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平
安
中
期
に
お
け
る
貿
易
管
理
体
制
の
変
容

中 

村　

翼

キ
ー
ワ
ー
ド
：
日
宋
貿
易
／
大
宰
府
／
唐
物
使
／
年
紀
制
／
一
一
世
紀

は
じ
め
に

一
九
九
〇
年
代
以
降
の
日
宋
貿
易
研
究
は
、
昭
和
期
の
到
達
点
と
い
う
べ
き
森
克
己
学
説
﹇
森 

一
九
四
八
﹈
の
枠
組
み
の
克
服
に
成

功
し
た
）
1
（

。
そ
の
先
鞭
を
つ
け
た
の
は
山
内
晋
次
で
あ
り
﹇
山
内 

二
〇
〇
三
﹈、
さ
ら
に
榎
本
渉
や
渡
邊
誠
ら
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
、
史
料

の
開
拓
、
実
証
の
深
化
も
進
ん
で
い
る
﹇
榎
本
渉 

二
〇
〇
六
・
二
〇
〇
七
・
二
〇
一
〇
。
渡
邊 

二
〇
一
二
﹈。
近
年
の
研
究
の
前
提
に

は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、「
一
国
史
」
の
克
服
が
自
覚
化
さ
れ
る
な
か
で
、
国
境
を
ま
た
ぐ
地
域
・
人
々
へ
の
視
座
が
鍛
え
ら
れ
た
こ

と
が
あ
る
﹇
村
井 

一
九
八
八
﹈。
そ
の
過
程
で
海
商
（
貿
易
商
人
）
や
港
市
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
海
域
へ
の
視
座
に
お
い
て
日
本
史
に

先
行
し
て
い
た
東
南
ア
ジ
ア
史
や
、
人
類
学
の
方
法
に
学
び
つ
つ
、
王
権
―
海
商
の
共
生
関
係
が
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
）
2
（

。
森
説
の
再

検
討
が
国
家
・
王
権
に
よ
る
貿
易
管
理
を
め
ぐ
る
問
題
を
中
心
に
ま
ず
は
展
開
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
事
情
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。

か
く
し
て
刷
新
さ
れ
た
日
本
の
貿
易
管
理
体
制
に
関
す
る
研
究
は
、
お
お
よ
そ
以
下
の
論
点
を
含
ん
で
い
る
。
一
つ
、
九
世
紀
よ
り
活
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発
化
し
た
新
羅
系
海
商
・
中
国
系
海
商
の
来
航
が
、
朝
廷
―
大
宰
府
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
、
天
皇
に
奏
上
さ
れ
た
こ
と
。
二
つ
、
海
商
と

の
取
引
に
お
い
て
は
、
律
令
（
関
市
令
官
司
条
・
雑
律
）
に
由
来
す
る
「
官
司
先
買
」（
朝
廷
の
先
買
）
が
原
則
と
さ
れ
た
こ
と
。
三
つ
、

一
〇
世
紀
初
頭
に
海
商
の
来
航
間
隔
に
関
す
る
規
定
と
し
て
年
紀
制
が
定
め
ら
れ
、
そ
れ
が
海
商
の
受
入
原
則
と
な
っ
た
こ
と
。
そ
し

て
、
以
上
か
ら
な
る
貿
易
管
理
体
制
は
、
天
皇
の
主
催
す
る
国
家
機
構
が
一
元
的
に
海
商
を
管
理
す
る
体
制
と
し
て
評
価
さ
れ
、
そ
れ
は

一
二
世
紀
中
頃
ま
で
朝
廷
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
。

本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
通
説
的
理
解
に
対
し
、
そ
の
再
検
討
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
）
3
（

。
近
年
の
通
説
は
、
海
商
の
来
航
が
奏
上
さ

れ
、
朝
廷
が
先
買
を
行
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
制
度
の
残
存
を
重
視
し
、
そ
れ
ら
を
主
軸
と
す
る

0

0

0

0

0

貿
易
管
理
体
制
が

九
世
紀
中
頃
か
ら
一
二
世
紀
中
頃
を
通
じ
て
機
能
し
て
い
た
と
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
、
制
度
が
存
続
し
て
い
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
貿

易
管
理
体
制
の
な
か
で
中
核
的
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
。
ま
た
私
見
で
は
、
官
司
先
買
権
の
行
使
と
年
紀
制

が
貿
易
管
理
体
制
の
枢
要
と
し
て
一
二
世
紀
中
頃
ま
で
実
際
に
機
能
し
て
い
た
と
は
み
な
し
が
た
い
。
以
上
の
問
題
関
心
か
ら
、
本
稿

は
、
一
一
世
紀
頃
よ
り
に
始
ま
る
貿
易
管
理
体
制
の
変
容
を
と
ら
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
紙
幅
の
都
合
上
、
一
二
世
紀
以
降
に
つ
い

て
は
略
述
す
る
に
留
ま
り
、
説
明
が
十
分
に
は
及
ば
な
い
点
、
あ
ら
か
じ
め
了
承
さ
れ
た
い
。

１
．
九
・
一
〇
世
紀
に
お
け
る
貿
易
管
理
体
制

（
１
）
官
司
先
買
と
唐
物
使

ま
ず
は
朝
廷
に
よ
る
貿
易
取
引
方
式
を
確
認
す
る
。
こ
の
点
で
研
究
史
に
大
き
な
貢
献
を
し
た
の
は
山
内
晋
次
と
田
島
公
で
あ
り
、
そ

れ
ら
を
批
判
的
に
継
承
し
た
渡
邊
誠
の
研
究
が
現
時
点
の
到
達
点
を
示
し
て
い
る
﹇
山
内
二
〇
〇
三
（
第
二
部
第
二
章
）、
田
島
一
九
九
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五
、
渡
邊
二
〇
一
二
（
第
四
・
五
・
終
章
）﹈。
そ
れ
ら
の
成
果
に
よ
れ
ば
、
海
商
が
来
航
す
る
と
大
宰
府
は
、
綱
首
（
船
長
）
に
対
し
て

来
航
し
た
経
緯
や
理
由
な
ど
を
取
り
調
べ
（「
存
問
」
と
い
う
）、
提
出
さ
せ
た
公
憑
（
中
国
王
朝
が
発
行
す
る
渡
海
許
可
書
）
や
乗
組
員

名
簿
な
ど
と
と
も
に
存
問
の
結
果
を
朝
廷
に
報
告
し
、
そ
れ
を
う
け
て
天
皇
へ
の
奏
上
が
行
わ
れ
る
。
来
着
し
た
海
商
と
朝
廷
が
取
引
す

る
場
合
、
そ
の
仕
組
み
は
九
・
一
〇
世
紀
に
つ
い
て
は
、
概
ね
以
下
の
よ
う
な
変
遷
を
指
摘
で
き
る
。

朝
廷
が
海
商
を
管
理
し
、
彼
ら
と
の
交
易
の
仕
組
み
を
制
度
化
し
た
の
は
、
天
長
八
（
八
三
一
）
年
九
月
七
日
の
太
政
官
符
に
お
い
て

で
あ
る
）
4
（

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
海
商
の
積
荷
す
べ
て
を
大
宰
府
府
官
が
い
っ
た
ん
差
し
押
さ
え
、「
適
用
之
物
」
を
撰
ん
で
（「
検
領
」
と
い

う
）
京
進
し
た
後
、
そ
れ
以
外
の
「
不
適
之
色
」
に
限
っ
て
大
宰
府
の
監
督
下
で
の
民
間
交
易
が
許
可
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
貞
観
年
間
（
八
五
九
〜
七
七
）
頃
よ
り
、
蔵
人
所
か
ら
派
遣
さ
れ
た
唐
物
使
（
上
級
職
員
で
あ
る
蔵
人
・
出
納
か
ら
構
成
）

が
大
宰
府
に
下
向
し
、
府
官
に
か
わ
っ
て
検
領
を
担
っ
た
。
唐
物
使
に
よ
っ
て
京
進
さ
れ
た
唐
物
の
代
価
は
後
日
、
唐
物
使
（
出
納
）
が

大
宰
府
に
再
び
赴
き
、
持
参
し
た
金き
ん

で
支
払
わ
れ
た
。
な
お
、
金
は
主
に
陸
奥
国
よ
り
産
出
し
、
蔵
人
所
に
お
い
て
保
管
さ
れ
た
。

こ
こ
で
唐
物
使
が
派
遣
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
、
少
し
だ
け
触
れ
て
お
こ
う
。
天
長
八
年
官
符
に
よ
る
限
り
、
朝
廷
は
大
宰
府
府
官
の

引
き
締
め
に
よ
っ
て
先
買
権
の
行
使
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
院
宮
王
臣
家
が
大
宰
府
の
府
官
と
結
ん
で
先
買
権
を
侵
害
す

る
事
態
は
お
さ
ま
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
田
中
史
生
は
、
唐
物
使
の
派
遣
理
由
を
い
わ
ゆ
る
院
宮
王
臣
家
問
題

の
克
服
に
求
め
て
い
る
﹇
田
中 

二
〇
一
二
（
第
一
・
三
章
）﹈。
従
う
べ
き
見
解
で
あ
る
。
た
だ
し
、
は
や
く
も
延
喜
三
（
九
〇
三
）
年

八
月
一
日
の
太
政
官
符
で
は
、「
応
に
諸
使 

関
を
越
え
私
に
唐
物
を
買
う
を
禁
遏
す
べ
き
事
」
と
し
て
、「
官
使
」
す
な
わ
ち
唐
物
使
の

到
着
以
前
に
院
宮
王
臣
家
の
使
者
や
大
宰
府
管
内
の
富
豪
が
貿
易
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
）
5
（

。
そ
れ
に
対
す
る
朝
廷
の

対
応
も
、
天
長
八
年
の
官
符
と
ほ
ぼ
同
じ
く
「
関
司
」「
府
吏
」
の
怠
慢
を
咎
め
て
管
理
の
徹
底
を
命
じ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
院
宮

王
臣
家
問
題
の
根
本
的
な
解
決
は
棚
上
げ
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
状
況
下
に
お
い
て
、
年
紀
制
が
制
定
さ
れ
る

3



の
で
あ
る
。（

２
）
年
紀
制
の
制
定
と
そ
の
意
義

年
紀
制
は
、
海
商
の
来
航
間
隔
に
関
す
る
年
限
規
定
で
あ
り
、
延
喜
一
一
（
九
一
一
）
年
に
制
定
さ
れ
た
と
思
し
い
）
6
（

。
年
紀
の
計
算
方

法
に
つ
い
て
は
次
章
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
規
定
を
守
れ
ば
「
安
置
」、
す
な
わ
ち
大
宰
府
鴻
臚
館
へ
の
滞
在
が
許
可
さ
れ
）
7
（

、
朝
廷
と
の
取

引
（
先
買
）
の
対
象
と
な
り
、
そ
れ
を
守
ら
ね
ば
「
廻
却
」
処
分
と
さ
れ
、
先
買
の
対
象
か
ら
は
除
外
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

年
紀
制
に
つ
い
て
、
渡
邊
誠
は
、
朝
廷
の
取
引
相
手
を
安
置
が
許
可
さ
れ
た
海
商
に
限
定
す
る
こ
と
で
、
貿
易
に
よ
る
支
出
の
削
減
を

意
図
し
た
財
政
緊
縮
策
と
す
る
﹇
渡
邊 

二
〇
一
二
（
第
八
章
）﹈。
唐
物
使
の
派
遣
は
平
安
京
と
大
宰
府
を
結
ぶ
路
地
負
担
の
原
因
で
も

あ
り
）
8
（

、
年
紀
制
が
支
出
削
減
・
撫
民
の
効
果
を
持
つ
こ
と
に
は
、
私
も
同
意
す
る
。
た
だ
し
、
唐
物
使
の
派
遣
機
会
の
削
減
と
朝
廷
取
引

額
の
低
減
だ
け
で
あ
れ
ば
、
一
度
の
取
引
量
を
減
ら
し
、
か
つ
延
喜
九
年
に
な
さ
れ
た
ご
と
く
）
9
（

場
合
に
応
じ
て
唐
物
使
を
派
遣
せ
ず
、
大

宰
府
に
検
領
を
委
ね
る
と
い
う
選
択
も
あ
り
え
た
は
ず
だ
。
ま
た
榎
本
淳
一
が
い
う
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
官
司
先
買
規
定
は
本
来
、
舶
来

の
先
進
文
物
や
貴
重
品
を
独
占
的
な
い
し
優
先
的
に
入
手
す
る
た
め
の
も
の
で
、
だ
か
ら
こ
そ
唐
律
令
に
は
な
い
官
司
先
買
規
定
を
日
本

律
令
は
定
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
﹇
榎
本
淳
一 
二
〇
〇
八
（
第
一
部
第
三
章
）﹈。
年
紀
制
の
制
定
は
、
廻
却
対
象
と
な
っ
た
海
商
か
ら

優
品
が
流
出
す
る
事
態
を
黙
認
す
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
貿
易
船
全
て
を
先
買
の
対
象
と
す
る
天
長
八
年
官
符
の
方
針
・
理
念
か
ら
は
後

退
し
て
い
る
。

以
上
を
ふ
ま
え
、
年
紀
制
の
制
定
意
図
を
い
ま
少
し
考
え
て
み
た
い
。
と
い
う
の
も
、
廻
却
対
象
の
貿
易
船
か
ら
の
優
品
流
出
に
朝
廷

が
無
頓
着
と
な
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
）
10
（

。
こ
の
点
を
考
え
る
に
は
、
海
商
側
の
事
情
を
考
慮
す
る

こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
渡
邊
は
、
海
商
か
ら
す
れ
ば
年
紀
を
守
ら
ず
と
も
民
間
交
易
は
可
能
で
あ
る
か
ら
、
年
紀
制
に
海
商
の
来
航
数

4
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そ
の
も
の
を
規
制
す
る
と
い
っ
た
管
理
・
統
制
面
で
の
効
果
・
意
図
は
な
い
と
い
う
﹇
渡
邊 

二
〇
一
二
（
第
八
章
）﹈。
し
か
し
な
が
ら
、

東
シ
ナ
海
を
直
行
す
る
日
中
貿
易
は
ハ
イ
リ
ス
ク
な
行
為
で
あ
り
、
海
商
に
と
っ
て
顧
客
の
確
保
は
至
上
命
題
で
あ
っ
た
。
一
〇
世
紀
初

頭
に
お
い
て
、
院
宮
王
臣
家
は
た
し
か
に
成
長
を
遂
げ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
で
も
蔵
人
所
に
お
い
て
金
を
独
占
的
に
確
保
し
て
い
た
朝
廷

＝
天
皇
家
の
購
買
力
は
卓
越
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
年
紀
制
は
、
直
接
的
に
は
唐
物
使
の
派
遣
対
象
と
な
る
貿
易
船
の
数
を
限

定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
間
接
的
に
は
海
商
の
来
日
意
欲
を
一
定
度
で
あ
れ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で
、
唐
物
使
が
関
与
し
な
い
貿
易

船
の
割
合
を
低
水
準
に
留
め
る
効
果
も
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
年
紀
制
の
制
定
か
ら
は
、
朝
廷
の
先
買
権
を
侵
犯
す
る

院
宮
王
臣
家
の
活
動
を
う
け
、
朝
廷
が
先
買
権
を
維
持
す
る
に
あ
た
っ
て
、
大
宰
府
機
構
に
検
領
を
委
ね
る
と
い
う
こ
れ
ま
で
残
し
て
き

た
方
式
を
放
棄
し
た
こ
と
を
ま
ず
は
読
み
と
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
天
皇
家
の
使
者
と
い
う
か
た
ち
で
唐
物
使
を
派
遣
す
る

よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
ま
で
の
来
航
頻
度
か
ら
し
て
全
て
の
海
商
に
向
け
て
唐
物
使
を
派
遣
す
る
財
政
的
余
裕
を
持
た
な
か
っ
た

こ
と
に
よ
り
、
顧
客
を
求
め
る
海
商
側
の
選
択
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
朝
廷
側
の
妥
協
で
も
あ
っ
た
）
11
（

。

２
．
一
一
世
紀
に
お
け
る
貿
易
管
理
体
制
の
変
容

（
１
）
年
紀
制
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
の
再
検
討

年
紀
制
と
唐
物
使
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
朝
廷
の
先
買
権
行
使
を
中
核
と
す
る
貿
易
管
理
体
制
は
、
一
一
世
紀
に
い
た
っ
て
変
容
を
遂

げ
る
。
鍵
と
な
る
の
は
、
年
紀
違
反
者
の
処
遇
を
議
論
す
る
陣
定
の
出
現
で
あ
る
。
渡
邊
誠
が
い
う
よ
う
に
、
一
〇
世
紀
段
階
で
は
、
海

商
が
来
航
す
る
と
太
政
官
の
上
申
ル
ー
ト
に
沿
っ
て
最
終
的
に
天
皇
に
奏
上
さ
れ
、
年
紀
の
遵
守
・
違
反
に
応
じ
て
機
械
的
に
安
置
・
廻

却
が
決
定
さ
れ
た
と
思
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
長
保
五
（
一
〇
〇
三
）
年
に
は
、
年
紀
違
反
の
海
商
に
対
す
る
安
置
・
廻
却
を
審
議
す
る
陣

5



定
が
史
料
上
は
じ
め
て
開
催
さ
れ
、
寛
弘
二
（
一
〇
〇
五
）
年
に
い
た
っ
て
、
同
じ
く
年
紀
を
違
反
し
た
曾
令
文
に
対
し
、
陣
定
（
便
宜

上
、
以
下
で
は
「
来
着
定
」
と
呼
ぶ
）
に
よ
っ
て
安
置
お
よ
び
朝
廷
と
の
交
易
が
許
可
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
﹇
渡
邊 

二
〇
一
二
（
第
八

章
）﹈。

来
着
定
の
意
義
を
考
察
す
る
前
に
、
前
章
で
保
留
し
て
き
た
年
紀
制
が
定
め
る
来
航
間
隔
に
つ
い
て
の
私
見
を
示
し
て
お
こ
う
。
従

来
、
年
紀
制
は
海
商
が
日
本
を
出
国
し
て
か
ら
次
に
来
航
す
る
ま
で
の
期
間
を
二
〜
三
年
程
度
あ
け
る
規
定
と
さ
れ
て
き
た
﹇
森 

一
九

四
八
（
第
一
編
第
五
章
）。
山
内 

二
〇
〇
三
（
第
二
部
第
二
章
）
な
ど
﹈。
と
こ
ろ
が
近
年
、『
参
議
要
抄
）
12
（

』
の
記
述
な
ど
を
根
拠
に
渡

邊
は
、
一
度
安
置
さ
れ
た
海
商
が
次
に
安
置
さ
れ
る
ま
で
「
十
余
年
」
あ
け
る
規
定
で
あ
る
と
の
新
説
を
提
起
し
た
﹇
渡
邊 

二
〇
一
二

（
第
七
・
八
章
）﹈。
私
は
現
時
点
で
は
渡
邊
新
説
に
対
し
て
懐
疑
的
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
渡
邊
著
書
に
対
す
る
書
評
で
も
述
べ
た

が
﹇
中
村 

二
〇
一
三
﹈、
十
分
に
展
開
で
き
な
か
っ
た
論
点
も
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
若
干
補
足
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
年
紀
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
だ
が
、
来
着
定
で
前
年
に
帰
国
し
た
ば
か
り
で
ま
た
す
ぐ
来
航
し
た
旨
を
非
難
す
る
公
卿
の
発
言

が
散
見
す
る
上
に
）
13
（

、「
文（
陳
）祐
等 

去
秋
帰
り
去
り
、
今
年
秋
重
ね
て
来
た
る
。
然
れ
ば
則
ち

0

0

0

0

0

安
置
に
於
い
て
は
年
紀
未
だ
至
ら
ず
」（
傍
点

筆
者
）
と
も
言
わ
れ
る
以
上
）
14
（

、
安
置
起
算
の
是
非
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
帰
国
年
次
が
年
紀
の
基
準
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
動
く
ま

い
（
し
か
も
、
そ
の
こ
と
は
安
置
起
算
説
と
も
背
反
し
な
い
）。
次
に
、
渡
邊
は
年
紀
の
基
準
が
「
十
余
年
」
の
た
め
、
海
商
は
日
本
で

一
度
安
置
さ
れ
る
と
六
〜
八
年
ほ
ど
滞
在
し
、
年
限
が
近
づ
く
と
一
旦
帰
国
し
、
再
び
来
航
し
た
（
だ
か
ら
出
国
―
再
来
航
の
間
隔
が
二

〜
三
年
程
度
に
な
る
）
と
い
う
﹇
渡
邊 

二
〇
一
二
（
第
七
章
）﹈。
一
〇
世
紀
末
頃
よ
り
目
出
っ
て
く
る
海
商
の
長
期
滞
在
の
要
因
を
意

識
し
た
仮
説
と
い
え
よ
う
が
、
そ
の
割
に
は
長
期
滞
在
型
の
海
商
に
か
ぎ
っ
て
再
安
置
ま
で
あ
と
二
年
程
度
と
い
う
段
階
で
、
年
紀
を
違

反
し
て
い
る
の
が
気
に
か
か
る
。

だ
が
、
そ
も
そ
も
一
一
世
紀
に
お
い
て
、
海
商
の
活
動
は
年
紀
制
に
規
定
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
渡
邊
以
前

6
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の
研
究
は
、
来
着
定
で
は
藤
原
道
長
を
は
じ
め
と
す
る
公
卿
側
の
都
合
に
よ
り
、
年
紀
制
が
柔
軟
に
適
用
さ
れ
た
と
考
え
て
き
た
﹇
山
内 

二
〇
〇
三
（
第
二
部
第
二
章
）﹈。
た
と
え
ば
、
延
久
二
（
一
〇
七
〇
）
年
に
年
紀
を
違
反
し
て
来
航
し
た
潘
懐
清
ら
を
安
置
す
る
際
、
そ

の
理
由
は
「
商
客
の
参
来
は
年
紀
を
相
定
む
る
の
後
、
必
ず
し
も
起
請
の
期
に
依
ら
ず
、
安
置
を
免
ぜ
ら
る
る
の
時
有
り
。
是
れ
公
家
の

奉お
ん

為た
め

に
、
指
し
た
る
事
の
妨
げ
無
き
の
故
な
り
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
）
15
（

。
先
に
挙
げ
た
寛
弘
二
年
の
例
で
も
、
内
裏
焼
亡
に
よ
る
唐
物

不
足
を
理
由
に
年
紀
違
反
の
海
商
の
安
置
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
根
拠
に
、
公
卿
の
恣
意
に
よ
る
貿
易
管
理
制
度
の
弛
緩
と
い

う
議
論
も
古
く
か
ら
な
さ
れ
て
き
た
通
り
で
あ
る
﹇
森 

一
九
四
八
（
第
二
編
第
四
章
）﹈。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
議
論
に
対
し
て
は
、
渡
邊
が
的
確
か
つ
説
得
力
の
あ
る
反
論
を
行
っ
て
い
る
。
渡
邊
は
来
着
定
の
事
例
を
集
め

た
上
で
、
年
紀
違
反
者
が
安
置
さ
れ
る
事
例
は
、
道
長
執
政
期
（
九
九
五
〜
一
〇
二
七
年
）
こ
そ
多
い
（
三
例
）
が
、
そ
れ
以
降
（
〜
一

一
二
七
年
）
は
わ
ず
か
三
例
に
と
ど
ま
り
、
多
く
が
廻
却
処
分
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
論
証
し
た
。
そ
の
上
で
来
着
定
が
公
卿
の
恣
意
に

流
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
﹇
渡
邊 

二
〇
一
二
（
第
八
章
）﹈。

し
か
し
、
そ
の
事
実
を
も
っ
て
、
年
紀
制
が
一
二
世
紀
中
頃
ま
で
続
く
貿
易
管
理
制
度
の
主
軸
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
結
論
す
る
こ

と
は
適
切
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
来
着
定
に
お
い
て
年
紀
制
が
概
ね
原
則
通
り
適
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
、
海
商
の
活
動
が
年
紀
制
に

よ
っ
て
統
御
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
同
義
で
は
な
い
。
渡
邊
を
含
む
先
行
研
究
は
、
年
紀
制
の
柔
軟
さ
を
認
め
る
か
否
か
と
は
別
に
、
年
紀

に
違
反
し
た
海
商
が
様
々
な
口
実
を
用
い
て
朝
廷
に
安
置
を
求
め
る
こ
と
か
ら
、
年
紀
違
反
の
海
商
も
安
置
の
許
可
を
切
望
し
て
い
た
と

み
な
し
て
い
る
。
だ
が
、
海
商
た
ち
が
「
当
今
の
徳
化
を
感
じ
）
16
（

」、「
皇
化
を
慕
い
）
17
（

」
な
ど
の
美
辞
で
年
紀
違
反
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た

の
は
、
そ
の
大
半
が
来
航
時
の
存
問
に
お
い
て
で
あ
る
。
た
と
え
年
紀
違
反
を
意
に
留
め
な
い
海
商
で
あ
っ
て
も
、
存
問
時
に
そ
れ
を
あ

え
て
正
直
に
告
白
す
る
必
要
な
ど
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
（
し
か
も
そ
の
美
辞
や
口
実
は
、
多
く
の
場
合
、
安
置
に
は
結
び
つ
か

な
か
っ
た
）。
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（
２
）
入
国
管
理
制
度
と
し
て
の
年
紀
制
の
空
洞
化

年
紀
違
反
に
よ
る
廻
却
処
分
が
陣
定
で
覆
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
多
く
の
海
商
が
年
紀
に
違
反
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い

を
解
く
鍵
は
、
年
紀
遵
守
（
安
置
）・
年
紀
違
反
（
廻
却
）
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
お
い
て
、
海
商
が
実
際
に
受
け
る
待
遇
に
こ
そ
あ
る
。

ま
ず
年
紀
遵
守
の
場
合
を
み
よ
う
。
一
〇
世
紀
を
通
じ
て
検
領
を
担
っ
た
唐
物
使
は
、
一
〇
世
紀
末
頃
よ
り
次
第
に
派
遣
さ
れ
な
く
な

り
、
か
わ
っ
て
大
宰
府
が
検
領
を
行
っ
た
。
そ
し
て
渡
邊
誠
に
よ
れ
ば
、
朝
廷
と
の
取
引
対
象
と
な
る
唐
物
（「
貨
物
」「
和
市
物
」
と
呼

ば
れ
る
）
が
京
進
さ
れ
る
と
、
蔵
人
所
か
ら
返
金
使
と
し
て
小
舎
人
が
大
宰
府
に
派
遣
さ
れ
る
。
返
金
使
は
金
を
持
参
せ
ず
、
大
宰
府
管

内
所
在
の
官
物
の
下
行
を
命
じ
る
官
符
（
返
金
官
符
）
を
帯
び
て
い
る
。
朝
廷
の
決
済
手
段
が
蔵
人
所
が
管
理
す
る
金
か
ら
、
大
宰
府
管

内
の
官
物
へ
と
切
り
替
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
﹇
渡
邊 

二
〇
一
二
（
第
五
・
六
章
）﹈。

年
紀
違
反
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
朝
廷
取
引
の
対
象
外
と
な
る
か
ら
、
唐
物
使
の
派
遣
は
あ
り
え
な
い
。
た
だ
そ
の
場
合
で
も

民
間
貿
易
は
許
さ
れ
て
お
り
、
大
宰
府
が
官
物
運
用
の
一
環
と
し
て
貿
易
に
関
わ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
。
一
一
世
紀
段
階
の
中
央
政

府
の
監
査
体
制
は
大
宰
府
の
管
内
で
の
官
物
収
取
と
は
制
度
的
に
断
絶
し
て
お
り
、
大
宰
府
の
官
物
運
用
は
臨
時
・
不
定
額
の
済
物
（
中

央
へ
進
上
す
る
貢
納
物
）
を
納
入
す
る
限
り
に
お
い
て
大
宰
府
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
し
）
18
（

、
そ
の
内
実
が
朝
廷
に
よ
っ
て
監
査
さ
れ

る
こ
と
も
原
則
と
し
て
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
貿
易
だ
け
が
例
外
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

す
る
と
、
一
〇
世
紀
に
お
い
て
海
商
を
つ
な
ぎ
止
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
国
家
の
購
買
力
と
い
わ
れ
る
も
の
は
結
局
、
一
一
世
紀
の
段

階
で
は
す
で
に
大
宰
府
の
管
内
に
お
け
る
収
取
能
力
に
依
存
し
て
お
り
、
朝
廷
先
買
の
対
象
に
な
る
場
合
で
も
そ
う
は
な
ら
な
い
場
合

で
も
、
そ
の
差
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
取
引
に
は
長
け
れ
ば
数
年
を
要
す
る
こ
と
が
あ
り
、
朝
廷
よ
り
安

置
（
長
期
滞
在
の
許
可
）
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
応
徳
二
（
一

8
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〇
八
五
）
年
に
来
航
し
た
王
瑞
・
柳
忩
・
丁
載
ら
の
処
遇
を
め
ぐ
る
来
着
定
に
お
い
て
「
近
代
の
府
司
、
廻
却
官
符
（
年
紀
違
反
者
な
ど

に
帰
国
を
命
じ
る
官
符
―
筆
者
注
）
を
瞻
な
が
ら
、
殊
に
異
客
を
優
し
、
情
に
任
せ
其
の
意
趣
を
量
す
」
と
い
う
事
態
が
問
題
視
さ
れ
、

「
出
し
め
て
行
わ
れ
ざ
る
に
似
た
る
者
か
」
と
非
難
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
）
19
（

、
大
宰
府
が
安
置
不
許
可
者
を
長
期
滞
在
さ
せ
て
し
ま
う
傾
向

が
み
ら
れ
る
。
し
か
も
公
卿
の
側
も
こ
れ
を
非
難
こ
そ
す
れ
事
態
の
解
決
に
取
り
組
ん
だ
形
跡
は
み
ら
れ
な
い
。

以
上
よ
り
、
本
稿
で
は
、
一
一
世
紀
よ
り
顕
著
に
な
る
年
紀
違
反
者
の
続
出
を
、
朝
廷
の
先
買
対
象
と
な
り
、
朝
廷
か
ら
安
置
を
許
可

さ
れ
る
こ
と
そ
れ
自
体
を
海
商
側
が
重
視
し
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
の
反
映
と
み
る
）
20
（

。
一
〇
世
紀
ま
で
維
持
さ
れ
た
年
紀
制
と
朝
廷
の
先

買
を
軸
と
し
た
貿
易
管
理
体
制
は
、
朝
廷
と
海
商
と
の
利
害
の
一
致
の
賜
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
年
紀
制
は
、
大
宰
府
管
内
の
官
物
に

朝
廷
が
貿
易
決
済
を
依
存
し
て
い
く
な
か
で
、
貿
易
管
理
体
制
の
中
核
と
し
て
の
機
能
を
喪
失
し
て
い
く
も
の
と
み
な
せ
よ
う
。

（
３
）
官
司
先
買
の
変
質

一
一
世
紀
に
な
り
、
唐
物
使
が
派
遣
さ
れ
な
い
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
く
な
か
、「
官
司
先
買
」
の
内
実
も
変
容
し
て
い
く
。
渡
邊
誠
は
、

『
参
議
要
抄
』（
前
掲
注
12
）
に
基
づ
き
、
延
喜
一
一
（
九
一
一
）
年
の
年
紀
制
導
入
に
伴
っ
て
海
商
へ
の
「
供
給
」
が
一
〇
〇
石
に
削
減

さ
れ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
契
機
に
積
荷
の
一
部
が
「
滞
在
・
帰
国
費
を
賄
う
名
目
で
進
官
リ
ス
ト
か
ら
除
外
」
さ
れ
、
朝
廷
の

「
先
買
」
は
「
海
商
が
来
着
し
た
際
に
存
問
に
応
え
て
自
ら
朝
廷
に
申
告
す
る
」「
貨
物
・
和
市
物
解
文
」
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
し
た
﹇
渡
邊 

二
〇
一
二
（
第
四
・
五
・
八
章
／
引
用
部
分
は
と
も
に
二
六
二
頁
）﹈。

し
か
し
、
こ
の
想
定
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
一
〇
世
紀
に
お
い
て
滞
在
費
の
支
給
を
必
要
と
す
る
の
は
、
安
置
の
場
合
は
朝
廷
、
廻
却

の
場
合
は
民
間
と
の
交
易
が
許
可
さ
れ
る
以
前
、
す
な
わ
ち
来
着
が
大
宰
府
か
ら
朝
廷
に
申
告
さ
れ
、
次
い
で
朝
廷
か
ら
安
置
・
廻
却
い

ず
れ
か
の
措
置
が
大
宰
府
に
伝
達
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
で
あ
り
、
通
常
は
数
ヶ
月
程
度
で
あ
る
。
貿
易
船
一
隻
あ
た
り
の
乗
組
員
は
一
〇

9



〇
人
程
度
で
あ
ろ
う
か
ら
、『
参
議
要
抄
』
の
い
う
一
〇
〇
石
は
決
し
て
少
な
く
は
な
い
額
だ
と
思
う
。
も
っ
と
も
私
は
『
参
議
要
抄
』

の
記
述
に
は
懐
疑
的
で
、
供
給
も
基
本
的
に
は
停
止
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
だ
が
そ
の
場
合
で
も
、
検
領
後
の
返
済
を
前
提
と
し
た

一
時
的
な
借
物
）
21
（

な
ど
の
手
段
が
考
え
ら
れ
る
し
、
仮
に
滞
在
費
を
自
弁
す
る
た
め
に
一
定
度
の
積
荷
を
別
置
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
に
せ

よ
、
そ
の
選
定
を
海
商
が
一
切
自
由
に
行
え
た
と
い
う
の
は
、
常
識
的
に
い
っ
て
納
得
し
が
た
い
。

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
渡
邊
が
右
の
よ
う
に
想
定
す
る
の
は
、「
貨
物
解
文
」「
和
市
物
解
文
」
を
「
海
商
が
来
着
し
た
際
に
存
問
に
応

え
て
自
ら
朝
廷
に
申
告
す
る
」
リ
ス
ト
と
み
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
）
22
（

。
だ
が
、
こ
れ
と
同
種
の
文
書
が
海
商
の
来
着
を
伝
え
る
資
料
と

と
も
に
朝
廷
に
提
出
さ
れ
た
初
見
の
事
例
は
、『
左
経
記
』
寛
仁
四
（
一
〇
二
〇
）
年
九
月
一
日
条
に
み
え
る
「
貢
朝
物
解
文
」
に
関
す

る
も
の
で
、
年
紀
制
制
定
よ
り
一
〇
〇
年
以
上
も
下
る
。
一
〇
世
紀
の
関
係
史
料
の
乏
し
さ
も
考
慮
す
べ
き
で
は
あ
ろ
う
が
、
素
直
に
と

れ
ば
、
こ
れ
ら
の
文
書
は
大
宰
府
に
検
領
が
委
ね
ら
れ
た
一
一
世
紀
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
大
宰
府
と
海
商
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
と
考

え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
）
23
（

。
す
く
な
く
と
も
、
唐
物
使
が
派
遣
さ
れ
る
一
〇
世
紀
段
階
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
リ
ス
ト
の
提
出
を

想
定
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
も
し
仮
に
海
商
が
申
告
し
た
リ
ス
ト
に
従
っ
て
そ
れ
ら
が
そ
の
ま
ま
京
都
に
運
ば
れ
る
の
で
あ
れ

ば
、
路
地
負
担
も
大
き
い
唐
物
使
が
わ
ざ
わ
ざ
出
向
く
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
実
際
、
寛
弘
九
（
一
〇
一
二
）
年
に
来
航
し
た

周
文
裔
の
安
置
に
際
し
、
朝
廷
は
唐
物
使
を
派
遣
せ
ず
、
大
宰
府
に
「
然
る
べ
き
物
」
を
進
上
さ
せ
る
こ
と
を
決
め
た
わ
け
だ
が
、
文
裔

来
着
の
報
と
と
も
に
「
貨
物
解
文
」「
和
市
物
解
文
」
が
届
け
ら
れ
た
形
跡
は
な
い
）
24
（

。
そ
の
翌
年
に
は
、
大
宰
府
が
「
然
る
べ
き
物
」
を

朝
廷
に
進
上
す
る
の
だ
が
、
そ
の
際
に
大
弐
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
文
書
こ
そ
「
和
市
・
貨
物
等
の
解
文
・
色
目
」
で
あ
っ
た
）
25
（

。
こ
れ
に
つ

き
私
は
、
こ
の
措
置
は
大
宰
府
に
検
領
を
委
ね
る
と
い
う
方
針
が
い
ま
だ
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
採
ら
れ
た
と
判
断
し
て
お
り
、

検
領
が
大
宰
府
の
職
掌
と
し
て
定
着
す
る
な
か
で
、
来
着
時
に
大
宰
府
か
ら
「
解
文
」
が
送
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
て
い
る
（
そ

の
初
見
が
先
述
の
「
貢
朝
物
解
文
」）。
一
方
、
一
〇
世
紀
に
お
い
て
は
、
延
喜
三
年
官
符
の
規
定
の
通
り
、
唐
物
使
が
「
未
到
」
の
時
点

10
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で
は
原
則
と
し
て
交
易
は
許
さ
れ
ず
、
唐
物
使
は
海
商
が
将
来
し
た
全
て
の
積
荷
（
大
宰
府
が
一
時
的
に
差
し
押
さ
え
た
）
の
な
か
か
ら

朝
廷
先
買
の
対
象
と
な
る
物
品
を
選
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
〇
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
『
新
儀
式
』
に
規
定
が
あ
る
唐
物
使
の
担
っ
た

「
検
領
」
と
は
、
こ
う
し
た
行
為
に
他
な
る
ま
い
）
26
（

。

ま
た
一
一
世
紀
に
な
っ
て
唐
物
使
が
検
領
に
関
わ
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
は
、
朝
廷
の
先
買
に
と
っ
て
も
重
要
な
画
期
を
な
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
り
朝
廷
先
買
の
対
象
物
は
大
宰
府
が
選
び
保
管
し
た
も
の
に
限
ら
れ
、
そ
の
具
体
的
な
中
身
は
海
商
名
義
で
作
成
さ
れ
た
「
貨

物
解
文
」「
和
市
物
解
文
」
に
よ
っ
て
大
宰
府
か
ら
朝
廷
に
報
告
さ
れ
る
）
27
（

。
し
た
が
っ
て
、
先
買
権
の
行
使
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
明

ら
か
に
一
一
世
紀
の
あ
り
方
は
一
〇
世
紀
の
そ
れ
よ
り
も
大
き
く
後
退
し
て
い
る
。
こ
れ
で
は
安
置
し
た
海
商
と
交
易
す
る
権
利
こ
そ
確

保
し
て
い
る
と
は
い
え
、
先
買
権
を
行
使
で
き
て
い
る
と
は
み
な
せ
な
い
）
28
（

。
一
一
世
紀
に
唐
物
使
の
派
遣
停
止
が
恒
常
化
す
る
こ
と
で
朝

廷
の
「
先
買
」
権
は
事
実
上
放
棄
さ
れ
、
大
宰
府
へ
の
貿
易
決
済
の
委
託
に
よ
り
年
紀
制
も
入
国
管
理
制
度
と
し
て
は
空
洞
化
し
た
と
評

価
さ
れ
よ
う
。

３
．
新
た
な
貿
易
管
理
体
制
の
特
質

（
１
）
変
容
の
背
景

前
章
で
論
じ
た
一
一
世
紀
に
お
け
る
貿
易
管
理
体
制
の
変
容
は
、
い
か
な
る
背
景
・
過
程
に
よ
り
、
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
〇
世
紀
に
日
本
に
来
航
し
た
中
国
系
海
商
の
多
く
は
、
江
南
地
域
（
と
く
に
浙
江
・
福
建
）
を
拠
点
と
し
て
い
た
。
こ
の
地
を
唐
滅

亡
（
九
〇
七
年
）
後
に
統
治
し
た
の
は
呉
越
国
で
あ
っ
た
が
、
中
原
地
域
に
興
っ
た
北
宋
は
こ
れ
を
併
合
し
、
九
八
〇
年
頃
ま
で
に
は
江

南
を
含
む
中
国
の
大
部
分
を
統
一
す
る
。
そ
の
後
、
北
宋
は
試
行
錯
誤
を
経
て
一
〇
〇
〇
年
前
後
に
は
市
舶
司
を
中
核
と
す
る
貿
易
管
理

11



体
制
を
確
立
し
、
こ
れ
以
降
、
日
宋
貿
易
を
担
う
海
商
は
、
市
舶
司
の
置
か
れ
た
明
州
（
現
、
寧
波
）
で
出
国
手
続
き
を
す
る
よ
う
に
な

る
﹇
榎
本 

二
〇
〇
七
（
第
一
部
第
一
章
）﹈。
さ
ら
に
一
〇
〇
四
年
に
は
契
丹
と
の
盟
約
が
締
結
さ
れ
た
こ
と
で
一
応
の
平
和
が
も
た
ら

さ
れ
、
以
降
、
江
南
地
域
の
経
済
発
展
が
加
速
し
て
い
く
。

こ
う
し
た
東
ア
ジ
ア
情
勢
の
変
化
が
日
宋
貿
易
の
拡
大
に
直
結
し
た
か
ど
う
か
、
実
の
と
こ
ろ
定
か
で
は
な
い
）
29
（

。
た
だ
し
、
九
八
三
年

に
入
宋
し
た
日
本
僧
奝
然
が
北
宋
皇
帝
に
謁
見
し
た
際
に
、
種
々
の
美
術
工
芸
品
な
ど
と
あ
わ
せ
て
献
上
品
と
し
て
は
不
似
合
い
な
品
と

い
う
べ
き
硫
黄
を
進
め
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
に
関
わ
っ
て
山
内
晋
次
は
、
硫
黄
進
上
の
背
後
に
北
宋
に
お
け
る
硫
黄
需
要

を
見
越
し
た
海
商
か
ら
の
商
品
情
報
が
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
﹇
山
内 

二
〇
〇
三
（
第
二
部
第
四
章
）﹈。
こ
う
し
た
海
商
の
働
き

か
け
が
、
貿
易
積
極
策
に
基
づ
く
北
宋
の
貿
易
管
理
体
制
の
確
立
と
相
ま
っ
て
、
一
一
世
紀
以
降
の
日
宋
貿
易
の
拡
大
を
導
い
た
可
能
性

は
大
い
に
あ
ろ
う
。
残
存
史
料
か
ら
知
ら
れ
る
限
り
で
は
あ
る
が
、
一
〇
世
紀
末
頃
よ
り
海
商
の
日
本
滞
在
が
長
期
化
す
る
傾
向
が
看
取

さ
れ
、
ま
た
日
本
で
妻
帯
し
世
代
を
継
承
し
て
日
宋
貿
易
に
関
わ
る
海
商
も
出
現
し
て
く
る
（
た
と
え
ば
、
周
文
裔
―
周
良
史
、
章
承
輔

―
章
仁
昶
）。
こ
れ
ら
の
新
動
向
も
、
一
一
世
紀
頃
か
ら
の
海
域
交
流
の
活
性
化
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
て
み
た
い
。

一
方
、
こ
の
頃
の
日
本
に
も
貿
易
の
活
性
化
を
受
け
止
め
る
素
地
が
あ
っ
た
。
注
18
で
も
触
れ
た
が
、
一
〇
世
紀
末
ま
で
に
は
大
宰
府

の
長
官
は
受
領
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
、
長
官
の
主
導
で
大
宰
府
は
管
内
諸
国
へ
の
働
き
か
け
を
強
化
す
る
。
こ
れ
に
関
わ
っ
て
渡
邊
誠

は
、
そ
の
過
程
で
大
宰
府
が
薩
南
諸
島
か
ら
の
収
奪
を
強
め
た
結
果
、
硫
黄
・
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
と
い
っ
た
日
本
独
自
の
輸
出
品
が
出
現
し
た

と
い
う
魅
力
的
か
つ
説
得
力
に
富
む
仮
説
を
提
起
し
て
い
る
﹇
渡
邊 

二
〇
一
二
（
第
六
章
）﹈。
新
た
な
輸
出
品
と
な
っ
た
こ
れ
ら
の
南

海
産
品
が
官
物
と
し
て
大
宰
府
に
集
積
さ
れ
、
そ
れ
が
大
宰
府
長
官
の
下
で
柔
軟
に
運
用
し
え
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
頃
に
活
性
化
し
て
き

た
海
商
の
活
動
を
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

そ
の
上
で
注
意
し
た
い
の
が
、
大
宰
府
管
内
の
官
物
を
用
い
た
貿
易
決
済
方
式
が
導
入
さ
れ
る
過
程
で
あ
る
。
官
物
決
済
の
初
見
は
、

12
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長
徳
四
（
九
九
八
）
年
七
月
以
前
に
来
航
し
た
海
商
曾
令
文
と
の
取
引
で
あ
り
、
そ
の
時
に
は
大
宰
府
か
ら
の
「
申
請
」
を
う
け
て
、

「
管
内
所
在
の
官
物
を
以
て
、
且
つ
宛
つ
べ
き
」
旨
の
蔵
人
所
牒
が
出
さ
れ
て
い
る
）
30
（

。
こ
れ
に
つ
き
渡
邊
は
、
決
済
手
段
の
変
更
を
最
終

的
に
は
朝
廷
が
能
動
的
・
主
体
的
に
決
断
し
て
い
る
点
を
重
視
す
る
﹇
渡
邊 

二
〇
一
二
（
第
六
章
）﹈。
し
か
し
、
新
た
な
決
済
方
式
が

定
着
す
る
な
か
で
官
司
先
買
の
内
実
が
大
宰
府
の
裁
量
が
増
す
か
た
ち
に
変
容
し
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
こ
の
変
化
を
推
進
し
た
の
は
あ

く
ま
で
大
宰
府
の
側
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
朝
廷
の
側
は
こ
れ
以
降
、
貿
易
管
理
の
現
場
か
ら
は
身
を
ひ
い
て
い
く
の
で
あ

る
。

（
２
）
貿
易
管
理
体
制
に
お
け
る
大
宰
府
と
貴
族
社
会

か
く
し
て
一
一
世
紀
以
降
、
一
〇
世
紀
以
来
の
制
度
は
、
次
第
に
貿
易
管
理
体
制
の
基
幹
で
は
な
く
な
っ
て
い
く
。
し
か
し
、
以
上
の

変
化
は
、
天
皇
を
戴
く
支
配
者
集
団
の
求
心
力
を
弱
体
化
さ
せ
て
は
い
な
い
。
森
克
己
に
代
表
さ
れ
る
古
典
学
説
で
は
、
大
宰
府
へ
の

依
存
の
増
大
は
中
央
政
府
に
よ
る
大
宰
府
へ
の
統
制
の
減
退
の
結
果
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
き
た
﹇
森 

一
九
四
八
（
第
二
編
第
四
章
）﹈。

だ
が
、
現
在
の
研
究
水
準
に
照
ら
せ
ば
、
こ
う
し
た
理
解
は
あ
た
ら
な
い
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
平
安
時
代
史
研
究
は
、
と
り
わ
け
一

〇
世
紀
末
以
降
、
地
方
支
配
を
強
化
し
た
受
領
（
中
下
級
貴
族
層
）
を
公
卿
層
が
人
事
権
を
梃
子
に
統
制
す
る
こ
と
に
よ
り
、
朝
廷
が
新

た
な
全
国
統
治
の
体
制
を
確
立
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
﹇
大
津 

一
九
九
三
。
寺
内
二
〇
〇
四
﹈。
も
っ
と
も
、
人
事
権
の
行
使
に
お

い
て
、
官
僚
制
的
原
理
（
大
津
説
）
と
頂
点
的
な
公
卿
の
恣
意
（
寺
内
説
）
の
い
ず
れ
が
優
越
し
て
い
た
か
は
議
論
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
た
だ
し
一
一
世
紀
前
半
の
大
局
的
な
趨
勢
と
し
て
は
、
大
国
受
領
に
は
藤
原
道
長
・
頼
通
父
子
（
便
宜
上
、
以
下
で
は
「
摂
関

家
」
と
呼
ぶ
）
に
連
な
る
人
物
が
任
命
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
こ
と
を
認
め
て
よ
い
﹇
寺
内 

二
〇
〇
四
（
第
三
編
第
二
章
）﹈。

大
宰
府
長
官
も
例
外
で
は
な
い
）
31
（

。
た
と
え
ば
、
大
弐
と
し
て
事
実
上
、
大
宰
府
を
主
導
し
た
藤
原
有
国
（
九
九
六
〜
一
〇
〇
一
年
）、

13



そ
れ
と
ほ
ぼ
入
れ
代
わ
り
で
赴
任
し
た
帥
平
惟
仲
（
一
〇
〇
一
〜
〇
四
年
）
は
と
も
に
道
長
の
家
司
で
あ
り
、
こ
の
他
、
大
弐
平
親
信

（
一
〇
一
〇
〜
一
四
年
）
も
道
長
に
仕
え
て
い
る
。
ま
た
、「
九
国
二
嶋
の
物
、
底
を
掃
い
て
奪
い
取
る
。
唐
物
も
又
同
じ
）
32
（

」
と
評
さ
れ
た

大
弐
藤
原
惟
憲
（
一
〇
二
三
〜
二
九
年
）
も
道
長
の
家
司
で
、
そ
の
大
弐
就
任
も
「
禅（
道
長
）閤
の
気
色
を
得
た
」
も
の
で
あ
っ
た
）
33
（

。

こ
の
よ
う
に
一
〇
世
紀
末
以
降
、
長
官
主
導
で
大
宰
府
が
強
化
さ
れ
る
一
方
、
人
事
権
に
基
づ
く
公
卿
層
（
と
り
わ
け
摂
関
家
）
に

よ
る
府
長
官
に
対
す
る
統
制
を
前
提
に
、
朝
廷
は
貿
易
決
済
、
官
司
先
買
権
の
行
使
に
関
わ
る
諸
権
能
を
大
宰
府
に
委
ね
た
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
上
で
、
朝
廷
・
公
卿
は
、
大
宰
府
が
貿
易
に
よ
り
蓄
積
し
た
富
を
吸
い
上
げ
る
こ
と
に
注
力
し
て
い
く
）
34
（

。
そ
の
な
か
で
天
皇
・

公
卿
は
、「
貨
物
」「
和
市
物
」
の
購
入
に
く
わ
え
、
大
宰
府
長
官
か
ら
の
奉
仕
を
募
る
か
た
ち
で
必
要
な
唐
物
を
獲
得
し
て
い
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
渡
邊
誠
は
、
一
二
世
紀
中
頃
に
官
司
先
買
権
が
放
棄
さ
れ
て
以
降
、
朝
廷
は
受
領
成
功
な
ど
に
よ
っ
て
唐
物
を
間
接
的
に
調
進

し
た
と
す
る
﹇
渡
邊 

二
〇
一
二
（
第
八
章
）﹈。
受
領
成
功
と
い
う
手
段
に
関
し
て
は
院
政
期
以
降
と
し
て
も
、
召
物
や
贈
与
、
あ
る
い

は
行
事
所
・
家
政
機
関
な
ど
を
介
し
た
物
品
貨
幣
（
米
な
ど
）
を
用
い
た
交
換
と
い
っ
た
か
た
ち
で
、
大
宰
府
長
官
が
集
積
し
た
唐
物
を

天
皇
・
公
卿
が
調
達
す
る
こ
と
自
体
は
、
他
の
奢
侈
品
・
必
要
物
資
の
調
達
方
式
と
同
じ
く
、
一
一
世
紀
ま
で
は
遡
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
史
料
に
明
記
さ
れ
る
こ
と
は
希
だ
が
、
た
と
え
ば
権
帥
藤
原
隆
家
の
場
合
、
長
和
四
（
一
〇
一
五
）
年
に
は
、
率
分
絹
七
〇
〇
疋
の

他
、
唐
皮
の
皮
籠
、
唐
錦
、
香
料
な
ど
を
天
皇
に
、
絹
一
〇
〇
〇
疋
、
枇
榔
、
色
皮
を
道
長
に
貢
進
し
て
い
る
）
35
（

。
大
宰
府
長
官
が
「
底
を

掃
い
て
奪
い
取
」
っ
た
「
唐
物
」
が
、
長
官
の
私
物
と
し
て
蓄
積
さ
れ
続
け
た
と
は
考
え
に
く
く
、
様
々
な
経
路
を
た
ど
っ
て
王
権
中
枢

の
下
に
集
積
さ
れ
た
り
、
京
都
の
貴
族
社
会
の
な
か
で
環
流
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
）
36
（

。

た
だ
あ
わ
せ
て
、
官
司
先
買
が
原
則
通
り
機
能
し
て
い
た
段
階
と
は
異
な
り
、
も
は
や
唐
物
が
集
積
さ
れ
る
先
と
し
て
天
皇
が
隔
絶
し

た
存
在
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
も
、
注
意
を
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
権
帥
就
任
時
の
貢
進
の
例
だ
が
、
惟
憲
は
天
皇
へ
の
一
〇
〇
〇

石
を
大
き
く
上
回
る
一
〇
〇
〇
〇
石
、
三
〇
〇
〇
石
を
そ
れ
ぞ
れ
道
長
・
頼
通
に
献
じ
て
い
る
）
37
（

。
赴
任
中
も
、
同
様
に
天
皇
へ
の
奉
仕
よ

14



平安中期における貿易管理体制の変容

り
、
主
家
で
あ
る
摂
関
家
へ
の
そ
れ
が
優
先
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
有
力
公
卿
の
関
係
者
が
大
宰
府
の
長
官
と
な
っ
た
こ
と
は
、
公
卿
―
海
商
の
紐
帯
を
緊
密
化
さ
せ
る
方
向
に
も
作
用
し
た
。
大

弐
の
平
親
信
は
、
道
長
が
そ
の
入
宋
に
関
わ
っ
た
寂
照
の
消
息
と
と
も
に
周
文
裔
の
消
息
を
道
長
に
も
た
ら
し
て
い
る
）
38
（

。
ま
た
文
裔
の
子

で
あ
る
周
良
史
も
、
万
寿
三
（
一
〇
二
六
）
年
に
は
惟
憲
を
介
し
て
で
あ
ろ
う
が
、
頼
通
に
「
名
籍
」
を
捧
げ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
）
39
（

。
公

卿
と
海
商
の
紐
帯
自
体
は
九
世
紀
か
ら
存
在
す
る
と
は
い
え
、
大
宰
府
長
官
が
両
者
を
仲
立
ち
し
て
い
る
こ
と
に
、
こ
の
時
期
の
特
質
を

み
て
お
き
た
い
）
40
（

。
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
、
大
宰
府
長
官
の
奉
仕
先
と
し
て
も
最
有
力
で
あ
っ
た
摂
関
家
は
、
海
商
に
と
っ
て
の
最
大
の
保

護
者
・
顧
客
と
な
り
、
そ
の
下
に
は
膨
大
な
唐
物
が
集
積
さ
れ
て
い
く
）
41
（

。
そ
れ
は
一
面
で
は
、
摂
関
家
の
権
勢
増
大
に
よ
っ
て
朝
廷
＝
天

皇
―
蔵
人
所
の
海
商
の
保
護
者
と
し
て
の
卓
越
性
が
相
対
化
さ
れ
る
事
態
と
い
え
よ
う
が
）
42
（

、
一
方
で
道
長
は
、
大
宰
府
長
官
や
入
宋
僧
、

海
商
な
ど
か
ら
入
手
し
た
舶
来
の
漢
籍
を
一
条
天
皇
や
敦
良
親
王
に
献
上
す
る
な
ど
し
て
天
皇
家
の
唐
物
蒐
集
を
支
え
て
い
る
。
他
に

も
、
香
料
を
加
工
し
て
作
る
「
薫
香
」
の
贈
与
﹇
京
樂 

二
〇
〇
八
﹈
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
摂
関
家
は
貴
族
社
会
に
お
け
る
唐
物
の
供

給
主
体
と
も
な
っ
て
い
た
）
43
（

。
こ
こ
に
朝
廷
が
唐
物
使
を
通
じ
て
直
接
的
に
貿
易
を
管
理
す
る
体
制
を
構
築
し
て
い
た
一
〇
世
紀
段
階
と
、

天
皇
を
戴
く
貴
族
社
会
が
総
体
と
し
て
か
つ
あ
く
ま
で
も
大
宰
府
長
官
の
家
産
機
構
に
現
場
を
委
ね
る
か
た
ち
で
貿
易
を
管
理
し
て
い
た

一
一
世
紀
の
違
い
を
み
て
と
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

（
３
）
年
紀
制
の
終
焉
と
一
二
世
紀
の
貿
易
管
理
体
制

一
一
世
紀
以
降
、
年
紀
制
は
実
質
的
な
入
国
管
理
制
度
と
し
て
の
意
味
を
失
っ
て
い
く
。
し
か
し
な
が
ら
、
年
紀
制
と
い
う
制
度
が
な

く
な
っ
た
わ
け
で
な
い
。
史
料
上
、
来
着
定
の
終
見
は
大
治
二
（
一
一
二
七
）
年
で
あ
り
）
44
（

、
す
く
な
く
と
も
こ
の
段
階
で
は
年
紀
制
は
い

ぜ
ん
放
棄
さ
れ
て
は
い
な
い
﹇
山
内 

二
〇
〇
三
（
第
二
部
第
一
章
）。
渡
邊 

二
〇
一
二
（
第
八
章
）
な
ど
﹈。
ま
た
、
長
承
二
（
一
一
三
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三
）
年
に
公
卿
の
源
師
時
が
「
抑
も
宋
人
来
着
の
時
、
府
官 

存
問
し
早
く
奏
上
を
経
、
安
堵
・
廻
却
は
宣
旨
に
従
う
所
也
」
と
述
べ
て

い
る
）
45
（

こ
と
か
ら
し
て
も
、
海
商
来
着
の
奏
上
と
（
お
そ
ら
く
は
年
紀
に
基
づ
く
）
安
置
・
廻
却
の
決
定
と
い
う
原
則
は
、
こ
の
時
点
で
は

ま
だ
存
続
し
て
い
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
見
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
事
実
は
本
稿
の
記
述
と
矛
盾
す
る
よ
う
だ
が
、
そ
う
考
え
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
想
起
し
た
い
の

は
、
受
領
功
過
定
に
関
す
る
中
込
律
子
の
指
摘
で
あ
る
。
中
込
は
、
受
領
功
過
定
に
お
け
る
議
論
の
力
点
が
、
実
質
的
な
税
収
で
あ
る
済

物
よ
り
も
す
で
に
無
実
化
し
て
い
る
正
税
な
ど
の
留
国
官
物
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
正
倉
が

崩
壊
し
た
一
〇
世
紀
以
降
に
お
い
て
も
、
正
税
が
依
然
と
し
て
全
国
支
配
の
象
徴
と
公
卿
に
認
識
さ
れ
て
い
た
た
め
と
の
興
味
深
い
指
摘

を
行
っ
て
い
る
﹇
中
込 
二
〇
一
三
（
第
四
章
）﹈。
来
着
定
の
場
で
年
紀
の
遵
守
・
違
反
が
熱
心
に
議
論
さ
れ
た
の
も
、
そ
れ
と
通
じ
る

も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
海
商
の
入
国
を
「
延
喜
以
来
の
制
」
で
あ
る
年
紀
制
を
原
則
と
し
、
公
卿
が
様
々
な
先
例
を
持
ち
寄
っ
て
検
討

し
た
上
で
天
皇
に
奏
上
す
る
来
着
定
は
、
天
皇
・
公
卿
が
海
商
を
管
理
し
て
い
る
と
い
う
観
念
を
共
有
す
る
場
に
ふ
さ
わ
し
い
）
46
（

。
か
か
る

性
格
を
持
つ
来
着
定
に
お
い
て
、
海
商
が
存
問
の
際
に
述
べ
た
様
々
な
美
辞
麗
句
が
取
り
ざ
た
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
山
内
晋
次

は
年
紀
制
の
意
義
に
つ
い
て
、
一
〇
・
一
一
世
紀
の
貴
族
層
が
海
商
の
来
航
を
「
中
華
」
た
る
日
本
へ
の
朝
貢
に
見
立
て
、
天
皇
の
徳
化

が
国
の
内
外
に
満
ち
て
い
る
こ
と
の
証
左
と
し
え
た
点
に
求
め
て
い
る
﹇
山
内 

二
〇
〇
三
（
第
二
部
第
二
章
）﹈。
本
稿
は
そ
れ
を
否
定

す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
年
紀
制
と
来
着
定
が
帯
び
る
観
念
性
は
、
実
質
的
な
入
国
管
理
制
度
と
し
て
の
性
格
が
空
洞
化
す
る
な
か
で
前

面
に
出
て
き
た
要
素
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

す
る
と
、
一
二
世
紀
中
頃
に
な
っ
て
、
海
商
の
来
航
が
天
皇
に
奏
上
さ
れ
な
く
な
り
）
47
（

、
来
着
定
が
実
施
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
の
意
味
に

つ
い
て
も
、
先
行
研
究
と
は
異
な
る
評
価
が
可
能
だ
ろ
う
。
渡
邊
誠
は
、
年
紀
制
が
放
棄
さ
れ
た
背
景
・
要
因
を
、
北
宋
の
滅
亡
と
い
っ

た
緊
迫
す
る
東
ア
ジ
ア
情
勢
か
ら
朝
廷
が
一
歩
距
離
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
求
め
て
い
る
﹇
渡
邊 

二
〇
〇
七
・
二
〇
一
二
（
第

16
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八
章
）﹈。
し
か
し
、
一
二
世
紀
中
頃
の
変
化
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
天
皇
が
一
元
的
に
（
実
質
的
な
意
味
を
も
っ
て
）
管
理
す
る
体
制
を

放
棄
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
に
管
理
す
べ
き
だ
と
い
う
理
念
自
体
が
放
棄
さ
れ
た
こ
と
に
こ
そ
、
求
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
考
え

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
朝
廷
に
よ
る
国
内
統
治
理
念
の
問
題
で
あ
る
。
受
領
功
過
定
が
一
二
世
紀
中
頃
に
な
っ
て
開
催
さ
れ
な
く
な

る
こ
と
﹇
寺
内 
二
〇
〇
四
（
第
三
編
第
三
章
）﹈
も
、
こ
う
し
た
理
念
の
変
化
と
関
わ
ろ
う
。

た
だ
し
海
商
来
着
時
の
存
問
と
そ
の
奏
上
が
義
務
づ
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
い
ま
少
し
別
の
観
点
か
ら
も
考

察
を
加
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
大
宰
府
は
、
存
問
を
理
由
に
す
る
こ
と
で
最
優
先
に
海
商
に
接
触
で
き
る
と
い
う
そ
れ
ま

で
の
権
能
を
失
っ
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
鳥
羽
院
政
期
の
膨
大
か
つ
大
規
模
な
立
荘
と
課
役
免
除
の
運
動
を
う
け
て
中
央
権
力
（
権
門

寺
社
を
含
む
）
が
地
域
勢
力
の
組
織
化
を
加
速
さ
せ
た
こ
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
貿
易
管
理
の
場
に
お
け
る
荘
園
預
所
や
権
門
寺
社
の
末

寺
・
末
社
に
対
す
る
大
宰
府
の
優
越
性
は
、
次
第
に
相
対
化
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
通
説
が
重
視
し
て
き
た
一
二
世
紀
中

頃
と
い
う
時
期
は
、
た
し
か
に
大
宰
府
へ
の
委
託
を
主
軸
と
し
た
貿
易
管
理
体
制
に
と
っ
て
の
大
き
な
画
期
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
大
宰
府
の
地
位
が
失
墜
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
二
世
紀
中
頃
以
降
の
中
央
権
力
に
よ
る
貿
易
関
与
と
い
え
ば
、
荘
園
制
に
立
脚

し
た
い
わ
ゆ
る
「
権
門
貿
易
」
に
議
論
が
集
中
し
が
ち
だ
が
﹇
林 

一
九
九
八
、
渡
邊 

二
〇
一
二
（
第
九
章
）﹈、
院
権
力
が
大
宰
府
・
荘

園
双
方
に
立
脚
し
て
貿
易
に
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
管
内
へ
の
官
物
収
取
権
を
持
つ
大
宰
府
を
通
じ
た
パ
イ
プ
は
い
ぜ
ん
と
し
て
太
い

も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
大
き
く
後
退
す
る
の
は
、
治
承
寿
永
の
内
乱
を
経
て
、
大
宰
府
が
保
持
し
て
い
た
は
ず
の
九
州
全
域
に
及
ぶ
官
物

収
取
能
力
が
大
幅
に
低
下
し
た
鎌
倉
期
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
は
い
え
、
鎌
倉
期
以
後
の
「
権
門
貿
易
」
に
お
い
て
も
、
貿
易
管
理

を
そ
の
現
場
で
あ
る
博
多
周
辺
に
置
か
れ
た
家
産
機
構
に
委
ね
、
京
都
、
鎌
倉
に
い
る
中
央
権
力
が
自
ら
の
影
響
下
に
あ
る
現
地
の
勢
力

を
介
し
て
海
商
と
の
関
係
を
と
り
結
ぶ
と
い
う
構
造
自
体
は
、
そ
の
後
も
大
き
く
は
変
わ
ら
な
い
）
48
（

。
そ
の
意
味
で
、
一
一
世
紀
頃
よ
り
定

着
し
て
い
く
貿
易
管
理
体
制
は
、
院
政
期
よ
り
一
四
世
紀
ま
で
続
く
「
権
門
貿
易
」
の
前
身
で
も
あ
っ
た
。
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お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
平
安
時
代
を
通
じ
た
貿
易
管
理
体
制
の
変
遷
と
、
一
一
世
紀
に
始
ま
る
貿
易
管
理
体
制
の
変
容
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。

新
羅
・
中
国
系
海
商
の
頻
繁
な
来
航
を
う
け
る
か
た
ち
で
九
世
紀
前
半
に
構
築
さ
れ
た
貿
易
管
理
制
度
は
、
海
商
の
来
着
毎
の
天
皇
へ

の
奏
上
に
よ
る
入
国
管
理
、
そ
し
て
律
令
に
由
来
す
る
官
司
先
買
が
主
軸
を
な
す
。
官
司
先
買
権
の
行
使
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
九
世

紀
中
頃
か
ら
の
唐
物
使
の
派
遣
や
、
一
〇
世
紀
初
頭
の
年
紀
制
制
定
に
よ
り
多
少
の
変
化
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
官
司
先
買
を
軸
と
す
る

貿
易
管
理
体
制
自
体
は
、
九
・
一
〇
世
紀
を
通
じ
て
そ
の
維
持
が
目
指
さ
れ
て
い
る
し
、
実
際
に
維
持
さ
れ
て
い
た
と
評
価
し
う
る
。

し
か
し
、
北
宋
・
高
麗
に
お
け
る
貿
易
管
理
体
制
の
確
立
な
ど
に
示
唆
さ
れ
る
東
ア
ジ
ア
海
域
交
流
の
活
性
化
は
、
同
じ
頃
、
大
宰
府

が
「
受
領
」
化
し
た
長
官
の
下
で
の
再
編
・
強
化
を
経
た
こ
と
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
日
本
の
貿
易
管
理
体
制
を
変
容
さ
せ
る
契
機
と
な
っ

た
。
こ
れ
以
後
、
朝
廷
（
お
よ
び
そ
れ
を
主
導
す
る
天
皇
家
や
公
卿
）
は
大
宰
府
に
貿
易
管
理
を
委
託
し
、
自
ら
は
貿
易
の
現
場
か
ら
は

身
を
ひ
き
、
海
商
の
来
着
時
に
直
接
行
う
「
官
司
先
買
」
以
外
の
方
法
も
駆
使
し
な
が
ら
、
大
宰
府
を
通
じ
て
貿
易
に
よ
る
富
を
吸
い
上

げ
る
こ
と
に
注
力
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
大
宰
府
へ
の
委
任
の
進
展
の
な
か
で
、
官
司
先
買
権
の
内
実
は
変
容
し
、
貿
易
決
済
が
大
宰

府
の
管
内
官
物
に
依
存
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
年
紀
制
も
海
商
の
入
国
を
管
理
・
制
限
す
る
制
度
と
し
て
は
空
洞
化

し
て
い
く
。

か
く
し
て
九
・
一
〇
世
紀
ま
で
維
持
さ
れ
た
貿
易
管
理
体
制
は
、
一
一
世
紀
に
至
り
変
容
し
て
い
く
。
そ
の
結
果
と
し
て
定
着
し
た
体

制
は
、
大
宰
府
長
官
の
人
事
権
を
掌
握
し
た
天
皇
（
院
）・
公
卿
が
、
大
宰
府
長
官
の
家
産
組
織
を
中
核
に
運
営
さ
れ
る
大
宰
府
機
構
に

貿
易
管
理
を
委
任
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
支
え
る
原
理
の
面
で
は
、
院
政
期
よ
り
一
四
世
紀
ま
で
続
く
い
わ
ゆ
る
「
権
門
貿
易
」
に
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通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

も
と
よ
り
、
課
題
が
多
い
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
一
二
世
紀
中
頃
と
い
う
時
期
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
内
容
・
説
明
と
も

に
不
十
分
で
あ
る
。
た
だ
し
、
従
来
の
研
究
で
そ
の
時
期
の
画
期
性
を
示
す
状
況
証
拠
と
さ
れ
て
き
た
も
の
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
は
、

す
く
な
く
と
も
通
説
の
い
う
「
貿
易
管
理
制
度
」（
海
商
来
着
の
奏
上
と
年
紀
制
）
の
放
棄
に
よ
る
結
果
か
ど
う
か
、
疑
問
な
し
と
し
な

い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
論
じ
て
み
た
い
。

﹇
注
﹈

（
1
） 

森
説
の
大
枠
と
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、『
新
編
森
克
己
著
作
集
』（
全
五
巻
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
〜
二
〇
一
五
年
）巻
末
収
載
の
解
説
を
参

照
さ
れ
た
い
。

（
2
） 

朝
廷
が
設
け
た
外
交
使
節
・
海
商
の
滞
在
施
設
で
あ
る
大
宰
府
鴻
臚
館
の
遺
構
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
も
、
貿
易
管
理
制
度
の
研
究
を
刷
新
す
る
契

機
と
な
っ
た
。

（
3
） 

こ
れ
に
関
わ
っ
て
、
私
自
身
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
も
一
部
、
見
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
4
） 『
類
聚
三
代
格
』巻
一
八（
夷
俘
并
外
蕃
人
事
）天
長
八
年
九
月
七
日
太
政
官
符
。

（
5
） 『
類
聚
三
代
格
』巻
一
九（
禁
制
事
）延
喜
三
年
八
月
一
日
太
政
官
符
。

（
6
） 

制
定
年
次
は
、『
貞
信
公
記
抄
』天
慶
八（
九
四
五
）年
七
月
二
九
日
条
な
ど
に
よ
る
。

（
7
） 

こ
の
他
、
九
世
紀
に
は
海
商
へ
の「
供
給
」（
衣
服
・
食
糧
の
給
付
）が
あ
っ
た
。
一
〇
世
紀
以
降
は
定
か
で
は
な
い
が
、「
供
給
」の
史
料
上
の
終
見

は
、
仁
和
三（
八
八
七
）年
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
は
制
度
が
放
棄
さ
れ
た
と
判
断
し
て
お
く
。
渡
邊
誠
は
、『
参
議
要
抄
』を
根
拠
に
一
〇
世
紀
以
降

も
供
給
が
支
給
さ
れ
た
と
す
る
が﹇
渡
邊 

二
〇
一
二（
第
八
章
）﹈、
賛
同
で
き
な
い
。
な
お
、﹇
中
村 

二
〇
一
三（
七
五
頁
）﹈を
参
照
。

（
8
） 

時
代
は
下
る
が
、『
御
堂
関
白
記
』長
和
元（
一
〇
一
二
）年
九
月
二
九
日
条
を
参
照
。

（
9
） 『
扶
桑
略
記
』延
喜
九
年
閏
八
月
九
日
条
。
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（
10
） 

た
だ
し
、
九
世
紀
に
比
し
て
一
〇
世
紀
に
は
唐
物
の
持
つ
政
治
性
が
希
薄
化
し
、
朝
廷
が
先
買
権
の
行
使
に
際
し
、
優
品
の
流
出
よ
り
も
必
要
物

資
の
確
保
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
可
能
性
も
考
慮
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

（
11
） 

し
た
が
っ
て
年
紀
制
の
制
定
は
、
先
買
権
行
使
に
お
け
る
大
宰
府
の
権
限
を
弱
め
る
方
向
性
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
同
じ
く
年
紀
制
を
海
商

管
理
の
文
脈
で
と
ら
え
る
と
は
い
え
、
私
見
と
皆
川
雅
樹
説
と
は
基
本
的
な
認
識
を
異
と
し
て
い
る﹇
皆
川 

二
〇
一
四
﹈。

（
12
） 『
参
議
要
抄
』は
、『
群
書
類
従
』（
公
家
部
）の
ほ
か
、『
尊
経
閣
善
本
影
印
集
』五
三（
八
木
書
店
、
二
〇
一
二
年
）に
所
収
さ
れ
て
い
る
。
年
紀
に
つ

い
て
は
、「
中
古
十
余
年
。
粮
料
百
石
を
給
う
と
云
々
」と
あ
る（
下
・
陣
役
事
・
僉
議
要
事
）。
な
お
、「
中
古
」と
は
一
二
世
紀
初
頭
よ
り
定
着
す

る
用
語
で
、（
年
紀
制
制
定
と
同
時
期
で
あ
る
）延
喜
年
間
以
降
を
指
す
の
だ
と
い
う﹇
坂
本 

二
〇
一
一
﹈。

（
13
） 『
権
記
』長
保
五
年
七
月
二
〇
日
条
、『
小
右
記
』寛
弘
二
年
八
月
二
一
日
条
、
延
久
二（
一
〇
七
〇
）年
一
二
月
七
日
陣
定
定
文（『
朝
野
群
載
』五
・

朝
議 

下
）な
ど
。

（
14
） 『
小
右
記
』万
寿
四（
一
〇
二
七
）八
月
二
五
日
条
。

（
15
） 

延
久
二
年
一
二
月
七
日
陣
定
定
文（『
朝
野
群
載
』五
・
朝
議
下
）。

（
16
） 『
小
右
記
』寛
仁
四（
一
〇
二
〇
）年
九
月
一
四
日
条
。

（
17
） 『
帥
記
』治
暦
四（
一
〇
六
八
）年
一
〇
月
二
三
日
条
。

（
18
） 

以
上
の
記
述
は
、
受
領
に
関
す
る
佐
藤
泰
弘
・
中
込
律
子
の
研
究
を
参
考
に
し
て
い
る﹇
佐
藤 

二
〇
〇
一
。
中
込 

二
〇
一
三（
第
一
・
四
章
）﹈。

な
お
、
一
一
世
紀
の
大
宰
府
長
官（
権
帥
・
大
弐
）は「
受
領
」と
公
卿
層
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
る（「
平
松
文
書
」寛
弘
二（
一
〇
〇
五
）年
四
月
一

四
日
条
事
定
文
写『
平
安
遺
文
』二
―
四
三
九
）。
ま
た
受
領
の
内
実
を
持
つ
大
宰
府
長
官
の
史
料
上
の
初
見
は
、
九
八
〇
年
代
末
に
就
任
し
た
藤

原
共
政
に
求
め
ら
れ
る﹇
佐
藤 

二
〇
〇
一（
三
九
二
頁
）﹈。

（
19
） 

応
徳
二（
一
〇
八
五
）年
一
〇
月
二
九
日
陣
定
定
文（『
朝
野
群
載
』五
・
朝
議
下
）。

（
20
） 

念
の
た
め
付
言
す
る
と
、
朝
廷
取
引
の
対
象
に
な
る
な
ら
な
い
は
別
と
し
て
、
大
宰
府
管
内
官
物
を
代
価
と
し
た
貿
易
は
当
然
、
大
宰
府
の
管
理

下
で
主
に
行
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
朝
廷
取
引
が
も
つ
求
心
力
の
弱
体
化
は
、
大
宰
府
―
博
多
湾
の
求
心
力
を
低
下
を
意
味
し
な
い
。

（
21
） 

北
宋
で
の
事
例
だ
が
、
成
尋
は
自
身
の
荷
が
抽
解
の
た
め
に
市
舶
司
に
収
容
さ
れ
て
い
る
間
、
開
封
後
の
返
済
を
前
提
に
借
銭
を
行
っ
て
い
る

（『
参
天
台
五
臺
山
記
』延
久
四（
一
〇
七
二
）年
四
月
一
八
日
条
）。
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（
22
） 

な
お
渡
邊
は
、
海
商
自
身
が「
貨
物
」・「
和
市
物
」と
区
別
し
た
と
い
う
積
荷（「
雑
物
」）を
、
海
商
が
存
問
時
に
提
出
す
る
公
憑（
崇
徳
四（
一
一

〇
五
）年
六
月
日
提
挙
両
浙
路
市
舶
司
公
憑〔『
朝
野
群
載
』二
〇
・
異
国
〕）に
記
載
さ
れ
る「
物
貨
」に
対
応
さ
せ
て
い
る
が﹇
渡
邊 

二
〇
一
二（
二

六
二
〜
六
三
頁
）﹈、
従
え
な
い
。

（
23
） 
長
治
二（
一
一
〇
五
）年
八
月
二
二
日
の
海
商
李
充
に
対
す
る
存
問
に
お
い
て
も
、
大
宰
府
は「
貨
物
」「
和
市
物
」を
申
告
さ
せ
て
は
い
な
い（
宋

国
商
客
存
問
記『
朝
野
群
載
』二
〇
・
異
国
）。

（
24
） 『
御
堂
関
白
記
』寛
弘
九
年
九
月
二
・
二
一
・
二
二
日
条
。

（
25
） 『
御
堂
関
白
記
』長
和
二（
一
〇
一
三
）年
二
月
二
日
条
。

（
26
） 『
新
儀
式
』五
・
臨
時
下
。

（
27
） 「
貨
物
解
文
」「
和
市
物
解
文
」と
は
別
に
、
朝
廷
に
は
海
商
の
積
荷（「
物
貨
」）を
記
載
し
た
公
憑
が
提
出
さ
れ
る（
崇
徳
四（
一
一
〇
五
）年
六
月

日
提
挙
両
浙
路
市
舶
司
公
憑〔『
朝
野
群
載
』二
〇
・
異
国
〕）。
し
か
し
、
記
載
さ
れ
た「
物
貨
」は
市
舶
司
に
申
告
し
た
も
の
に
と
ど
ま
り
、
積
荷

の
全
て
と
は
考
え
に
く
い
。
な
お
、
藤
原
実
資
は
公
憑
の
提
出
に
つ
き
、「
正
文
を
進
ら
ず
、
案
文
を
進
ら
す
は
、
府
司
の
愚
頑
也
」と
日
記
に
記

し
て
お
り（『
小
右
記
』寛
仁
四
年
九
月
一
四
日
条
）、
他
の
例
か
ら
し
て
も
、
一
一
世
紀
に
は
案
文
が
提
出
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
大
宰
府
で

案
文
は
作
成
さ
れ
る
際
に
、
書
き
換
え
が
あ
っ
た
可
能
性
も
完
全
に
は
排
除
は
で
き
な
い
。

（
28
） 

こ
れ
以
降
、
官
司
先
買
権
の
内
実
は
、
長
官
の
家
産
機
構
を
中
核
に
運
営
さ
れ
た
大
宰
府
が
存
問
・
検
領
を
名
目
に
最
優
先
に
海
商
と
接
触
す
る

こ
と
が
で
き
る
権
利
へ
と
変
容
し
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
、
大
宰
府
が
存
問
後
に「
和
市
物
」確
保
を
名
目
に
い
ち
早
く
院
・
摂
関
な
ど
へ
の
貢

進
分
や
自
身
の
購
入
分
を
別
置
し
、
次
い
で
朝
廷
購
入
分
を
選
び「
和
市
物
解
文
」を
作
成
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

（
29
） 

高
麗
の
貿
易
管
理
制
度
も
一
一
世
紀
頃
に
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
貿
易
量
を
推
し
量
る
素
材
に
は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
が
、
宋
麗
間
を

往
来
し
た
海
商
は
史
料
上
、
一
〇
一
〇
年
代
に
出
現
し
、
そ
れ
以
後
、
ほ
ぼ
毎
年
の
往
来
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
点
は
、﹇
榎
本
渉 

二
〇
一
〇
﹈も

参
照
さ
れ
た
い
。

（
30
） 『
権
記
』長
保
二（
一
〇
〇
〇
）年
七
月
一
三
日
条
。

（
31
） 

大
宰
府
の
長
官
が
中
下
級
貴
族
に
と
っ
て
垂
涎
の
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、『
栄
華
物
語
』一
二（
た
ま
の
む
ら
き
く
）か
ら
も
う
か
が
え
る
。
ま
た
、

大
宰
府
都
督
・
府
官
の
変
遷
は
、
川
添
昭
二
監
修
・
重
松
敏
彦『
大
宰
府
古
代
史
年
表
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）収
載
の
官
人
補
任
表
に
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よ
っ
て
一
覧
す
る
事
が
で
き
る
。

（
32
） 『
小
右
記
』長
元
二（
一
〇
二
九
）年
七
月
一
一
日
条
。

（
33
） 『
小
右
記
』治
安
三（
一
〇
二
三
）年
一
一
月
一
八
日
条
。

（
34
） 

同
じ
頃
、
諸
国
の
受
領
が
官
物
を
私
物
と
一
体
化
す
る
か
た
ち
で
運
用
し
て
い
る
現
実
を
追
認
す
る
こ
と
で
、
朝
廷
は
受
領
の
富
を
国
家
財
政
に

組
み
込
ん
で
い
く
が﹇
佐
藤 

二
〇
〇
一（
第
四
章
）﹈、
貿
易
管
理
方
式
に
お
い
て
も
同
様
の
変
化
を
指
摘
で
き
よ
う
。

（
35
） 『
小
右
記
』長
和
四（
一
〇
一
五
）年
九
月
二
四
日
条
。

（
36
） 

一
一
世
紀
の
段
階
で
越
州
窯
青
磁
の
椀
・
皿
類
は
、
す
で
に
奢
侈
品
と
い
う
よ
り
は
実
用
品
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る﹇
亀
井 

一
九
八
六
﹈。

大
宰
府
に
連
な
る
商
業
・
流
通
業
者
の
手
に
よ
っ
て
京
都
へ
投
下
さ
れ
る
な
ど
、
様
々
な
回
路
に
よ
っ
て
貴
族
・
都
市
民
へ
と
渡
っ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。

（
37
） 『
小
右
記
』治
安
三
年
一
一
月
一
八
日
条
。

（
38
） 『
御
堂
関
白
記
』長
和
元（
一
〇
一
二
）年
九
月
二
一
日
条
。

（
39
） 『
春
記
』万
寿
三
年
六
月
二
四
日
条（『
宇
槐
記
抄
』仁
平
元（
一
一
五
一
）年
九
月
二
四
日
条
に
引
用
）。『
左
経
記
』万
寿
三
年
七
月
一
七
日
条
。

（
40
） 

こ
の
頃
の
大
宰
府
長
官
と
海
商
の
紐
帯
に
つ
い
て
は
、﹇
山
内 

二
〇
〇
三（
第
二
部
第
四
章
）﹈を
参
照
。

（
41
） 『
御
堂
関
白
記
』寛
仁
元
年
七
月
一
二
日
条
に
よ
れ
ば
、
同
年
五
月
に
道
長
の
藏
か
ら
一
〇
〇
〇
両
を
越
す
金
と
唐
綾
が
盗
ま
れ
て
い
る
。

（
42
） 

長
暦
元（
一
〇
三
七
）年
に
来
航
し
た
莫
晏
誠
の
事
例（『
春
記
』長
暦
四
年
四
月
二
七
日
〜
六
月
二
四
日
条
）を
参
照
す
れ
ば
、「
貨
物
」・「
和
市
物
」

は
減
少
傾
向
に
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
一
一
世
紀
に
な
っ
て
年
紀
に
違
反
し
、
廻
却
対
象
と
な
っ
た
海
商
か
ら
も「
貨
物
」を
受
け
取
る
事
態

が
み
ら
れ
る
の
も（『
小
右
記
』長
元
元（
一
〇
二
八
）年
一
一
月
二
九
日
条
な
ど
）、
こ
の
こ
と
と
関
係
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
43
） 

中
込
律
子
は
、
藤
原
道
長
が
受
領
か
ら
の
貢
進
・
贈
与
に
よ
り
各
地
か
ら
馬
を
集
積
す
る
と
と
も
に
、
貴
族
社
会
に
と
っ
て
の
最
大
の
供
給
者
で
あ
っ

た
こ
と
を
論
じ
て
い
る﹇
中
込 

二
〇
一
三（
第
六
章
）﹈。
唐
物
流
通
の
実
態
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、
同
様
の
構
図
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。

（
44
） 『
中
右
記
』大
治
二（
一
一
二
七
）年
一
二
月
二
六
日
条
。

（
45
） 『
長
秋
記
』長
承
二（
一
一
三
三
）年
八
月
一
三
日
条
。
こ
の
記
事
は
、
海
商
周
新
船
の
積
荷
を
め
ぐ
っ
て
神
崎
荘
預
所
・
院
御
厩
別
当
の
平
忠
盛

と
大
宰
府（
権
帥
は
藤
原
長
実
）が
対
立
し
た
事
件
に
関
わ
る
。
多
く
の
先
行
研
究
が
言
及
し
て
お
り
、
概
ね
長
実
の
主
張
の
通
り
、
忠
盛
が
鳥
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羽
院
の
権
威
を
笠
に
朝
廷
先
買
権
を
否
定
し
た
事
件
と
評
価
さ
れ
て
い
る﹇
石
井 

一
九
九
八
、
渡
邊 

二
〇
一
二（
第
八
章
）﹈。
し
か
し
こ
の
事
件

に
つ
い
て
は
、
大
宰
府
が
行
使
す
る「
先
買
」権
の
変
容（
注
28
参
照
）と
、
権
帥
長
実
が
忠
盛
と
同
じ
く
鳥
羽
院
の
院
司
で
あ
っ
た
こ
と﹇
髙
橋 

二
〇
一
一（
付
表
）﹈を
踏
ま
え
て
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
す
く
な
く
と
も
、
中
世
に
つ
な
が
る
新
た
な
貿
易
方
式
と
旧
来
か
ら
の
貿

易
管
理
制
度
が
衝
突
し
た
事
件
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
は
、
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
46
） 

陣
定
の
意
義
・
性
格
に
つ
い
て
は
、﹇
今 

一
九
九
五
﹈を
参
照
。

（
47
） 

も
っ
と
も
、
海
商
の
来
着
時
の
存
問
と
天
皇
へ
の
奏
上
が
な
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
の
実
証
は
至
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
長
承
二
年
以
降
、
そ
れ

が
な
さ
れ
た
徴
証
も
な
い﹇
山
内 

二
〇
〇
三（
第
二
部
第
一
章
）﹈た
め
、
通
説
に
従
っ
て
お
き
た
い
。

（
48
） 

た
だ
し
、
天
皇
家
・
公
卿
が
大
宰
府
と
い
う
卓
越
し
た
現
地
勢
力
を
介
し
て
海
商
と
関
係
を
持
っ
た
摂
関
期
に
比
し
て
、
荘
園
制
の
展
開
を
反
映

し
て
多
極
化
し
た
現
地
と
の
パ
イ
プ
を
通
じ
て
中
央
権
力
が
海
商
と
結
び
つ
い
た
院
政
期
・
鎌
倉
期
の
方
が
博
多
周
辺
で
の
競
合
は
熾
烈
で
あ

り
、
そ
の
な
か
で
優
位
性
を
保
つ
た
め
に
主
家
の
関
与
が
直
接
化
し
や
す
か
っ
た
の
は
た
し
か
で
あ
る
。
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SUMMARY

A Re-examination of the Trade Control System during the Heian Period

Tsubasa Nakamura

�is paper examines the history of maritime exchange between Japan and 
China from the ninth to the twelfth centuries focusing on the system for the 
control and management of maritime trade in Japan. Until the 1980s, scholars 
accepted the theory advocated by Mori Katsumi in 1948. Mori claimed that the 
state control of trade collapsed a�er the latter half of the tenth century. However, 
since the end of the 1980s, this view has been challenged and new scholars have 
clari�ed that governmental control of overseas trade was maintained even in the 
�rst half of the twel�h century, thereby successfully refuting Mori’s theory. 

However, we do not have enough studies on how the Japanese government 
controlled and managed the traders in this period. Recent studies regard the 
governmental control of maritime trade as a consistent system based on the 
Ritsu-ryo system from the ninth to the �rst half of the twel�h century, and they 
list the three main characteristics of this system; (1) the o�cer had to report the 
arrival of the merchants to the Emperor each time, (2) the Emperor had first 
access to imported items, (3) the merchants had to observe the visitor rules and 
regulations that were framed in 911. However, when the central court invested 
Dazai-fu, a governing institution of the Kyushu province, with the power to 
manage the trade from the eleventh century onwards, the latter two character-
istics existed in name only and the principles of the control system gradually 
transformed throughout the eleventh century. �e system that transformed from 
the eleventh century was the starting point of the “medieval” system maintained 
until the fourteenth century rather than merely an extension of the Ritsu-ryo 
system.
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