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し
て
兵
器
に
利
用
し
た
最
古
の
記
載
は
、
北
宋
・
曽
公
亮
ら
奉
勅
撰
の

「
武
経
総
要
』
（
一
○
四
五
年
成
）
で
、
「
火
薬
」
の
語
も
同
書
か
ら
使
わ
れ

始
め
た
も
の
で
あ
る
。
『
武
経
総
要
」
に
は
三
種
の
火
薬
の
製
法
が
記

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
北
宋
軍
の
使
用
し
た
火
器
は
紙
や
竹
で
包
ま

れ
た
火
毬
が
激
燃
す
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

金
軍
は
北
宋
軍
の
火
毬
に
改
良
を
加
え
、
鉄
製
の
壺
に
封
じ
た
「
鉄

火
砲
」
や
、
さ
ら
に
爆
発
性
を
強
力
に
し
た
破
裂
・
焼
夷
弾
の
「
震
天

雷
」
、
或
い
は
火
焔
放
射
器
と
い
う
べ
き
「
飛
火
槍
」
な
ど
を
開
発
し
て

い
っ
た
。
蒙
古
軍
や
元
軍
も
こ
れ
に
類
し
た
火
砲
を
さ
か
ん
に
使
用
し

た
。
元
冠
、
文
永
の
役
（
一
二
七
四
年
）
の
際
、
博
多
で
元
軍
が
用
い
、

「
て
っ
は
う
（
鉄
砲
）
」
と
称
さ
れ
た
火
器
も
そ
の
類
で
あ
る
。

次
に
火
薬
は
そ
れ
自
体
が
爆
裂
す
る
火
器
か
ら
、
弾
丸
を
飛
ば
す
発

射
薬
と
し
て
の
機
能
が
注
目
さ
れ
、
よ
り
重
要
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に

な
る
。
発
射
火
薬
の
原
始
は
南
宋
一
二
五
九
年
に
作
ら
れ
た
「
突
火
槍
」

で
、
巨
竹
の
中
に
子
棄
（
散
弾
）
を
入
れ
、
轟
音
と
と
も
に
発
出
す
る
も

の
で
あ
っ
た
が
、
発
射
火
薬
を
用
い
た
本
格
的
な
金
属
製
火
砲
は
元
後

期
に
登
場
し
た
。

火
薬
は
蒙
古
の
ョ
－
ロ
ッ
パ
遠
征
に
よ
っ
て
西
伝
し
、
改
良
さ
れ
、

西
洋
の
近
代
化
を
促
し
た
。
日
本
へ
は
西
洋
経
由
以
前
に
中
国
か
ら
火

薬
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
が
、
天
文
十
二
年
（
一
五
四
三
）
頃
、
ポ
ル
ト
ガ

ル
人
に
よ
っ
て
種
子
島
銃
が
伝
来
し
、
急
速
に
普
及
し
た
。
黒
色
火
薬

は
硝
石
が
七
割
五
分
、
残
り
を
硫
黄
・
木
炭
で
等
分
に
配
合
す
る
の
が

最
強
と
さ
れ
た
。
（
平
成
十
二
年
五
川
例
会
）

『
江
戸
の
藺
方
医
学
事
始
阿
藺
陀
通
詞

吉
雄
幸
左
衛
門
耕
牛
」

日
藺
交
流
四
百
周
年
の
昨
年
、
片
桐
一
男
氏
が
慶
祝
の
気
持
を
込
め

て
刊
行
さ
れ
た
著
書
の
う
ち
の
一
冊
が
本
書
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
通
詞

の
研
究
に
長
年
た
ず
さ
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
青
山
学
院
大
学
文
学
部
教
授

の
著
者
が
、
そ
の
副
題
に
見
る
よ
う
に
、
持
駒
の
一
つ
で
あ
る
吉
雄
幸

左
衛
門
耕
牛
に
つ
い
て
、
穂
蓄
を
傾
け
て
お
ら
れ
る
。

そ
の
内
容
は
、
吉
宗
の
世
に
長
崎
で
生
ま
れ
た
吉
雄
幸
左
衛
門
耕
牛

を
大
き
な
縦
の
柱
と
し
て
、
そ
れ
と
交
叉
す
る
人
物
、
事
件
、
物
等
を

横
軸
に
、
そ
れ
ら
を
互
い
に
か
ら
ま
せ
な
が
ら
、
長
年
の
ご
研
究
を
披

露
さ
れ
、
興
味
深
い
展
開
を
く
り
広
げ
る
と
共
に
、
そ
こ
か
ら
見
え
て

く
る
こ
と
を
ま
と
め
と
し
て
し
め
括
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
語
り
口
は

分
か
り
易
く
、
か
つ
謎
解
き
の
よ
う
な
展
開
に
誘
わ
れ
て
、
読
者
は
引

き
込
ま
れ
る
よ
う
に
読
み
進
ん
で
い
く
と
い
う
運
び
で
あ
る
。
こ
れ
は

著
者
が
、
史
実
に
対
し
て
常
に
多
く
の
疑
問
を
抱
き
つ
つ
、
そ
れ
ら
を

長
年
温
め
な
が
ら
、
多
く
の
資
料
や
研
究
か
ら
丹
念
に
解
決
し
て
い
く

方
法
を
と
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
と
、
無
関
係
で
は
な
い
と
思
う
。

本
書
は
大
き
く
分
け
て
、
吉
雄
幸
左
衛
門
耕
牛
の
生
い
立
ち
と
そ
の

家
系
、
ツ
ュ
ン
ベ
リ
ー
か
ら
教
授
さ
れ
た
ス
ウ
ィ
ー
テ
ン
水
の
普
及
と

詫
劣
諜
紹
介
詫
糸
弗
糸
糸
去
詫
失
失
劣
失
夫
茨
監
夫
糸
夫
夫

片
桐
一
男
著
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定
着
、
「
因
液
発
備
」
と
「
五
液
診
法
」
の
発
刊
と
そ
の
背
景
に
見
え
て

く
る
こ
と
、
オ
ラ
ン
ダ
座
敷
と
オ
ラ
ン
ダ
正
月
、
の
４
テ
ー
マ
と
、
通

詞
の
職
務
、
吉
雄
家
学
の
秘
条
と
蔵
書
、
流
布
し
て
い
る
訳
書
、
誤
訳

事
件
等
の
小
テ
ー
マ
が
あ
り
、
最
後
に
ま
と
め
、
見
え
て
き
た
こ
と
と

略
年
譜
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。

祖
父
吉
雄
寿
山
は
医
術
を
業
と
し
、
通
詞
家
よ
り
養
子
に
き
た
父
藤

三
郎
は
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
で
、
医
を
職
と
す
る
叔
父
の
身
近
に
い
て
、
幼

少
よ
り
オ
ラ
ン
ダ
語
に
親
し
ん
だ
吉
雄
幸
左
衛
門
が
、
通
詞
職
の
か
た

わ
ら
医
術
を
修
め
て
医
家
と
し
て
も
名
を
な
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
本

書
を
読
ん
で
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
え
る
。

今
で
い
う
臨
床
検
査
に
関
す
る
本
、
ボ
イ
セ
ン
の
『
プ
ラ
ク
テ
ー
キ
』

の
訳
書
、
『
因
液
発
備
』
と
「
五
液
診
法
」
の
発
刊
は
、
文
化
十
二
年
（
一

八
一
五
）
と
十
三
年
（
一
八
一
六
）
で
あ
り
、
同
一
内
容
の
訳
書
が
、
異
な
っ

た
書
名
で
長
崎
系
の
門
弟
と
、
江
戸
系
の
門
弟
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た

こ
と
に
つ
い
て
、
未
詳
で
あ
っ
た
い
く
つ
か
の
こ
と
を
解
明
し
て
お
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
活
用
を
渇
望
さ
れ
た
ボ
イ
セ
ン
の
『
プ
ラ
ク

テ
ー
キ
』
は
、
長
崎
で
は
吉
雄
が
家
塾
で
訳
読
・
口
授
し
た
が
、
秘
条
、

相
伝
を
方
針
と
す
る
耕
牛
は
公
刊
の
意
図
は
な
か
っ
た
。
一
方
、
江
戸

で
は
前
野
良
沢
も
注
目
、
訳
読
、
門
下
生
に
す
す
め
た
が
公
刊
は
念
頭

に
な
か
っ
た
。
だ
が
そ
の
門
弟
た
ち
に
は
公
刊
を
望
む
動
き
が
広
が
っ

て
お
り
、
こ
う
し
た
江
戸
の
動
き
は
長
崎
に
も
伝
わ
っ
て
い
た
。
そ
し

て
吉
雄
と
前
野
の
没
後
に
公
刊
運
動
が
実
行
に
移
さ
れ
た
と
い
う
も
の

で
あ
り
、
本
書
で
は
さ
ら
に
複
雑
な
か
ら
み
合
い
が
伝
え
ら
れ
て
い
て
、

ま
さ
に
著
者
の
い
う
手
に
汗
を
握
る
よ
う
な
展
開
と
い
う
所
で
あ
ろ
う

か
。
医
療
界
に
身
を
置
い
て
き
た
者
に
と
っ
て
は
、
訳
書
の
内
容
が
ど

ん
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
が
そ
の

記
述
は
わ
ず
か
で
あ
る
。
そ
し
て
吉
雄
の
秘
条
故
に
存
命
中
に
一
冊
の

医
訳
書
の
公
刊
も
許
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
案
外
、
処
方
公

開
に
つ
な
が
る
医
薬
分
業
が
日
本
で
進
展
し
な
か
っ
た
ル
ー
ツ
か
な
ど

と
、
は
し
た
な
く
思
っ
た
り
し
て
い
る
。

評
者
の
論
文
か
ら
多
く
を
引
用
し
て
頂
い
て
い
る
ス
ウ
ィ
ー
テ
ン
水

に
つ
い
て
は
、
ツ
ュ
ン
ベ
リ
ー
か
ら
教
授
さ
れ
た
吉
雄
を
通
し
て
そ
の

門
弟
へ
と
広
く
普
及
、
定
着
し
て
い
る
様
子
が
、
個
々
の
資
料
を
も
と

に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
フ
ァ
ン
・
ス
ウ
ィ
ー
テ
ン
水
を
研
究
テ
ー
マ
の

一
つ
に
し
て
い
る
評
者
に
は
興
味
し
ん
し
ん
た
る
も
の
が
あ
る
。
い
く

つ
か
の
疑
問
も
あ
り
、
そ
れ
は
今
後
の
研
究
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、

唯
、
ま
と
め
妬
（
一
二
二
頁
）
に
も
記
さ
れ
て
い
る
「
：
．
ス
ウ
ィ
ー
テ
ン
水

は
吉
雄
・
杉
田
系
統
の
蘭
方
医
師
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
に

お
け
る
い
わ
ば
「
ド
ル
箱
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
…
」
と
い
う
結

論
に
は
、
そ
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
話
が
出
来
過
ぎ
て
い
る
と
い
う
印

象
を
受
け
る
。
一
例
と
し
て
、
一
九
七
六
年
に
評
者
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

で
入
手
し
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
リ
ン
ネ
協
会
誌
Ⅵ
号
（
一
九
三
三
に
、
元

カ
ロ
リ
ン
ス
カ
医
科
大
学
性
病
科
教
授
ア
ル
ム
ク
ヴ
ィ
ス
ト
氏
は
「
医

師
リ
ン
ネ
の
業
績
に
つ
い
て
の
研
究
Ｉ
Ｉ
Ｊ
梅
毒
史
へ
の
貢
献
」
と
い
う

論
文
で
、
リ
ン
ネ
は
オ
ラ
ン
ダ
留
学
か
ら
帰
国
し
て
開
業
、
約
３
ヵ
月

後
に
は
大
い
に
繁
盛
し
た
が
、
そ
れ
は
性
病
治
療
に
成
功
し
た
の
が
大

き
な
理
由
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
解
明
の
た
め
に
当
時
の
梅
毒
治
療
と

リ
ン
ネ
が
使
用
し
た
駆
梅
剤
に
つ
い
て
詳
細
に
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
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記
し
て
お
ら
れ
る
。
結
論
は
繁
盛
の
理
由
は
分
か
ら
な
い
と
し
て
い
る

し
、
そ
の
後
ウ
プ
サ
ラ
大
学
教
授
と
な
っ
た
リ
ン
ネ
の
講
義
録
や
手
紙

か
ら
フ
ァ
ン
・
ス
ウ
ィ
ー
テ
ン
水
を
使
用
し
た
こ
と
は
あ
る
が
、
後
に

は
他
の
治
療
法
も
行
な
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
評
者
に

は
大
い
に
疑
問
が
あ
る
。
（
因
み
に
、
評
者
は
一
九
七
八
年
に
こ
の
論
文
か
ら

ツ
ュ
ン
ベ
リ
ー
と
フ
ァ
ン
・
ス
ウ
ィ
ー
テ
ン
水
を
結
び
つ
け
る
ヒ
ン
ト
を
得

た
。
そ
の
後
よ
う
や
く
フ
ァ
ン
・
ス
ウ
ィ
ー
テ
ン
水
の
処
方
を
入
手
し
て
、
吉
．

雄
の
『
紅
毛
秘
事
記
』
中
の
処
方
と
の
数
値
の
一
致
を
検
証
し
一
九
九
三
年
に

発
表
、
こ
れ
を
柱
に
し
た
論
文
で
一
九
九
五
年
に
学
位
を
得
た
）
・

オ
ラ
ン
ダ
座
敷
と
オ
ラ
ン
ダ
正
月
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
を
訪
れ
た

人
々
の
印
象
記
や
料
理
の
献
立
を
紹
介
し
、
こ
の
献
立
を
再
現
し
た
現

代
の
史
的
再
現
オ
ラ
ン
ダ
正
月
に
も
及
ん
で
、
味
わ
い
深
い
内
容
と
な

っ
て
い
る
。

最
後
に
ウ
プ
サ
ラ
ヘ
行
っ
た
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
な

い
よ
う
に
、
ツ
ュ
ン
ベ
リ
ー
蒐
集
の
植
物
標
本
類
は
公
開
（
四
七
頁
）
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
を
付
記
す
る
。
事
前
の
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト
と
見
た

い
標
本
類
を
学
名
で
提
示
す
る
こ
と
が
必
要
。

（
高
橋
文
）

〔
丸
善
株
式
会
社
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
二
’
三
’
十
、
電
話
○
三
’
三
二

七
二
’
○
五
一
二
、
二
○
○
○
年
一
月
二
十
日
、
新
書
判
、
二
四
四
頁
、
本

体
七
八
○
円
〕

「
名
画
の
医
学
』

「
名
画
の
医
学
」
は
、
そ
の
１
’
－
－
ク
な
内
容
で
読
者
を
楽
し
ま
せ
る

し
、
同
時
に
非
常
に
た
め
に
な
る
書
物
で
あ
る
。
結
論
的
に
そ
の
理
由

を
三
つ
挙
げ
て
お
こ
う
。

一
、
名
画
、
と
く
に
そ
の
人
物
像
を
観
賞
す
る
の
に
、
医
学
的
視
点

と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。

二
、
医
学
史
の
知
識
が
豊
富
に
な
る
。

三
、
現
代
的
な
医
学
上
の
課
題
に
つ
い
て
、
最
新
の
研
究
成
果
を
学

ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

著
者
の
横
田
敏
勝
名
誉
教
授
は
神
経
生
理
学
者
で
あ
る
。
国
際
痔
痛

学
会
副
会
長
を
六
年
も
つ
と
め
ら
れ
た
経
歴
が
し
め
す
よ
う
に
、
そ
の

専
門
領
域
は
痛
み
で
あ
る
。
痛
み
は
臨
床
的
な
問
題
で
も
あ
る
か
ら
で

あ
ろ
う
が
、
著
者
の
臨
床
医
学
の
知
識
と
理
解
は
、
平
均
的
な
基
礎
医

学
者
の
レ
ベ
ル
を
は
る
か
に
上
ま
わ
る
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
免
疫

学
、
分
子
生
物
学
、
遺
伝
学
な
ど
の
知
見
を
、
縦
横
に
く
み
入
れ
た
解

説
を
読
ま
れ
る
な
ら
ば
、
神
経
生
理
学
者
が
よ
く
ぞ
こ
こ
ま
で
と
、
読

者
は
驚
か
れ
る
に
ち
が
い
な
い
・

著
者
か
ら
読
者
へ
の
呼
び
か
け
の
こ
と
ば
は
、
「
名
画
を
楽
し
み
な
が

ら
医
学
を
学
ぼ
う
」
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
れ
を
可
能
と
す
る
も
の
を
著

者
は
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
。

ま
ず
第
一
部
は
、
日
本
の
「
病
草
紙
」
（
十
二
世
紀
後
半
）
よ
り
九
点
を

選
び
、
仏
教
的
概
念
に
お
け
る
三
苦
（
老
病
死
）
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
病
」

横
田
敏
勝
著


