
日
本
古
代
の
外
国
使
節
迎
接
に

つ
い
て

栗

田

さ
や
か

77日 本古代の外国使節迎接 について

古
代
の
外
国
使
節

へ
の
迎
接
は
、
主
に
朝
鮮
半
島
諸
国
か
ら
の
使
者
を
対
象
に
展
開
さ
れ
、
各
時
期
の
国
内
外
の
諸
事
情
を
踏
ま
え
て
そ
の

体
制
は
多
様
な
変
貌
を
遂
げ
た
。
近
年
で
は
、
こ
の
迎
接
体
制
を
探
る
こ
と
で
古
代
日
本
の
対
外
関
係
ば
か
り
で
は
な
く
、
国
内
に
お
け
る
外

交
権

の
所
在
を
め
ぐ

っ
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
本
稿
で
は
、
奈
良
時
代
に
完
成
さ
れ
た
天
皇
主
催
の
外
交
儀
礼
、
い
わ
ゆ
る

「賓
礼
」
の
確
立
か
ら
、
平
安
時
代
に
特
徴
的
な
太
政
官

を
中
心
と
す
る
迎
接

へ
と
変
化
を
促
し
た
転
換
期
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
先
行
研
究
に
よ

っ
て
、
奈
良
時
代
と
平
安
時
代
の
迎
接
に
お
け

る
違

い
は
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
契
機
と
な

っ
た
時
期
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ

る
。

変
化
を
現
す
材
料
の

一
つ
と
し
て
、
迎
接
の
運
営
主
体
で
あ
る
太
政
官

・
治
部
省

・
玄
蕃
寮
と
迎
接
の
実
務
を
担
当
す
る
迎
接
使
に
つ
い
て

取
り
上
げ
た
。
前
者
に
つ
い
て
は
平
安
時
代
の
迎
接
運
営

へ
の
関
与

の
在
り
方
を
確
認
す
る
と
、
太
政
官
は
使
節
の
到
着
時
か
ら
京
内
で
行
わ

れ
る
儀
式
、
帰
国
に
関
し
て
全
体
的
に
指
示
を
与
え
る
総
括
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
は
奈
良
時
代
か
ら

一
貫
し
て
い
る
が
、
担
当
主

体
が
弁
官
か
ら
、
平
安
時
代
中
期
に
は
行
事
所
が
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。
治
部
省

・
玄
蕃
寮
に
つ
い
て
は
、
京
内
に
居
て
実
務
を

担
当
す
る
迎
接
使
を
通
じ
て
外
交
事
務

一
般
を
担
当
し
て
い
た
が
、
迎
接
使

の
活
動
が
目
立

っ
て
く
る
と
形
式
的
な
役
割
を
担
う
の
み
に
な

っ
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昭

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
、
迎
接
使
に
つ
い
て
は
主
に
平
安
時
代
中
期
に
な

っ
て
か
ら
記
録
に
の
こ
る
た
め
、
各
迎
接
使
の
成
立
時
期

を
推
定
し
た
上
で
そ
の

職
掌

に
つ
い
て
検
討
し
た
。
す
る
と
、
使
節
に
付
き
添

っ
て
実
務
に
あ
た
る
迎
接
使

の
成
立
時
期
は
奈
良
時
代
に
ま

で
遡
る
も
の
と
み
ら
れ
、

職
掌

は
平
安
時
代
に
な
る
と
拡
大
さ
れ
て
太
政
官
と
の
連
携
も
強
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
儀
式
主
催
者
の
代
理
と
し
て
の
迎
接
使
は
、
各
儀
式

と
成
立
時
期
を
同
じ
に
す
る
と
判
断
す
れ
ば
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
奈
良
時
代
に
ま
で
遡
り
、
太
政
官
主
催
の
儀
式
を
担
当
す
る
者
は
平
安
時
代
前

期
に
成
立
し
た
。

こ
の
よ
う
な
職
掌
の
拡
大
も
し
く
は
後
退
と

い
う
変
化
は
、
迎
接
に
含
ま
れ
る
各
儀
式
の
整
備

・
拡
充
や
新
設
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
考
え

ら
れ

る
。
そ
こ
で
、
奈
良
時
代
末
期
か
ら
進
め
ら
れ
て
き
た
儀
式
整
備
の
完
成
時
期
で
あ
る
嵯
峨
朝
は
、
外
交
儀
礼

の
歴
史
に
お
い
て
も
何
ら

か
の
意
味
を
持

つ
も
の
と
推
測
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
弘
仁
年
間
は
多
く
の
渤
海
使
節
が
平
安
京
に
呼
ば
れ
て
賓

礼
に
あ
ず
か

っ
て
い
る
。

ま
た

、
鴻
膿
館

の
整
備
が
進
め
ら
れ
、
迎
接
使
任
命
に
関
す
る
宣
旨
が
出
さ
れ
た
り
、
迎
接
使
に
よ
る
記
録
の
管
理
を
徹
底
し
て
い
る
の
も
こ

の
時
期

の
特
徴
で
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
、
弘
仁
年
間
は
奈
良
時
代
か
ら
の
天
皇
主
体
の
賓
礼
の
在
り
方
を
厳
守
し
よ
う
と
す
る
側
面
を
持
ち

な
が
ら
も
、
太
政
官
主
体
の
儀
式
も
と
り
入
れ
た
時
期
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
後
に
迎
接
が
太
政
官
中
心
の
体
制
に
変
化
し
て
い
く
こ
と
の
先

駆
け
と
な

っ
た
。

こ
の
弘
仁
年
間
に
お
け
る
迎
接
体
制
整
備
の
動
き
や
渤
海
使
節
優
遇
の
態
度
は
、
こ
の
後
天
長
年
間
以
降
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、

む
し

ろ
貿
易
目
的
の
渤
海
使
を
京
内
に
て
も
て
な
す
こ
と
に
反
対
す
る
声
は
大
き
く
な

っ
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
、
平
安
時
代
に
お
け
る
迎
接
体

制
の

一
つ
の
画
期
と
は
嵯
峨
朝
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
結
論
に
至

っ
た
。
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