
中
国
の
明
末
に
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
艦
船
が
来
航
し
て
マ
カ
オ
を
中
心

に
貿
易
が
行
わ
れ
て
い
た
し
、
渡
来
し
た
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
の
手

で
西
洋
技
術
が
か
な
り
輸
入
さ
れ
て
い
た
。
一
五
五
六
年
刊
の
ア
グ

リ
コ
ラ
（
少
唱
旨
○
旨
画
Ｑ
・
）
の
デ
・
レ
・
メ
タ
リ
カ
（
己
①
Ｈ
①
目
①
首
‐

胃
煙
）
は
天
啓
元
年
（
一
六
一
二
）
に
は
中
国
に
伝
わ
り
、
漢
訳
さ

れ
た
と
い
う
か
ら
驚
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
訳
書
刊
本
は
見
つ
か
っ

て
い
な
い
。

こ
の
明
末
の
崇
禎
十
年
（
一
六
三
七
）
に
宋
應
星
に
よ
っ
て
『
天

工
開
物
』
が
刊
行
さ
れ
た
。

こ
の
『
天
工
開
物
』
で
は
兵
器
・
火
器
に
つ
い
て
の
記
述
を
除
く

と
、
西
洋
の
科
学
技
術
に
つ
い
て
の
記
載
は
少
な
く
、
中
心
は
当
時

の
中
国
の
科
学
技
術
を
集
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
書
の
刊
行
さ
れ
た
明
末
の
崇
禎
十
年
（
一
六
三
七
）
と
い
う
年

宋
應
星
の
『
天
工
開
物
』
（
一
六
三
七

年
刊
）
と
労
働
衛
生

三
浦
豊
彦

は
動
乱
期
で
、
や
が
て
清
の
時
代
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
時
代
、

日
本
で
は
寛
永
十
四
年
に
あ
た
り
「
島
原
の
乱
」
が
起
っ
て
い
る
。

『
天
工
開
物
』
の
著
者
の
宋
應
星
は
、
字
は
長
庚
と
い
っ
て
、
江

西
省
奉
新
県
の
名
家
の
出
自
、
た
だ
し
生
ま
れ
た
年
も
、
死
去
し
た

年
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
明
の
萬
暦
の
中
頃
か
ら
清
の
順
治
初
年
に

か
け
て
生
存
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

清
の
順
治
元
年
（
一
六
四
四
）
と
い
う
の
は
、
明
の
崇
禎
十
七
年

で
、
こ
の
年
、
明
の
崇
禎
帝
は
李
自
成
の
反
乱
の
た
め
に
自
殺
し
、

事
実
上
明
の
王
朝
が
滅
亡
し
た
。
つ
ま
り
明
の
滅
亡
し
た
頃
に
宋
應

星
も
死
亡
し
た
ら
し
い
。
彼
は
良
吏
と
し
て
地
方
官
を
務
め
た
よ
う

で
あ
る
。

本
書
は
技
術
書
で
は
あ
る
が
、
技
術
の
指
導
書
で
は
な
く
、
読
者

の
対
象
を
当
時
の
支
配
階
級
で
あ
っ
た
知
識
階
級
に
お
き
、
こ
れ
ら

の
階
級
の
人
々
が
日
常
生
活
の
恩
恵
を
蒙
り
な
が
ら
生
活
必
需
品
の

生
産
過
程
を
知
ら
ず
、
時
に
は
農
民
を
軽
蔑
す
る
態
度
に
、
軽
い
憤

り
さ
え
感
じ
て
書
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
人
も
あ
る
。

「
天
工
」
は
自
然
の
い
と
な
む
と
こ
ろ
、
「
開
物
」
は
人
工
で
あ

る
。
人
工
だ
け
が
技
術
で
は
な
く
、
自
然
の
い
と
な
拳
で
あ
る
天
工

と
あ
い
ま
っ
て
、
人
工
が
完
成
す
る
。
そ
の
意
味
か
ら
天
工
と
開
物
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を
結
び
つ
け
て
『
天
工
開
物
』
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

本
書
は
上
、
中
、
下
、
三
巻
一
八
部
門
か
ら
な
る
。
上
巻
は
穀

類
、
衣
服
、
染
色
、
調
整
、
製
塩
、
製
糖
、
中
巻
は
製
陶
、
鋳
造
、

舟
車
、
鍛
造
、
焙
焼
、
製
油
、
下
巻
は
製
錬
、
兵
器
、
朱
墨
、
醸

造
、
珠
玉
で
当
時
の
重
要
産
業
を
網
羅
し
て
い
る
。
序
の
な
か
で
、

「
巻
の
順
序
は
五
穀
を
貴
び
金
玉
を
賎
し
む
と
い
う
意
味
で
な
ら
べ

た
」
。
ま
た
、
序
の
末
尾
で
「
此
書
干
功
名
進
取
毫
不
相
関
也
」
と

書
い
て
い
る
。
こ
の
害
は
立
身
出
世
に
は
少
し
も
関
係
は
な
い
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。

、
本
書
は
、
中
国
で
は
む
し
ろ
冷
遇
さ
れ
た
が
、
日
本
で
は
貝
原
益

軒
以
下
多
く
の
著
書
に
引
用
さ
れ
た
し
、
学
者
に
影
響
を
与
え
た
だ

け
で
な
く
、
江
戸
時
代
の
技
術
の
実
際
面
で
も
応
用
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
。
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
に
は
大
阪
の
書
林
菅
生

堂
が
和
刻
本
を
出
版
し
た
。
民
国
十
五
年
（
一
九
二
六
）
に
日
本
で

地
質
学
を
学
ん
で
帰
国
し
た
章
鴻
釦
が
菅
生
堂
本
を
逆
輸
入
し
て
か

ら
、
中
国
で
も
再
認
識
さ
れ
、
い
ま
で
は
北
京
図
書
館
に
も
崇
禎
本

が
収
蔵
さ
れ
て
、
復
刻
も
さ
れ
て
い
る
。

巻
（
中
）
の
煤
炭
で
は
、
石
炭
は
ど
こ
で
も
産
出
し
、
金
石
を
鍛

煉
す
る
た
め
に
用
い
る
が
、
石
炭
を
長
年
採
っ
て
い
る
者
は
土
の
表

面
か
ら
そ
の
有
無
が
わ
か
り
、
そ
れ
か
ら
手
掘
し
て
五
丈
ば
か
り
で

石
炭
が
得
ら
れ
る
。

は
じ
め
石
炭
を
見
つ
け
た
時
に
は
、
長
い
竹
の
節
を
ぬ
い
て
そ
の

先
端
を
尖
ら
し
、
炭
中
に
い
れ
る
と
、
「
其
毒
烟
従
竹
中
透
上
」
と

い
い
、
人
は
そ
の
下
で
仕
事
が
で
き
る
と
書
い
て
い
る
。
竹
製
の
排

気
筒
で
、
現
在
の
ガ
ス
抜
き
で
あ
る
。

同
じ
巻
（
中
）
の
砒
石
で
は
、
砒
霜
（
ヒ
ソ
ウ
）
の
製
造
が
興
味

を
ひ
く
。
土
窯
を
こ
れ
あ
げ
て
炉
を
つ
く
り
、
そ
の
上
に
砒
石
を
積

象
、
曲
っ
た
煙
突
を
つ
け
、
そ
の
上
に
鉄
釜
を
か
ぶ
せ
、
火
を
つ
け
て

煙
気
を
鉄
釜
に
つ
け
る
。
こ
れ
を
く
り
か
え
す
。
砒
を
焼
く
時
に
は

「
立
者
必
干
上
風
十
餘
丈
外
」
と
書
い
て
あ
る
。
風
下
に
近
い
所
の

草
木
は
皆
死
ぬ
。
砒
を
焼
く
人
は
二
年
た
っ
た
ら
職
を
か
え
る
。
さ

も
な
い
と
、
「
髻
髪
壷
落
」
と
書
い
て
あ
る
。
砒
霜
を
少
し
食
べ
て

も
人
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
死
ぬ
。
砒
霜
は
農
薬
と
し
て
も
多
く
用
い
ら

れ
た
。巻

（
下
）
の
、
宝
石
を
と
る
話
も
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
。
雲
南

の
宝
井
は
き
わ
め
て
深
く
、
水
は
な
い
。
し
か
し
霧
の
よ
う
な
宝
気

が
た
ち
こ
め
て
い
る
。
人
が
久
し
く
そ
の
気
を
吸
う
と
死
ん
で
し
ま

う
。
宝
石
を
と
る
人
は
十
数
人
が
一
群
と
な
り
、
井
戸
に
入
る
者
が
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利
益
の
半
分
を
と
り
、
宝
井
の
上
の
全
部
の
人
が
利
益
の
半
分
を
と

る
。
宝
井
に
お
り
る
人
は
長
い
縄
を
腰
に
つ
け
、
腰
に
二
個
の
袋
を

つ
け
、
井
戸
底
で
宝
石
を
ひ
ろ
っ
て
袋
に
入
れ
る
。
ま
た
腰
帯
に
は

巨
鈴
を
つ
け
て
、
宝
気
に
ま
か
れ
て
動
け
な
く
な
っ
た
ら
鈴
を
な
ら

す
。
そ
の
音
で
宝
井
の
上
の
人
達
が
縄
を
ひ
い
て
、
ひ
っ
ぱ
り
あ
げ

る
、
そ
う
す
れ
ば
、
そ
の
人
は
無
事
で
あ
る
。
し
か
し
昏
睡
し
て
い

れ
ば
、
そ
の
時
は
白
湯
だ
け
飲
ま
せ
て
、
三
日
間
は
食
物
を
与
え
な

い
。
そ
れ
か
ら
養
生
し
て
平
復
す
る
と
い
う
。

こ
の
記
事
か
ら
は
い
ま
の
酸
素
欠
乏
症
を
思
い
出
す
の
で
あ
る
。

（
労
働
科
学
研
究
所
）

は
じ
め
に

『
黄
帝
内
経
太
素
経
』
は
、
『
旧
唐
書
』
経
籍
志
に
は
じ
め
て
記
載

さ
れ
た
が
宋
以
後
は
亡
快
し
た
。
一
八
二
○
年
仁
和
寺
に
丹
波
頼
基

に
依
る
写
本
が
存
在
す
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
た
。
唐
初
の
揚
上
善

が
、
『
素
間
』
『
霊
枢
』
を
類
別
編
纂
し
注
緤
を
ほ
ど
こ
し
た
と
さ
れ

て
い
る
。

一
方
、
仁
和
寺
に
は
、
揚
上
善
撰
の
『
黄
帝
内
経
明
堂
』
の
序
文

と
巻
一
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
序
文
に
「
太
素
は
そ
の
宗
旨
を
陳

べ
、
明
堂
は
そ
の
形
見
を
表
わ
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
『
太
素
経
』
に

は
主
治
穴
の
記
載
は
少
く
理
論
が
主
で
あ
る
が
、
そ
の
理
論
的
な
記

載
の
中
に
選
穴
の
要
点
が
示
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
『
太
素
経
』

の
中
の
経
穴
名
の
出
て
く
る
と
こ
ろ
を
選
り
出
し
て
、
そ
の
内
容
を

検
討
し
た
。

『
黄
帝
内
経
太
素
経
』
に
お
け
る
経
穴
の

主
治
症
に
つ
い
て

高
島
文
一
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