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従
来
の
事
界
で
は
、
遣
唐
使
慶
止
の
理
由
と
し
て
は
、
菅
原
道
真
の
寛
平
六
年
九
月
十
四
日
の
奏
般
に
、
唐
朝
が
内
乱
の
た
め
に
凋
弊
し
た

と
と
、
海
上
の
遭
難
や
新
経
賊
徒
の
襲
撃
の
危
険
が
多
い
こ
と
が
越
ぺ
ら
れ
て
ゐ
る
の
を
根
擦
と
し
て
、
遣
唐
使
を
十
数
次
に
わ
た
っ
て
汲
遺

し
、
唐
文
化
。
吸
牧
同
化
に
努
め
た
結
果
、
日
本
文
化
が
高
上
の
一
途
を
辿
っ
た
の
に
反
し
、
唐
の
方
で
は
内
飢
の
た
め
に
文
化
が
衰
へ
、
雨

者
。
文
佑
水
準
の
差
異
が
殆
ど
な
く
な
っ
て
来
た
の
で
、
最
早
や
海
上
の
危
険
を
胃
し
、
人
命
の
犠
牲
を
掛
っ
て
ま
で
も
態
々
唐
よ
り
事
ぶ
べ

き
も
の
が
最
早
ゃ
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
ふ
設
が
行
は
れ
て
来
た
。

確
に
右
の
訟
で
指
摘
す
る
や
う
に
、
海
外
文
化
の
職
入
を
そ
の
主
た
る
目
的
と
す
る
遣
唐
使
の
汲
遣
が
回
数
を
重
ね
る
に
従
っ
て
唐
の
文
化

が
豊
富
に
総
入
さ
れ
た
結
果
、
日
本
文
化
の
水
準
が
高
め
ら
れ
、
、
模
倣
の
域
を
枕
し
て
か
な
り
の
同
化
が
行
は
れ
た
こ
と
は
否
定
出
来
怠
い
。

K
E
へ
ぽ
皐
術
に
於
け
る
鍛
名
文
字
の
税
収
明
、
漢
文
の
日
本
化
、
和
歌
を
は
じ
め
閤
文
撃
の
識
は
濯
、
宗
教
に
於
け
る
紳
悌
混
肴
思
想
の
成
立
等

が
こ
れ
で
あ
る
。
ま
た
事
術
技
審
に
於
て
も
或
る
黙
で
は
唐
の
盈
を
摩
す
る
も
の
す
ら
あ
っ
た
。
た
と
へ
ば
遣
唐
使
の
中
に
は
大
費
二
年
ハ
セ

O
ニ
）
入
唐
し
た
栗
田
真
人
や
養
老
元
年
ハ
七
一
七
）
入
唐
し
た
阿
倍
仲
麻
呂
、
天
平
勝
賓
四
年
ハ
七
五
二
）
入
唐
し
た
官
僚
異
備
等
の
如
く

住
2

そ
の
塾
識
唐
の
撃
者
を
驚
か
し
た
も
の
も
あ
っ
た
。
ま
た
技
術
O
方
闘
で
は
日
本
の
製
紙
技
術
が
進
歩
し
た
た
め
、
唐
の
玄
京
の
時
代
、
そ
の

控

s

宮
廷
で
勅
勾
を
書
く
用
紙
に
日
本
で
出
来
た
黄
麻
紙
が
用
ひ
ら
れ
た
。
或
は
ま
た
唐
の
蘇
鵠
の
著
し
た
社
陽
雑
編
に
は
、
日
本
人
飛
龍
衛
士
韓

志
和
の
物
語
辞
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
仰
は
も
と
日
本
の
人
で
、
彫
刻
の
技
術
に
長
じ
て
を
り
鷲
鶴
鴻
鵠
の
類
を
彫
む
と
、
そ
れ

遣
唐
使
底
止
仁
罰
す
る
再
吟
味

七



遣
唐
使
駿
止
に
饗
す
る
再
吟
味
’

セ

は
全
く
生
あ
る
も
の
さ
な
が
ち
の
出
来
築
え
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
作
っ
た
鳥
類
の
援
の
中
に
は
闘
授
を
備
へ
付
け
、
こ
れ
を
捻
れ
ば
一
一
一
尺

位
の
高
度
を
保
っ
て
一
二
百
歩
も
飛
類
す
る
し
、
企
た
木
勝
の
猫
の
子
を
作
り
自
在
に
鼠
や
餐
を
捕
へ
さ
せ
均
り
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
般
の

妙
技
は
途
に
主
聞
に
還
し
、
唐
帝
は
志
和
を
召
し
て
そ
の
妙
技
を
覚
る
と
と
に
な
ヲ
た
。
そ
こ
で
志
和
は
高
さ
敦
尺
の
踏
床
を
刻
み
、
そ
の
上

に
金
銀
総
給
を
施
し
℃
こ
れ
を
「
見
龍
床
」
と
名
付
け
た
。
と
れ
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
治
け
ば
龍
形
が
見
え
歩
、
と
れ
を
踏
め
ば
鱗
・
霞
・
爪
・

牙
す
べ
て
現
れ
て
来
る
と
い
ふ
装
置
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
見
龍
床
」
を
皇
帝
に
献
じ
た
と
と
ろ
、
皇
帝
は
そ
の
龍
が
生
き
生
き
と
し
て
ゐ
て
躍

動
ず
る
が
如
く
、
あ
ま
り
に
異
に
迫
っ
て
ゐ
て
薄
気
味
が
悪
い
と
い
ふ
の
で
と
れ
を
撤
去
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
忠
和
は
更
に
懐
中
よ
り

方
教
寸
位
の
相
合
子
一
個
を
取
尚
し
、
そ
の
中
か
ら
丹
砂
を
塗
っ
た
蝿
虎
子
と
名
付
け
た
玩
具
を
一
二
百
許
り
も
取
出
し
、
と
れ
を
五
段
に
分

っ
て
並
べ
、
宮
路
の
繁
人
の
奏
繋
に
合
せ
て
涼
州
の
舞
禁
を
舞
は
せ
た
。
各
虎
子
は
盤
上
を
宛
柏
崎
し
、
詞
慮
毎
に
隠
々
蝿
撃
の
如
く
、
曲
の
絡

り
に
臨
む
と
累
々
と
し
て
退
き
、
そ
の
整
然
た
る
有
様
は
全
く
寧
阜
の
等
絞
が
あ
る
か
の
や
う
で
あ
っ
た
。
ま
た
虎
子
を
し
て
数
百
歩
の
距
離

陀
あ
る
蝿
を
捕
へ
さ
せ
る
と
、
鵠
が
雀
主
婦
へ
る
時
の
如
く
、
巧
み
に
こ
れ
を
捕
へ
る
の
で
あ
っ
た
。
皇
帝
は
そ
の
技
術
の
精
妙
な
こ
と
に
驚

歎
一
し
、
褒
美
と
し
て
雑
総
・
銀
椀
を
賜
は
っ
た
。
し
か
し
無
慾
情
淡
な
志
和
は
宮
門
を
出
る
や
否
や
そ
の
賜
品
を
人
に
施
し
て
去
っ
た
。
そ
の

後
一
年
も
過
ぎ
な
い
う
ち
に
志
和
の
消
息
は
全
く
結
え
て
し
ま
っ
た
と
い
ふ
、
と
の
二
婦
の
物
語
は
極
め
て
怪
奇
左
説
話
で
あ
る
が
、
兎
も
角

も
こ
う
し
党
怪
奇
な
物
語
が
唐
代
の
人
々
の
脳
裏
に
刻
み
込
ま
れ
て
ゐ
た
と
い
う
と
と
は
百
本
人
が
美
術
工
翠
方
面
の
技
術
に
於
て
勝
れ
た
天

分
と
手
腕
を
も
っ
て
ゐ
た
と
、
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
く
栓
陽
雑
編
の
う
ち
に
は
、
大
中
年
聞
に
入
唐
し
た
日
本
の
王
子
と
唐

朝
第
一
の
間
棋
D
名
手
顧
師
一
官
と
の
国
撲
の
手
合
せ
の
と
と
が
見
え
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
顧
師
一
一
一
口
は
は
じ
め
は
王
子
を
あ
な

εつ
で
か

か
っ
た
が
、
王
子
の
腕
前
が
意
外
に
強
く
、
顧
師
一
官
は
最
後
の
奥
の
手
の
鎮
一
岬
頭

ο
秘
術
に
よ
っ
て
辛
う
り
て
勝
つ
こ
と
が
出
来
た
ρ

そ
し
て

敗
れ
た
日
本
王
子
が
師
一
宮
の
と
と
を
鴻
踏
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
鴻
臓
は
偏
っ
て
師
一
宮
は
唐
朝
の
第
三
の
名
手
で
あ
る
と
語
り
、
王
子
を
し

τ

「
小
関
第
一
の
名
人
は
犬
圏
第
三
の
名
人
巴
も
及
ば
な
い
凶
と
慨
歎
さ
せ
て
わ
づ
か
に
唐
O
大
閣
と
し
て
の
態
面
を
保
つ
こ
と
が
出
来
た
と
い



ふ
。
こ
う
し
た
｛
篇
の
読
誌
を
過
し
て
み
て
も
、
百
本
の
誇
技
術
の
進
歩
を
う
か
が
は
せ
る
も
の
が
あ
る
。

し
か
し
た
と
へ
唐
が
玄
宗
の
時
代
を
絶
頂
と
し
、
地
方
節
度
使
の
叛
乱
等
に
よ
ジ
て
国
力
が
次
第
に
衰
え
つ
つ
あ
っ
た
と
し
て
も
‘
元
来
中

閣
と
日
本
と
で
は
そ
の
文
化
。
段
階
に
於
て
は
格
段
の
建
異
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
た
と
へ
十
数
次
の
遣
唐
使
波
法
に
よ
っ
て
唐
の
文
化
を
吸

牧
し
、
日
本
文
化
の
水
準
が
高
ま
っ
て
来
た
と
い
っ
て
も
、
平
安
貴
族
の
う
ち
に
は
大
陸
文
明
憧
慢
の
思
潮
は
因
襲
的
な
打
ち
消
し
盛
期
い
力
を

も
っ
て
流
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
殊
に
大
陸
文
明
を
撮
成
し
て
貴
族
等
の
生
活
稜
度
が
高
ま
れ
ば
高
ま
る
程
、
構
外
の
珍
貨
b
t
欲
す
る
欲
望
が

強

く

な

っ

て

来

る

。

式

部

大

輔

一

策

翠

士

大

江

維

持

が

丘

観

集

。

序

に

於

て

、

．

夫
賞
選
賎
近
、
是
俗
人
之
常
情
、
間
鴨
掩
拐
、
非
賢
哲
之
雅
操
、
撃
青
山
市
封
白
浪
、
何
問
問
風
流
、
間
続
竹
以
賞
煙
震
、
紙
同
整
色
、
我

朝
蓬
尋
漢
家
之
諮
詠
、
不
事
日
域
乙
文
章
、
草
藁
滋
生
、
慶
治
伏
窓
積
、
定
可
童
心
春
歎
者
品
。

箆
晶

と
慨
歎
し
て
ゐ
る
の
は
、
資
に
こ
の
諜
物
操
界
の
心
理
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
平
安
朝
貴
族
が
華
美
風
流
な
有
様
を
形
容
す
る
の
に
「
か
ら

許

容

桧

T

閣
も
か
く
や
と
ぞ
見
え
げ
る
」
等
と
緩
い
、
容
姿
の
端
麗
な
人
を
麗
人
に
擬
し
、
美
女
を
讃
え
る
に
も
賢
女
に
撲
へ
る
有
様
で
あ
っ
た
。
た
だ

院
服
飾
・
容
貌
の
奨
を
中
関
巴
探
へ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
藤
原
語
憲
が
宇
治
在
府
抑
制
授
の
躍
識
を
讃
へ
て
「
関
下
才
不
耽
千
古
、
訪
子
漢
報

’叉，
mJ
比
類
、
既
超
我
朝
中
古
先
達
、
其
才
子
我
関
」
と
い
っ
て
ゐ
る
や
う
に
、
事
殖
の
深
さ
を
讃
へ
る
場
合
に
も
中
閣
の
事
者
を
標
準
と
し
て

役
8

ゐ
る
の
で
あ
る
。

と
の
や
う
な
中
箆
文
化
に
欝
ず
る
撞
慢
思
想
は
た
だ
に
遣
唐
使
時
代
に
盛
ん
で
も
あ
っ
た
ば
か
与
で
は
な
く
、
遣
唐
使
鹿
結
後
外
来
文
化
が

次
第
に
臼
本
化
さ
れ
、
関
家
意
識
も
こ
れ
陀
伴
っ
て
阻
ん
と
な
っ
て
い
っ
た
時
代
に
於
て
さ
へ
、
文
化
の
鮎
で
は
到
底
大
陸
の
避
を
躍
す
る
と

設
9

と
が
出
来
な
い
と
す
る
一
因
襲
的
な
思
想
が
貴
族
一
紅
曾
の
う
ち
に
棋
強
く
流
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
か
v

麿
の
文
化
を
接
取
し
て
日
本

文
化
の
水
準
が
高
ま
れ
ば
高
ま
る
程
、
海
外
の
文
物
を
欲
求
す
る
欲
撃
が
強
ま
っ
て
来
る
。
と
い
ふ
の
は
文
化
が
高
上
す
れ
ば
そ
れ
巴
伴
っ
て

貴
族
一
位
舎
の
生
活
様
式
も
ま
た
高
め
ら
れ
、
生
活
が
高
上
す
れ
ば
を
れ
に
伴
っ
て
ま
た
海
外
の
文
物
に
憧
れ
、
舶
来
品
に
謝
す
る
欲
求
が
強
く

遣
唐
使
駿
止
に
謝
す
る
再
吟
味

セ



遺
麿
使
緩
止
に
欝
ず
る
再
吟
味

七
回

な
っ
て
来
る
の
は
嘗
然
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
遺
唐
使
の
減
一
遣
が
漸
く
間
遠
に
な
っ
て
来
た
頃
、
禁
を
犯
し
て
我
吠
一
闘
に
系
統
し
た
新
羅
商
人
．

争＋
A
H
V

の
濁
し
た
商
品
に
封
し
、
唯
単
叱
…
外
来
品
と
い
ふ
こ
と
の
魅
力
だ
げ
で
、
貴
族
議
は
そ
の
家
産
宣
傾
け
て
ま
マ
も
競
引
い
貿
ひ

h
A

櫛
海
の
使
が
来

酔

閉

口

、

、

e

今

朝
す
れ
ば
、
政
府
に
先
ん
じ
て
そ
の
鷲
し
た
物
を
寛
攻
ら
う
と
す
る
。
更
に
ま
た
唐
の
商
人
が
来
航
す
れ
ば
禁
令
を
犯
し
闘
を
越
え
て
ま
で
も

r

酔
院
M
M

そ
の
珍
貨
を
競
っ
て
乎
花
入
れ
よ
う
と
す
る
。
殊
に
議
だ
し
い

O
は
、
渡
島
の
蝦
夷
が
政
府
広
進
め
た
貢
物
の
中
か
ら
、
途
中
で
そ
の
優
れ
た

酔
位
向

皮
革
類
の
み
を
抜
き
取
っ
て
し
ま
ふ
も
の
も
あ
っ
た
と
い
ふ
や
う
な
諸
例
か
ら
推
し
で
も
、
営
時
の
貴
族
階
級
の
拐
に
高
ま
っ
て
ゐ
た
建
物
愛

好
欲
の
激
烈
さ
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

、
今
冷
静
に
建
唐
使
援
止
に
関
す
る
菅
原
選
出
県
の
上
奏
文
を
護
ん
で
み
る
と
、
そ
の
中
に
所
語
大
唐
の
掲
弊
は
、
そ
の
文
化
の
凋
落
よ
り
も
む

し
ろ
そ

ο内
一
説
院
よ
る
治
安
の
衰
退
を
意
味
し
て
ゐ
る
。
し
か
も
議
員
が
こ
の
や
う
な
よ
奏
文
を
治
め
る
に
護
っ
た
動
機
と
な
っ
代
在
膚
借
中

瑠
の
太
政
官
へ
寄
越
し
た
書
紋
も
道
員
の
上
奏
と
同
じ
寛
千
六
年
に
太
政
官
に
到
来
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
書
款
に
よ
れ
ば
「
久
し
く
縫
い

た
臨
摘
。
兵
乱
も
治
ま
っ
て
今
は
給
と
平
穏
に
な
っ
た
」
と
い
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
劉
し
太
政
官
よ
り
中
措
に
抽
渇
し
た
太
政
官
牒
で
は

「
遣
唐
使
沃
建
の
こ
と
は
既
に
決
定
し
て
ゐ
る
が
、
蓮
年
。
天
災
に
準
備
が
整
は
な
い
か
ら
出
穫
を
延
期
し
て
ゐ
る
の
で
か
る
」
と
符
へ
て
ゐ

Z
4
 

る
の
で
あ
る
叫
結
局
讃
農
の
上
奏
文
と
太
政
官
牒
と
は
共
に
中
濯
の
書
紋
を
基
と
し
て
意
見
を
立
て
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
太
政
官
で
は
朝
議
に

主
っ
て
遣
唐
使
派
遣
を
決
定
し
た
の
に
道
真
は
澄
麿
使
の
嬢
止
を
進
骨
一
目
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
と
れ
は
爵
者
の
見
解
の
相
違
と
い
。
ふ
べ
き
ず
あ

る
。
し
か
も
こ
の
太
政
官
よ
り
中
議
－
に
奥
へ
た
官
牒
は
寛
千
六
年
七
月
二
十
二
日
附
で
あ
り
、
議
員
の
遣
唐
使
嬢
止
意
見
の
奏
献
は
同
年
九
月

“
十
回
目
的
で
あ
り
、
そ
の
間
わ
づ
か
に
ニ
タ
思
足
ち
ゃ

J

を
隔
て
る
の
み
で
あ
る
。
縫
っ
て
と
の
わ
づ
か
ニ
ケ
用
足
ら
・
？
の
簡
に
政
府
管
局
者
簡

に
念
に
日
本
文
化
。
優
秀
怯
に
つ
い
て
の
認
識
と
自
発
と
が
湧
き
起
っ
て
来
て
、
一
昌
一
朝
議
で
汲
建
と
決
定
し
て
ゐ
た
遣
唐
使
を
念
に
巌
止
す

る
に
至
っ
た
と
す
る
解
懇
は
、
務
め
て
不
自
然
然
で
あ
る
ば
か
－
O
で
は
な
く
、
む
し
ろ
’
不
自
然
を
泊
り
越
し
て
鴻
穫
で
あ
る
G

そ
れ
よ
り
も
先

づ
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
中
央
集
議
機
構
が
弛
援
し
て
来
た
た
め
に
渚
大
友
費
用
を
要
す
る
建
唐
使
。
派
遣
が
財
政
的
に
国
難
に
な
っ



て
京
市
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る

q

設

1

菅
家
丈
草
「
太
政
官
際
在
麿
偉
申
悲
報
ム
表
獄
」

2

舗
網
日
本
組
、
襲
抱
六
停
十
月
壬
戊
僚

3

唐
李
溶
、
掠
異
記

4

朝
野
群
載
一

策
華
物
語
一
、
す
ベ
ら
ぎ
の
上
「
こ
が
ね
の
h
v

の
り
」

本
朝
世
和
康
和
元
年
五
月
二
十
八
日
線

今
鏡
一
ニ
、
ず
べ
ら
ぎ
の
下
「
な
い
え
む
」

蓋
記
、
天
養
二
年
六
月
七
日
僚

拙
文
「
日
宋
交
越
と
自
宋
相
互
認
識
の
設
展
」
ハ
良
革
雑
誌
鶴
八
ノ
セ
・
凡
〉

類
莱
＝
一
代
格
一
八
、
米
長
へ
年
九
R
R
七
日
榛
太
政
官
符

同
上
一
八
、
天
長
五
年
軍
用
ニ
日
太
政
官
符

向
上
一
丸
、
夫
長
八
年
九
月
七
日
太
政
官
符

同
上
一

0
．
越
勝
二
十
…
年
六
月
一
一
十
六
日
太
政
官
符

菅
家
丈
草
「
太
政
官
牒
’
程
度
偉
中
諜
報
上
表
扶
」

5 6 8 .7 9 14 13 12 11 10 

2 

建
資
使
は
中
央
集
権
的
菌
家
を
背
景
と
し
て
ゐ
た
か
ち
、
そ
れ
は
以
前
に
大
陵
へ
波
遣
さ
れ
た
使
節
拡
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
程
の
大
規
模
な
・

も
の
で
あ
っ
た
。
一
行
の
人
数
は
そ
の
初
期
の
頃
に
は
二
百
四
五
十
人
、
中
期
に
は
五
百
九
十
人
、
末
期
に
は
六
百
五
十
人
と
い
ふ
ゃ
う
拡
，
次

第
に
膨
脹
し
、
組
織
も
ま
た
整
然
と
整
っ
て
来
た
。
路
も
最
初
は
ニ
鰻
だ
っ
た
の
で
あ
喝
が
、
後
に
は
四
般
の
宜
舶
が
浩
ら
れ
る
や
う
に
な
9

τ来
た
。

段
1

・
次
に
結
中
の
備
ロ
聞
に
は
海
賊
や
護
人
の
襲
撃
に
備
へ
る
た
め
に
甲
習
各
ご
日
領
主
備
へ
℃
ゐ
る
。
克
広
航
務
中
の
食
料
は
主
食
と
し
て
糠
が

遺
麗
侠
麗
止
に
封
ず
る
再
吟
味

七
五



用
ひ
ち
れ
た
が
、

遣
唐
使
駿
止
に
封
ず
る
再
吟
味

t 
．皐Ar、

一
一
行
が
六
百
五
十
人
と
す
れ
ば
一
日
六
石
五
斗
を
要
し
、
往
復
の
航
海
に
ニ
ヶ
月

酔
間
宮

か
か
る
も
の
正
す
れ
ば
三
百
九
十
石
の
糖
主
要
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
澄
唐
大
使
に
は
二
百
爾
）
副
使
に
は
百
爾
乃
歪
百
五
十
雨
。
砂
金
が
も

下
賜
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
り
‘
遣
唐
使
が
出
議
ナ
る
際
に
ば

一
日
一
人
ゴ
対
の
郡
山
品
で
あ
っ
た
か
ら
、

大副キ5録知

衆

欝誇

盤

主陰馨護委史射結脅

聾
使

絡絡

使官

絡

事
総’

手首
事白諮生紳陽師師生手師

中ハ
O
疋

四
O
疋

一O
疋

ノ、
？疋

絡

五
疋

絡

四

疋

事島，

一
五

O
屯

綿

一O
O屯

綿

中ハ
O
屯

綿

四

O
屯

綿

一一
一
O
屯

綿

ニ
O
屯

布

一
五

O
端

布

一O
O端

布

四

O
端

布

一一O
端

布

一
六
端

布

端
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遺
一
唐
使
巌
止
に
請
す
る
再
吟
味

陸
3

を
下
賜
す
る
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
た
c

更
に
唐
帝
べ
の
贈
物
も
延
喜
式
一
に
は

七
八

銀
ぷ
1
0
0雨

水
織
絡
・
美
濃
縮
各
二

O
O疋

締
結
・
黄
絡
各
一
ニ

O
O疋

費
総
五
O
O絢

級
屯
綿
一

0
0
0屯

別
途
終
吊

0
0疋

墨
綿
二

O
O枯

屯
綿
ニ

O
O屯

狩布一一一

O
端

望
陀
布
一

O
O端

木
綿
一

0
0粘

出
火
水
精
一
一

O
穎

出
火
銭

。
、具

甘
葛
汁
六
斗

金
漆
間
斗

礎
石
棺
泊
六
斗

詫
4

が
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
ま
た
澄
唐
使
が
唐
に
着
い
て
長
安
ま
で
赴
く
こ
と
を
許
さ
れ
る
の
は
極
く
限
ら
れ
た
範
国
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
他
の
人

数
の
滞
在
費
に
は
相
営
の
費
用
が
要
し
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
ま
た
留
畢
生
遠
の
留
関
学
費
も
怒
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
更
に
意
唐
使
の
蹄
朝

の
際
に
は
、
時
と
す
る
と
唐
政
府
の
港
使
が
随
行
し
て
来
朝
す
渇
と
と
も
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
に
劉
す
る
接
待
費
に
も
少
か
ら
ぬ
費
用
を
婆
し

持
寸
民
d

’

た
で
あ
ら
う
こ
と
は
、
大
宰
府
が
蕃
客
儲
米
と
し
て
三
千
八
百
四
十
石
常
備
す
べ
き
規
定
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
一
端
が
窺
は
れ
る
。

兎
も
角
も
一
切
の
費
用
を
線
計
し
た
ら
、
遣
唐
使
派
遣
に
は
営
時
の
財
政
に
と
っ
て
美
大
友
経
費
を
要
し
た
わ
け
で
あ
る
。
一
般
に
遣
唐
使
が

任
命
さ
れ
て
よ
り
出
殻
ず
る
ま
で
に
二
一
一
一
年
も
の
年
月
を
費
し
て
ゐ
る
の
は
蓋
し
そ
の
準
備
が
容
易
で
・
な
か
っ
た
か
ち
で
あ
ら
う
。
寛
平
六
年

七
月
、
太
政
官
が
在
唐
留
事
借
中
瑳
K
輿
へ
た
牒
献
に
は
「
頃
年
天
災
頻
り
に
起
り
、
遣
唐
使
派
讃
の
た
め
の
資
具
が
仲
々
備
へ
難
い
。
従
つ

て
朝
議
で
は
肢
に
遣
唐
使
沃
遣
の
ζ

と
は
決
定
し
て
を
り
、
出
荷
取
の
準
備
を
整
へ
て
は
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
と
の
分
で
は
或
は
出
穫
の
年
月
を

延
期
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
若
し
唐
朝
の
大
官
が
我
が
遣
唐
使
の
こ
と
を
尋
ね
た
な
ら
ば
右
の
趣
を
述
べ
よ
」
と
い
っ
て
ゐ
る
の
は
、
と
の
間

決
8

の
事
情
を
物
語
っ
て
ゐ
る
。
況
し
て
承
和
年
間
の
遣
唐
使
の
や
う
に
、
二
回
も
海
上
遭
難
の
た
め
に
途
中
で
挫
折
し
、
一
一
一
回
目
に
や
う
や
く
渡

航
使
命
を
果
す
と
と
が
出
来
た
ど
い
ふ
や
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
失
費
も
ま
た
非
常
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
。
遣
唐
使
の
波
法
が
そ
の
前
期
の

頃
に
は
約
七
年
半
に
一
回
の
割
、
中
期
に
は
十
二
年
宇
広
一
一
回
の
割
、
後
期
に
は
二
十
年
に
一
一
回
の
割
と
い
ふ
や
う
に
、
時
代
が
下
れ
ば
下
る

程
間
活
に
な
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
も
、
結
局
そ
の
汲
遺
費
が
園
庫
の
大
き
な
負
婦
と
な
り
、
財
政
が
，
次
第
に
彼
綻
し
て
い
っ
た
た
め
、
そ
の
負

時
間

7

猪
に
堪
へ
な
く
な
っ
て
来
た
結
出
滑
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
も
卒
安
時
代
初
期
に
於
て
は
、
園
家
財
政
の
困
難
に
庭
す
る
た
め
諸
部
門
に
於
て



緊
縮
政
策
が
と
ち
れ
A

外
交
部
門
に
於
て
も
磁
藤
十
七
年
溺
機
関
使
。
来
朝
に
制
限
を
加
へ
、
持
六
年
一
一
貫
と
し
？
と
の
時
は
瀬
海
正
の
懇
読

に
よ
っ
て
と
の
制
践
を
撤
接
し
た
が
、
そ
の
後
天
授
元
年
六
月
に
謡
っ
て
再
び
溺
海
欝
使
来
朝
に
謝
す
る
制
限
を
復
活
し
、
一
組
ハ
毎
十
二
年
〉

併
問

8

一
貫
と
規
定
し
て
、
設
等
り
優
遇
費
節
減
を
計
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
承
和
五
年
の
遣
唐
使
が
事
賓
上
の
遣
唐
使
の
最
後
と
な
り
、
そ
の
後
五

十
五
年
を
経
て
寛
永
六
年
に
建
唐
使
派
遣
の
と
と
が
企
て
ち
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
遣
唐
大
夜
に
任
命
さ
れ
た
菅
原
道
農
の
上
奏
に
よ
っ
て
底
止

さ
れ
た
と
い
ふ
の
も
、
遣
唐
使
D
沃
浩
明
一
財
政
的
に
国
難
に
な
っ
て
来
た
と
い
ふ
こ
と
が
そ
の
大
き
な
原
因
で
あ
っ
た
に
相
濯
な
い
ロ
そ
し
て

史
に
燦
立
の
無
還
を
促
し
た
も
の
に
、
治
同
県
の
奏
欽
に
も
見
え
て
ゐ
る
海
上
の
蓮
難
や
賊
徒
。
恐
怖
が
あ
っ
た
。
と
い
ふ
の
は
、
新
緯
と
の
鑓

係
感
化
の
結
果
北
路
を
捨
て
て
京
支
那
梅
帽
を
横
断
す
る
南
路
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
よ
り
、
遣
唐
使
般
は
壊
と
治
体
上
に
於
て
議
難
し
、

抹
に
五
島
列
島
よ
り
一
室
線
広
東
支
那
海
を
横
観
ず
る
航
路
を
と
る
や
う
に
な
っ
た
倭
拐
に
入
っ
て
か
ら
は
、
殆
さ
毎
回
建
唐
使
路
四
隻
の
う

ち
の
何
隻
か
が
遭
難
す
る
や
う
に
な
っ
た
。
ま
た
新
羅
と
の
関
係
が
悪
化
し
、
そ
の
上
新
羅
末
期
の
圏
内
不
安
の
結
果
、
新
羅
海
賊
が
黄
海
・

も

山

一

円

9

京
支
那
携
を
横
行
し
、
迭
に
は
九
州
沿
岸
を
も
脅
か
す
や
う
に
な
っ
て
来
た
。
従
っ
て
営
時
文
化
的
生
活
に
馴
れ
て
積
続
的
緩
刺
た
る
精
一
紳
を

失
っ
て
し
ま
っ
て
ゐ
た
貴
族
連
は
、
遣
唐
使
に
任
命
さ
れ
て
も
、
海
上
の
不
安
を
恐
れ
て
渡
航
を
思
越
し
、
鮫
病
を
使
ふ
も
の
さ
へ
現
れ
る
存

酔
問

m柑

様
で
あ
づ
た
。
と
の
や
う
な
費
挨
遠
の
積
樹
的
精
紳
D
喪
失
と
い
ふ
と
と
が
、
建
唐
使
嬢
止
一
に
拍
車
・
を
加
へ
た
で
あ
ち
う
こ
と
は
想
像
に
難

酔
時
日

く
な
い
ο

3 

績
日
本
筏
紹
承
和
二
年
三
思
了
巴
僚

入
唐
求
法
巡
謹
行
記
開
成
四
年
四
回
刀
十
八
日
繰

延
喜
式
古
一

o、
大
藤
省

同

上

向
上
一
一
一
一
一
、
民
部
下

管
訳
文
革
・
「
太
政
官
マ
際
在
麿
倫
中
鵡
報
上
艶
紙
」

註

14 5 6 

遣
唐
使
麗
止
に
封
ず
る
再
吟
蹄

そェ

九



遣
唐
使
駿
止
に
濁
す
る
再
吟
味

f又。

7 

拙
文
「
遣
唐
使
－
F

」
新
羅
・
溺
海
と
の
観
保
」
ハ
見
淵
第
四
十
八
韓
）

拙
著
「
日
宋
貿
易
D
研
究
」
第
一
一
編
第
五
章
第
二
節

向

上

績
日
本
記
賓
轟
セ
年
間
八
月
庚
寅
僚
・
績
日
本
後
組
承
和
五
年
十
一
一
月
巴
亥
・
同
六
年
一
一
七
月
丁
酉
僚

拙
著
「
日
宋
貿
易
の
研
究
」
第
一
編
第
五
章
第
二
節

8 11 10 9 

3 

し
か
し
遣
唐
使
制
度
が
慶
止
へ
の
讃
を
急
い
で
ゐ
る
間
に
一
方
に
於
て
は
外
来
文
化
の
刺
激
に
よ
っ
て
生
活
様
式
が
高
め
ら
れ
、
者
修
犯
翻

れ
た
貴
旋
階
級
に
は
外
来
品
に
封
ず
る
欲
求
が
強
く
な
っ
て
来
た
。
従
っ
て
こ
の
や
う
な
強
烈
な
欲
望
の
鵡
に
は
海
上
の
不
安
の
如
き
は
論
争

る
に
足
ち
な
い
。
た
と
へ
ば
貞
観
十
六
年
政
府
は
香
料
購
入
の
た
め
態
々
伊
繋
樺
橡
正
六
位
上
大
紳
宿
繭
己
弁
と
豊
後
介
五
六
位
下
多
治
異
人

註
－

安
在
等
を
唐
に
遣
し
、
安
江
は
四
年
の
年
見
を
費
し
、
多
く
の
物
質
を
携
へ
て
畑
町
朝
し
た
。
し
か
も
こ
の
大
紳
己
弁
と
多
治
安
江
の
香
奨
購
入

の
場
合
、
そ
の
往
復
共
に
唐
の
商
舶
を
利
用
し
た
事
貨
は
、
遣
唐
使
慶
止
と
因
果
的
な
蹴
係
を
も
っ
て
ゐ

E
o

一
鶴
中
閣
に
於
て
は
、
六
、
七
世
組
の
頃
、
ベ
ル
シ
轡
よ
り
イ
ン
ダ
ス
河
口
、
ま
で
南
下
し
、
，
次
い
で
γ

一
フ
パ
ル
海
岸
に
達
し
た
ア
ラ
ビ
ア
商

人
は
、
ジ
ヤ
ヲ
・
マ
レ
l
b
T
島
・
印
度
支
那
等
に
あ
っ
た
印
度
入
植
民
地
を
奪
っ
て
根
接
地
を
作
り
、
更
に
南
支
の
康
州
に
達
し
、
庚
州
・
来
、

州
に
居
留
地
を
建
設
し
、
唐
皇
帝
よ
り
自
治
を
許
さ
れ
て
活
援
な
貿
易
を
行
っ
て
ゐ
た
。
と
こ
ろ
が
ア
ラ
ビ
ア
商
人
濯
の
活
躍
に
よ
っ
て
麗
州

や
泉
州
が
貿
易
都
市
と
し
て
護
達
し
て
来
る
と
、
や
が
て
そ
れ
等
の
都
市
に
は
商
業
資
本
が
蓄
積
さ
れ
る
や
う
忙
な
っ
て
来
る
り
そ
し
て
そ
ζ

を
基
盤
と
す
る
中
国
商
人
濯
の
間
に
も
、
ア
ラ
ビ
ア
商
人
の
活
動
に
刺
激
さ
れ
て
，
次
第
に
海
外
殻
展
の
意
欲
が
旺
盛
陀
在
っ
て
来
た
。
殊
に
こ

の
気
溜
に
劃
し
て
拍
車
を
加
へ
た
も
の
は
、
九
世
粗
末
に
起
っ
た
昔
巣
の
叛
乱
で
あ
る
。
ス
レ

1
マ
ン
の
旋
行
記
に
ア
プ
・
ザ
イ
ト
・
ハ
ツ
サ

シ
の
施
し
た
補
誌
に
よ
る
と
、
賀
巣
は
八
七
八
年
庚
州
を
匂
関
し
て
こ
れ
を
陥
れ
、
市
民
の
大
虐
殺
を
行
ひ
、
そ
の
犠
牲
者
。
中
に
は
十
二
高

の
Y

ホ
メ
ツ
ト
教
徒
・
品
ダ
ヤ
較
徒
・
キ
リ
ス
ト
数
徒
・
拝
火
較
徒
等
が
あ
っ
た
。
ま
た
叛
徒
は
桑
の
木
を
伐
砂
倒
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
海



外
特
に
ア
ラ
ぜ
ア
へ
の
絹
の
輪
出
が
杜
絶
し
た
。
彼
等
は
ま
た
虞
州
民
居
留
す
る
ア
ラ
ビ
ア
人
の
般
長
・
般
主
に
苛
酷
注
視
を
課
し
、
’
貨
物
を

奪
弘
、
暴
行
を
加
へ
お
等
あ
ら
ゆ
る
慶
治
を
加
へ
た
の
で
可
海
上
交
通
は
杜
絶
し
、
シ
ラ
ト
、
ォ

1
マ
ン
の
水
先
案
内
者
や
貿
易
仲
介
業
者
ま

で
も
打
撃
を
蒙
っ
た
。
と
の
や
う
な
迫
害
を
蒙
っ
た
ア
ラ
ビ
ア
人
は
戟
観
を
避
け
る
た
め
、
一
時
由
民
州
・
泉
州
の
地
盤
一
を
捨
て
て
、
マ
レ
l
宇

陸
2

・

－

－

s

島
に
引
揚
げ
る
に
蓋
っ
た
。
と
の
機
曾
に
乗
り
、
ア
ラ
ビ
ア
商
人
に
代
っ
て
南
海
貿
易
一
巳
沼
周
附
す
る
や
う
に
な
っ
た
の
は
中
関
商
人
で
あ
＆
o

そ
の
結
果
香
料
そ
の
他
の
南
協
の
物
貨
が
中
国
に
綾
之
搬
入
さ
れ
、
中
閣
で
消
費
さ
れ
た
徐
剰
は
中
閣
の
特
産
品
で
あ
る
絹
や
陶
磁
器
や
書
籍

等
と
士
ハ
に
、
新
羅
や
臼
本
に
向
け
て
輸
出
さ
れ
る
や
う
に
な
っ
て
来
た
G

唐
商
結
来
航
の
初
見
は
弘
仁
十
年
ハ
八
一
九
〉
出
初
に
漂
着
し
た
唐
人
張
完
済
等
の
結
で
あ
る
が
、
と
れ
は
漂
渚
般
で
あ
っ
て
来
航
路
で
は

H
司

a宮

な
い
。
明
か
に
貿
易
を
目
的
巴
来
航
し
た
舶
の
初
見
は
承
和
八
年
春
入
居
信
一
息
留
守
が
乗
っ
て
蹄
朝
し
た
唐
人
李
隣
徳
の
般
で
あ
る
が
、
そ
の
前

年
秋
悪
募
が
入
唐
の
際
便
乗
し
た
路
も
前
後
の
模
様
か
ら
推
す
と
唐
商
枯
ら
し
く
思
は
れ
守
的
吋
そ
し
て
と
の
後
、
出
店
の
滅
亡
ま
で
六
十
銭
年
聞

の
開
花
唐
商
舶
の
来
航
す
る
も
の
一
一
一
十
諮
問
に
上
っ
て
ゐ
る
c

ま
た
我
が
入
居
借
侶
も
こ
れ
に
便
乗
す
る
や
う
に
な
り
唐
来
六
十
銭
年
時
に
臼

唐
問
を
往
来
し
た
借
侶
の
乗
っ
た
商
般
の
教
は
二
十
銭
隻
に
も
達
し
、
そ
の
借
侶
の
教
も
一
ニ
十
銭
人
に
上
っ
て
ゐ
る
。
た
だ
に
借
侶
の
み
で
は

註
8

な
く
貿
易
を
目
的
と
す
る
俗
人
も
唐
の
商
般
に
乗
っ
て
往
来
す
る
や
う
に
な
っ
た
。
殊
に
遣
唐
使
が
藤
止
さ
れ
た
寛
平
六
年
の
前
後
に
は
、
唐

H

司，．

商
舶
の
来
航
盛
ん
・
な
た
め
、
と
れ
に
釘
し
来
航
制
限
法
規
さ
へ
設
け
ら
れ
た
程
で
あ
る
。

以
上
の
や
う
に
唐
の
商
舶
の
来
航
が
盛
ん
と
な
り
、
貴
族
等
の
欲
求
す
る
洛
外
の
珍
貨
が
そ
れ
に
よ
っ
て
緩
々
線
入
さ
れ
、
且
つ
ま
た
借
侶

遣
の
留
事
渡
航
も
容
易
と
な
れ
ば
、
何
も
従
来
の
如
く
老
大
な
劉
費
を
投
ヒ
、
多
く
の
人
命
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
も
潰
唐
使
を
沃
遣
す
る
必
要

が
な
く
な
っ
て
来
る
む
け
で
あ
る
。
か
く
し
て
遣
唐
使
波
建
費
の
支
出
国
撃
と
い
ふ
と
と
が
遣
唐
使
制
度
に
動
脈
硬
化
を
粛
し
、
ま
た
唐
商
舶

の
頻
繁
な
来
航
と
い
ふ
こ
と
が
遣
唐
使
制
度
の
レ
l
ゾ
シ
ヂ

l
ト
ル
を
失
は
せ
、
最
後
に
海
上
の
不
安
に
よ
る
貴
族
遣
の
積
極
的
精
一
脚
の
喪
失

と
い
ふ
こ
と
が
モ
メ
ン
ト
と
な
っ
て
、
遂
に
遣
唐
使
制
度
が
底
止
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

遣
唐
使
陵
止
仁
劃
す
る
再
吟
味

z、
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拙
文
「
日
宋
露
連
鎖
関
係
C
展
開
」
ハ
史
額
四
十
一
一
群
〉

6
t
鵡
丈
「
京
期
日
唐
貿
易
と
中
世
的
貿
易
自
一
溺
捧
」
ハ
日
本
歴
史
第
十
八
韓
〉
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著
「
日
宋
貿
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の
研
究
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第
一
縞
第
五
章
第
一
一
節
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Reexamination on the Abolition 。E Special 
linvoy to T'ang 唐

By K. Mori 

1 ·Hithe巾閥的scholars ouめt t民間耕n for the abolition of Special 
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5 -

Envoy to T ’ang in the cultural self-conciousness caused by the advance輔

ment of Japanese civilization. But it must be rather sought in the 
following account : as the state finances could not bear the . burden of 
the expense of sending Special, Envoy to T'ang, tn’is system became 
more and. more paralysed, and frequent visits of ·the· tradi:p.g ships of 
T'ang . br ougpt to naught the 'raison d’etre’ of this system, and .lastly 
the loss of the active spirit of the nobles fearing of the sea led to the 
abolition of this system. 
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