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は
じ
め
に

十
六
世
紀
中
期
か
ら
十
七
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
日
本
列
島
に
は
火
縄
銃
を
は
じ
め
と
す
る
西
洋
式
火
器
が
急
速
に
普
及
し
た
。

火
縄
銃
の
日
本
へ
の
伝
来
と
、
そ
の
列
島
各
地
、
さ
ら
に
は
朝
鮮
や
明
朝
へ
の
伝
播
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
数
の
研
究
の
蓄
積
が

あ
る

(

１)

。
特
に
種
子
島
へ
の
い
わ
ゆ
る

｢

鉄
砲
伝
来｣
に
つ
い
て
は
、
そ
の
年
代
考
証
を
焦
点
と
し
て
論
争
が
続
け
ら
れ
て
お
り
、
そ

れ
を
通
じ
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
日
本
来
航
を
め
ぐ
る
全
体
状
況
の
検
討
も
進
め
ら
れ
、
彼
ら
が
華
人
海
商
に
よ
る
東
ア
ジ
ア
海
域
貿

易
の
急
拡
大
を
背
景
と
し
て
、
華
人
ジ
ャ
ン
ク
に
同
乗
し
て
渡
来
し
た
こ
と
が
共
通
認
識
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
筆
者
も
さ
き
に
二
篇

の
論
考
を
発
表
し
て
、
日
本
・
中
国
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
関
連
史
料
を
包
括
的
に
検
討
し
て
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
日
本
初
来
航
を
め
ぐ

る
諸
問
題
に
再
検
討
を
加
え
た

(

２)

。

た
だ
し
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
火
器
の
広
範
な
普
及
は
、
十
六
世
紀
に
始
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
中
国
で
は
十
一
世
紀
ま
で
に
は
各

種
の
火
薬
兵
器
が
出
現
し
て
お
り
、
特
に
十
三
世
紀
に
金
属
製
の
管
型
火
器
が
開
発
さ
れ
、
そ
れ
が
周
辺
地
域
に
伝
播
し
た
こ
と
に

よ
り
、
十
四
〜
十
五
世
紀
の
東
・
東
南
ア
ジ
ア
地
域
は
、
す
で
に

｢

火
器
の
時
代｣
の
第
一
段
階
を
む
か
え
て
い
た

(

３)

。
た
だ
し
日
本

一

銃
筒
か
ら
仏
郎
機
銃
へ

十
四
〜
十
六
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
海
域
と
火
器

中

島

楽

章



列
島
は
、
第
一
段
階
の

｢

火
器
の
時
代｣

か
ら
は
取
り
の
こ
さ
れ
て
お
り
、
十
六
世
紀
前
半
に
西
洋
式
火
器
の
伝
来
に
よ
り
、
東
・

東
南
ア
ジ
ア
地
域
が
第
二
段
階
の

｢

火
器
の
時
代｣

を
む
か
え
て
か
ら
、
よ
う
や
く
火
器
の
急
速
な
普
及
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
も
あ
っ
て
、
日
本
で
は
火
縄
銃
の
伝
来
以
降
に
く
ら
べ
て
、
十
六
世
紀
初
頭
ま
で
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
火
器
の
伝
来

と
普
及
に
関
す
る
研
究
は
乏
し
い
が
、
な
お
い
く
つ
か
の
注
目
す
べ
き
論
考
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
つ
と
に
長
沼
賢
海
氏
は
、
日
本

に
現
存
す
る
中
国
・
朝
鮮
の
伝
統
的
火
器
を
紹
介
し
、
火
縄
銃
の
伝
来
以
前
か
ら
、
日
本
で
は
旧
式
の

｢

鉄
砲｣

が
伝
来
し
、
使
用

さ
れ
て
い
た
と
論
じ
た

(

４)

。
た
だ
し
長
沼
氏
の
議
論
に
は
、
実
物
資
料
の
検
証
や
文
献
の
解
釈
に
つ
い
て
問
題
も
多
い
。
つ
い
で
有
馬

成
甫
氏
は
、
伝
存
す
る
中
国
・
朝
鮮
の
伝
統
的
火
器
を
網
羅
的
に
検
討
し
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
伝
統
的
火
器
の
製
造
と
配
備
に
つ

い
て
ひ
ろ
く
論
じ
て
い
る

(
５)

。
こ
の
ほ
か
に
洞
富
雄
氏
も
、
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
的
火
器
の
普
及
に
つ
い
て
、
長
沼
説
に
近
い
立
場
か
ら

検
討
を
加
え

(

６)

、
宇
田
川
武
久
氏
も
朝
鮮
に
お
け
る
伝
統
的
火
器
の
製
造
に
つ
い
て
論
じ
た

(

７)

。
さ
ら
に
春
名
徹
氏
も
、
十
一
世
紀
以
降

の
伝
統
的
火
器
の
開
発
か
ら
、
十
六
世
紀
に
お
け
る
西
洋
式
火
器
の
伝
来
と
普
及
に
い
た
る
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
火
器
の
普
及
過

程
を
通
時
的
に
概
観
し
て
い
る

(

８)

。
な
お
十
六
世
紀
に
お
け
る
西
洋
式
火
器
の
東
ア
ジ
ア
へ
の
伝
来
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
は
研
究
の

対
象
は
火
縄
銃
に
集
中
し
て
お
り
、
仏
郎
機
銃
な
ど
の
西
洋
式
火
炮
の
伝
来
に
関
す
る
研
究
は
、
有
馬
成
甫
氏
の
著
書

(

９)

を
除
い
て
乏

し
い
。

こ
れ
に
対
し
、
海
外
で
は
ジ
ョ
セ
フ
・
ニ
ー
ダ
ム
氏

(�)
、
劉
旭
氏

(�)
、
王
兆
春
氏

(�)
な
ど
が
、
中
国
火
器
史
に
関
す
る
専
著
に
お
い
て
、

十
五
世
紀
ま
で
の
伝
統
的
火
器
の
発
達
に
つ
い
て
も
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
特
に
王
兆
春
氏
の
著
書
は
、
中
国
で
出
土
し
た
火
器
の

実
物
資
料
も
体
系
的
に
紹
介
し
、
火
器
の
発
達
と
普
及
を
通
時
的
に
論
じ
た
基
本
文
献
で
あ
る
。
さ
ら
に
最
近
で
は
、
孫
来
臣
氏
が

十
四
〜
十
五
世
紀
に
お
け
る
中
国
式
火
器
の
東
南
ア
ジ
ア
へ
の
伝
播
の
プ
ロ
セ
ス
を
解
明
し

(�)
、
ケ
ネ
ス
・
チ
ェ
ー
ス
氏
も
グ
ロ
ー
バ

ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
視
点
か
ら
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
各
地
に
お
け
る
火
器
の
発
達
と
普
及
を
通
観
し
、
中
国
に
お
け
る
伝
統
的
火
器
の
発

達
に
つ
い
て
も
一
章
を
割
い
て
い
る

(�)
。

史
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本
稿
で
は
こ
う
し
た
先
行
研
究
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
、
ま
ず
十
一
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
初
頭
に
い
た
る
、
東
ア
ジ
ア
海
域
で
の
火

器
の
普
及
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
そ
し
て
特
に
十
五
世
紀
の
日
本
に
お
け
る
火
器
受
容
の
実
態
と
、
十
六
世
紀
初
頭
に
お
け
る
仏
郎

機
銃
の
中
国
伝
来
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
な
お
日
本
で
は
火
縄
銃
の
こ
と
を
一
般
に

｢

鉄
砲｣

(
鉄
炮)

と
称
す
る
が
、
漢
字
の
本
来
の
語
義
と
し
て
は

｢

砲｣
(

炮)

と
は
携
帯
用
の
小
型
火
器
で
は
な
く
、
よ
り
大
口

径
の
火
器
を
意
味
す
る

(�)
。
中
国
語
で

｢

鉄
砲｣

と
い
え
ば
、
古
典
語
で
も
現
代
語
で
も
鉄
製
の
大
砲
を
指
し
、
火
縄
銃
を

｢

鉄
砲｣

と
呼
ぶ
の
は
、
本
来
の
語
義
か
ら
い
え
ば
誤
用
で
あ
る
。
一
方
、｢

銃｣

は
一
般
に
は
小
型
〜
中
型
の
火
器
を
指
し
て
用
い
る

(�)

。
本

稿
で
は
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
原
則
と
し
て

｢

砲｣
(

炮)

は
も
っ
ぱ
ら
大
型
火
器
に
対
し
て
用
い
、
大
型
・
小
型
火
器
を
総
称
し

て

｢

銃
砲｣

と
称
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
伝
統
的
火
器
の
発
達
と
普
及

周
知
の
よ
う
に
、
火
薬
を
用
い
た
兵
器
が
最
初
に
実
用
化
さ
れ
た
の
は
、
北
宋
時
代
の
中
国
で
あ
っ
た
。
十
一
世
紀
ま
で
に
は
、

ま
ず
球
状
の
容
器
に
火
薬
を
入
れ
て
点
火
し
、
投
石
機
で
敵
中
に
投
じ
て
爆
発
さ
せ
る

｢

火
球｣

(

火
毬)

や
、
矢
に
火
薬
包
を
つ

け
て
弓
弩
で
発
射
す
る

｢

火
箭｣

な
ど
が
開
発
さ
れ
、
さ
ら
に
十
三
世
紀
に
は
、
金
朝
や
南
宋
に
お
い
て
、
竹
や
金
属
な
ど
の
筒
を

槍
先
に
つ
け
、
火
薬
を
つ
め
て
点
火
し
、
火
炎
を
放
射
す
る

｢
火
槍｣

も
実
用
化
さ
れ
た

(�)
。
九
州
に
侵
攻
し
た
元
軍
が
用
い
た

｢

て

つ
は
う｣
(

鉄
炮)

は
、｢

火
球｣

の
系
統
を
引
く
火
器
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
長
崎
県
鷹
島
の
海
底
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
た
遺

物
に
よ
れ
ば
、｢

て
つ
は
う｣

と
は
球
形
の
陶
器
の
な
か
に
火
薬
と
鉄
片
を
つ
め
、
敵
中
に
投
じ
て
爆
発
さ
せ
る
火
器
だ
っ
た
よ
う

で
あ
る

(�)

。

さ
ら
に
十
三
世
紀
末
に
は
、｢

火
槍｣

の
延
長
上
に
、
金
属
製
の
筒
に
火
薬
を
つ
め
て
、
弾
丸
や
矢
を
発
射
す
る
管
型
火
器
、
す

銃
筒
か
ら
仏
郎
機
銃
へ
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な
わ
ち
銃
砲
が
出
現
し
た
。
製
造
年
代
が
判
明
す
る
最
古
の
銃
砲
は
、
一
九
八
九
年
に
内
蒙
古
で
発
見
さ
れ
た
銅
製
の

｢

碗
口
銃｣

で
あ
る
。
こ
れ
は
バ
ズ
ー
カ
砲
風
の
小
型
火
砲
で
、
パ
ス
パ
字
の
銘
文
に
よ
り
、
元
朝
の
大
徳
二

(

一
二
九
八)

年
に
製
造
さ
れ
た

こ
と
が
わ
か
る

(�)
。
こ
の
ほ
か
に
も
中
国
各
地
で
は
、
元
代
後
期

(

十
三
世
紀
末
〜
十
四
世
紀
中
期)

に
製
造
さ
れ
た
、
銅
製
の

｢

銃

筒｣
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

｢

銃
筒｣

は
全
長
は
二
十
六
〜
四
十
四
セ
ン
チ
、
口
径
は
二
十
三
〜
三
十
ミ
リ
で
、
後
部
の
薬

室
に
火
薬
を
つ
め
て
弾
丸
や
矢
を
発
射
す
る
、
携
帯
用
の

｢

手
銃｣
(��������)

で
あ
っ
た
。｢

銃
筒｣

や

｢

碗
口
銃｣

な
ど
の
銃

砲
は
、
主
と
し
て
城
壁
都
市
の
攻
防
戦
や
、
水
上
で
の
軍
船
の
攻
防
に
用
い
ら
れ
た
。
元
末
に
各
地
に
割
拠
し
た
軍
閥
勢
力
も
火
器

を
活
用
し
、
朱
元
璋
が
長
江
流
域
の
対
抗
勢
力
を
破
り
、
モ
ン
ゴ
ル
軍
を
華
北
か
ら
駆
逐
し
て
、
明
朝
が
中
国
を
統
一
す
る
う
え
で

も
、
火
器
の
果
た
し
た
役
割
は
大
き
か
っ
た

(�)
。

明
朝
の
も
と
で
、
火
器
の
製
造
と
配
備
は
い
っ
そ
う
拡
充
さ
れ
た
。
十
四
世
紀
末
の
洪
武
年
間

(

一
三
六
八
〜
一
三
九
八)

に
は
、

主
と
し
て
中
央
政
府
の
軍
器
局
・
兵
仗
局
が
銃
砲
を
製
造
し
、
こ
の
ほ
か
に
銅
銭
を
鋳
造
す
る
宝
源
局
や
、
全
国
各
地
の
駐
屯
軍

(

衛
所)

で
も
各
種
の
銃
砲
を
製
造
し
た
。
当
時
の
銃
砲
に
は
、｢

銃
筒｣

(

手
銃)

な
ど
の
小
型
火
器
の
ほ
か
、｢

碗
口
銃｣

な
ど
の

中
型
火
器
、
お
よ
び

｢

将
軍
砲｣

な
ど
の
大
型
火
炮
が
あ
っ
た
。
洪
武
年
間
に
は
、
明
軍
の
兵
士
は
十
人
に
一
人
が
火
器
を
装
備
す

る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
当
時
の
明
軍
の
総
数
は
百
二
十
万
〜
百
八
十
万
人
だ
っ
た
の
で
、
火
器
の
総
数
は
十
二
万
〜
十
八
万
挺
に

の
ぼ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
当
時
の
大
型
海
運
船
に
は
、
手
銃
十
六
挺
・
碗
口
銃
四
門
・
火
槍
二
十
挺
な
ど
を
配
備
す
る
こ
と
も
規

定
さ
れ
て
い
る

(�)明
初
の
軍
事
的
な
成
功
は
、
こ
う
し
た
大
量
の
火
器
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
た
と
え
ば
一
三
八
八

(

洪
武
二
十
一)

年
、
タ

イ
系
の
ム
ン
マ
オ
王
朝
が
、
百
頭
の
象
部
隊
に
よ
っ
て
雲
南
西
南
部
に
進
攻
し
た
。
こ
れ
に
対
し
明
軍
は
、｢

火
銃
・
神
機
箭
を
置

き
て
三
行
と
な
し
、
陣
中
に
列な

ら

べ
、
象
の
進
む
を
俟ま

ち
て
、
則
ち
前
行
の
銃
箭
を
具
に
発
し
、
若も

し
退
か
ざ
れ
ば
、
則
ち
次
行
が
こ

れ
に
次
ぎ
、
ま
た
退
か
ざ
れ
ば
、
則
ち
三
行
が
こ
れ
に
継
ぐ｣

と
、
兵
士
を
前
後
三
列
に
な
ら
べ
て
、
交
替
し
て
つ
ぎ
つ
ぎ
と
火
銃

�

史
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な
ど
を
射
撃
し
、
象
部
隊
を
壊
滅
さ
せ
た
と
い
う

(�)

。
い
わ
ゆ
る
三
段
撃
ち
戦
法
が
、
こ

の
時
点
で
早
く
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

十
五
世
紀
初
頭
の
永
楽
年
間

(

一
四
〇
三
〜
一
四
二
四)

に
は
、
火
器
の
製
造
は
軍

器
局
と
兵
仗
局
に
統
合
さ
れ
、
各
種
の
銃
砲
の
規
格
も
統
一
さ
れ
た
。
十
五
世
紀
に
は
、

軍
器
局
で
は
三
年
間
に
三
千
挺
の
銅
製
手
銃
と
、
三
千
門
の
銅
製
碗
口
銃
な
ど
を
製
造

す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
兵
仗
局
で
も
手
銃
・
碗
口
銃
・
将
軍
砲
な
ど
の
火
器

を
製
造
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
銃
砲
に
は
、
形
式
・
製
造
番
号
・
重
量
・
製
造
時
期
を

記
し
た
銘
文
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
一
四
三
六

(

正
統
元)

年
に
製
造
さ
れ

た

｢

天
字｣

形
式
の
小
型
銃
筒
に
は
、
九
万
八
千
六
百
十
二
号
と
い
う
製
造
番
号
を
持

つ
も
の
も
あ
り
、
永
楽
初
年
か
ら
の
三
十
数
年
の
あ
い
だ
に
、
十
万
件
近
い
同
型
の
銃

筒
が
製
造
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
各
種
の
形
式
の
銃
筒
に
刻
印
さ
れ
た
製
造
番

号
を
総
計
す
る
と
、
十
五
世
紀
を
通
じ
て
、
少
な
く
と
も
十
六
万
挺
以
上
の
銃
筒
が
製

造
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る

(�)
。

十
五
世
紀
の
小
型
銃
筒
は
お
お
む
ね
銅
製
の
鋳
造
品
で
あ
り
、
全
長
三
六
セ
ン
チ
前

後
、
口
径
十
五
ミ
リ
前
後
で
、
銃
身
の
後
部
に
や
や
膨
ら
ん
だ
薬
室
が
あ
り
、
そ
の
上

に
は
点
火
用
の
火
穴
を
開
け
、
尾
部
に
は
木
製
の
柄
を
装
着
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

使
用
す
る
際
に
は
左
手
で
柄
を
握
り
、
右
手
で
薬
室
上
部
の
火
穴
か
ら
差
し
火
に
よ
っ

て
点
火
し
、
弾
丸
や
矢
を
発
射
し
た
の
で
あ
る
。
永
楽
年
間
に
は
、
火
器
を
専
門
に
扱

う

｢

神
機
営｣

と
い
う
機
動
部
隊
も
創
設
さ
れ
、
ベ
ト
ナ
ム
侵
攻
や
モ
ン
ゴ
ル
遠
征
な

銃
筒
か
ら
仏
郎
機
銃
へ

五
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ど
の
軍
事
作
戦
に
動
員
さ
れ
た
。
ま
た
鄭
和
の
南
洋
遠

征
や
前
期
倭
寇
の
撃
退
な
ど
の
海
戦
に
お
い
て
も
、
多

く
の
火
器
が
活
用
さ
れ
た

(�)

。

そ
の
一
方
、
明
朝
が
対
外
戦
争
に
お
い
て
大
量
の
火

器
を
用
い
た
こ
と
は
、
こ
う
し
た
火
器
技
術
の
周
辺
諸

国
へ
の
伝
播
を
う
な
が
す
こ
と
に
も
な
っ
た
。
ま
ず
朝

鮮
で
は
、
十
四
世
紀
後
半
の
高
麗
末
期
に
、
倭
寇
対
策

の
た
め
に
明
朝
か
ら
火
薬
用
の
硝
石
や
硫
黄
を
賜
与
さ

れ
、
火
桶
都
監
に
お
い
て
火
薬
を
、
防
禦
都
監
に
お
い

て
火
器
を
製
造
し
た
。
高
麗
を
つ
い
だ
朝
鮮
王
朝
も
、

軍
器
寺
・
軍
器
都
監
を
設
置
し
て
多
く
の
火
器
や
火
薬

を
製
造
し
、
お
も
に
倭
寇
対
策
の
た
め
に
活
用
し
た
。

軍
器
寺
で
は
明
朝
に
な
ら
っ
て
各
種
の
銃
筒
や
将
軍
砲

を
鋳
造
し
た
が
、
特
に
朝
鮮
で
は
何
本
も
の
矢
を
一
度

に
発
射
す
る

｢

放
箭
銃
筒｣

が
発
達
し
た
。
な
お
火
薬

の
調
合
に
必
要
な
硫
黄
や
硝
石
は
、
当
初
は
明
朝
か
ら

給
付
さ
れ
た
が
、
や
が
て
硝
石
は
国
内
で
人
工
生
産
す

る
よ
う
に
な
り
、
硫
黄
は
日
本
や
琉
球
か
ら
輸
入
し
て

い
る

(�)
。

史
淵
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地図 15世紀における中国式火器の伝播



一
方
、
明
軍
の
火
器
に
よ
っ
て
敗
北
し
た
ム
ン
マ
オ
王
朝
に
も
、
明
軍
の
脱
走
兵
を
通
じ
て
火
器
技
術
が
流
入
し
、
そ
れ
は
さ
ら

に
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
北
部
の
タ
イ
系
諸
国
に
伝
播
し
て
い
っ
た
。
ま
た
上
ビ
ル
マ
の
ア
ヴ
ァ
王
朝
に
も
、
明
朝
と
の
交
易
や
ム
ン
マ

オ
王
朝
と
の
交
戦
を
通
じ
て
中
国
式
火
器
が
流
入
し
、
そ
こ
か
ら
下
ビ
ル
マ
の
ペ
グ
ー
王
朝
や
、
イ
ン
ド
東
北
部
の
ア
ッ
サ
ム
に
も

伝
播
し
て
い
っ
た
。
特
に
ヴ
ェ
ト
ナ
ム

(

大
越)

に
お
い
て
は
、
永
楽
帝
に
よ
る
侵
攻
と
支
配
を
通
じ
て
中
国
式
火
器
が
流
入
し
、

一
四
二
八
年
に
黎
朝
が
明
軍
を
駆
逐
し
て
独
立
す
る
過
程
で
も
、
明
軍
か
ら
捕
獲
し
た
火
器
や
捕
虜
な
ど
を
通
じ
て
、
火
器
技
術
が

普
及
し
て
い
っ
た
。
黎
朝
が
南
方
の
チ
ャ
ン
パ
を
征
圧
し
、
西
方
の
内
陸
部
に
勢
力
を
拡
大
す
る
う
え
で
も
、
火
器
が
大
き
な
役
割

を
は
た
し
て
い
る
。
ま
た
中
国
式
火
器
は
海
上
ル
ー
ト
を
通
じ
て
も
東
南
ア
ジ
ア
に
伝
播
し
た
。
た
と
え
ば
ジ
ャ
ワ
島
に
は
、
鄭
和

の
遠
征
や
海
上
貿
易
を
通
じ
て
火
器
が
流
入
し
、
十
五
世
紀
な
か
ば
に
は
華
人
ム
ス
リ
ム
が
火
器
を
鋳
造
し
て
い
た
と
い
う

(�)

。

さ
ら
に
琉
球
王
国
で
も
、
十
五
世
紀
中
期
ま
で
に
は
す
で
に
火
器
が
普
及
し
て
い
た

(�)

。
一
四
五
六

(

景
泰
七
・
世
祖
七)

年
、
済

州
島
か
ら
琉
球
に
漂
着
し
た
朝
鮮
の
水
軍
の
兵
士
は
、
帰
国
後
に
琉
球
の
武
器
に
つ
い
て

｢

火
筒
、
そ
の
大
小
及
び
体
制
、
一
に
本

国
の
制
と
同
じ｣

と
報
告
し
て
お
り
(�)
、
琉
球
王
国
で
も
朝
鮮
王
朝
と
同
型
の
火
筒

(

銃
筒)

が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
火
器
は
、
王
家
や
外
交
使
節
に
よ
り
礼
砲
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
十
五
世
紀
に
は
、
中
国
か
ら
陸
路
・
海

路
の
双
方
で
、
各
種
の
火
器
が
周
辺
諸
国
に
伝
播
し
、
東
・
東
南
ア
ジ
ア
地
域
は
、
西
洋
式
火
器
の
伝
来
に
先
立
っ
て
、
す
で
に

｢

火
器
の
時
代｣

の
第
一
波
を
迎
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

二

十
五
世
紀
の
日
本
に
お
け
る
火
器
と
火
薬

上
述
の
よ
う
に
、
十
四
〜
十
五
世
紀
の
東
・
東
南
ア
ジ
ア
で
は
、
火
器
技
術
が
明
朝
か
ら
周
辺
諸
国
に
急
速
に
伝
播
し
て
い
っ
た
。

た
だ
ひ
と
つ
、
こ
う
し
た
東
部
ア
ジ
ア
の

｢

火
器
の
時
代｣

か
ら
取
り
残
さ
れ
て
い
た
の
が
日
本
で
あ
っ
た
。
火
縄
銃
が
伝
来
す
る

史
淵

第
百
四
十
八
輯

(

二
〇
一
一
年
三
月)

八



一
五
四
〇
年
代
ま
で
、
日
本
に
お
い
て
実
戦
に
火
器
が
用
い
ら
れ
た
記
録
は
、
ほ
と
ん
ど
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
し
当
時
の
日
本
に
、
中
国
式
の
銃
筒
が
ま
っ
た
く
存
在
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
つ
と
に
長
沼
賢
海
氏
は
、
西
日

本
の
各
地
に
中
国
式
の
管
型
火
器
が
伝
存
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
日
本
に
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
来
航
以
前
か
ら
、
中
国
か
ら
伝

統
的
な

｢
鉄
砲｣

が
伝
え
ら
れ
、
使
用
さ
れ
て
い
た
と
論
じ
た

(�)

。
長
沼
氏
の
議
論
は
、
伝
統
的
銃
筒
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
火
縄
銃
を
安

易
に

｢

鉄
砲｣
と
し
て
概
括
す
る
傾
向
が
あ
り
、
ま
た
銃
筒
の
伝
来
過
程
の
考
証
に
も
問
題
が
あ
る
。
日
本
に
伝
存
し
た
中
国
・
朝

鮮
の
銃
筒
は
、
実
際
に
は
十
六
世
紀
末
の
朝
鮮
侵
略
に
お
け
る
捕
獲
品
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

(�)

。
た
だ
し
長
沼
氏
が
紹
介
す
る
い
く

つ
か
の
文
献
史
料
に
よ
れ
ば
、
十
五
世
紀
に
も
な
ん
ら
か
の
伝
統
的
火
器
が
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
は
あ
っ
た
よ
う
だ
。

十
四
世
紀
後
半
か
ら
十
五
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
華
北
や
朝
鮮
の
沿
岸
を
襲
撃
し
た
前
期
倭
寇
は
、
明
朝
や
高
麗
・
朝
鮮
王
朝
の

海
防
部
隊
に
よ
り
、
し
ば
し
ば
火
器
に
よ
る
迎
撃
を
受
け
て
い
た
。
た
と
え
ば
一
三
六
九

(

洪
武
八)

年
に
山
東
半
島
の
莱
州
営
で

鋳
造
さ
れ
た
、
二
門
の
中
型
火
砲
の
製
造
番
号
か
ら
は
、
莱
州
営
で
は
同
年
二
月
だ
け
で
、
二
十
二
門
以
上
の
同
型
の
火
砲
が
造
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
大
砲
も
、
山
東
半
島
を
襲
撃
し
た
倭
寇
に
備
え
た
も
の
で
あ
っ
た

(�)

。
そ
の
後
も
明
朝
や
朝
鮮

王
朝
は
、
多
数
の
銃
砲
を
沿
岸
の
城
塞
や
軍
船
に
配
備
し
て
、
倭
寇
の
襲
撃
に
備
え
て
お
り
、
中
国
や
朝
鮮
の
沿
岸
を
襲
撃
し
た
倭

寇
勢
力
が
、
こ
う
し
た
火
器
を
略
奪
し
て
持
ち
帰
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

実
際
に
、
倭
寇
勢
力
も
火
器
の
使
用
を
試
み
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
四
一
八

(

世
宗
元)

年
八
月
、
朝
鮮
王
朝
の
敬
差
官

と
し
て
対
馬
を
訪
れ
た
李
藝
は
、
世
宗
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

火�
・
碗
口
は
、
唯
だ
銅
鉄
も
て
鋳
造
す
る
も
、
銅
鉄
は
我
が
国
の
産
せ
ざ
る
所
な
り
。
こ
れ
に
因
り
、
火�
・
碗
口
は
未
だ

鋳
造
す
る
に
易
か
ら
ず
。
臣
は
対
馬
島
に
至
る
に
、
賊
倭
の
処
に
お
い
て
、
中
国
の
鋳
る
所
の
水
鉄
火�
・
碗
口
を
得
て
来
る
。

請
う
ら
く
は
水
鉄
も
て
火�
・
碗
口
を
鋳
て
、
諸
州
県
に
分
置
し
、
軍
器
監
に
命
じ
て
こ
れ
を
試
さ
ん
こ
と
を

(�)
。

火�(

火
桶)

・
碗
口
な
ど
の
火
器
は
、
銅
に
よ
っ
て
鋳
造
す
る
が
、
朝
鮮
で
は
銅
の
産
出
が
乏
し
く
、
十
分
に
製
造
す
る
こ
と
が

銃
筒
か
ら
仏
郎
機
銃
へ

九



で
き
な
い
。
李
藝
は
対
馬
で
、
倭
寇
が
中
国
で
略
奪
し
た
鋳
鉄
製
の
火�
や
碗
口
銃
を
入
手
し
て
持
ち
帰
っ
た
。
彼
は
こ
れ
を
見
本

と
し
て
、
軍
器
監
に
鋳
鉄
製
の
火�
・
碗
口
を
試
造
さ
せ
、
各
州
県
に
配
備
す
る
こ
と
を
提
言
し
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
当
時
の
日
本
で
は
、
こ
う
し
て
獲
得
し
た
火
器
を
実
際
に
使
用
す
る
た
め
の
火
薬
を
、
十
分
に
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
よ
う
だ
。
朝
鮮
王
朝
も
、
火
薬
の
調
合
に
必
要
な
人
工
硝
石
の
製
法
が
、
日
本
に
伝
わ
る
こ
と
を
強
く
警
戒
し
て
い
た
。
ま

ず
一
四
二
六

(

世
宗
八)

年
十
二
月
に
は
、
世
宗
は
江
原
道
の
沿
海
部
で
人
工
硝
石
を
製
造
し
て
い
る
人
民
や
奴
僕
が
、
対
馬
な
ど

に
逃
亡
し
て
火
薬
の
製
法
を
伝
え
る
こ
と
を
危
惧
し
、
朝
鮮
東
岸
で
の
硝
石
製
造
を
中
止
し
た

(�)

。
さ
ら
に
一
四
四
五

(

世
宗
二
十
七)

年
四
月
に
も
、
世
宗
は
そ
れ
ま
で
全
羅
道
・
慶
尚
道
の
沿
海
部
で
製
造
し
て
い
た
人
工
硝
石
を
、
中
央
政
府
で
集
中
的
に
製
造
す
る

よ
う
に
命
じ
、
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

昔
一
人
あ
り
、
倭
に
虜
と
せ
ら
れ
、��
を
煮
る
術
を
問
わ
れ
、
惨
酷
を
極
む
。
そ
の
人
還
る
を
得
て
曰
く
、｢

若も

し
方
術
を

知
ら
ば
、
そ
の
若

[

苦]
に
堪
え
ざ
ら
ん｣

と
。
…
…
昔
、
議
政
の
許
稠
稠
は
以
為
お
も
え
ら

く
、｢��
を
煮
る
処
は
、
倭
島
に
近
く
、

そ
の
術
の
洩
れ
る
を
恐
る
、
宜
し
く
当
に
慎
密
な
る
べ
し｣

と
。
今
、
倭
人
は
そ
の
術
を
学
ば
ん
と
欲
す
る
こ
と
久
し
。
嘗か

つ

て

唐
人
を
虜

と
り
こ
に
し
、
始
め
て
火
砲
の
術
を
解
す
。
曩か

つ

て
李
藝
の
日
本
に
往ゆ

く
や
、
火
砲
も
て
こ
れ
を
迎
う
。
然し

か

る
に
火
気
は
猛た

け

か

ら
ず
、��
を
藝
に
請
う
も
、
答
う
る
に
無
し
と
以
て
す
。
今
、��
の
匠
は
本
よ
り
賎
隷
に
し
て
、
若
し
誘
う
に
利
を
以
っ

て
す
れ
ば
、
必
ず
や
そ
の
術
を
教
え
ん
。
…
…
外
司
に
お
い
て
煮
れ
ば
、
恐
ら
く
は
倭
人
の
知
る
所
と
な
ら
ん
。
内
司
僕
に
お

い
て
こ
れ
を
為つ

く

ら
ん
と
欲
す

(�)
。

か
つ
て
倭
寇
が
捕
虜
と
し
た
朝
鮮
人
を
拷
問
し
て
、
硝
石
の
製
法
を
聞
き
出
そ
う
と
し
た
こ
と
も
あ
り
、
沿
海
部
で
硝
石
を
製
造
し

て
い
た
の
で
は
、
製
法
が
日
本
に
漏
洩
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
近
年
、
日
本
人
は
捕
虜
と
し
た
華
人
を
通
じ
て
火
砲
の
技
術
を
習
得
し
、

か
つ
て
李
藝
が
対
馬
に
赴
い
た
際
に
は
、
礼
砲
を
放
っ
て
出
迎
え
た
。
し
か
し
火
薬
の
質
が
悪
く
火
力
が
不
十
分
だ
っ
た
の
で
、
李

藝
に
硝
石
の
提
供
を
要
請
し
た
が
、
李
藝
は
こ
れ
を
断
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
世
宗
は
硝
石
の
製
造
を
沿
海
部
か
ら
漢

史
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城
に
移
す
こ
と
を
命
じ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
朝
廷
の
内
司
僕
に
司
・
局
を
設
置
し
て
、
硝
石
を
製
造
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
十
五
世
紀
初
頭
に
は
、
倭
寇
勢
力
は
中
国
沿
岸
で
火
器
を
略
奪
し
、
あ
る
い
は
捕
虜
と
し
た
華
人
か
ら
火
器
技
術
を

習
得
す
る
な
ど
し
て
、
そ
の
使
用
を
試
み
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
硝
石
の
不
足
に
よ
り
満
足
に
火
薬
を
調
合
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
火
器
を
実
用
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
は
一
五
四
〇
年
代
に
い
た
る
ま
で
、
日
本
列
島
に
お
い
て

火
器
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
記
録
は
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
な
い
。

十
五
世
紀
の
日
本
列
島
に
お
い
て
、
実
戦
に
お
い
て
火
器
が
配
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
、
現
時
点
で
唯
一
の
文
献
史
料
は
、

東
福
寺
の
太
極
蔵
主
の

『
碧
山
日
録』

応
仁
二

(

一
四
六
八)

年
十
一
月
六
日
条
に
み
え
る
、
次
の
よ
う
な
記
事
で
あ
る
。

亦
た
右
京
兆
勝
元
の
営
を
観
る
に
、
畠
山
政
長
・
山
名
是
豊
・
赤
松
政
則
・
武
田
堅
信
等
の
陣
、
相
い
連
属
す
。
讃
州
守
成
之

し
げ
ゆ
き

の
営
は
、
城
下
の
固
と
為
る
。
串
楼
・
層
櫓
、
飛
砲
・
火
槍
、
戦
攻
の
具
、
至
る
所
以
っ
て
患マ

マ

備
せ
り
。

こ
れ
は
応
仁
の
乱
に
お
け
る
、
東
軍
の
細
川
勝
元
・
成
之
ら
の
陣
営
の
描
写
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は

｢

飛
砲
・
火
槍｣

な
ど
の
武
器

が
備
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
そ
の
二
年
前
に
も
、
琉
球
使
節
に
よ
っ
て
な
ん
ら
か
の
火
器
が
礼
砲
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と

が
、
相
国
寺
の
季
瓊
真
蘂
に
よ
り
、『

蔭
涼
軒
日
録』

文
正
元

(

一
四
六
六)

年
七
月
二
十
八
日
条
に
記
さ
れ
て
い
る
。

琉
球
国
の
官
人
参
り
て
、
庭
上
に
て
三
拝
を
消マ

マ

し
て
退
出
し
、
忽

に
わ
か

に
方
物
を
献
ず
。
退
出
の
時
、�
門
の
外
辺
に
於
い

て
、

故
こ
と
さ
ら

に
鉄
放
一
両
声
を
放
ち
、
人
は
皆
な
聴
き
て
驚
顛
せ
り
。

琉
球
王
国
の
使
節
が
幕
府
に
お
い
て
将
軍
に
謁
見
し
た
の
ち
、
退
出
す
る
際
に
門
外
で

｢

鉄
放｣

二
発
を
発
射
し
、
人
々
を
驚
か
せ

た
と
い
う
の
で
あ
る
。

な
お

『

碧
山
日
録』

の
応
仁
二
年
正
月
二
十
九
日
条
に
よ
れ
ば
、
東
軍
の
陣
中
か
ら
来
た
人
物
が

｢

和
州
の
匠
、
営
中
に
来
た
り
、

発
石
木
を
造
る
。
そ
の
石
の
中
る
所
、
尽
く
摧
破
す｣

と
語
っ
た
の
に
対
し
、
太
極
は

｢

予
曰
く
、
砲
な
り
。
唐
の
李
密
は
機
を
以
っ

て
石
を
発
し
、
攻
城
の
具
と
な
し
、
将
軍�ほ

う

と
号
す｣

と
答
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、『

碧
山
日
録』

に
い
う

｢

飛
砲｣

と
は
、

銃
筒
か
ら
仏
郎
機
銃
へ

一
一



火
器
で
は
な
く
木
製
の
投
石
機
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
対
し
、『

碧
山
日
録』

の

｢

火
槍｣

や

『

蔭
涼
軒
日
録』

の

｢

鉄
放｣

が
金
属
製
火
器
を
指
す
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
研
究
で
は
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
洞
富
雄
氏
は
、

『
碧
山
日
録』

の

｢

火
槍｣

を

｢

手
銃
も
し
く
は
火
炎
放
射
器｣

と
み
な
し
、『

蔭
涼
軒
日
録』

の

｢

鉄
放｣

も

｢

携
帯
用
の
小
型
金

属
製
火
器
と
思
わ
れ
る｣

と
述
べ
て
い
る
。
洞
氏
は
こ
れ
に
よ
っ
て
、
十
五
世
紀
初
頭
に
倭
寇
が
火
炮
を
入
手
し
て
い
た
こ
と
と
あ

わ
せ
て
、｢
種
子
島
銃
伝
来
以
前
す
で
に
、
中
国
で
創
製
さ
れ
た
原
始
的
な
手
銃
や
、
同
様
の
大
型
火
器
類
が
、
日
本
に
伝
え
ら
れ

て
い
た｣

と
論
じ
る
の
で
あ
る

(�)
。
こ
れ
に
対
し
所
荘
吉
氏
は
、『

碧
山
日
録』

の

｢

火
槍｣

は
、｢

中
国
の
史
書
か
ら
文
章
の
あ
や
と

し
て
引
用
し
た
に
す
ぎ
な
い｣

と
み
な
し
、
ま
た

『

蔭
涼
軒
日
録』

の

｢

鉄
放｣

に
つ
い
て
も
、
爆
竹
の
類
に
す
ぎ
な
い
と
推
定
し
、

洞
氏
の
論
を
否
定
し
て
い
る

(�)
。

洞
氏
が

｢

火
槍｣

を

｢

手
銃
も
し
く
は
火
炎
放
射
器｣

、｢

鉄
放｣

を

｢

携
帯
用
の
小
型
金
属
製
火
器｣

と
み
な
す
論
拠
は
明
確
で

は
な
い
。
し
か
し
そ
の
一
方
、『
碧
山
日
録』

に
い
う

｢

飛
砲｣

に
つ
い
て
は
、
実
際
に
大
和
国
の
工
匠
が
東
軍
の
た
め
に
投
石
機

を
製
造
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
と
す
れ
ば

｢

火
槍｣

に
つ
い
て
も
、
一
概
に
漢
文
的
な
文
飾
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
は

な
い
か
。
元
来

｢

火
槍｣

と
は
、
筒
状
の
容
器
の
一
端
を
密
封
し
て
火
薬
を
詰
め
、
そ
れ
を
槍
の
尖
端
に
つ
け
て
点
火
し
、
火
炎
を

噴
出
す
る
火
器
の
一
種
で
あ
る
。
中
国
で

｢

火
槍｣
が
開
発
さ
れ
た
の
は
、
南
宋
と
金
朝
が
南
北
に
対
峙
し
て
い
た
十
二
世
紀
で
あ

り
、
南
宋
の

｢

突
火
槍｣

が
竹
筒
を
用
い
た
の
に
対
し
、
金
朝
の

｢

飛
火
槍｣

は
厚
紙
の
筒
を
用
い
て
い
た
。
さ
ら
に
十
四
世
紀
の

元
末
明
初
に
は
、
使
い
捨
て
の
竹
筒
や
紙
筒
を
用
い
た

｢
火
槍｣

だ
け
で
は
な
く
、
く
り
か
え
し
て
使
用
で
き
る
鉄
筒
を
用
い
た

｢

火
槍｣

も
普
及
し
て
い
く

(�)
。

十
五
世
紀
の
日
本
の
禅
僧
が
、
こ
う
し
た

｢

火
槍｣

系
統
の
火
器
に
関
す
る
知
識
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
と
し
て
、
一

四
四
六

(

文
安
三)

年
に
成
立
し
た
類
書

『�
嚢
鈔』

に
は
、｢

テ
ツ
ハ
ウ
と
云
フ
字
は
何
ゾ
、
鉄
炮
と
書
也
、
紙
ニ
テ
作
ル
ヲ
紙

炮
ト
云
也｣

と
い
う
記
事
が
あ
る

(�)
。
こ
こ
で
い
う

｢

鉄
炮｣

と

｢

紙
炮｣

と
は
、
明
ら
か
に
同
形
式
の
火
器
で
あ
り
、
か
つ

｢

鉄
炮｣

史
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�
と
対
比
し
て
、｢

紙
ニ
テ
作
ル
ヲ
紙
炮
ト

云｣

と
明
記
し
て
い
る
の
で
、
鉄
製
と
紙

製
の
両
種
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

お
そ
ら
く

『�
嚢
鈔』

に
い
う

｢

鉄
炮｣

と

｢

紙
炮｣

と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
鉄
製
の
筒

と
紙
製
の
筒
を
用
い
た
、｢

火
槍｣

系
統

の
火
器
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て

『�
嚢
鈔』

に
い
う

｢

鉄
炮｣

(

テ
ツ
ハ
ウ)

と
は
、『

蔭
涼
軒
日
録』

に

お
い
て
琉
球
使
節
が
礼
砲
と
し
て
発
し
た

と
さ
れ
る

｢

鉄
放｣

と
同
じ
火
器
を
指
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
に
関
連
し

て
、
上
里
隆
史
氏
は

『

蔭
涼
軒
日
録』

に

お
け
る

｢

鉄
放｣

と
は
、
近
世
の
琉
球
王

国
で
、
祭
礼
や
儀
仗
に
お
い
て
礼
砲
と
し

て
用
い
ら
れ
た
、｢

棒
火
矢｣

(

ヒ
ヤ
ー)

に
類
似
し
た
火
器
で
あ
る
と
推
定
し
て
い

る

(�)
。
近
世
の

｢

棒
火
矢｣

と
は
、
長
さ
二

十
セ
ン
チ
・
直
径
三
セ
ン
チ
の
鉄
筒
に
火

銃
筒
か
ら
仏
郎
機
銃
へ

一
三

図３ 明代の梨花槍 (火槍の一種)

(『籌海図編』 巻13下)

図４ 琉球の棒火矢 (ヒヤー)

(｢冊封使行列絵巻｣ 『冊封使』 沖

縄県立博物館友の会､ 1989年､ 20

頁)



薬
を
詰
め
、
そ
れ
を
三
つ
束
ね
て
約
百
八
十
セ
ン
チ
の
柄
に
付
け
た
も
の
で
あ
り

(�)

、｢

火
槍｣

の
一
種
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
前

述
の
よ
う
に
、
十
五
世
紀
の
琉
球
で
は
す
で
に
朝
鮮
と
同
じ
よ
う
な
銃
筒
が
普
及
し
て
お
り
、
小
型
の
銃
筒
を
柄
に
付
け
て
、
礼
砲

と
し
て
利
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て

『

碧
山
日
録』

に
み
え
る
東
軍
陣
営
の

｢

火
槍｣

、『

蔭
涼
軒
日
録』

に
み
え
る
琉
球
使
節
の

｢

鉄
放｣

、『�
嚢
鈔』

に
い
う

｢
鉄
炮｣

は
、
武
器
と
礼
砲
と
の
違
い
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
近
世
琉
球
の

｢

棒
火
矢｣

に
類
す
る
、
鉄
製
の
筒
に
火
薬
を

詰
め
、
槍
の
尖
端
に
付
け
た

｢

火
槍｣

系
統
の
火
器
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
細
川
氏
は
室
町
幕
府
の
対
外
貿
易
に

深
く
関
与
し
て
い
た
。
た
だ
し
明
朝
や
朝
鮮
王
朝
は
、
日
本
へ
の
火
器
・
火
薬
の
流
出
を
厳
禁
し
て
い
る
の
で
、
細
川
氏
の

｢

火
槍｣

は
、
琉
球
王
国
か
ら
入
手
し
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
細
川
氏
は
摂
津
守
護
と
し
て
、
兵
庫
津
に
来
航
す
る
琉
球
船
に
対
し

て
、
点
検
制
度
を
名
目
に
優
先
的
な
貿
易
取
引
を
行
っ
て
お
り
、
一
四
五
一

(

宝
徳
三)

年
に
琉
球
使
節
が
兵
庫
に
入
港
し
た
際
に

も
、
細
川
勝
元
は
い
ち
早
く
人
を
遣
わ
し
て
琉
球
船
の
積
載
し
た
商
品
を
抑
留
し
て
い
る

(�)

。
こ
う
し
た
機
会
に
、
細
川
氏
が
琉
球
の

｢

火
槍｣

型
火
器
の
現
物
を
入
手
し
、
あ
る
い
は
そ
の
製
法
を
伝
習
す
る
機
会
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
十
五
世
紀
後
半
に
日
本
で
使
用
さ
れ
た

｢

火
槍｣

や

｢

鉄
放｣

は
、
手
銃

(

銃
筒)

で
も
爆
竹
類
で
も
な
く
、
中
国

の

｢

火
槍｣

と
同
系
統
の
、
鉄
製
の
筒
を
槍
先
に
付
け
た
武
器
な
い
し
礼
砲
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
細
川
氏
が
配
備
し

た

｢

火
槍｣

が
、
実
戦
に
お
い
て
活
用
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
く
、
あ
く
ま
で
例
外
的
に
特
殊
な
火
器
が
配
備
さ
れ
て
い
た
に

す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
後
も
朝
鮮
半
島
で
は
、
一
五
〇
九

(

中
宗
四)

年
四
月
に
、｢

倭
船
を
捕
獲
す
る
に
、
有
す
る
所
の
銃
筒

及
び
長
箭
に
、
或
い
は
南
海
と
書
し
、
或
い
は
馬
島
と
書
し
、
或
い
は
人
の
姓
名
を
書
す
。
こ
れ
必
ず
慶
尚
・
全
羅
両
道
沿
辺
の
各

浦
に
て
賊
を
作
し
て
得
る
所
な
り｣

と
あ
る
よ
う
に
、
沿
海
部
を
襲
撃
し
た
倭
寇
が
、
銃
筒
な
ど
を
略
奪
し
た
と
い
う
事
例
も
報
告

さ
れ
て
い
る
が

(�)

、
日
本
人
が
こ
う
し
た
火
器
を
一
般
的
に
活
用
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
同
じ
月
に
中
宗
が
承
政
院
に
対
し
、｢

火

炮
は
倭
・
野
人
の
知
ら
ざ
る
所
に
し
て
、
真
に
破
敵
の
具
な
り｣

と
述
べ
る
よ
う
に

(�)
、
十
六
世
紀
初
頭
に
い
た
る
ま
で
、
日
本
は
北

史
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方
の
女
真
族
な
ど
と
同
様
に
、
東
ア
ジ
ア
の

｢

火
器
の
時
代｣

か
ら
取
り
の
こ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

十
四
世
紀
末
か
ら
十
五
世
紀
に
か
け
て
、
明
朝
か
ら
周
辺
地
域
に
急
速
に
火
器
技
術
が
拡
散
し
た
の
に
対
し
、
な
ぜ
日
本
に
だ
け

は
火
器
が
普
及
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
つ
に
は
伝
統
的
火
器
が
日
本
に
お
け
る
実
戦
に
必
ず
し
も
適
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。
伝
統
的
銃
砲
は
銃
口
か
ら
火
薬
と
弾
丸
を
銃
身
に
つ
め
て
、
上
部
の
点
火
口
か
ら
差
し
火
で
着
火
す
る
と
い
う
単
純
な

形
式
で
、
標
準
機
も
な
か
っ
た
の
で
、
発
射
に
は
時
間
が
か
か
り
命
中
精
度
も
低
か
っ
た
。
こ
の
た
め
城
壁
都
市
に
対
す
る
攻
防
戦
、

水
上
船
に
お
け
る
敵
船
へ
の
攻
撃
、
密
集
戦
で
の
射
撃
な
ど
に
は
適
し
て
い
た
が
、
機
動
的
な
野
戦
に
は
不
向
き
で
あ
っ
た
。
こ
の

た
め
城
壁
都
市
が
存
在
せ
ず
、
大
規
模
な
水
上
戦
も
少
な
か
っ
た
日
本
で
は
、
銃
砲
を
導
入
す
る
必
然
性
が
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
よ
り
重
要
な
問
題
は
、
火
薬
の
調
達
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
伝
統
的
銃
砲
の
製
法
は
さ
ほ
ど
複
雑
で
は

な
く
、
梵
鐘
を
鋳
造
す
る
技
術
が
あ
れ
ば
そ
の
模
造
は
さ
ほ
ど
難
し
く
は
な
い
。
一
方
、
火
薬
の
主
要
原
料
は
硫
黄
と
硝
石
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
硫
黄
は
薩
摩
の
硫
黄
島
や
豊
後
の
硫
黄
山
な
ど
で
豊
富
に
産
出
し
、
宋
代
か
ら
中
国
や
朝
鮮
に
大
量
に
輸
出
さ
れ
て
、
東

ア
ジ
ア
に
お
け
る
火
器
の
普
及
を
支
え
て
い
た

(�)
。
し
か
し
一
方
、
日
本
で
は
天
然
硝
石
を
産
出
せ
ず
、
上
述
の
よ
う
に
人
工
硝
石
の

製
法
も
習
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
明
朝
は
軍
需
品
の
密
輸
を
厳
禁
し
て
お
り
、
朝
鮮
も
硝
石
の
流
出
を
厳
戒
し
て
い

た
た
め
、
海
外
産
の
硝
石
の
入
手
も
困
難
で
あ
っ
た
。
東
南
ア
ジ
ア
で
は
天
然
の
硝
石
や
硫
黄
を
産
出
し
、
琉
球
も
東
南
ア
ジ
ア
か

ら
そ
れ
ら
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
に
対
し
日
本
で
は
天
然
硝
石
も
人
工
硝
石
も
ほ
と
ん
ど
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

そ
の
こ
と
が
火
器
の
普
及
を
妨
げ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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三

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
火
器
の
ア
ジ
ア
海
域
へ
の
伝
来

東
・
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る

｢

火
器
の
時
代｣

は
、
一
六
世
紀
初
頭
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
こ
の
地
域
に
進
出
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式

の
火
縄
銃
や
火
砲
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
よ
り
、
新
し
い
段
階
を
む
か
え
る
。
特
に
東
ア
ジ
ア
海
域
で
は
、｢

火
器
の
時
代｣

の
第

二
段
階
は
、
一
五
二
〇
年
代
初
頭
に
お
け
る
仏
郎
機
銃
の
明
朝
へ
の
伝
来
と
、
一
五
四
〇
年
代
初
頭
に
お
け
る
火
縄
銃
の
日
本
へ
の

伝
来
と
い
う
、
二
つ
の
ス
テ
ッ
プ
を
踏
ん
で
進
展
し
て
い
っ
た
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
仏
郎
機
銃
を
は
じ
め
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
火

器
が
、
西
南
・
東
南
ア
ジ
ア
を
経
て
、
東
ア
ジ
ア
海
域
に
伝
来
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

十
三
世
紀
末
ま
で
に
中
国
で
実
用
化
さ
れ
た
金
属
製
銃
砲
は
、
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
も
と
で
イ
ス
ラ
ム
圏
へ
、
さ
ら
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
へ
と
伝
わ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
十
四
世
紀
前
半
に
は
、
中
国
の
銃
筒
と
類
似
し
た
手
銃

(�������)

な
ど
の
金
属
製
銃
砲

の
使
用
が
は
じ
ま
り
、
十
五
世
紀
初
頭
に
は
従
来
の
投
石
機
に
か
わ
り
、
鍛
鉄
製
の
射
石
砲

(�������)

が
登
場
し
、
英
仏
の
百

年
戦
争
や
、
イ
ベ
リ
ア
半
島
の
レ
コ
ン
キ
ス
タ
な
ど
で
活
用
さ
れ
た
。
十
五
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
従
来
の
石
弾
に
か
わ
っ
て
鉄
弾

が
普
及
し
、
火
薬
の
性
能
が
向
上
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
よ
り
軽
量
で
威
力
が
大
き
い
大
砲
が
開
発
さ
れ
、
砲
車
に
乗
せ
て
運
べ
る

野
戦
用
の
大
砲
も
あ
ら
わ
れ
た
。
ま
た
砲
身
の
後
部
に
火
薬
と
弾
丸
を
つ
め
た
薬
室
を
装
填
し
て
発
射
す
る
後
装
砲

(�������
������� )

も
出
現
し
、
お
も
に
艦
載
砲
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
一
方
で
小
型
火
器
の
改
良
も
進
み
、
十
五
世
紀
末
に
は
従
来
の
手
銃

に
か
わ
っ
て
、
火
縄
発
火
装
置
を
備
え
た
火
縄
銃

(��������)
が
実
用
化
さ
れ
、
十
六
世
紀
初
頭
に
は
よ
り
大
型
の
火
縄
銃

(����
��� )

も
登
場
し
た
。
こ
う
し
た
大
砲
や
小
銃
の
発
達
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
軍
隊
編
成
・
戦
術
・
築
城
術
な
ど
を
根
本
的
に

変
化
さ
せ
、
い
わ
ゆ
る

｢

軍
事
革
命｣

(������������������)
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る

(�)
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
火
器
の
発
達
と

｢

軍
事
革
命｣

は
、
ほ
ど
な
く
東
方
へ
と
波
及
し
た
。
オ
ス
マ
ン
朝
は
十
四
世
紀
末
に
バ

ル
カ
ン
半
島
に
進
出
す
る
過
程
で
火
器
を
導
入
し
、
十
五
世
紀
に
は
攻
城
用
の
巨
砲
や
、
イ
ェ
ニ
・
チ
ェ
リ
を
中
核
と
す
る
小
銃
部

�

史
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隊
が
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
攻
略
や
そ
の
後
の
軍
事
遠
征
に
大
き
な
役
割
を
は
た
し
た

(�)

。
ま
た
オ
ス
マ
ン
朝
と
対
立
し
て
い

た
イ
ラ
ン
の
サ
フ
ァ
ビ
ー
朝
も
、
オ
ス
マ
ン
調
か
ら
の
逃
亡
兵
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
技
術
者
を
通
じ
て
銃
砲
を
導
入
し
て
い
る

(�)

。
さ
ら

に
オ
ス
マ
ン
朝
の
火
縄
銃

(�
密

ル
ー
ミ
ー

銃)

は
、
キ
ャ
ラ
バ
ン
・
ル
ー
ト
に
よ
っ
て
中
央
ア
ジ
ア
に
も
伝
播
し
、
十
六
世
紀
初
頭
に
東
ト

ル
キ
ス
タ
ン
の
マ
ン
ス
ー
ル
・
ハ
ン
が
明
朝
の
朝
貢
国
で
あ
っ
た
ハ
ミ
に
侵
攻
し
た
際
に
も
、�
密
銃
を
用
い
て
明
軍
を
脅
か
し
た

と
い
わ
れ
る

(�)
。

ま
た
南
ア
ジ
ア
で
は
、
十
五
世
紀
に
は
ア
ッ
サ
ム
経
由
で
東
北
イ
ン
ド
に
中
国
式
火
器
が
伝
播
し
、
西
北
イ
ン
ド
の
グ
ジ
ャ
ラ
ー

ト
地
方
や
、
マ
ラ
バ
ル
海
岸
・
デ
カ
ン
高
原
な
ど
に
も
、
ト
ル
コ
系
・
ア
ラ
ブ
系
・
イ
ラ
ン
系
な
ど
の
海
商
や
兵
士
に
よ
っ
て
、
西

ア
ジ
ア
か
ら
火
器
が
も
た
ら
さ
れ
た

(�)
。
一
五
〇
〇
年
ご
ろ
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
マ
ラ
バ
ル
海
岸
に
来
航
し
た
こ
ろ
に
は
、
デ
ィ
ウ
・

ゴ
ア
・
カ
リ
カ
ッ
ト
な
ど
の
港
市
に
は
、
す
で
に
多
く
の
銃
砲
が
配
備
さ
れ
て
い
た
と
い
う

(�)

。
そ
し
て
東
南
ア
ジ
ア
で
は
、
上
述
の

よ
う
に
十
五
世
紀
初
頭
か
ら
中
国
式
火
器
が
ひ
ろ
く
普
及
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
は
西
ア
ジ
ア
か
ら
も
、
イ
ン
ド
を
経
由
し
て
火
器

が
流
入
し
た
。
特
に
イ
ン
ド
洋
と
南
シ
ナ
海
の
結
節
点
で
あ
っ
た
マ
ラ
ッ
カ
王
国
に
は
、
東
西
の
双
方
か
ら
多
量
の
火
器
が
も
た
ら

さ
れ
た
。
カ
イ
ロ
の
ム
ス
リ
ム
海
商
は
、
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
船
が
運
ん
で
く
る
武
器
類
を
、
イ
ン
ド
経
由
で
マ
ラ
ッ
カ
に
も
た
ら
し
て
い

た
が

(�)

、
そ
の
な
か
に
は
当
然
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
の
火
器
も
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
艦
隊
が
一
五
一
一
年
に
マ
ラ
ッ
カ

を
攻
略
し
た
際
に
は
、
千
門
の
鉄
製
火
器
と
二
千
門
の
青
銅
製
火
器
を
捕
獲
し
た
と
い
う
。
そ
の
多
く
は
シ
ャ
ム
や
ビ
ル
マ
か
ら
輸

入
さ
れ
た
中
国
式
銃
砲
で
あ
っ
た
が
、
大
型
の
火
砲
は
西
ア
ジ
ア
や
イ
ン
ド
か
ら
運
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

(�)

。

こ
の
よ
う
に
十
五
世
紀
に
は
、
イ
ン
ド
洋
・
南
シ
ナ
海
域
で
は
中
国
と
西
ア
ジ
ア
の
双
方
か
ら
火
器
が
流
入
し
、
各
地
の
王
朝
や

港
市
国
家
は
各
種
の
火
器
を
配
備
し
て
い
た
が
、
さ
ら
に
十
五
世
紀
末
に
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
ア
ジ
ア
海
域
へ
の
進
出
に
と
も
な
っ

て
、
最
新
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
火
器
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
の
砲
手
・
銃
手
の
半
数
以
上
は
イ
タ
リ
ア
人
・

フ
ラ
ン
ド
ル
人
・
ド
イ
ツ
人
な
ど
の
他
国
人
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
も
他
国
人
に
も
、
傭
兵
や
技
術
者
と
し
て
、
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ア
ジ
ア
各
地
の
政
権
に
火
器
技
術
を
提
供
す
る
者
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
は
や
く
も
一
五
〇
三
年
に
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
団
か
ら
ミ

ラ
ノ
の
技
術
者
が
逃
亡
し
、
カ
リ
カ
ッ
ト
王
の
た
め
に
多
く
の
大
砲
を
鋳
造
し
て
お
り
、
一
五
〇
五
年
に
も
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
人
が
ア
ラ

ブ
船
で
マ
ラ
バ
ル
海
岸
に
い
た
り
、
現
地
政
権
の
た
め
に
大
砲
を
鋳
造
し
て
い
る

(�)

。

こ
れ
に
対
し
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
イ
ン
ド
総
督
ア
フ
ォ
ン
ソ
・
デ
・
ア
ル
ブ
ケ
ル
ケ

(�������������������)

は
、
一
五
一

〇
年
に
ゴ
ア
に
工
廠
を
設
立
し
て
銃
砲
の
鋳
造
を
は
じ
め
、
翌
年
の
マ
ラ
ッ
カ
攻
略
で
も
こ
れ
ら
の
火
器
を
活
用
し
た
。
そ
の
後
ゴ

ア
は
ア
ジ
ア
に
お
け
る
火
器
製
造
の
中
心
地
と
な
り
、
ゴ
ア
で
鋳
造
さ
れ
た
高
品
質
の
青
銅
砲
は
、
十
六
〜
十
七
世
紀
を
通
じ
て
、

ア
ジ
ア
各
地
で
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た

(�)
。
ま
た
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
で
も
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
傭
兵
な
ど
を
通
じ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式

火
器
は
急
速
に
普
及
し
た
。
特
に
十
五
世
紀
か
ら
中
国
式
火
器
が
普
及
し
て
い
た
ビ
ル
マ
で
は
、
十
六
世
紀
前
半
に
下
ビ
ル
マ
の
タ

ウ
ン
グ
ー
朝
が
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
火
器
部
隊
を
活
用
し
て
上
ビ
ル
マ
を
征
服
し
、
さ
ら
に
シ
ャ
ム
方
面
に
も
勢
力
を
拡
大
し
て
い

く

(�)
。
な
お
平
原
で
の
野
戦
や
城
壁
都
市
の
攻
防
戦
が
多
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
く
ら
べ
、
密
林
地
帯
が
多
く
城
壁
都
市
が
少
な
い
海
域
ア

ジ
ア
で
は
、
大
型
の
野
砲
や
攻
城
砲
よ
り
も
、
機
動
性
の
あ
る
火
縄
銃
や
旋
回
砲

(���������)
が
普
及
し
た
よ
う
で
あ
る

(�)

。

そ
し
て
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
も
、
一
五
二
〇
年
代
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
の
火
器
、
特
に
後
装
式
の
旋
回
砲
が
急
速
に
普
及
し
て
ゆ

く
。
こ
れ
が

｢

仏
郎
機
銃｣
(

仏
郎
機
砲)

で
あ
る
。
次
節
で
詳
し
く
検
討
す
る
よ
う
に
、
一
般
に
仏
郎
機
銃
は
、
一
五
二
一
〜
二

二

(

正
徳
十
六
〜
嘉
靖
元)

年
に
広
州
湾
に
来
航
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
団
と
広
東
当
局
と
の
交
戦
を
契
機
と
し
て
、
明
朝
に
伝
来
し

た
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
明
朝
の
同
時
代
史
料
に
は
、
広
東
ル
ー
ト
で
の
仏
郎
機
砲
の
伝
来
に
や
や
先
立
ち
、
福
建
ル
ー
ト
で
も

そ
れ
が
流
入
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
陽
明
学
の
創
始
者
で
あ
る
王
守
仁
が
記
し
た
、｢

書
仏
郎

機
遺
事｣

で
あ
る
。

一
五
一
九

(

正
徳
十
四)

年
、
江
西
省
の
南
昌
で
皇
族
の
寧
王
宸
濠
が
叛
乱
を
起
こ
す
と
、
南�な

ん
か
ん

巡
撫
で
あ
っ
た
王
守
仁
は
、
た

だ
ち
に
兵
を
率
い
て
鎮
圧
に
向
か
っ
た
。
こ
の
際
に
彼
の
知
友
で
、
故
郷
の
福
建
省
興
化
府�
田
県
に
退
居
し
て
い
た
林
俊

(

号
は
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�

見
素)

が
、
彼
に

｢

仏
郎
機｣

を
送
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

見
素
林
公
、
寧
濠
の
変
を
聞
く
や
、
即
夜
に
人
を
し
て
錫
を
範い

て
仏
郎
機
の
銃
を
為つ

く

り
、
并
に
火
薬
の
方
を
抄
し
て
、
手
書
も

て
予
に
忠
を
竭つ

く
し
賊
を
討
つ
を
勉
ま
す
。
時
に
六
月
に
し
て
毒
暑
、
人
は
多
く
道
に�
死

え
つ

し

す
。
公
は
両
僕
を
遣
わ
し
、
糧
を

裹つ
つ

み
て
間
道
に
従
り
、
暑
を
冒
し
て
昼
夜
三
千
余
里
を
行
か
し
め
、
以
っ
て
予
に
遺お

く

る
。
至
れ
ば
則
ち
、
濠
は
已す

で

に
擒
に
就
き

て
七
日
た
り
。
予
は
書
を
発ひ

ら

き
て
、
こ
れ
が
為
に
感
激
し
て
涕

な
み
だ
下
る
。
蓋
し
濠
の
擒
は
七
月
二
十
六
を
以
っ
て
し
、
そ
の
事
を

始
め
る
六
月
十
四
を
距
た
る
こ
と
、
僅
か
に
月
有
十
九
日
の
み

(�)

。

林
俊
は
宸
濠
の
叛
乱
の
報
を
聞
き
、
急
ぎ
仏
郎
機
銃
を
鋳
造
さ
せ
、�
田
か
ら
江
西
の
王
守
仁
の
陣
営
に
運
ば
せ
た
。
六
月
十
九
日

に
鋳
造
を
始
め
、
五
十
日
後
の
七
月
二
十
六
日
に
は
早
く
も
王
守
仁
の
も
と
に
届
い
た
が
、
そ
の
時
す
で
に
宸
濠
の
叛
乱
は
平
定
さ

れ
て
い
た
と
い
う
。

こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
広
州
湾
で
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
団
と
の
交
戦
を
通
じ
て
仏
郎
機
銃
が
伝
来
し
た
と
さ
れ
る
一
五
二
一
〜
二
二
年

に
先
だ
ち
、
一
五
一
九
年
に
は
福
建
沿
海
の�
田
県
で
仏
郎
機
銃
が
鋳
造
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る

(�)

。
こ
の
記
事
が
信
頼
で
き
る
と

す
れ
ば
、
福
建
で
は
一
五
一
〇
年
代
末
ま
で
に
は
、
お
そ
ら
く
東
南
ア
ジ
ア
に
渡
航
し
た
密
貿
易
者
を
通
じ
て
、
仏
郎
機
銃
の
製
造

技
術
が
伝
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る

(�)
。
十
五
世
紀
末
か
ら
、
明
朝
の
海
禁
政
策
の
弛
緩
に
と
も
な
い
、
広
州
湾
で

は
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
の
貿
易
船
が
来
航
し
、
広
東
当
局
の
黙
認
の
も
と
で
交
易

(

互
市)

を
行
う
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
福
建
沿
岸

で
は
こ
う
し
た
互
市
の
機
会
は
開
か
れ
な
か
っ
た
た
め
、
福
建
の
海
商
は
、
も
っ
ぱ
ら
東
南
ア
ジ
ア
方
面
へ
の
密
貿
易
に
活
路
を
求

め
る
こ
と
に
な
っ
た

(�)

。
福
建
南
部
の�
州
で
は
、
成
化
〜
弘
治
年
間

(
一
四
七
〇
〜
一
五
〇
五)

に
は
、｢

豪
門
・
巨
室
は
、
間
ま

巨
艦
に
乗
り
て
海
外
に
貿
易
す
る
者
あ
り｣

と
い
わ
れ

(�)
、
ま
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
マ
ラ
ッ
カ
に
到
達
す
る
以
前
か
ら
、
毎
年
四
艘
の

華
人
ジ
ャ
ン
ク
が
、�
州
か
ら
マ
ラ
ッ
カ
に
渡
航
し
て
い
た
と
い
う

(�)
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
は
一
五
〇
九
年
に
マ
ラ
ッ
カ
に
来
航
し
た
当
初
か
ら
、
し
ば
し
ば
華
人
海
商
と
接
触
し
て
お
り
、
一
五
一
一
年
の

銃
筒
か
ら
仏
郎
機
銃
へ

一
九



マ
ラ
ッ
カ
攻
略
に
際
し
て
も
、
一
部
の
華
人
海
商
の
協
力
を
得
た
と
い
わ
れ
る

(�)

。
こ
う
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
と
の
交
渉
を
通
じ
て
、

福
建
海
商
が
仏
郎
機
銃
の
製
法
を
入
手
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
さ
ら
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
到
来
以
前
か
ら
、
東
南
ア
ジ

ア
海
域
で
は
、
ム
ス
リ
ム
や
イ
ン
ド
の
海
商
や
兵
士
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
起
源
の
銃
砲
が
持
ち
こ
ま
れ
て
い
た
。
福
建
か
ら
東

南
ア
ジ
ア
に
渡
航
し
た
海
商
が
、
マ
ラ
ッ
カ
を
は
じ
め
と
す
る
港
市
に
お
い
て
、
ム
ス
リ
ム
系
・
イ
ン
ド
系
の
海
商
な
ど
を
通
じ
て
、

仏
郎
機
銃
を
入
手
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う

(�)

。

四

明
朝
に
お
け
る
仏
郎
機
銃
の
伝
来
と
普
及

上
述
の
よ
う
に
、
す
で
に
一
五
一
〇
年
代
末
に
は
、
福
建
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
に
渡
航
し
た
海
商
を
通
じ
て
、
仏
郎
機
銃
が
中
国
に

流
入
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
中
国
に
お
い
て
仏
郎
機
銃
が
本
格
的
に
普
及
し
た
の
は
、
や
は
り
一
五
二
〇
年
前
後
に
広

州
湾
に
来
航
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
と
の
接
触
と
交
戦
を
通
じ
て
、
広
東
当
局
が
仏
郎
機
銃
を
獲
得
し
、
模
造
し
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
仏
郎
機
銃
伝
来
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
張
維
華
氏
が

『

明
史』

仏
郎
機
伝
の
注
釈
に
お
い
て
、
関
連
す
る
主

要
な
漢
文
史
料
を
紹
介
し
て
い
る

(�)
。
そ
の
後
は
有
馬
成
甫
氏
、
ジ
ョ
セ
フ
・
ニ
ー
ダ
ム
氏
、
劉
旭
氏
、
王
兆
春
氏
な
ど
の
中
国
火
器

史
の
専
著
に
お
い
て
も
、
こ
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
史
料
的
に
は
張
維
華
氏
の
研
究
を
大
き
く
越
え
る
も
の
で
は
な
く
、

仏
郎
機
銃
の
伝
来
と
普
及
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
、
な
お
曖
昧
な
点
が
少
な
く
な
い
。
本
稿
で
は
関
連
す
る
史
料
と
研
究
文
献
を

で
き
る
だ
け
包
括
的
に
調
査
し
、
こ
の
問
題
に
再
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

仏
郎
機
銃

(

仏
郎
機
砲)

と
は
、
シ
リ
ン
ダ
ー
式
の
子
砲
を
砲
身
の
後
部
に
装
着
し
て
発
射
す
る
、
後
装
式

(�������������)
の
旋
回
砲

(���������)
で
あ
る
。
砲
身
は
鋳
銅
製
ま
た
は
鋳
鉄
製
で
、
本
体

(

母
砲)

の
後
部
に
空
洞
の
薬
室
部
が
あ
り
、
そ

こ
に
火
薬
と
弾
丸
を
装
填
し
た
子
砲
を
装
着
し
て
発
射
す
る
。
子
砲
は
取
手
の
つ
い
た
ビ
ア
ジ
ョ
ッ
キ
状
で
、
こ
れ
を
複
数
用
意
し

史
淵

第
百
四
十
八
輯

(

二
〇
一
一
年
三
月)
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て
順
番
に
装
着
す
る
こ
と
で
、
連
射
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
射
程
距
離

も
長
か
っ
た
。
ま
た
母
砲
の
側
面
に
砲
耳
が
あ
り
、
こ
れ
を
砲
架
の
上

に
備
え
て
回
転
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
照
準
機
も
そ
な
え
て
い
た
た
め
、

機
動
性
や
命
中
精
度
も
高
く
、
大
型
銃
筒
・
碗
口
砲
・
将
軍
砲
な
ど
の

伝
統
的
な
中
国
式
火
砲
よ
り
も
、
は
る
か
に
機
能
性
が
高
か
っ
た
の
で

あ
る

(�)

。
ア
ジ
ア
海
域
に
進
出
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
は
、
艦
載
砲
と
し
て
後
装

式
旋
回
砲
を
装
備
し
て
お
り
、
そ
れ
が
広
東
ル
ー
ト
で
明
朝
に
伝
わ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
は
一
五
一
一
年
に
マ
ラ
ッ
カ
を
占
領

す
る
と
、
ま
も
な
く
中
国
貿
易
に
も
乗
り
だ
し
、
広
州
湾
東
岸
の
屯
門

付
近
に
来
航
し
て
貿
易
を
行
っ
た
。
明
朝
の
海
禁
政
策
の
も
と
で
は
、

朝
貢
貿
易
以
外
の
海
外
貿
易
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
こ
ろ
は
そ

の
原
則
も
弛
緩
し
、
広
東
当
局
は
東
南
ア
ジ
ア
の
貿
易
船
が
交
易

(

互

市)

を
行
う
こ
と
を
黙
認
し
、
関
税
を
徴
収
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
一
五
一
七

(

正
徳
十
二)

年
に
は
、
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
ペ
レ
ス
・
ア

ン
ド
ラ
ー
デ(������������������)
の
率
い
る
船
団
が
広
州
湾

に
来
航
し
、
ト
メ
・
ピ
レ
ス

(���������)
を
使
節
と
し
て
、
明
朝

と
公
式
な
通
交
を
開
こ
う
と
し
た

(�)
。

一
五
二
〇

(

正
徳
十
五)

年
、
ピ
レ
ス
の
使
節
団
は
北
京
に
向
か
っ

銃
筒
か
ら
仏
郎
機
銃
へ

二
一

図５ 仏郎機銃

(���������������������������������������������������������)１ 子銃 ２ 火薬 ３ 火薬押え
４ 弾丸 ５ 砲耳



た
。
し
か
し
そ
の
間
に
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
ペ
レ
ス
の
弟
で
あ
る
シ
マ
オ
・
デ
・
ア
ン
ド
ラ
ー
デ

(��������������)

の
率
い
る
船

団
が
広
東
当
局
と
紛
争
を
起
こ
し
、
ま
た
マ
ラ
ッ
カ
王
の
使
節
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
侵
略
を
明
朝
に
訴
え
た
こ
と
に
よ
り
、
通
交
交
渉

は
失
敗
に
終
わ
る
。
こ
の
年
の
年
末
に
は
、
明
朝
は
正
規
の
朝
貢
使
節
以
外
の
外
国
船
が
貿
易
を
行
う
こ
と
を
禁
じ
、
広
州
湾
に
停

泊
し
て
い
る
外
国
船
を
駆
逐
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
一
五
二
一

(

正
徳
十
六)

年
五
月
に
も
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
団
は
屯
門
に
来

航
し
た
が
、
広
東
海
道
副
使
の
汪�
は
、
貿
易
を
許
さ
ず
に
攻
撃
を
加
え
た
。
翌
一
五
二
二

(

嘉
靖
元)

年
三
月
に
も
、
ポ
ル
ト
ガ

ル
船
団
は
広
州
湾
西
部
の
西
草
湾
に
来
航
し
た
が
、
汪�
は
こ
れ
を
包
囲
攻
撃
し
て
駆
逐
し
、
二
隻
の
船
を
拿
捕
し
て
、
仏
郎
機
銃

な
ど
の
武
器
を
捕
獲
し
た
の
で
あ
る

(�)
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
式
の
仏
郎
機
銃
は
、
こ
の
よ
う
に
一
五
二
〇
年
前
後
に
広
州
湾
に
来
航
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
と
、
広
東
当
局
と
の
接

触
と
交
戦
を
通
じ
て
明
朝
に
伝
播
し
た
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
団
が
装
備
し
て
い
た
仏
郎
機
銃
に
つ
い
て
、
そ
の
こ
ろ
広
東
按
察
司
僉
事

で
あ
っ
た
顧
応
祥
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
の
銃
は
鉄
も
て
こ
れ
を
為つ

く

り
、
長
さ
は
五
六
尺
、
巨
腹
・
長
脛
に
し
て
、
腹
に
長
洞
あ
り
、
小
銃
九
個
を
以
っ
て
輪
流
し
て

薬
を
貯
め
、
腹
中
に
安
入
し
て
こ
れ
を
放
つ
。
銃
外
に
は
ま
た
木
包
・
鉄
箍
も
て
決
裂
を
防
ぐ
。
海
船
の
舷
下
に
は
、
毎
辺
に

四
五
個
を
置
き
、
船
艙
内
に
於
い
て
こ
れ
を
暗
放
す
。
他
船
の
相
い
近
づ
き
、
そ
の
一
弾
を
経う

け
ば
、
則
ち
船
板
は
打
碎
し
、

水
は
進
み
て
船
を
満
た
す
。
こ
れ
を
以
っ
て
海
上
に
横
行
し
、
他
国
に
敵
な
し

(�)
。

仏
郎
機
銃
は
全
長
一
・
五
〜
一
・
八
メ
ー
ト
ル
、
砲
身
の
空
洞
部
に
小
銃
九
個
を
順
番
に
装
填
し
て
発
射
し
、
木
の
枠
や
鉄
の
た
が

で
破
裂
を
防
い
だ
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
の
舷
側
に
は
四
〜
五
個
の
仏
郎
機
銃
を
装
備
し
、
船
艙
内
か
ら
発
射
し
て
、
他
船
の
船
板
を
破

壊
し
た
と
い
う
。

な
お
広
東
海
道
副
使
と
し
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
団
攻
撃
を
指
揮
し
た
汪�
は
、
そ
の
功
績
も
あ
っ
て
順
調
に
陞
進
し
、
浙
江
左
布
政

使
を
経
て
、
一
五
二
七

(

嘉
靖
六)

年
に
は
都
察
院
右
副
都
御
史
と
な
っ
た

(�)
。
そ
し
て
一
五
二
九

(

嘉
靖
八)

年
十
二
月
に
は
、
彼

史
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は

｢

奏
陳
愚
見
以
弭
辺
患
事｣

と
題
す
る
上
奏
を
行

い
、
仏
郎
機
銃
の
い
っ
そ
う
の
活
用
を
提
言
し
た
の

で
あ
る

(�)
。
こ
の
上
奏
は
当
事
者
で
あ
っ
た
汪�
自
身

の
報
告
と
し
て
、
仏
郎
機
銃
の
中
国
伝
来
に
関
す
る

も
っ
と
も
根
本
的
な
史
料
で
あ
る
。
そ
の
一
部
は
厳

従
簡

『

殊
域
周
咨
録』

巻
九
、｢

仏
郎
機｣

に
も
節

略
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
汪�
の
題
奏

で
あ
る
こ
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
従
来
の
中
国

火
器
史
研
究
で
は
、
お
お
む
ね

『
殊
域
周
咨
録』

を

引
用
す
る
だ
け
で
、
汪�
の
上
奏
自
体
は
紹
介
し
て

お
ら
ず

(�)
、
こ
こ
で
は
こ
の
上
奏
に
も
と
づ
き
、
明
朝

に
お
け
る
仏
郎
機
銃
伝
来
の
プ
ロ
セ
ス
を
検
討
し
て

み
よ
う
。

汪�
は
こ
の
題
奏
に
お
い
て
、
ま
ず
ポ
ル
ト
ガ
ル

船
団
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
。

そ
の
船
は
夾
板
を
用
い
、
長
さ
は
十
丈
、
闊は

ば

は

三
丈
。
両
旁
に
は
駕
櫓
四
十
余
枝
あ
り
、
周
囲

に
は
銃
三
十
余
管
を
置
く
。
船
底
は
尖
り
て
面

は
平
た
く
、
風
浪
を
畏
れ
ず
。
人
の
立
つ
処
は

銃
筒
か
ら
仏
郎
機
銃
へ

二
三

図６－１ 明代のガレー船 (蜈蚣船)

(『籌海図編』 巻13上)

図６－２ 明代の小型仏郎機

(『籌海図編』 巻13下)



板
を
用
い
て
捍
蔽
し
、
矢
石
を
畏
れ
ず
。
毎
船
二
百
人
が�

駕
し
、
櫓
は
多
く
し
て
人
は
衆お

お

く
、
無
風
と
雖
も
疾
走
す
べ
し
。

各
銃
の
挙
発
す
れ
ば
、
弾
の
落
つ
る
こ
と
雨
の
如
く
、
向
か
う
所
敵
な
し
、
号
し
て
蜈
蚣

む

か

で

船
と
曰
う
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
広
州
湾
に
来
航
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
は
全
長
三
十
メ
ー
ト
ル
、
幅
九
メ
ー
ト
ル
あ
ま
り
で
、
四
十
本
以
上
の
櫓
を

も
ち
、
二
百
人
以
上
の
船
員
・
漕
手
が
乗
っ
た
大
型
の

｢

蜈
蚣
船｣

、
す
な
わ
ち
ガ
レ
ー
船

(������)

で
あ
り
、
そ
の
周
囲
に
は
三

十
門
以
上
の
銃
が
備
え
ら
れ
て
い
た
。
ガ
レ
ー
船
は
十
六
世
紀
ま
で
地
中
海
な
ど
で
主
要
な
軍
船
と
し
て
用
い
ら
れ
、
ポ
ル
ト
ガ
ル

人
も
長
距
離
航
海
で
は
よ
り
大
型
の
カ
ラ
ッ
ク
船

(�������)
や
カ
ラ
ヴ
ェ
ル
船

(�������)

を
用
い
た
が
、
水
深
の
浅
い
ペ
ル
シ

ア
湾
・
イ
ン
ド
沿
岸
・
東
南
ア
ジ
ア
海
域
・
中
国
沿
岸
で
は
、
速
力
と
機
動
性
に
す
ぐ
れ
た
ガ
レ
ー
船
を
ひ
ろ
く
使
用
し
て
い
た

(�)

。

こ
の
ガ
レ
ー
船
に
備
え
ら
れ
た
艦
載
砲
が
仏
郎
機
銃
で
あ
っ
た
。
汪�
は
そ
の
形
状
も
詳
細
に
記
録
し
て
い
る
。

そ
の
銃
管
は
銅
を
用
い
て
鋳
造
し
、
大
な
る
者
は
一
千
余
斤
、
中
な
る
者
は
五
百
斤
、
小
な
る
者
は
一
百
五
十
斤
。
銃
一
管
ご

と
に
、
提
銃
四
把
を
用
う
。
大
小
は
銃
管
を
量
り
、
鉄
も
て
こ
れ
を
為つ

く

る
。
銃
弾
は
内
に
鉄
を
用
い
、
外
に
は
鉛
を
用
い
、
大

な
る
者
は
八
斤
。
そ
の
火
薬
の
製
法
は
中
国
と
異
な
る
。
そ
の
銃
を
挙
放
す
れ
ば
、
遠
く
は
百
余
丈
に
去ゆ

く
べ
し
。
木
石
こ
れ

に
犯ふ

れ

れ
ば
皆
な
碎
か
る
。

仏
郎
機
銃
は
鋳
銅
製
で
、
重
量
は
九
十
ト
ン
か
ら
六
百
ト
ン
弱
に
い
た
る
。
一
門
ご
と
に
鉄
製
の
提
銃

(

子
砲)

四
箇
が
附
属
し
、

こ
の
子
銃
を
母
砲
に
装
填
し
て
使
用
し
た
。
弾
丸
の
内
部
は
鉄
、
表
面
は
鉛
で
、
そ
の
射
程
は
三
十
メ
ー
ト
ル
以
上
に
及
ん
だ
と
い

う
。そ

し
て
汪�
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
の
華
人
乗
組
員
を
通
じ
て
、
こ
の
仏
郎
機
銃
の
製
法
を
入
手
し
て
模
造
す
る
こ
と
に
成
功
し
た

の
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
い
き
さ
つ
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

正
徳
十
六
年
正
月
内
、
臣
は
東
莞
県
白
沙
巡
検
司
の
巡
検
何
儒
を
訪
ね
た
る
に
、｢

そ
の
上
年
、
抽
分
を
委
ね
ら
る
に
因
り
て
、

曽
て
仏
朗
機
の
船
に
到
る
に
、
中
国
人
の
楊
三
・
戴
明
に
見あ

い
、
伊
等

か
れ
ら

の
年
久
し
く
投
じ
て
仏
朗
機
国
に
あ
り
、
備つ

ぶ

さ
に
造
船
・

史
淵

第
百
四
十
八
輯

(

二
〇
一
一
年
三
月)

二
四



鋳
銃
、
及
び
火
薬
を
置つ

く

る
法
を
知
る
を
審
知
す｣

と
称
す
。
臣
は
即た

だ

ち
に
何
儒
を
し
て
密
か
に
人
を
遣
わ
し
て
彼
に
到
ら
し
め
、

酒
米
を
売
る
を
由
と
な
し
、
潜
か
に
楊
三
等
と
通
話
し
、
諭
し
て
向
化
せ
し
め
、
重
く
賞
賚
を
加
う
。
彼
は
遂
に
楽
従
し
、
約

定
し
て
夜
を
期
し
、
何
儒
は
密
か
に
小
船
を
駕
し
て
、
接
引
し
て
臣
に
到
ら
し
め
、
研
審
す
る
に
実
な
り
。
遂
に
式
の
如
く
製

造
せ
し
め
、
試
験
す
る
に
果
し
て
効
あ
り
。
後
に
臣
の
兵
を
挙
げ
て
仏
朗
機
を
駆
逐
す
る
に
は
、
こ
の
銃
を
頼
み
用
い
て
捷
を

取
り
、
殺
滅
し
て
遺

あ
ま
り
な
し
。
伊そ

の
銃
、
大
小
二
十
余
管
を
奪
獲
し
、
楊
三
等
の
造
る
所
と
比
ぶ
る
に
、
体
制
は
皆
な
同
じ
な
り
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
船
な
ど
の
停
泊
地
で
あ
る
屯
門
付
近
を
管
轄
す
る
東
莞
県
巡
検
の
何
儒
は
、
一
五
二
〇
年
に
関
税
徴
収

(

抽
分)

の
た

め
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
を
訪
れ
、
長
年
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
も
と
に
あ
り
、
造
船
や
銃
・
火
薬
の
製
法
を
熟
知
し
て
い
る
と
い
う
、
楊
三
・

戴
明
と
い
う
二
人
の
華
人
に
会
っ
た
。
翌
一
五
二
一
年
、
汪�
は
何
儒
を
通
じ
て
楊
三
ら
と
接
触
し
、
多
額
の
賞
金
を
提
示
し
て
、

彼
ら
を
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
か
ら
導
き
だ
し
、
仏
郎
機
銃
を
鋳
造
さ
せ
た
。
翌
一
五
二
二
年
、
汪�
は
こ
の
銃
を
活
用
し
て
、
西
草
湾
の

海
戦
で
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
団
を
破
り
、
そ
の
銃
二
十
門
あ
ま
り
を
捕
獲
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
汪�
は
、｢

原
獲
せ
る
仏
朗
機
銃
四
管
、
并
び
に
造
り
た
る
手
車
四
輌
を
ば
、
巡
検
の
何
儒
を
責
差
し
、
楊
三
ら
を
帯
領

し
て
梧
州
の
軍
門
に
呈
送
し
、
朝
廷
に
転
進
せ
し
む｣

と
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
か
ら
捕
獲
し
た
仏
郎
機
銃
の
う
ち
四
門
を
、
何
儒
を
派

遣
し
て
朝
廷
に
献
納
し
た
。
何
儒
は
楊
三
ら
を
引
き
連
れ
て
、
ま
ず
仏
郎
機
銃
を
梧
州
の
両
広
総
督
に
送
り
、
つ
い
で
朝
廷
に
進
上

し
た
と
い
う
。
こ
れ
を
受
け
て
、
翌
一
五
二
三

(

嘉
靖
二)
年
に
は
、
ま
ず
軍
器
局
に
お
い
て
大
型
の
銅
製
仏
郎
機
銃
を
三
十
二
門

鋳
造
し
、
前
線
に
送
っ
て
試
用
さ
せ
て
い
る

(�)
。
ま
た
一
五
二
四

(
嘉
靖
三)

年
四
月
に
は
、
兵
部
が
工
匠
を
広
東
か
ら
南
京
に
送
っ

て
、
仏
郎
機
銃
の
製
法
を
伝
え
る
と
と
も
に
、
ガ
レ
ー
船

(

蜈
蚣
船)
を
建
造
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た

(�)
。
つ
い
で
一
五
二
八

(

嘉
靖

七)

に
も
、
軍
器
局
で
小
型
仏
郎
機
を
四
千
門
鋳
造
し
て
、
各
地
の
城
堡
に
配
意
し
て
い
る

(�)
。

そ
し
て
一
五
二
九

(

嘉
靖
八)

年
十
二
月
に
は
、
汪�
は
こ
の
上
奏

｢

奏
陳
愚
見
以
弭
辺
患
事｣

を
行
な
い
、
仏
郎
機
銃
獲
得
の

経
緯
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
北
方
辺
境
に
お
い
て
多
く
の
仏
郎
機
銃
を
砲
車
や
城
堡
に
装
備
し
て
、
モ
ン
ゴ
ル
の
侵
攻
を
迎
撃
し
、

銃
筒
か
ら
仏
郎
機
銃
へ

二
五



京
師
の
城
壁
に
も
そ
れ
ら
を
配
備
す
る
こ
と
を
提
言
し
た
の
で

あ
る
。
彼
は
ま
た
、
南
方
で
も
仏
郎
機
銃
を
装
備
し
た
ガ
レ
ー

船
を
数
十
艘
建
造
し
、
長
江
な
ど
の
防
備
に
当
た
ら
せ
る
こ
と

も
提
議
し
た
。
こ
の
上
奏
を
う
け
て
、
兵
部
は
あ
ら
た
に
仏
郎

機
銃
三
百
門
を
鋳
造
し
て
、
北
辺
に
配
備
し
て
い
る

(�)

。
翌
一
五

三
〇

(

嘉
靖
九)

年
九
月
に
も
、
汪�

は
ふ
た
た
び
上
奏
し
て
、

モ
ン
ゴ
ル
の
侵
攻
を
防
ぐ
た
め
に
、
長
城
線
に
沿
っ
て
五
里
ご

と
に
物
見
台
、
十
里
ご
と
に
城
堡
を
設
置
し
、
物
見
台
に
は
小

型
仏
郎
機
一
門
を
、
城
堡
に
は
大
型
仏
郎
機
三
門
を
設
置
す
る

こ
と
を
提
言
し
、
や
は
り
裁
可
さ
れ
た

(�)

。
さ
ら
に
一
五
三
二

(

嘉
靖
十
一)

年
九
月
に
も
、
汪�
の
提
言
に
よ
っ
て
、
両
広
・

雲
南
・
四
川
な
ど
の
西
南
地
域
の
城
堡
に
、
多
く
の
仏
郎
機
銃

が
配
備
さ
れ
て
い
る

(�)
。
な
お
一
五
三
三

(

嘉
靖
十
二)

年
に
は
、

何
儒
は
南
京
応
天
府
上
元
県
の
主
簿
に
陞
進
し
、
操
江
衙
門
に

お
い
て
江
防
用
の
仏
郎
機
銃
や
ガ
レ
ー
船
の
製
造
を
監
督
す
る

こ
と
に
な
っ
た

(�)
。

こ
う
し
て
一
五
二
〇
〜
三
〇
年
代
に
は
、
明
朝
で
は
汪�
の

主
導
に
よ
っ
て
仏
郎
機
銃
の
導
入
が
進
め
ら
れ
、
そ
の
後
も
伝

統
的
銃
砲
か
ら
後
装
式
銃
砲
へ
の
転
換
が
急
速
に
進
ん
で
い
っ

�

史
淵

第
百
四
十
八
輯

(

二
〇
一
一
年
三
月)

二
六

図７－１ 明代の仏郎機

(有馬 『火砲の起原とその伝流』 558頁)



た

(�)

。
こ
の
よ
う
に
一
五
二
〇
年
前
後
に

広
州
湾
に
来
航
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
と

の
接
触
と
交
戦
を
通
じ
て
、
汪�

が
何

儒
を
通
じ
て
仏
郎
機
銃
の
製
法
を
入
手

し
、
そ
れ
が
明
朝
で
模
造
さ
れ
た
プ
ロ

セ
ス
に
つ
い
て
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
側
に

も
対
応
す
る
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。

一
五
二
一
年
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
ヴ
ァ
ス

コ
・
カ
ル
ボ

(����������)

は
、

兄
の
デ
ィ
オ
ゴ
・
カ
ル
ボ

(�����
�����)

の
率
い
る
貿
易
船
に
よ
っ
て

広
州
湾
に
来
航
し
た
が
、
明
朝
の
貿
易

禁
止
令
を
無
視
し
て
、
広
州
城
内
に
入
っ

て
交
易
を
行
な
っ
た
た
め
、
当
局
に
逮
捕
・
投
獄
さ
れ
て
し
ま
っ
た

(�)
。
そ
し
て
一
五
二
四

(

嘉
靖
三)

年
末
ご
ろ
、
彼
は
獄
中
か
ら

ひ
そ
か
に
書
簡
を
送
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
中
国
情
報
を
伝
え
た
の
で
あ
る
。

ヴ
ァ
ス
コ
・
カ
ル
ボ
は
、
仏
郎
機
銃
が
明
朝
に
伝
来
し
た
い
き
さ
つ
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

デ
ィ
オ
ゴ
・
カ
ル
ボ
の
船
に
は
、
ペ
ド
ロ

(�����)
と
い
う
名
の
華
人
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
が
妻
と
と
も
に
乗
っ
て
い
た
。
彼
は

(

ポ
ル
ト
ガ
ル
船
追
放
の)

騒
動
に
よ
り
故
郷
で
あ
っ
た
虎
門

(����
)

に
戻
っ
て
身
を
潜
め
て
い
た
が
、
機
会
を
見
て
中
国

高
官
の
保
護
を
得
て
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
マ
ラ
ッ
カ
や
コ
チ
ン
で
持
っ
て
い
る
武
力
を
す
べ
て
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
す
べ

銃
筒
か
ら
仏
郎
機
銃
へ

二
七

図７－２ 明代の大型仏郎機

(同前)



て
話
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
火
薬
・
大
砲
・
ガ
レ
ー
船
の
製
造
法
も
知
っ
て
い
る
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
…
…

彼
は
広
州

(������)
で
二
隻
の
ガ
レ
ー
船
の
建
造
に
着
手
し
た
。
彼
は
二
隻
を
建
造
し
、
完
成
す
る
と
大
官
た
ち
に
披
露

し
た
。
大
官
た
ち
は
そ
れ
は
不
格
好
で
役
に
立
た
ず
、
ま
っ
た
く
木
材
の
む
だ
で
あ
っ
た
と
述
べ
た
。
彼
ら
は
も
う
造
る
必
要

は
な
い
と
い
っ
て
、
ガ
レ
ー
船
の
建
造
を
中
止
し
、
二
本
マ
ス
ト
の
小
船

(������)

を
、
南
頭

(�����)

に
お
い
て
造
る
こ

と
に
し
た
。
彼
ら

(

高
官
た
ち)

は
、
彼
が
火
薬
や
大
砲
に
つ
い
て
知
識
が
あ
る
の
を
知
り
、
彼
を
国
王
の
も
と
に
送
っ
た
。

彼
は
国
王
に
マ
ラ
ッ
カ
の
情
報
を
伝
え
、
出
世
し
て
一
ピ
ク
ル

(

約
六
〇
キ
ロ)

の
米
を
給
与
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
ら

(

高
官
た
ち)
は
、
彼
が
北
京

(������
)

に
お
い
て
、
国
王
が
戦
争
を
行
う
の
に
備
え
て
大
砲
を
造
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

彼
ら
が
こ
の
ペ
ド
ロ
が
北
京
で
大
砲
を
造
っ
た
と
い
う
の
は
、
本
当
の
こ
と
で
あ
ろ
う

(�)

。

ヴ
ァ
ス
コ
・
カ
ル
ヴ
ォ
の
証
言
に
は
、
い
く
ぶ
ん
中
国
史
料
と
異
な
る
部
分
も
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
こ
の
記
事
が
、
一
五
二
一
年

に
汪�
が
何
儒
を
通
じ
て
楊
三
ら
を
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
か
ら
連
れ
出
し
、
仏
郎
機
銃
の
模
造
に
成
功
し
、
さ
ら
に
一
五
二
二
年
に
は
、

何
儒
と
楊
三
を
朝
廷
に
派
遣
し
て
、
仏
郎
機
銃
を
献
上
し
た
プ
ロ
セ
ス
を
伝
え
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
だ
ろ
う
。

カ
ル
ヴ
ォ
の
述
べ
る
華
人
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
ペ
ド
ロ
と
は
、
お
そ
ら
く
楊
三
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
前
述
の
顧
応
祥

も
、
仏
郎
機
銃
の
伝
来
過
程
に
つ
い
て
、｢

時
に
海
寇
を
征
す
る
に
因
り
て
、
通
事
は
銃
式
一
個
、
并
び
に
火
薬
の
方
を
献
ず
。
…
…

後
に
汪
誠
齋�
、
兵
部
尚
書
と
為
り
、
上
に
請
い
て
千
余
を
鋳
造
し
、
三
辺
に
発
与
す｣

と
伝
え
て
い
る

(�)

。
こ
の

｢

通
事｣

も
、
や

は
り
楊
三
ら
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
十
六
世
紀
初
頭
に
中
国
に
来
航
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
に
は
、
こ
の
よ
う
に
広
東
や
福
建
か
ら
海

禁
を
破
っ
て
、
東
南
ア
ジ
ア
に
渡
航
し
た
華
人
が
同
乗
し
て
い
た
よ
う
だ
。
彼
ら
は
み
ず
か
ら
交
易
に
従
事
す
る
と
と
も
に
、
ポ
ル

ト
ガ
ル
人
の
た
め
に
華
人
商
人
と
の
通
訳
や
仲
介
に
あ
た
り
、
ま
た
関
税
徴
収
に
当
た
る
広
東
当
局
の
官
吏
と
の
交
渉
も
担
っ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。
楊
三
＝
ペ
ド
ロ
も
、
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
華
人
の
一
人
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
の
ち
一
五
四
三
年
に
種
子
島
に
火

縄
銃
を
伝
え
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
は
、
華
人
の
五
峯

(

お
そ
ら
く
王
直)

の
ジ
ャ
ン
ク
船
に
同
乗
し
て
来
航
し
た
私
貿
易
商
人
で
あ
っ

� 史
淵

第
百
四
十
八
輯

(

二
〇
一
一
年
三
月)

二
八



た
と
推
定
さ
れ
て
い
る

(�)
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
に
華
人
が
同
乗
し
て
い
る
か
、
華
人
船
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
が
同
乗
し
て
い
る
か
の
違
い
は

あ
る
が
、
仏
郎
機
銃
や
火
縄
銃
な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
火
器
は
、
こ
の
よ
う
に
華
人
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
混
在
し
て
、
南
・
東
シ
ナ

海
域
の
海
上
貿
易
に
進
出
す
る
過
程
で
、
明
朝
や
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

十
一
世
紀
に
中
国
で
実
用
化
さ
れ
た
火
薬
兵
器
は
、
十
三
世
紀
に
は
銃
筒
な
ど
の
金
属
製
火
器
へ
と
発
達
し
て
い
く
。
十
四
世
紀

か
ら
十
五
世
紀
に
か
け
て
は
、
明
朝
の
軍
事
行
動
に
と
も
な
っ
て
周
辺
地
域
に
急
速
に
拡
大
し
、
東
・
東
南
ア
ジ
ア
は

｢

火
器
の
時

代｣

の
第
一
段
階
を
迎
え
た
。
特
に
朝
鮮
王
朝
・
ベ
ト
ナ
ム
の
黎
朝
・
ビ
ル
マ
の
ア
ヴ
ァ
朝
・
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
北
部
の
タ
イ
系
諸

政
権
な
ど
は
、
中
国
式
火
器
を
積
極
的
に
導
入
し
て
勢
力
を
拡
大
し
た
。
な
お
孫
来
臣
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
は
明

朝
や
朝
鮮
王
朝
が
前
期
倭
寇
に
対
し
、
黎
朝
が
チ
ャ
ン
パ
に
対
し
、
ペ
グ
ー
朝
が
ア
ヴ
ァ
朝
に
対
し
火
器
を
有
効
に
活
用
し
て
お
り
、

総
じ
て
陸
上
を
基
盤
と
す
る
政
権
が
、
火
器
技
術
を
積
極
的
に
導
入
し
て
、
海
上
を
基
盤
と
す
る
勢
力
に
対
し
て
優
位
に
立
つ
と
い

う
傾
向
が
認
め
ら
れ
る

(�)
。
こ
れ
に
対
し
、
十
六
世
紀
初
頭
ま
で
の
日
本
列
島
は
、｢

火
器
の
時
代｣

か
ら
完
全
に
取
り
の
こ
さ
れ
て

い
た
。
前
期
倭
寇
は
中
国
で
捕
獲
し
た
火
器
の
使
用
を
試
み
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
火
薬
の
不
良
に
よ
り
成
功
せ
ず
、
そ
の
後
は
琉

球
か
ら
伝
わ
っ
た
と
思
わ
れ
る

｢

火
槍｣

系
の
火
器
が
例
外
的
に
配
備
さ
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
。
当
時
の
日
本
で
火
器
が
普
及
し
な

か
っ
た
要
因
と
し
て
は
、
攻
城
戦
や
大
規
模
な
水
上
戦
が
少
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
火
薬
調
合
に
必
要
な
硝
石
の
入
手
が
困

難
で
あ
っ
た
こ
と
が
最
大
の
要
因
で
あ
ろ
う
。

十
六
世
紀
初
頭
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
ア
ジ
ア
海
域
に
到
達
し
、
ゴ
ア
を
拠
点
と
し
て
大
量
の
銃
砲
を
鋳
造
し
、
マ
ラ
ッ
カ
を
占
拠

し
て
南
シ
ナ
海
域
に
進
出
し
た
こ
と
に
よ
り
、
東
・
東
南
ア
ジ
ア
地
域
は

｢

火
器
の
時
代｣

の
第
二
段
階
を
迎
え
る
。
特
に
彼
ら
が

銃
筒
か
ら
仏
郎
機
銃
へ

二
九



も
た
ら
し
た
後
装
式
の
仏
郎
機
銃
は
、
伝
統
的
な
中
国
式
銃
砲
に
か
わ
っ
て
、
東
・
東
南
ア
ジ
ア
に
急
速
に
普
及
し
た
。
明
朝
で
は
、

一
五
二
〇
年
代
前
後
に
広
州
湾
に
来
航
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
と
の
接
触
と
交
戦
を
通
じ
て
、
仏
郎
機
砲
が
導
入
さ
れ
、
ポ
ル
ト
ガ
ル

船
の
駆
逐
を
指
揮
し
た
汪�
の
主
導
に
よ
り
、
十
六
世
紀
中
期
ま
で
に
明
軍
の
主
要
な
火
器
と
な
っ
て
い
く
。
た
だ
し
汪�

に
よ
る

仏
郎
機
銃
導
入
に
先
立
っ
て
、
華
人
密
貿
易
者
を
通
じ
て
福
建
ル
ー
ト
で
仏
郎
機
砲
が
伝
来
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
そ
し
て
一

五
四
〇
年
代
に
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
種
子
島
来
航
を
契
機
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
の
火
縄
銃
も
東
ア
ジ
ア
地
域
に
急
速
に
普
及
し
て

い
っ
た
。
総
じ
て
十
六
〜
十
七
世
紀
の

｢

火
器
の
時
代｣

の
第
二
段
階
で
は
、
そ
の
第
一
段
階
と
は
異
な
り
、
む
し
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

勢
力
・
後
期
倭
寇
・
タ
ウ
ン
グ
ー
朝
・
ア
ユ
タ
ヤ
朝
・
鄭
氏
勢
力
の
よ
う
な
海
域
を
基
盤
と
す
る
勢
力
が
、
火
縄
銃
や
火
炮
を
積
極

的
に
活
用
し
て
、
陸
上
の
政
権
を
脅
か
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

(�)
。

註

(

１)

最
新
の
専
著
と
し
て
、
久
芳
崇

『

東
ア
ジ
ア
の
兵
器
革
命

十
六
世
紀
中
国
に
渡
っ
た
日
本
の
鉄
炮

』
(

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年)

が

あ
り
、
序
論
に
お
い
て
従
来
の
東
ア
ジ
ア
火
器
研
究
の
成
果
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。

(

２)

中
島
楽
章

｢

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
日
本
初
来
航
と
東
ア
ジ
ア
海
域
交
易｣

(『

史
淵』

一
四
二
輯
、
二
〇
〇
五
年)

、｢

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
日
本
初
来
航
再
論｣

(『

史
淵』

一
四
六
輯
、
二
〇
〇
九
年)

。｢

鉄
砲
伝
来｣
に
関
す
る
従
来
の
主
要
研
究
に
つ
い
て
は
、｢

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
日
本
初
来
航
再
論｣

六
八
〜
六

九
頁
、
註(

１)

〜(�)
を
参
照
。

(

３)����������
(

中
島
楽
章
訳)

｢

東
部
ア
ジ
ア
に
お
け
る
火
器
の
時
代：

1398‒1683｣
(『

九
州
大
学
東
洋
史
論
集』

三
四
号
、
二
〇
〇
六
年)

。

(

４)

長
沼
賢
海

『

日
本
文
化
史
の
研
究』

(

教
育
研
究
会
、
一
九
三
七
年)

第
十
一
編

｢

鉄
砲
伝
来
考｣

、
第
十
二
編

｢

天
文
以
前
の
我
が
鉄
砲｣

、
第
十

三
編

｢

元
明
に
於
け
る
火
器
と
我
が
鉄
砲｣

、
第
十
四
編

｢

鉄
砲
伝
来
説
の
再
検
討｣

。

(

５)

有
馬
成
甫

『

火
砲
の
起
原
と
そ
の
伝
流』

(

吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
年)
第
二
章

｢

初
期
の
火
薬
兵
器｣

、
第
三
章

｢

中
国
の
近
代
火
器｣

、
第
四

章

｢

朝
鮮
へ
の
伝
流｣

。

(

６)

洞
富
雄
氏
の
火
器
に
関
す
る
著
書
・
論
文
は
多
い
が
、『

鉄
砲

伝
来
と
そ
の
影
響』

(

思
文
閣
出
帆
、
一
九
九
一
年)

が
、
従
来
の
洞
氏
自
身
の

史
淵

第
百
四
十
八
輯

(

二
〇
一
一
年
三
月)

三
〇



研
究
と
、
関
連
す
る
諸
研
究
を
総
括
し
て
お
り
、
本
稿
で
は
も
っ
ぱ
ら
同
書
を
参
照
し
た
。

(
７)

宇
田
川
武
久

『

東
ア
ジ
ア
兵
器
交
流
史
の
研
究

十
五
〜
十
七
世
紀
に
お
け
る
兵
器
の
受
容
と
伝
播

』
(

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年)

第

三
編
第
一
章

｢

鉄
丸
銃
筒
の
製
造
と
訓
練｣

。

(

８)
春
名
徹

｢

ア
ジ
ア
に
お
け
る
銃
と
砲｣

『

ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
史
Ⅳ

文
化
と
技
術』

(

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年)

。

(

９)

有
馬
前
掲

『

火
砲
の
起
原
と
そ
の
伝
流』

第
七
章

｢

西
洋
火
器
の
伝
流｣

。

(�)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������

(�)
劉
旭

『

中
国
古
代
火
炮
史』

(

上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
九
年)

、『

中
国
古
代
火
薬
火
器
史』

(

大
象
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年)

。

(�)
王
兆
春

『

中
国
火
器
史』

(

軍
事
科
学
出
版
社
、
一
九
九
一
年)

。

(�)�������������������������������������������������������������������������������������������������
(�������

����)��������������������������������������������������
(�)���������������������������������������������������������������������������������������
(�)

劉
旭
前
掲

『

中
国
古
代
火
炮
史』

一
〜
七
頁
。

(�)
な
お
明
代
以
降
は
、
も
っ
ぱ
ら
携
帯
用
の
小
銃
を
指
す
語
と
し
て
、｢

槍｣

が
一
般
的
に
用
い
ら
れ
た
。

(�)
有
馬
前
掲

『

火
砲
の
起
原
と
そ
の
伝
流』

第
二
章

｢
初
期
の
火
薬
兵
器｣

、
吉
田
光
邦

｢

宋
元
の
軍
事
技
術｣

(

初
出
一
九
六
七
年
、『

中
国
科
学
技

術
史
論
集』

日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
八
七
二
年)

、������������������������������������������������������������

王
兆
春
前
掲

『

中
国
火
器
史』

第
一
章

｢

火
薬
的
発
明
和
初
級
火
器
的
創
制｣
、
春
名
前
掲

｢

ア
ジ
ア
に
お
け
る
銃
と
砲｣

一
五
八
〜
一
六
〇
頁
な
ど
。

(�)
鷹
島
町
教
育
委
員
会

『

鷹
島
海
底
遺
跡
Ⅶ』

(

鷹
島
町
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
二
年)

。

(�)
鐘
少
異
等

｢

内
蒙
古
発
現
元
代
銅
火
銃
其
意
義｣

『

文
物』

二
〇
〇
四
年
一
一
期

(�)������������������������������������������������������������
王
兆
春
前
掲

『

中
国
火
器
史』

第
二
章

｢

初
級
火
器
的
流
伝
与

火
銃
的
創
制｣

、
春
名
前
掲

｢

ア
ジ
ア
に
お
け
る
銃
と
砲｣

一
六
〇
〜
一
六
二
頁
な
ど
。

(�)

王
兆
春

『

中
国
火
器
史』

第
三
章

｢

火
銃
的
発
展｣

、
春
名
前
掲

｢

ア
ジ
ア
に
お
け
る
銃
と
砲｣

一
六
二
〜
一
六
三
頁
な
ど
。

(�)
『

太
祖
実
録』

巻
一
八
九
、
洪
武
二
十
一
年
三
月
甲
辰
条
。
王
兆
春
前
掲

『

中
国
火
器
史』

一
〇
九
〜
一
一
〇
頁
、�����������������������

���������������������������������������������������������������������������
参
照
。

銃
筒
か
ら
仏
郎
機
銃
へ

三
一



(�)
王
兆
春
前
掲

『

中
国
火
器
史』

八
八
〜
一
〇
三
頁
。

(�)
有
馬
前
掲

『

火
砲
の
起
原
と
そ
の
伝
流』

一
〇
九
〜
一
九
四
頁
、
王
兆
春
前
掲

『

中
国
火
器
史』

八
八
〜
一
一
二
頁
。

(�)
有
馬
前
掲

『

火
砲
の
起
原
と
そ
の
伝
流』

第
四
章

｢

朝
鮮
へ
の
伝
流｣

、
宇
田
川
前
掲

『

東
ア
ジ
ア
兵
器
交
流
史
の
研
究』

第
三
編
第
一
章

｢

鉄
丸

銃
筒
の
製
造
と
訓
練｣

。

(�)�������������������������������������������������������������������������������������������������������
(�)

上
里
隆
史

｢

琉
球
の
火
器
に
つ
い
て｣

(『

沖
縄
文
化』

九
一
号
、
二
〇
〇
〇
年)

。

(�)
『(

朝
鮮)
世
祖
実
録』

巻
二
十
七
、
天
順
六
年
二
月
辛
巳
条
。
上
里
前
掲

｢

琉
球
の
火
器
に
つ
い
て｣

七
七
頁
参
照
。

(�)
註

(

４)
所
掲
の
長
沼
論
文
参
照
。

(�)
宇
田
川
前
掲

『
東
ア
ジ
ア
兵
器
交
流
史
の
研
究』

一
一
六
〜
一
一
七
頁
。

(�)
王
兆
春
前
掲

『

中
国
火
器
史』

七
五
頁
。

(�)
『(

朝
鮮)

世
宗
実
録』
巻
一
、
永
楽
十
六
年
八
月
辛
卯
戊
寅
条
。
長
沼
前
掲

｢

鉄
砲
伝
来
説
の
再
検
討｣

六
〇
七
頁
な
ど
を
参
照
。
な
お
李
藝
に
つ

い
て
は
、
嶋
村
初
吉
編
訳

『

玄
界
灘
を
越
え
た
朝
鮮
外
交
官

李
芸』

(

明
石
書
店
、
二
〇
一
〇
年)

を
参
照
。

(�)
『(

朝
鮮)

世
宗
実
録』

巻
三
十
三
、
宣
徳
元
年
十
二
月
壬
申
条
。
長
沼
前
掲

｢

鉄
砲
伝
来
説
の
再
検
討｣

六
〇
七
〜
六
〇
八
頁
参
照
。

(�)
『(

朝
鮮)

世
宗
実
録』

巻
百
八
、
正
統
十
年
四
月
壬
午
条
。
長
沼
前
掲

｢

鉄
砲
伝
来
説
の
再
検
討｣

六
〇
八
〜
六
〇
九
頁
参
照
。

(�)
洞
富
雄

｢

銃
砲
の
起
源
に
か
ん
す
る
二
、
三
の
問
題｣

(『

史
観』

七
五
冊
、
一
九
六
七
年)

、
前
掲

『

鉄
砲』

三
九
〜
五
一
頁
。
た
だ
し
一
方
で
洞

氏
は
、｢

火
槍｣

は

｢

槍
の
先
の
方
に
銃
筒
を
つ
け
た
バ
ヨ
ネ
ッ
ト
風
の
火
器｣

の
可
能
性
も
あ
り
、｢

手
把
銃
式
の
も
の
の
伝
来
は
、
も
っ
と
お
く
れ

て
い
た
と
推
測
さ
れ
ぬ
こ
と
も
な
い｣

と
も
附
言
し
て
い
る

(『

鉄
砲』

三
九
頁)

。

(�)
所
荘
吉

｢

鉄
砲
伝
来
を
め
ぐ
っ
て｣

(

種
子
島
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー
編

『

鉄
砲
伝
来
前
後』

有
斐
閣
出
版
サ
ー
ビ
ス
、
一
九
八
六
年)

五
三
〜
五
八

頁
。

(�)
吉
田
前
掲

｢

宋
元
の
軍
事
技
術｣

三
九
四
〜
三
九
五
頁
、
王
兆
春
前
掲

『

中
国
火
器
史』

二
二
〜
二
七
頁
。

(�)
『

塵
添�
嚢
鈔』

巻
一
。
長
沼
前
掲

｢

鉄
砲
の
伝
来
考｣

五
〇
九
頁
参
照
。

(�)

上
里
前
掲

｢

琉
球
の
火
器
に
つ
い
て｣

七
九
〜
八
二
頁
。

(�)

上
里
前
掲

｢

琉
球
の
火
器
に
つ
い
て｣

八
〇
〜
八
二
頁
。
上
里
氏
は
三
本
の
鉄
筒
を
束
ね
る
近
世
琉
球
の

｢

棒
火
矢｣

は
、
明
代
中
期
に
開
発
さ
れ

た

｢

三
眼
銃｣

を
転
用
し
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。

�
史
淵

第
百
四
十
八
輯

(

二
〇
一
一
年
三
月)

三
二



�(�)
宮
本
義
己

｢

室
町
幕
府
と
琉
球
使
節｣

(『

南
島
史
学』

四
五
号
、
一
九
九
五
年)

、
伊
藤
幸
司

｢

一
五
・
一
六
世
紀
の
日
本
と
琉
球

研
究
史
整

理
の
視
点
か
ら

｣
(『

九
州
史
学』

一
四
四
号
、
二
〇
〇
六
年)

五
〜
七
頁
。

(�)
『

中
宗
実
録』

巻
八
、
正
徳
四
年
四
月
丙
寅
条
。

(�)
『

中
宗
実
録』

巻
八
、
正
徳
四
年
四
月
癸
酉
条
。

(�)
山
内
晋
次

『

日
宋
貿
易
と

｢

硫
黄
の
道｣』

(

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年)

。

(�)
十
三
〜
十
六
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
火
器
の
発
展
に
つ
い
て
は
、
カ
ル
ロ
・
Ｍ
・
チ
ポ
ラ

(

大
谷
隆
昶
訳)

『

大
砲
と
帆
船

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
世
界
制
覇
と
技
術
革
新』

(

平
凡
社
、
一
九
九
六
年)

、
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
パ
ー
カ
ー

(

大
久
保
桂
子
訳)

『

長
篠
合
戦
の
世
界
史

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
軍

事
革
命
の
衝
撃

1500
〜1800

年

』
(

同
文
館
、
一
九
九
五
年)

、
バ
ー
ト
・
Ｓ
・
ホ
ー
ル

(

市
場
泰
雄
訳)

『

火
器
の
誕
生
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
戦

争』
(

平
凡
社
、
一
九
九
九
年)

、�����������������������
な
ど
を
参
照
。

(�)
宮
武
志
郎

｢

オ
ス
マ
ン
朝
に
お
け
る
火
器
技
術
と
国
家
の
変
容｣

(『

歴
史
学
研
究』

七
八
五
号
、
二
〇
〇
四
年)

、������������������������
��������

な
ど
。

(�)��������������������������������������������
(�)

和
田
博
徳

｢

明
代
の
鉄
砲
伝
来
と
オ
ス
マ
ン
帝
国

神
器
譜
と
西
域
土
地
人
物
略

｣
(『

史
学』

三
一
巻
一
〜
四
号
、
一
九
五
八
年)

。

(�)��������������������������������������������
(�)��������������������������������������������
(�)

ト
メ
・
ピ
レ
ス

(

生
田
滋
他
訳
注)

『

東
方
諸
国
記』

(
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年)

、
一
一
四
・
四
五
七
頁
。

(�)
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
リ
ー
ド

(

平
野
秀
秋
・
田
中
優
子
訳)

『
大
航
海
時
代
の
東
南
ア
ジ
ア

1450‒1680

年

Ⅱ
拡
張
と
危
機』

二
九
六
〜
三
一
〇
頁
、

��������������������������������������������
(�)����������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������
(�)������������������������������������������������������������������������������
(�)

リ
ー
ド
前
掲

『

大
航
海
時
代
の
東
南
ア
ジ
ア

Ⅱ』

三
〇
五
頁
、
奥
平
龍
二

｢
ペ
グ
ー
お
よ
び
イ
ン
ワ
朝
か
ら
コ
ン
バ
ウ
ン
朝
へ｣

(『

東
南
ア
ジ
ア

近
世
の
成
立』

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年)

二
六
三
〜
二
七
二
頁
。

(�)��������������������������������������������

銃
筒
か
ら
仏
郎
機
銃
へ

三
三



(�)
王
守
仁

『

王
文
成
公
全
書』

巻
二
十
四
、
外
集
六
、
説
・
雑
著

｢

書
仏
郎
機
遺
事｣

。

(�)
な
お
一
八
二
九

(

道
光
九)

年
の

『

重
纂
福
建
通
志』

巻
二
百
六
十
七
、
明
外
紀
に
は
、
一
五
一
〇

(

正
徳
五)

年
に
、
福
建
仙
游
県
の
典
史
が
、

｢

仏
郎
機�
百
余｣

を
用
い
て
流
盗
を
撃
退
し
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
が
、
後
世
の
史
料
で
あ
り
、
数
字
も
過
大
で
信
憑
性
は
低
い
。
張
維
華

『

明
史

欧
洲
四
国
伝
注
釈』

(

上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
二
年)

二
三
頁
な
ど
参
照
。

(�)
張
維
華
前
掲

『

明
史
欧
洲
四
国
伝
注
釈』

二
三
頁
で
は
、
こ
の
記
事
を
紹
介
し
て
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
来
航
以
前
か
ら
、
南
洋
に
渡
航
し
た
福
建
・

広
東
商
人
を
通
じ
て
、
仏
郎
機
銃
は
中
国
に
伝
来
し
て
い
た
と
す
る
。
ポ
ー
ル
・
ペ
リ
オ
氏
も
こ
の
史
料
に
よ
り
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
来
航
以
前
に
、

仏
郎
機
銃
は
マ
レ
ー
方
面
か
ら
中
国
に
伝
わ
っ
て
い
た
と
す
る

(��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������

の
要
約
に
よ
る)

。
一
方
、
王
兆
春
前
掲

『

中

国
火
器
史』

は
こ
の
史
料
に
は
触
れ
ず
、
劉
旭
前
掲

『

中
国
古
代
火
薬
火
器
史』

二
五
一
頁
で
は
、
前
註
所
掲
の

『

福
建
通
史』

の
記
事
に
よ
り
、
一

五
一
〇
年
に
は
仏
郎
機
銃
が
す
で
に
使
用
さ
れ
て
い
た
と
す
る
。

(�)�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

(�����������)��������������������������
(�)

崇
禎

『

海
澄
県
志』

巻
五
、
賦
役
志
。

(�)
岡
本
良
知

『

十
六
世
紀
日
欧
交
通
史
の
研
究』

(

六
甲
書
房
、
一
九
四
二
年)

七
五
頁
。

(�)
岡
本
前
掲

『

十
六
世
紀
日
欧
交
通
史
の
研
究』
六
七
〜
八
〇
頁
。

(�)
こ
の
問
題
に
関
連
し
て
、
ケ
ネ
ス
・
チ
ェ
ー
ス
氏
は
仏
郎
機
砲
の
語
源
に
つ
い
て
興
味
深
い
見
解
を
示
し
て
い
る
。
一
般
的
に
は
、
中
国
人
は
ポ
ル

ト
ガ
ル
人
・
ス
ペ
イ
ン
人
な
ど
を
、
ア
ラ
ビ
ア
語������
な
ど
に
由
来
す
る

｢

仏
郎
機｣

と
呼
び
、
彼
ら
が
も
た
ら
し
た
火
砲
も
、
同
じ
く

｢

仏
郎
機｣

と
称
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
チ
ェ
ー
ス
氏
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
を
意
味
す
る

｢

仏
郎
機｣

と
、
大
砲
を
意
味
す
る

｢

仏
郎
機｣

の

語
源
は
別
々
だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
オ
ス
マ
ン
朝
で
は
、
イ
タ
リ
ア
で
は
鉄
製
の
後
装
砲
を
意
味
す
る
イ
タ
リ
ア
語�����
に
よ
っ
て
、
後
装
式
の
旋

回
砲
を������
と
称
し
た
。
ま
た
南
イ
ン
ド
で
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
を�������

(

タ
ミ
ル
語)

・�������
(

テ
ル
グ
語)

と
呼
ぶ
の
に
対
し
、
西
ア

ジ
ア
か
ら
伝
わ
っ
た
大
砲
を�������

(

タ
ミ
ル
語)

・�������
(

テ
ル
グ
語)

と
称
し
て
い
た
。
チ
ェ
ー
ス
氏
は
、
中
国
で
は
大
砲
を
意
味
す
る

������
・�������
系
の
語
音
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
を
意
味
す
る������
系
の
語
音
が
類
似
し
て
い
る
た
め
、
双
方
を

｢

仏
郎
機｣

と
呼
ん
だ
と
推
定
す

る
の
で
あ
る

(��������������������������������)
。
チ
ェ
ー
ス
説
の
当
否
は
現
段
階
で
は
断
定
で
き
な
い
が
、
た
し
か
に
福
建
南
部
の�
南

音
で
は
、｢

仏
郎
機｣

の
口
頭
音
は������ ����
と
な
り
、������
や�������
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
十
五
〜
十
六
世
紀
の
東
南
ア
ジ
ア
に
は
、

史
淵

第
百
四
十
八
輯

(

二
〇
一
一
年
三
月)

三
四



�

�
ト
ル
コ
人
や
イ
ン
ド
人
も
し
ば
し
ば
来
航
し
て
お
り
、
福
建
な
ど
の
海
商
が
彼
ら
と
接
触
し
て������

・�������

な
ど
の
名
称
を
知
り
、｢

仏
郎
機｣

と
表
記
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(�)
張
維
華
前
掲

『

明
史
欧
洲
四
国
伝
注
釈』

一
九
〜
二
三
頁
。
同
書
は

『

明
史
佛
郎
機
呂
宋
和
蘭
意
大
里
亞
四
傳
注
釋』

(

哈
佛
燕
京
學
社
、
一
九
三

四
年)

の
復
刊
本
で
あ
る
。

(�)������������������������������������������������������������

王
兆
春
前
掲

『

中
国
火
器
史』

一
一
七
〜
一
二
〇
頁
な
ど
。

(�)�������������������������������������������������������������������������

張
天
澤

(

姚
楠
・
銭
江
訳)

『

中
葡
早
期
通
商

史』

中
華
書
局
香
港
分
局
、
一
九
八
八
年
、
三
五
〜
五
四
頁
、
万
明

『

中
葡
早
期
関
係
史』

(

社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年)

二
四
〜
二
九

頁
な
ど
。
十
五
世
紀
初
頭
の
広
東
に
お
け
る
対
外
貿
易
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
岩
井
茂
樹

｢

十
六
世
紀
中
国
に
お
け
る
交
易
秩
序
の
模
索

互
市
の

堅
実
と
そ
の
認
識

｣
(

岩
井
茂
樹
編

『

中
国
近
世
社
会
の
秩
序
形
成』

、
二
〇
〇
四
年)

を
参
照
。

(�)��������������������������������������������������
張
天
澤
前
掲

『

中
葡
早
期
通
商
史』

五
五
〜
八
〇
頁
、
万
明
前
掲

『

中
葡
早
期

関
係
史』

二
九
〜
四
六
頁
な
ど
。

(�)
鄭
若
曽

『

籌
海
図
編』

巻
十
三
下
、
経
略
六
、
兵
器

｢

仏
狼
機
図
説｣

。
王
兆
春
前
掲

『

中
国
火
器
史』

一
一
六
頁
な
ど
参
照
。

(�)
『(

明)

世
宗
実
録』

嘉
靖
六
年
十
月
壬
子
条
。
汪�
は
徽
州
府�
源
県
の
人
、
一
五
〇
二

(

弘
治
十
五)

年
の
進
士
。
官
は
都
察
院
右
副
都
御
史
か

ら
、
吏
部
尚
書
兼
兵
部
尚
書
に
い
た
っ
た
。
詳
し
く
は
彭
全
民

｢

我
国
最
早
向
西
方

〝

仏
朗
機〞

学
習
的
人

汪�
伝
略
考｣

(『

東
南
文
化』

二
〇

〇
〇
年
九
期)

を
参
照
。

(�)
黄
訓
編

『

皇
明
名
臣
経
済
録』

巻
四
十
三
、
兵
部
、
汪�

｢

奏
陳
愚
見
以
弭
辺
患
事｣

。

(�)
有
馬
前
掲

『

火
砲
の
起
原
と
そ
の
伝
流』

五
三
〇
〜
五
三
一
頁
、�����������������������������������������������������������

、

劉
旭
前
掲

『

中
国
火
炮
史』

二
二
五
〜
二
二
六
頁
、
同
前
掲

『
中
国
火
薬
火
器
史』

二
五
〇
頁
、
王
兆
春
前
掲

『

中
国
火
器
史』

一
二
三
〜
一
二
四
頁
、

�������������������������
な
ど
。
こ
れ
に
対
し
、
彭
全
民
前
掲

｢
我
国
最
早
向
西
方

〝

仏
朗
機〞

学
習
的
人｣

で
は
、｢

奏
陳
愚
見
以
弭
辺
患
事｣

を
は
じ
め
と
す
る
汪�
の
題
奏
を
紹
介
し
て
、
汪�
を
中
心
と
し
た
仏
郎
機
銃
の
導
入
過
程
を
検
証
し
て
い
る
が
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
史
料
な
ど
は
参
照
さ

れ
て
い
な
い
。

(�)���������������������
(�)

万
暦

『

大
明
会
典』

巻
一
九
三
、
工
部
十
三
、
軍
器
軍
装
二
、
火
器
。

(�)
『(

明)

世
宗
実
録』

巻
三
十
八
、
嘉
靖
三
年
四
月
丁
巳
条
。

銃
筒
か
ら
仏
郎
機
銃
へ

三
五



(�)
万
暦

『

大
明
会
典』

巻
一
九
三
、
工
部
十
三
、
軍
器
軍
装
二
、
火
器
。

(�)
『(

明)

世
宗
実
録』

巻
百
八
、
嘉
靖
八
年
十
二
月
庚
寅
条
。

(�)
黄
訓
編

『

皇
明
名
臣
経
済
録』

巻
四
十
三
、
兵
部
、
汪�

｢

再
陳
愚
見
以
弭
辺
患
事｣

。
彭
全
民
前
掲

｢

我
国
最
早
向
西
方

〝

仏
朗
機〞

学
習
的
人｣

六
八
頁
参
照
。
ま
た

『(

明)

世
宗
実
録』

巻
百
十
、
嘉
靖
九
年
二
月
丙
子
条
も
参
照
。

(�)
黄
訓
編

『

皇
明
名
臣
経
済
録』

巻
四
十
三
、
兵
部
、
汪�

｢

遵
奉
欽
依
条
陳
時
政
事｣

。
彭
全
民
前
掲

｢

我
国
最
早
向
西
方

〝

仏
朗
機〞

学
習
的
人｣

六
八
頁
参
照
。

(�)
『(

明)
世
宗
実
録』

巻
百
五
十
四
、
嘉
靖
十
二
年
九
月
丁
卯
条
。
た
だ
し
鄭
若
曽

『

籌
海
図
編』

巻
十
三
上
、
経
略
五

｢

蜈
蚣
船
説｣

に
は
、｢

其

成
造
也
、
嘉
靖
之
四
年
、
其
裁
革
也
、
嘉
靖
之
十
三
年
。
数
年
之
間
、
未
及
一
試
、
而
莫
知
其
功
用
之
大
也｣

と
あ
り
、
ガ
レ
ー
船
の
建
造
は
一
五
三

四
年
に
中
止
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
李
昭
祥

『

龍
江
船
廠
志』

、
巻
二

｢

蜈
蚣
船｣

も
参
照
。

(�)
一
五
四
三

(

嘉
靖
二
十
二)

年
に
は
、
軍
器
局
で
従
来
の
手
銃
・
碗
口
銃
な
ど
を
、
毎
年
百
五
門
づ
つ
後
装
銃
に
改
造
す
る
こ
と
に
な
り
、
翌
年
に

は
軍
器
局
が
馬
上
で
使
用
す
る
小
型
仏
郎
機
を
一
千
門
鋳
造
し
て
い
る
。
ま
た
一
五
四
四
年
に
は
、
山
西
の
駐
屯
軍
が
、
二
管
の
仏
郎
機
銃
を
熔
接
し

て
連
射
を
可
能
に
し
た
、｢

連
珠
仏
郎
機
砲｣

を
鋳
造
し
た

(

万
暦

『

大
明
会
典』

巻
一
九
三
、
工
部
十
三
、
軍
器
軍
装
二
、
火
器)

。
さ
ら
に
元
来
ポ

ル
ト
ガ
ル
船
の
艦
載
砲
だ
っ
た
仏
郎
機
銃
は
、
海
船
に
も
ひ
ろ
く
配
備
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
一
五
三
四

(

嘉
靖
十
三)

年
に
琉
球
に
渡
航
し
た
明
朝
の

冊
封
船
に
は
、
二
門
の
仏
郎
機
銃
が
搭
載
さ
れ
て
お
り

(

陳
侃

『

使
琉
球
録』

使
事
紀
略)

、
一
五
六
一

(

嘉
靖
四
十)

年
の
冊
封
船
で
は
、
二
十
門

に
ま
で
増
設
さ
れ
て
い
る

(

蕭
崇
業
・
謝
杰

『
使
琉
球
録』

巻
二
、
造
舟)

。

(�)�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����

張
天
澤
前
掲

『

中
葡
早
期
通
商
史』

六
〇
〜
六
一
頁

(�)����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������

(���������)���������������������������
���453�455

参
照
。��������
は
こ
の
書
簡
が
書
か
れ
た
の
は
一
五
三
四
〜
三
六
年
と
す
る
が
、
こ
こ
で
は���������
の
見
解
に
よ
り
一
五
二
四

年
と
す
る

(�������������������������������������������������)
。
ま
た
有
馬
前
掲

『

火
砲
の
起
原
と
そ
の
伝
流』

五
二
八
頁
に
も
こ

の
史
料
を
引
用
す
る
。
た
だ
し
手
紙
の
筆
者
を
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
団
の
司
令
官
ア
フ
ォ
ン
ソ
・
デ
・
メ
ロ

(��������������)
と
し
、
中
国
人
ペ
ド

ロ
を
、
中
国
文
献
に
み
え
る

｢

別
都
盧｣

(

ポ
ル
ト
ガ
ル
船
長
の
一
人����������
を
指
す
。
張
天
澤
前
掲

『

中
葡
早
期
通
商
史』

六
四
頁)

に
比

定
す
る
な
ど
、
誤
り
が
多
い
。

��
史
淵

第
百
四
十
八
輯

(

二
〇
一
一
年
三
月)

三
六



(�)
鄭
若
曽

『

籌
海
図
編』

巻
十
三
下
、
経
略
六
、
兵
器

｢

仏
狼
機
図
説｣

。

(�)
中
島
前
掲

｢

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
日
本
初
来
航
再
論｣

五
八
〜
六
六
頁
な
ど
参
照
。

(�)���
前
掲

｢

東
部
ア
ジ
ア
に
お
け
る
火
器
の
時
代｣

二
頁
。

(�)���
前
掲

｢

東
部
ア
ジ
ア
に
お
け
る
火
器
の
時
代｣

二
〜
三
頁
。

銃
筒
か
ら
仏
郎
機
銃
へ

三
七


