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【
要
約
】

幕
藩
制
国
家
の
中
で
朝
鮮
と
の
関
係
を
司
っ
て
い
た
対
馬
藩
は
︑
貿
易
に
藩
財
政
を
依
存
し
て
い
た
︒
そ
し
て
対
馬
藩
は
︑
外
交
・
貿
易
船
で

あ
る
送
使
の
増
設
を
朝
鮮
側
に
求
め
て
い
た
︒
そ
の
一
環
と
し
て
要
請
さ
れ
た
﹁
権
現
堂
送
使
﹂
は
︑
朝
鮮
と
の
国
交
回
復
を
藩
に
任
せ
︑
両
国
に
平
和

を
も
た
ら
し
た
存
在
と
さ
れ
る
東
照
大
権
現
へ
の
供
養
を
名
目
と
し
た
も
の
で
あ
る
︒
本
稿
は
︑
こ
の
権
現
堂
送
使
に
着
目
し
︑
そ
の
新
設
交
渉
の
過
程

か
ら
日
朝
関
係
に
お
け
る
対
馬
藩
と
朝
鮮
側
双
方
の
立
場
を
照
射
す
る
試
み
で
あ
る
︒
東
照
大
権
現
へ
の
供
養
と
い
う
送
使
の
名
分
に
は
︑
幕
府
の
承
認

を
要
す
る
が
︑
藩
が
独
自
に
活
用
し
て
財
政
の
拡
充
を
目
指
し
た
こ
と
が
ま
ず
注
目
さ
れ
る
︒
対
馬
藩
は
一
旦
︑
朝
鮮
側
と
合
意
に
至
っ
た
も
の
の
︑
幕

府
の
承
諾
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
り
︑
結
局
権
現
堂
送
使
の
新
設
を
諦
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
後
も
対
馬
藩
は
︑
朝
鮮
と
の
交
渉

に
お
い
て
権
現
堂
送
使
を
建
前
と
し
︑
藩
の
利
益
に
関
わ
る
そ
の
他
の
外
交
案
件
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
活
用
し
て
い
っ
た
︒

史
林

一
〇
〇
巻
四
号

二
〇
一
七
年
七
月

は

じ

め

に

近
世
日
本
の
対
外
関
係
の
あ
り
方
を
指
す
﹁
鎖
国
﹂
制①
に
つ
い
て
は
︑
徳
川
幕
府
が
外
国
と
の
窓
口
を
い
わ
ゆ
る
﹁
四
つ
の
口
﹂
に
限
定
し
︑

直
轄
領
の
長
崎
を
中
心
に
︑
ほ
か
の
三
つ
の
藩
︵
薩
摩
・
対
馬
・
松
前
︶
に
外
国
と
の
関
係
を
管
掌
さ
せ
て
い
た②
と
説
明
さ
れ
て
き
た
︒
ま
た
︑

﹁
鎖
国
﹂
制
の
産
物
と
し
て
︑
幕
藩
制
国
家
は
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
自
己
を
中
心
と
し
た
﹁
国
際
﹂
秩
序
を
設
定
し
︑
国
内
で
樹
立
し
た
権
威
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の
﹁
国
際
﹂
的
確
認
︑
す
な
わ
ち
﹁
日
本
型
華
夷
意
識
﹂
を
形
成
し
て
い
た③
と
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
関
わ
る
演
出
と
し
て
幕
府
は
︑
﹁
鎖
国
﹂

制
が
根
付
く
時
期
で
あ
る
十
七
世
紀
半
ば
に
お
い
て
︑
初
代
将
軍
徳
川
家
康
を
祀
っ
た
日
光
東
照
宮
へ
外
国
か
ら
の
使
節
を
参
詣
さ
せ
て
い
る
︒

異
国
使
節
の
日
光
東
照
宮
参
詣
に
よ
っ
て
︑
東
照
大
権
現
は
朝
鮮
や
琉
球
に
対
し
て
平
和
を
も
た
ら
し④
︑
他
国
と
の
関
係
を
庇
護
す
る
神
と
し

て
設
定
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
︒
さ
ら
に
︑
幕
府
に
よ
る
家
康
の
神
格
化⑤
は
諸
藩
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
︑
東
照
宮
は
﹁
公
儀
﹂
と
徳
川
家
の

守
護
神
と
し
て
諸
大
名
に
勧
請⑥
・
崇
敬
さ
れ
て
い
た⑦
︒

異
国
使
節
の
東
照
宮
参
詣
に
つ
い
て
真
栄
平
房
昭
は
︑
琉
球
使
節
の
日
光
・
上
野
・
鹿
児
島
東
照
宮
参
詣
の
検
討
か
ら
︑
薩
摩
藩
に
と
っ
て

東
照
大
権
現
の
﹁
御
威
光
﹂
が
琉
球
支
配
の
現
実
を
支
え
る
道
具
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た⑧
と
論
じ
た
︒
ま
た
︑
対
馬
藩
が
参
画
し
た
朝
鮮
通

信
使
の
日
光
参
詣⑨
に
つ
い
て
も
数
多
く
の
研
究
が
存
在
す
る
が
︑
そ
の
中
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
対
馬
藩
内
に
勧
請
さ
れ
た
東
照
宮
に
言
及

し
た
山
口
華
代
の
研
究
で
あ
る
︒
山
口
は
︑
通
信
使
の
日
光
参
詣
を
概
観
し
た
上
で
︑
対
馬
藩
が
藩
内
の
東
照
宮
に
通
信
使
を
参
詣
さ
せ
よ
う

と
し
た
計
画
を
分
析
し
︑
そ
の
理
由
が
対
馬
東
照
宮
へ
の
香
火
船
︵
祭
祀
費
用
の
提
供
を
名
目
と
す
る
外
交
・
貿
易
船
︶
の
設
置
を
朝
鮮
側
に
要
請

す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る⑩
︒

こ
の
よ
う
に
︑
藩
が
東
照
宮
を
め
ぐ
る
儀
礼
を
執
り
行
お
う
と
し
た
理
由
は
︑
そ
れ
が
藩
に
と
っ
て
も
有
用
な
面
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ

ろ
う
︒
ま
た
︑
﹁
四
つ
の
口
﹂
の
藩
が
相
手
国
と
の
間
で
企
て
た
東
照
宮
儀
礼
は
︑
幕
府
の
合
意
を
得
な
い
ま
ま
︑
藩
が
主
導
し
た
小
さ
な
外

交
儀
礼
で
あ
り
︑
そ
こ
に
は
藩
独
自
の
何
ら
か
の
意
図
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
﹁
四
つ
の
口
﹂
に
お
け
る
藩

独
自
の
東
照
宮
政
策
を
把
握
す
る
こ
と
で
︑
近
世
の
対
外
関
係
が
藩
と
い
う
主
体
を
含
め
︑
よ
り
多
面
的
に
理
解
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

か
か
る
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
︑
本
稿
に
お
い
て
は
対
馬
藩
に
目
を
向
け
る
こ
と
と
し
た
い
︒
対
馬
藩
は
︑
山
口
の
指
摘
の
通
り
︑

十
七
世
紀
後
半
に
東
照
大
権
現
へ
の
供
養
を
名
目
と
す
る
﹁
権
現
堂
送
使⑪
﹂
と
い
う
外
交
・
貿
易
船
の
新
設
を
朝
鮮
側
に
要
求
し
て
い
た
︒

﹁
権
現
堂
﹂
と
は
︑
朝
鮮
側
や
対
馬
藩
が
対
馬
東
照
宮
を
呼
ん
だ
名
称
で
あ
り
︑
権
現
堂
送
使
は
藩
内
に
勧
請
さ
れ
た
東
照
宮
の
活
用
の
あ
り

方
に
つ
い
て
考
察
す
る
重
要
な
素
材
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
と
こ
ろ
が
︑
当
該
期
に
お
け
る
権
現
堂
送
使
の
新
設
交
渉
は
︑
三
〇
余
年
間
続
け
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ら
れ
︑
結
局
は
頓
挫
し
て
し
ま
う
︒
た
だ
し
︑
権
現
堂
送
使
の
新
設
交
渉
に
つ
い
て
︑
山
口
の
研
究
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
注
目
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
権
現
堂
送
使
の
新
設
を
朝
鮮
側
が
一
度
は
承
諾
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

こ
の
事
実
に
言
及
し
た
の
は
︑
雨
森
芳
洲
の
対
朝
鮮
外
交
を
分
析
し
た
米
谷
均
で
あ
る
︒
芳
洲
の
記
録
か
ら
米
谷
は
︑
十
七
世
紀
に
お
け
る

権
現
堂
送
使
の
新
設
要
請
は
︑
実
は
対
馬
藩
が
本
当
に
新
設
を
目
論
ん
だ
も
の
で
は
な
く
︑
朝
鮮
側
に
圧
力
を
か
け
る
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る⑫
︒
十
七
世
紀
後
半
に
対
馬
藩
は
︑
貿
易
仕
法
の
改
正⑬
や
倭
館
移
館
交
渉⑭
な
ど
︑
朝
鮮
と
の
間
で
藩
の
利
益
を

め
ぐ
る
様
々
な
交
渉
に
直
面
し
て
い
た
︒
よ
っ
て
︑
当
該
期
の
朝
鮮
関
係
に
つ
い
て
︑
米
谷
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
対
馬
藩
の
真
意
を
想
定
し
な

が
ら
︑
権
現
堂
送
使
の
件
を
含
め
て
全
体
的
に
再
検
討
す
る
作
業
が
求
め
ら
れ
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
権
現
堂
送
使
の
新
設
要
請
に
つ
い
て
た

だ
頓
挫
し
た
と
い
う
結
果
に
止
ま
ら
ず
︑
よ
り
深
層
的
な
考
察
を
加
え
る
こ
と
で
︑
﹁
四
つ
の
口
﹂
の
一
つ
と
し
て
朝
鮮
と
の
外
交
・
貿
易
を

司
っ
て
い
た
対
馬
藩
の
立
場
が
捉
え
ら
れ
︑
さ
ら
に
は
十
七
世
紀
後
半
に
お
け
る
日
朝
関
係
の
新
た
な
性
格
も
把
握
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

そ
こ
で
︑
権
現
堂
送
使
の
新
設
計
画
や
朝
鮮
側
と
の
交
渉
推
移
︑
そ
し
て
最
終
的
に
そ
れ
が
霧
散
す
る
過
程
を
︑
当
時
対
馬
藩
が
置
か
れ
た

状
況
か
ら
照
射
し
︑
対
馬
東
照
宮
を
め
ぐ
る
藩
の
思
惑
に
接
近
し
た
い
︒
そ
れ
に
先
立
ち
︑
芳
洲
の
記
録
に
着
目
し
た
先
行
研
究
の
指
摘
を
参

照
し
︑
十
七
世
紀
後
半
に
お
い
て
権
現
堂
送
使
の
新
設
要
請
が
有
し
て
い
た
表
裏
二
面
性
を
究
明
す
る
︒
そ
こ
か
ら
︑
権
現
堂
送
使
が
持
つ
意

味
合
い
を
︑
当
該
期
に
お
け
る
日
朝
関
係
の
全
体
像
か
ら
同
時
代
的
な
立
場
で
明
ら
か
に
し
た
い
︒
続
け
て
︑
権
現
堂
送
使
に
関
わ
る
言
説
を

通
じ
て
︑
対
馬
藩
の
東
照
宮
政
策
が
持
つ
特
性
︑
ま
た
日
朝
関
係
や
幕
藩
関
係
に
つ
い
て
の
藩
の
立
場
や
認
識
も
読
み
取
る
こ
と
を
目
指
す
︒

な
お
︑
分
析
に
当
た
っ
て
は
︑
対
馬
藩
の
史
料
だ
け
で
な
く
︑
朝
鮮
側
の
史
料
も
積
極
的
に
活
用
す
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
権
現
堂
送
使
の
新
設

は
朝
鮮
に
対
す
る
要
請
で
あ
っ
た
た
め
︑
朝
鮮
側
の
史
料
か
ら
関
連
内
容
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
一
方
︑
そ
れ
に
つ
い
て
の
分
析
は
︑
十
分
と

は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
は
綿
密
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
朝
鮮
側
の
史
料
を
用
い
る
こ
と
で
︑
幕
府
や
対
馬
藩
側
の
記
録
に

は
残
さ
れ
て
い
な
い
多
く
の
事
実
を
新
た
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
︑
ま
た
権
現
堂
送
使
の
新
設
要
請
に
対
す
る
朝
鮮
側
の
立
場
も
把
握

し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
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①

朝
尾
直
弘
﹁
鎖
国
制
の
成
立
﹂
︵
﹃
朝
尾
直
弘
著
作
集
﹄
第
三
巻
︑
岩
波
書
店
︑

二
○
○
四
年
︑
初
出
一
九
七
〇
年
︶
︒

②

荒
野
泰
典
﹁
大
君
外
交
体
制
の
成
立
﹂
︵
﹃
近
世
日
本
と
東
ア
ジ
ア
﹄
東
京
大
学

出
版
会
︑
一
九
八
八
年
︑
初
出
一
九
八
一
年
︶
一
六
一
頁
︒

③

前
掲
注
①
朝
尾
論
文
︑
三
一
三
頁
︒

④

倉
地
克
直
﹁
﹁
公
儀
の
神
﹂
と
民
衆
﹂
︵
﹃
近
世
の
民
衆
と
支
配
思
想
﹄
柏
書
房
︑

一
九
九
六
年
︶
一
七
三
頁
︒

⑤

徳
川
家
康
の
神
格
化
に
つ
い
て
は
︑
曽
根
原
理
﹃
徳
川
家
康
神
格
化
へ
の
道

中
世
天
台
思
想
の
展
開

﹄
︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
六
年
︶
︑
野
村
玄

﹃
天
下
人
の
神
格
化
と
天
皇
﹄
︵
思
文
閣
出
版
︑
二
○
一
五
年
︶
な
ど
を
参
照
︒

⑥

江
戸
時
代
︑
諸
藩
が
勧
請
し
た
東
照
宮
に
関
し
て
は
︑
総
合
的
な
研
究
と
し
て
︑

高
藤
晴
俊
﹃
家
康
公
と
全
国
の
東
照
宮
﹄
︵
東
京
美
術
︑
一
九
九
二
年
︶
︑
中
野
光

浩
﹃
諸
国
東
照
宮
の
史
的
研
究
﹄
︵
名
著
刊
行
会
︑
二
○
○
八
年
︶
な
ど
が
あ
る
︒

ま
た
︑
個
別
藩
の
事
例
に
つ
い
て
は
︑
倉
地
克
直
﹁
東
照
宮
祭
礼
に
つ
い
て
﹂

︵
前
掲
注
④
著
書
︶
︑
中
野
光
浩
﹁
仙
台
東
照
宮
祭
礼
﹂
︵
上
掲
書
︑
初
出
一
九
九

六
年
︶
な
ど
︑
様
々
な
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
︒

⑦

朝
尾
直
弘
﹁
将
軍
政
治
の
権
力
構
造
﹂
︵
前
掲
注
①
著
書
︑
初
出
一
九
七
五
年
︶

二
六
四
頁
︒
江
戸
時
代
に
お
け
る
﹁
公
儀
﹂
の
概
念
に
つ
い
て
は
︑
藤
井
讓
治

﹁
﹁
公
儀
﹂
国
家
の
形
成
﹂
︵
﹃
幕
藩
領
主
の
権
力
構
造
﹄
岩
波
書
店
︑
二
○
○
二

年
︶
も
参
照
︒

⑧

真
栄
平
房
昭
﹁
幕
藩
制
国
家
の
外
交
儀
礼
と
琉
球

東
照
宮
儀
礼
を
中
心
に

﹂
︵
﹃
歴
史
学
研
究
﹄
六
二
○
︑
一
九
九
一
年
︶
︒

⑨

朝
鮮
通
信
使
の
日
光
参
詣
に
関
す
る
代
表
的
な
研
究
は
︑
三
宅
英
利
﹃
近
世
日

朝
関
係
史
の
研
究
﹄
︵
文
献
出
版
︑
一
九
八
六
年
︶
︑
李
元
植
﹃
朝
鮮
通
信
使
の
研

究
﹄
︵
思
文
閣
出
版
︑
一
九
九
七
年
︶
な
ど
が
あ
る
︒

⑩

山
口
華
代
﹁
近
世
日
本
の
外
交
儀
礼
と
東
照
宮
信
仰

対
馬
藩
の
東
照
宮
勧

請
を
中
心
に

﹂
︵
松
原
孝
俊
編
﹃
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
朝
鮮
通
信
使
研
究

海
峡
あ
れ
ど
国
境
な
し

﹄
花
書
院
︑
二
○
一
○
年
︶
︒

⑪

朝
鮮
側
の
史
料
に
は
﹁
権
現
堂
送
使
﹂
と
い
う
表
現
よ
り
︑
﹁
権
現
堂
香
火
之

資
﹂
や
﹁
権
現
堂
請
船
事
﹂
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
︒
し
か
し
︑
そ

の
中
身
は
後
述
す
る
よ
う
に
︑
﹁
万
松
院
送
使
﹂
の
前
例
に
従
っ
て
対
馬
藩
か
ら

朝
鮮
ヘ
派
遣
す
る
送
使
の
新
設
を
求
め
る
こ
と
で
あ
り
︑
ま
た
﹃
典
客
司
日
記
﹄

第
六
︑
孝
宗
八
年
︵
一
六
五
七
︶
二
月
二
十
三
日
の
記
事
に
﹁
権
現
堂
送
使
﹂
と

い
う
用
例
が
確
認
さ
れ
る
︒
よ
っ
て
︑
本
稿
で
は
対
馬
東
照
宮
へ
の
祭
祀
費
用
の

提
供
を
名
目
と
し
︑
対
馬
藩
が
朝
鮮
側
に
新
設
を
要
請
し
た
香
火
船
を
︑
﹁
権
現

堂
送
使
﹂
と
称
す
る
︒

⑫

米
谷
均
﹁
雨
森
芳
洲
の
対
朝
鮮
外
交

﹁
誠
信
之
交
﹂
の
理
念
と
実
態

﹂
︵
﹃
朝
鮮
学
報
﹄
一
四
八
︑
一
九
九
三
年
︶
︒

⑬

田
代
和
生
﹁
﹁
兼
帯
の
制
﹂
成
立
と
貿
易
仕
法
の
改
変
﹂
︵
﹃
近
世
日
朝
通
交
貿

易
史
の
研
究
﹄
創
文
社
︑
一
九
八
一
年
︶
︒

⑭

倭
館
移
館
交
渉
に
つ
い
て
は
︑
田
代
和
生
﹁
草
梁
倭
館
の
設
置
と
機
能
﹂
︵
前

掲
注
⑬
著
書
︶
︑
尹
裕
淑
﹁
草
梁
倭
館
へ
の
移
館
と
倭
館
の
造
営
・
修
理
・
改
建
﹂

︵
﹃
近
世
日
朝
通
交
と
倭
館
﹄
岩
田
書
院
︑
二
○
一
一
年
︑
初
出
二
〇
〇
三
年
︶

な
ど
を
参
照
︒

30 (494)



一

対
馬
東
照
宮
の
勧
請
と
権
現
堂
送
使

︵
一
︶

朝
鮮
と
の
国
交
回
復
と
対
馬
藩
の
送
使
船
貿
易

ま
ず
︑
十
七
世
紀
初
期
に
お
け
る
対
馬
藩
の
状
況
を
通
じ
て
︑
対
馬
東
照
宮
の
勧
請
経
緯
を
検
討
し
て
い
き
た
い
︒

対
馬
は
︑
島
内
で
の
自
給
自
足
が
で
き
ず
︑
従
来
朝
鮮
と
の
貿
易
に
依
存
し
て
い
た
が
︑
﹁
文
禄
の
役
﹂
に
よ
っ
て
朝
鮮
と
の
関
係
は
断
絶

し
︑
危
機
が
迫
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
戦
争
が
終
わ
る
と
︑
対
馬
の
宗
家
は
朝
鮮
と
の
交
渉
を
試
み
た
︒
一
方
︑
関
ヶ
原
の
戦
い
の
後
︑
日
本
の

第
一
実
力
者
に
な
っ
た
徳
川
家
康
も
︑
朝
鮮
と
の
国
交
回
復
を
宗
義
智
に
任
せ
た
︒
そ
し
て
対
馬
藩
は
︑
被
虜
人
送
還
を
行
い
な
が
ら
朝
鮮
と

の
講
和
交
渉
に
臨
み
︑
朝
鮮
側
か
ら
﹁
回
答
兼
刷
還
使
﹂
を
招
く
こ
と
に
成
功
し
た
︒
朝
鮮
と
の
交
渉
に
お
い
て
対
馬
藩
は
︑
国
交
回
復
は
家

康
の
意
向
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
朝
鮮
側
へ
宣
伝
し
︑
日
朝
関
係
の
仲
介
者
と
い
う
自
身
の
位
置
づ
け
を
強
調
す
る
こ
と
で
︑
外
交
・
貿
易
に

関
わ
る
従
来
の
特
権
を
幕
府
や
朝
鮮
か
ら
認
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る①
︒

ま
た
︑
朝
鮮
と
の
貿
易
再
開
を
め
ぐ
っ
て
も
対
馬
藩
は
︑
慶
長
十
四
年
︵
一
六
○
九
︶
に
己
酉
約
条
の
締
結
を
達
成
し
た
︒
己
酉
約
条
に
よ

り
︑
朝
鮮
側
は
対
馬
藩
に
二
○
隻
の
年
礼
送
使②
︵
歳
遣
船
︶
を
派
遣
す
る
権
利
を
許
可
し
た
︒
日
本
か
ら
朝
鮮
へ
渡
航
す
る
使
船
で
あ
る
送
使

は
︑
中
世
に
は
様
々
な
派
遣
主
体
が
存
在
し
た
が
︑
己
酉
約
条
に
よ
っ
て
送
使
派
遣
の
権
利
は
実
質
的
に
対
馬
藩
に
限
定
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
対

馬
藩
は
送
使
を
﹁
貿
易
の
た
め
ニ
罷
渡
候
事③
﹂
と
し
て
認
識
し
て
い
た
︒
送
使
の
派
遣
に
は
物
品
の
進
上
︵
柳
川
一
件
の
後
に
は
﹁
封
進
﹂
と
称

す
︶
・
回
賜
が
伴
う
と
と
も
に
︑
一
定
量
の
貿
易
︵
公
貿
易
︶
も
許
可
さ
れ
た
た
め
︑
対
馬
藩
に
固
定
収
益
を
も
た
ら
し
た
か
ら
で
あ
る
︒

一
方
︑
己
酉
約
条
に
よ
っ
て
対
馬
藩
は
送
使
の
派
遣
権
利
を
回
復
し
た
も
の
の
︑
﹁
文
禄
の
役
﹂
へ
の
参
加
を
朝
鮮
側
に
責
め
ら
れ
︑
戦
争

以
前
に
比
べ
て
歳
遣
船
の
削
減
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
以
前
に
は
外
交
・
貿
易
上
の
特
別
な
交
渉
の
際
に
派
遣
さ
れ
︑
歳
遣
船
定
約
数

の
枠
外
に
お
か
れ
て
い
た
﹁
特
送
船
﹂
も
︑
二
〇
隻
の
歳
遣
船
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
対
馬
藩
は
減
少
し
た
貿
易

十七世紀後半の日朝関係と対馬藩（李）
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量
の
挽
回
を
企
て
︑
様
々
な
名
目
を
通
じ
て
朝
鮮
側
に
﹁
図
書④
﹂
の
支
給
を
要
請
し
た
︒
図
書
は
︑
日
本
人
に
通
行
権
を
認
め
る
た
め
に
朝
鮮

側
が
支
給
し
た
銅
印
で
あ
り
︑
送
使
を
派
遣
し
て
貿
易
す
る
権
限
を
保
障
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
対
馬
藩
は
己
酉
約
条
で
定
め
ら

れ
た
歳
遣
船
と
は
別
に
︑
図
書
の
受
領
を
通
じ
て
い
わ
ゆ
る
規
外
送
使
で
あ
る
﹁
受
図
書
船
﹂
を
増
や
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
逆
に
︑
朝
鮮

側
に
と
っ
て
は
︑
送
使
の
新
設
に
よ
る
貿
易
支
出
が
経
済
的
な
負
担
に
な
っ
た
た
め
︑
で
き
る
だ
け
こ
れ
を
避
け
よ
う
と
し
た
︒

な
お
︑
朝
鮮
か
ら
送
使
の
新
設
が
許
さ
れ
る
と
︑
対
馬
藩
は
幕
府
に
そ
の
事
実
を
報
告
し
て
認
可
を
得
て
い
た
︒
後
に
︑
対
馬
藩
が
朝
鮮
貿

易
を
い
わ
ゆ
る
﹁
知
行
同
然⑤
﹂
と
唱
え
た
こ
と
を
み
て
も
︑
送
使
の
増
設
に
よ
る
貿
易
額
の
増
加
は
︑
対
馬
藩
に
と
っ
て
一
種
の
知
行
の
増
加

に
比
肩
す
る
と
い
え
よ
う
︒
た
だ
し
︑
享
保
十
三
年
︵
一
七
二
八
︶
に
雨
森
芳
洲
が
著
し
た
﹃
交
隣
提
醒
﹄
に
は
︑
送
使
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る⑥
︒

公
儀
へ
前
々
よ
り
被
仰
上
候
ハ
︑
両
国
誠
信
之
訳
を
以
年
中
ニ
弐
十
五
船
ツ
ヽ
被
指
渡
候
と
被
仰
上
置
︑
商
船
と
申
事
ハ
終
ニ
被
仰
上
無
之
候
︑
精
キ
御
尋

無
之
候
ハ
ヽ
︑
此
方
よ
り
商
船
と
申
事
被
仰
上
候
ニ
ハ
及
申
間
敷
候
︑

す
な
わ
ち
対
馬
藩
は
︑
﹁
弐
十
五
船
﹂
の
送
使
︵
歳
遣
船
二
〇
隻
と
受
図
書
船
︶
の
役
割
が
貿
易
で
な
く
︑
外
交
の
た
め
で
あ
る
と
︑
幕
府
に

対
し
て
は
曖
昧
に
報
告
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
こ
か
ら
は
︑
送
使
の
増
設
計
画
は
対
馬
藩
の
所
管
で
あ
り
︑
幕
府
か
ら
問
わ
れ
る
こ
と

が
な
い
限
り
︑
送
使
の
経
緯
を
具
体
的
に
は
報
せ
て
い
な
か
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
︒

そ
の
後
︑
朝
鮮
と
の
貿
易
体
制
は
︑
対
馬
藩
の
御
家
騒
動
で
あ
り
な
が
ら
︑
国
書
改
竄
に
よ
っ
て
外
交
問
題
に
ま
で
発
展
し
た
寛
永
十
二
年

︵
一
六
三
五
︶
の
﹁
柳
川
一
件⑦
﹂
を
機
に
改
変
さ
れ
た⑧
︒
ま
ず
︑
幕
府
や
朝
鮮
と
の
関
係
に
も
一
定
の
役
割
や
権
利
を
有
し
た
柳
川
氏
な
ど
の

勢
力
が
藩
か
ら
排
除
さ
れ
︑
従
来
は
藩
の
家
臣
に
も
分
配
さ
れ
て
い
た
送
使
船
派
遣
の
権
利
が
藩
主
の
も
と
に
集
中
し
︑
藩
営
化
さ
れ
た
︒
さ

ら
に
︑
寛
永
十
四
年
か
ら
実
施
さ
れ
た
﹁
兼
帯
の
制
﹂
は
︑
歳
遣
船
や
特
送
船
を
グ
ル
ー
プ
化
し
︑
使
行
手
順
を
一
括
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
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＜表�＞ 「九送使」一覧

＊田代和生『近世日朝通交貿易史の研究』（創文社、一九八一年）の第三・六章参照。『増正交隣

志』「年例送使」、『辺例集要』巻一「送使」を参照し、一部補完した。

＊貿易量は、送使に策定された公木の量。木綿を数える単位である「同」は、木綿五〇疋に当たり、

対馬藩は同じ単位として「束」を使っていた。

＊「九送使」成立以前、すでに廃絶した送使には、次のようなものがあった。

⑴流芳院送使：国交回復を主導した対馬藩家臣柳川重信の菩提寺流芳院に対する朝鮮側からの香

火を名分とし、元和八年に万松院送使とともに新設された。公木量は、万松院送使と同じであ

ったと考えられる。柳川一件の後、図書が朝鮮側に返納され、復活されずに廃絶した。

⑵彦三送使：二代藩主宗義成の児名送使であり、慶長十六年に図書が発給された。普通、藩主襲

職の後には図書を返納するのが通例であったが、すぐには返されずに維持され、義成が没する

二年後の万治二年に返納された。

派遣月 送使名 兼 帯 図書支給年（初渡航年） 貿易量（総船数）

一月

歳遣第一船 −

慶長十四年（同十六年）

一一五同三一疋余

歳遣第二船 − 八同

歳遣第三船 − 八同

二月
歳遣第四船

歳遣第五〜十船 六同（七船）

歳遣第十一〜十七船 四同（七船）

以酊庵送使 − 寛永十六年（同十七年） 二五同一三疋余

三月
一特送使

二〜三特送使 慶長十四年（同十六年） 一五〇同（三船）

中絶船 −（寛永十二年） 三六同

六月
万松院送使 − 元和八年（寛永二年） 五三同一五疋

彦満送使 − 寛永十九年（同年） 三四同一四疋

八月 副特送使 − 寛永十六年（同十七年） 二〇〇同

総計 一〇〇〇同二三疋余

れ
は
︑
送
使
接
待
費
用
を
減
ら
そ
う
と
し
た
朝
鮮
側
の
意

図
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
対
馬
藩
は
兼
帯
さ
れ
た
船

に
つ
い
て
は
幕
府
へ
報
告
し
な
く
な
る
︒
ま
た
︑
兼
帯
の

制
に
よ
っ
て
︑
送
使
が
有
す
る
外
交
的
側
面
は
簡
素
化
さ

れ
︑
対
馬
藩
に
実
益
を
与
え
る
貿
易
的
側
面
に
役
割
が
集

中
し
︑
そ
の
代
わ
り
に
外
交
業
務
に
関
し
て
は
﹁
差
倭⑨
﹂

が
派
遣
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
最
後
に
︑
元
来
朝
鮮
側

は
日
本
と
の
公
貿
易
に
お
い
て
︑
民
衆
か
ら
税
と
し
て
徴

収
し
た
木
綿
の
﹁
公
木
﹂
を
支
払
っ
て
い
た
が
︑
品
質
の

低
下
に
よ
っ
て
対
馬
藩
は
︑
そ
の
一
部
を
米
で
換
算
し
て

払
う
こ
と
を
要
請
し
た
︒
そ
し
て
慶
安
四
年
︵
一
六
五
一
︶

に
約
定
さ
れ
た
の
が
﹁
換
米
の
制
﹂
で
あ
り
︑
公
木
の
代

わ
り
に
支
給
さ
れ
た
﹁
公
作
米⑩
﹂
は
︑
木
綿
と
米
の
一
般

取
引
率
︵
一
疋
：
五
斗
︶
よ
り
対
馬
藩
に
有
利
に
策
定
︵
一

疋
：
一
二
斗
︶
さ
れ
︑
ま
た
対
馬
藩
は
米
の
自
給
が
不
可

能
で
あ
っ
た
た
め
︑
米
の
獲
得
に
も
役
立
ち
︑
多
方
面
で

利
益
に
な
っ
た
︒

兼
帯
の
制
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
た
送
使
は
︑
月
別
に
グ

ル
ー
プ
化
さ
れ
て
﹁
八
送
使
﹂
と
呼
ば
れ
︑
三
代
藩
主
宗
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義
真
の
﹁
児
名
送
使
﹂
で
あ
る
﹁
彦
満
送
使
﹂
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
間
に
は
︑
︿
表
�
﹀
の
よ
う
に
﹁
九
送
使
﹂
と
称
さ
れ
た
︒
児
名
送
使
と

は
︑
藩
主
の
後
継
者
を
名
義
と
す
る
受
図
書
船
で
あ
り
︑
当
事
者
が
藩
主
に
襲
職
す
る
と
︑
図
書
を
朝
鮮
側
に
返
還
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ

っ
た
が
︑
十
七
世
紀
中
葉
に
は
特
例
的
に
二
隻
も
存
在
し
て
い
た
︵
詳
細
は
後
述
︶
︒

と
こ
ろ
で
︑
受
図
書
船
の
中
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
藩
主
宗
家
と
重
臣
柳
川
氏
の
菩
提
寺
を
名
義
と
す
る
﹁
万
松
院
送
使
﹂
と
﹁
流
芳
院

送
使
﹂
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
送
使
は
︑
国
交
回
復
の
功
を
朝
鮮
か
ら
認
め
ら
れ
た
初
代
藩
主
宗
義
智
や
重
臣
柳
川
氏
の
先
祖
に
対
す
る
香
火
船

で
あ
る
︒
祖
先
の
果
た
し
た
国
交
回
復
の
功
が
送
使
の
増
設
︑
つ
ま
り
藩
財
政
拡
充
の
名
分
に
な
っ
た⑪
の
で
あ
る
︒
そ
れ
と
同
様
に
︑
藩
内
に

勧
請
し
た
﹁
権
現
堂
﹂
の
名
義
で
︑
国
交
回
復
を
対
馬
藩
に
命
じ
た
と
さ
れ
る
徳
川
家
康
へ
の
供
養
を
名
分
と
し
︑
受
図
書
船
の
新
設
を
朝
鮮

側
に
要
請
し
た
も
の
が
﹁
権
現
堂
送
使
﹂
で
あ
っ
た
︒
︿
表
�
﹀
を
み
る
と
︑
寛
永
末
期
に
は
す
で
に
受
図
書
船
の
増
減
が
確
定
さ
れ
︑
公
貿

易
体
制
が
完
備
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
前
例
に
従
っ
て
後
の
時
期
に
設
け
ら
れ
た
児
名
送
使
を
除
く
と
︑
権
現
堂
送
使
は
対
馬
藩
の
受
図
書

船
新
設
計
画
の
最
後
に
企
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
ま
た
︑
権
現
堂
送
使
の
交
渉
は
三
〇
年
余
続
け
ら
れ
︑
ほ
か
の
送
使
が
数
年

余
り
の
交
渉
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
こ
と
に
比
べ
れ
ば
︑
長
期
間
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
結
局
新
設
に
は
至
ら
な
か
っ
た
︒

︵
二
︶

対
馬
東
照
宮
の
勧
請
と
権
現
堂
送
使

本
節
に
お
い
て
は
︑
ま
ず
対
馬
東
照
宮
の
勧
請
に
つ
い
て
説
明
し
︑
続
け
て
対
馬
藩
の
権
現
堂
送
使
新
設
計
画
を
概
観
す
る
︒

対
馬
藩
の
記
録
に
よ
る
と
︑
対
馬
東
照
宮
の
勧
請
は
︑
正
保
二
年
︵
一
六
四
五
︶
に
藩
主
宗
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
万
松
院
の
境
内
に
家
康
の

御
影
を
安
置
し
︑
﹁
御
影
堂
﹂
と
称
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
︒
ま
た
︑
同
四
年
に
は
万
松
院
が
居
城
の
後
ろ
に
移
転
さ
れ
︑
翌
年
対
馬
藩
は
そ

の
境
内
に
東
照
宮
を
建
て
直
し
︑
慶
安
元
年
︵
一
六
四
八
︶
に
完
工
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
元
禄
十
四
年
︵
一
七
〇
一
︶
に
な
る
と
︑
対
馬
東
照

宮
は
火
災
に
よ
っ
て
焼
失
し
︑
後
に
再
建
が
議
論
さ
れ
た
が
︑
寛
政
六
年
︵
一
七
九
四
︶
に
至
っ
て
漸
く
再
建
さ
れ
た⑫
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

対
馬
東
照
宮
勧
請
の
背
景
と
し
て
は
︑
柳
川
一
件
と
︑
対
馬
藩
が
参
画
し
た
朝
鮮
通
信
使
の
日
光
参
詣
が
指
摘
さ
れ
て
い
る⑬
︒
柳
川
一
件
は
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藩
主
側
の
勝
利
と
し
て
決
着
し
た
が
︑
藩
主
の
権
威
は
ま
だ
不
安
定
な
状
態
で
あ
っ
た⑭
︒
そ
の
た
め
︑
二
代
藩
主
宗
義
成
は
自
分
こ
そ
が
日
朝

関
係
の
仲
介
を
司
る
唯
一
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
幕
府
に
も
︑
ま
た
朝
鮮
側
に
も
納
得
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
か
か

る
状
況
下
で
︑
寛
永
十
三
年
︵
一
六
三
六
︶
に
朝
鮮
通
信
使
が
渡
日
し
た
︒
そ
の
際
︑
義
成
は
通
信
使
に
日
光
東
照
宮
参
詣
を
勧
誘
し
︑
そ
れ

を
成
就
さ
せ
て
同
行
し
た
︒
そ
の
後
︑
通
信
使
の
日
光
参
詣
は
︑
同
二
十
年
と
明
暦
二
年
︵
一
六
五
六
︶
に
も
行
わ
れ
た
︒
対
馬
東
照
宮
の
勧

請
は
︑
計
三
回
に
わ
た
る
通
信
使
の
日
光
参
詣
を
参
画
す
る
最
中
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
朝
鮮
と
の
関
係
を
司
る
と
い
う
役
割
が
︑

他
の
外
様
藩
に
比
べ
て
対
馬
藩
の
東
照
宮
勧
請
が
早
か
っ
た⑮
要
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
権
現
堂
送
使
の
新
設
要
請
を
把
握
す
る
た
め
に

は
︑
以
上
の
よ
う
な
東
照
宮
を
め
ぐ
る
対
馬
藩
の
立
場
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

権
現
堂
送
使
に
関
わ
る
内
容
は
︑
主
に
朝
鮮
側
史
料
か
ら
見
出
さ
れ
る
︒
次
は
︑
﹃
春
官
志
﹄
の
﹁
馬
島
権
現
堂
﹂
に
関
す
る
記
述
で
あ
る⑯
︒

馬
︵
対
馬
︶
島
権
現
︑
亦
た
家
康
の
廟
な
り
︒
島
主
義
成
︑
万
松
院
の
後
ろ
に
営
立
し
︑
此
れ
に
因
て
歳
遣
船
を
請
け
得
ん
と
欲
し
︑
順
治
乙
未
︑
渡
海
訳
官
李
亨
男

に
言
ひ
て
曰
く
︑
此
の
廟
既
に
設
け
て
︑
大
君
朝
夕
に
香
を
焚
く
僧
を
委
ね
送
る
︒
貴
国
亦
た
宜
し
く
念
を
垂
る
べ
し
︒
先
の
島
主
平
︵
宗
義
智
︶

義
智
︑
功
を
貴
国
に

有
す
る
が
故
︑
特
に
其
の
願
堂
万
松
院
の
香
火
の
資
を
給
ふ
︒
況
や
大
権
現
の
功
︑
義
智
に
下
ら
ざ
る
を
や
︒
香
火
の
資
︑
亦
た
当
に
一
体
に
賜
給
す
べ
し
︒

亨
男
︑
峻
し
く
辞
し
防
塞
す
︒
信
使
趙
珩
等
︑
還
り
の
次
に
及
び
︑
馬
島
の
義
成
︑
固
く
権
現
堂
に
於
て
宴
を
行
は
ん
と
請
ふ
︒
其
の
意
︑
将
に
執
り
て
口

実
と
為
さ
ん
と
す
︒
顕
ら
か
に
日
後
煩
請
の
状
有
り
て
︑
使
臣
拒
み
て
従
は
ず
︒

こ
れ
に
よ
る
と
︑
対
馬
藩
は
権
現
堂
を
万
松
院
の
後
ろ
に
建
て
た
後
︑
乙
未
年
︵
一
六
五
五
︑
明
暦
元
年
︶
に
万
松
院
送
使
の
前
例
を
挙
げ
︑

﹁
大
権
現
の
功
︑
義
智
に
下
ら
ざ
る
﹂
と
し
な
が
ら
権
現
堂
の
名
義
で
新
た
な
歳
遣
船
︵
送
使
︶
を
要
請
し
た
が
︑
朝
鮮
側
は
断
っ
た
︒
と
こ

ろ
が
︑
明
暦
通
信
使
が
帰
国
の
た
め
に
対
馬
に
泊
ま
る
際
︑
対
馬
藩
は
通
信
使
に
権
現
堂
で
宴
席
を
持
つ
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
︒
そ
れ
に
対

し
て
通
信
使
は
︑
後
の
﹁
口
実
﹂
と
さ
れ
な
い
た
め
︑
拒
絶
し
た
と
い
う
︒
通
信
使
の
洞
察
通
り
︑
対
馬
藩
は
権
現
堂
へ
の
﹁
香
火
の
資
﹂
を
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年 月 日 差倭名＜本名＞ 渡海目的／要請の場
同時に
行った
要請

癸巳年（一六五三、承応二）六〜閏七月 橘成正＜勝田五郎左衛門＞ 訳官護行／茶礼 −

甲午年（一六五四、承応三）十二月 平成正＜樋口弥五左衛門＞ 通信使請来／（不明） Ａ

乙未年（一六五五、明暦元）四〜七月 平成扶＜佐護式右衛門＞ 訳官護行／茶礼 Ａ

丙申年（一六五六、明暦二）二〜五月 源成幸＜平田将監＞ 通信使護行／宴享 ＡＥ

丁酉年（一六五七、明暦三）二〜三月 平成承＜大浦忠左衛門＞ 無書契差倭／茶礼 Ｇ

庚子年（一六六○、万治三）十月 平成友＜高勢新右衛門＞ 回礼・求貿／（不明） ＤＥ

癸卯年（一六六三、寛文三）三月 訳官使の手本 訳官使の島中問答 ＤＥ

乙巳年（一六六五、寛文五）一月 訳官使の手本 訳官使の島主接見 Ｅ

乙巳年（一六六五、寛文五）二〜五月 橘成陳＜井手弥六左衛門＞ 訳官護行／接待・宴享 Ｅ

乙巳年（一六六五、寛文五）十〜翌年三月 橘成陳＜井手弥六左衛門＞ 倭館滞留／（不明） ＥＧ

丙午年 五月（一六六六、寛文六）
＊『辺例集要』巻二、「送使」の記事

館守倭（平成之）
＜仁位孫右衛門＞

−／（不明） Ｇ

丙午年（一六六六、寛文六）十一〜十二月 橘成陳＜井手弥六左衛門＞ 訳官護行／（不明） Ｂ

丁未年（一六六七、寛文七）二月 訳官使の手本 訳官使と家老との問答 ＢＣ

丁未年（一六六七、寛文七）三〜五月 橘成陳＜井手弥六左衛門＞ 倭館滞留／宴享 ＢＣＤＥ

己酉年（一六六九、寛文九）十〜翌年二月 橘成陳＜井手弥六左衛門＞ 抜船事件論議／茶礼 ＣＤＥＧ

己未年（一六七九、延宝七）一月 訳官使の手本 訳官使行中 Ｆ

己未年（一六七九、延宝七）三〜四月 橘成陳＜井手弥六左衛門＞ 訳官護行／（不明） Ｆ

辛酉年（一六八一、延宝九）三月 平成次＜田嶋十郎兵衛＞ 訳官護行／茶礼 −

甲子年（一六八四、貞享元）一〜九月 平成次＜田嶋十郎兵衛＞ 訳官護行／茶礼 ＦＧ

＜表	＞ 『東莱府接倭状啓謄録可考事目録抄』における権現堂送使新設要請の推移

＊差倭の名前は、雨森芳洲『宗氏実録』（泉澄一編、清文堂出版、一九八八年）、長正統「日朝関係

における記録の時代」（『東洋学報』五○−四、一九六八年）参照。対馬に派遣された訳官使から

の報告である場合も、その欄に記載した。

＊Ａ：通信使派遣要請及び関連交渉、Ｂ：オランダ人送還要請、Ｃ：潜商の取締要請、Ｄ：倭館移

転要請、Ｅ：公作米関連交渉、Ｆ：右京送使新設要請、Ｇ：要請事項に関わる論議のため、訳官

派遣要請。

派 遣 時 期 訳 官 名 派 遣 目 的
香火の要請

国元 差倭

慶安四年（一六五一）二月〜四月 金謹行・尹誠立 島主還島

承応元年（一六五二）十二月〜翌年二月 洪喜男・韓相国 関白身死・島主還島 ○ ○

承応三年（一六五四）十二月〜翌年二月 李亨男・朴元郎 島主還島・信使節目講定 ○

明暦二年（一六五六）五月〜八月 李亨男・李信男 島主還島・島主子還島 ○

万治二年（一六五九）五月〜八月 洪喜男・朴元郎
島主還島・島主襲職・
島主身死

万治三年（一六六○）十一月〜十二月 金謹行・韓相国 島主還島・島中火災 ○

寛文三年（一六六三）二月〜三月 金謹行・李震興 島主還島・殺人倭処罰 ○

寛文四年（一六六四）十一月〜翌年一月 金謹行・卞爾標 島主還島・島主生子 ○ ○

寛文六年（一六六六）十二月〜翌年二月 金謹行・崔裕立 島主還島 ○ ○

寛文十二年（一六七二）九月〜翌年一月 金謹行・鄭文秀 島主還島

延宝三年（一六七五）十月〜翌年一月 韓時説・金振夏 島主還島

延宝六年（一六七八）十一月〜翌年一月
金謹行・朴有年・
安慎m

島主還島・島主子承嫡 ○ ○

延宝九年（一六八一）一月〜三月 卞承業・李俊漢 関白身死・島主還島 ○ ○

天和元年（一六八一）九月〜十二月 卞爾標・韓後瑗 島主還島・信使節目講定

天和四年（一六八四）一月〜三月 朴再興・韓天錫 関白儲君死 ○ ○

＜表�＞ 慶安〜天和期の訳官使（問慰行）と「権現堂香火之資」要請

＊派遣時期・訳官名・派遣目的は、洪性徳「朝鮮後期「問慰行」에 대하여」（〔韓国〕全北大学校

大学院史学科修士論文、一九八九年）の〔別表�〕から一部引用。「関白」は、将軍のこと。
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日 付 元 の 出 処 内 容

一
承応四年（一六五五）
四月八日

洪知事・金僉知方江裁判ゟ遣
（佐護式右衛門→訳官洪喜
男・金謹行）

折よく通信使が渡海するため、権現
堂馳走の仲介を要請する書状

二
承応四年（一六五五）
五月廿一日

裁判ゟ来ル（佐護式右衛門→
国元）

東莱府使からは返事がなく、訳官か
らは要請事項が首尾よく済まなかっ
たことを謝る返事があったと報告す
る書状

三
寛文七年（一六六七）
正月九日

日帳（『表書札方毎日記』の
記事）

訳官使が藩主謁見に先立ち、権現堂
の件を報告するはずであり、どのよ
うに対処するかを論議（記事三編）

四 寛文六年（一六六六） 編集者越常右衛門の考

権現堂馳走公木百束を朝鮮朝廷が許
したが、その量は増やせないと、東
莱府使が裁判に短簡で伝えたという
内容

五
延宝六年（一六七八）
七月十八日

井手弥六左衛門江遣（国元→
井手弥六左衛門）

権現堂馳走について朝鮮朝廷の決定
を求める書状を、訳官に頼んで朝廷
に送る予定であるという報告への返
事書状

六
承応四年（一六五五）
卯月十一日

「東莱公ニ申談覚」

佐護式右衛門が東莱府使を接見した
茶礼の際、通信使派遣に関わる話し
合い記録。そのうち権現堂馳走の件
も言及

＜表＞ 『分類紀事大綱』第一輯（国立国会図書館所蔵）に記されている権現堂関連記事

＊『分類紀事大綱』は、対馬藩に伝えられていた史料の中で、朝鮮関係に関わる内容を抜粋したも

のであり、元の出処が記事の末尾に記されている。そして、当該記事の引用出典は元の出処欄に

記入し、括弧内に補足説明した。

＊出処：一〜五番は、『分類紀事大綱』第一輯、巻三三「権現堂御馳走一件」。六番は、『分類紀事

大綱』第一輯、附録「佐護式右衛門東莱江相談申入候趣」。

名
目
と
す
る
権
現
堂
送
使
の
新
設
要
請
を
以
後
も
続
け

た
︒
︿
表
	
﹀
は
そ
の
推
移
を
︑
朝
鮮
側
の
史
料
﹃
東
莱

府
接
倭
状
啓
謄
録
可
考
事
目
録
抄⑰
﹄
を
参
照
し
て
整
理

し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
権
現
堂
送
使
の

新
設
要
請
は
承
応
二
年
︵
一
六
五
三
︶
に
始
ま
り
︑
寛
文

年
間
一
時
中
断
さ
れ
︑
延
宝
～
天
和
期
に
再
開
さ
れ
た
︒

し
か
し
︑
送
使
の
新
設
は
最
終
的
に
失
敗
し
て
し
ま
う
︒

ま
た
︑
十
八
世
紀
に
な
っ
て
も
対
馬
藩
は
︑
権
現
堂
へ

の
香
火
を
朝
鮮
側
に
要
請
し
て
い
る
︒
そ
れ
に
つ
い
て

は
︑
次
節
で
説
明
す
る
︒

次
に
︑
︿
表
�
﹀
を
併
せ
て
み
る
と
︑
権
現
堂
送
使
の

新
設
要
請
は
﹁
訳
官
使⑱
﹂
の
派
遣
と
時
期
的
に
ほ
ぼ
一

致
す
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
本
件
は
︑
訳
官
使
を
送
迎

す
る
任
務
を
持
つ
訳
官
護
行
差
倭
か
ら
訳
官
を
通
じ
て

交
渉
す
る
こ
と
が
主
な
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か

る
︒
そ
し
て
︑
差
倭
は
交
渉
が
難
航
す
る
と
︑
仲
裁
を

求
め
る
た
め
に
訳
官
と
の
対
面
を
要
請
︵
Ｇ
︶
し
て
交
渉

の
打
開
策
を
探
っ
て
い
る
︒

最
後
に
︑
権
現
堂
送
使
の
新
設
要
請
は
︑
倭
館
に
派
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遣
さ
れ
た
差
倭
を
朝
鮮
側
か
ら
慰
労
す
る
宴
饗
や
茶
礼
の
座
で
行
わ
れ
た
︒
そ
の
と
き
差
倭
は
︑
対
馬
藩
と
の
交
渉
を
司
っ
た
朝
鮮
の
地
方
長

官
で
あ
る
東
莱
府
使
と
の
談
話
の
形
式
を
通
じ
て
交
渉
を
進
め
て
い
た
︒

と
こ
ろ
で
︑
対
馬
藩
の
史
料
﹃
分
類
紀
事
大
綱⑲
﹄
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
﹁
権
現
堂
﹂
関
係
記
事
を
掲
載
順
に
整
理
し
た
︿
表

﹀
を
参
照
す

る
と
︑
﹁
権
現
堂
御
馳
走
﹂
と
表
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
交
渉
の
目
的
が
送
使
の
増
設
で
あ
る
こ
と
は
︑
対
馬
藩
側
の
記
録
に
は
具
体
的
に

言
及
さ
れ
て
い
な
い
︒
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
︑
﹁
は
じ
め
に
﹂
で
述
べ
た
雨
森
芳
洲
の
記
録
か
ら
手
が
か
り
を
探
す
こ
と
が
で
き
る
︒

︵
三
︶

雨
森
芳
洲
に
よ
る
権
現
堂
香
火
要
請
の
背
景

享
保
十
四
年
︵
一
七
二
九
︶
︑
公
作
米
年
限
差
倭
と
し
て
朝
鮮
へ
渡
海
し
た
雨
森
芳
洲
は
︑
同
時
に
権
現
堂
へ
の
祭
祀
費
用
の
充
当
を
目
的
と

す
る
交
渉
を
行
っ
た
︒
そ
の
頃
︑
権
現
堂
送
使
に
関
わ
る
記
録
は
藩
内
に
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
か
っ
た
が
︑
か
つ
て
朝
鮮
側
か
ら
送
使
の
新

設
を
許
し
た
証
拠
と
し
て
︑
東
莱
府
使
の
短
簡
一
通
︵
︿
表

﹀
の
四
番
参
照
︶
が
相
伝
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
芳
洲
が
︑
寛
文
六

年
︵
一
六
六
六
︶
に
当
送
使
の
派
遣
を
朝
鮮
朝
廷
が
許
可
し
た
と
い
う
一
点
を
最
大
限
に
強
調
し
︑
朝
鮮
側
と
の
交
渉
を
有
利
に
持
っ
て
ゆ
こ

う
と
し
た
と
︑
米
谷
均
は
指
摘
し
て
い
る⑳
︒

芳
洲
に
よ
る
﹁
権
現
堂
公
木
﹂
の
要
請
は
︑
朝
鮮
側
史
料
に
も
記
さ
れ
て
お
り㉑
︑
後
の
延
享
五
年
︵
一
七
四
八
︶
に
派
遣
さ
れ
た
通
信
使
が

藩
主
宗
義
如
と
対
面
し
た
際
に
も
︑
﹁
馬
島
﹂
に
あ
る
﹁
権
現
堂
﹂
へ
の
祭
祀
費
用
を
要
請
さ
れ
た
こ
と
が
︑
帰
国
後
の
朝
鮮
国
王
へ
の
報
告

か
ら
確
認
さ
れ
る㉒
︒
十
八
世
紀
に
も
対
馬
藩
は
︑
権
現
堂
へ
の
香
火
と
い
う
形
を
通
じ
て
︑
財
政
の
拡
充
を
図
っ
た
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑

朝
鮮
側
の
反
対
に
よ
っ
て
︑
達
成
に
は
至
ら
な
か
っ
た
︒

一
方
︑
芳
洲
は
享
保
十
八
年
に
︑
以
前
に
自
分
が
司
っ
た
権
現
堂
香
火
の
要
請
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
藩
へ
上
申
し
て
い
る㉓
︒

一
︑
権
現
送
使
之
事
︑
た
と
へ
彼
方
こ
許
容
有
之
候
而
も
其
訳
公
義
へ
難
被
仰
上
事
ニ
御
座
候
故
︑
実
ニ
右
之
送
使
御
渡
可
被
成
と
の
事
ニ
而
者
無
之
︑
裁
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判
逗
留
の
た
め
御
拵
被
成
候
事
ニ
御
座
候
︑
夫
故
此
送
使
ハ
非
常
之
馳
走
無
之
候
而
ハ
不
罷
成
候
︑
看
品
之
公
木
千
束
か
︑
少
ニ
而
も
五
六
百
束
ニ
被
相
究

候
様
ニ
与
彼
方
承
引
難
成
様
ニ
毎
度
裁
判
之
度
こ
と
に
為
被
申
掛
事
ニ
候
︑
其
後
彼
方
百
束
許
し
可
申
与
被
申
候
へ
と
も
︑
元
来
公
義
不
相
済
事
ニ
候
故
︑

此
分
ニ
而
ハ
軽
微
成
ル
事
ニ
而
不
罷
成
候
と
の
辨
ニ
而
相
止
ミ
た
る
事
ニ
御
座
候
︑
其
後
も
裁
判
さ
へ
渡
候
へ
ハ
権
現
送
使
之
事
必
は
申
出
候
義
︑
古
川
式

部
被
差
渡
候
前
後
迄
者
連
続
い
た
し
た
る
事
与
相
見
候
︑
此
節
迄
之
申
分
ハ
軽
微
ニ
而
ハ
不
罷
成
与
申
事
ニ
而
御
座
候
キ
︑

こ
こ
か
ら
米
谷
は
﹁
権
現
送
使
﹂
︵
権
現
堂
送
使
︶
に
つ
い
て
︑
元
来
幕
府
へ
は
報
告
し
難
い
も
の
で
あ
っ
た
た
め
︑
対
馬
藩
は
送
使
の
実
現

を
計
っ
た
の
で
は
な
く
︑
朝
鮮
側
に
無
理
難
題
を
押
し
付
け
︑
差
倭
を
故
意
に
長
く
逗
留
さ
せ
る
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
︒
ま
た
︑
引
用
文
に
続
け
ら
れ
る
部
分
か
ら
︑
当
時
対
馬
藩
に
お
い
て
﹁
権
現
送
使
﹂
と
い
う
名
称
で
は
﹁
公
儀
﹂
に
憚
り
が
あ
っ

た
た
め
︑
芳
洲
は
そ
れ
を
﹁
堂
供
送
使
﹂
と
改
名
し
︑
万
松
院
送
使
と
兼
帯
す
る
方
式
を
と
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
し
て
い
る㉔
︒

以
上
の
こ
と
に
基
づ
い
て
︿
表
	
﹀
を
再
び
検
討
し
て
み
よ
う
︒
権
現
堂
送
使
の
新
設
交
渉
は
﹁
其
訳
公
儀
へ
難
被
仰
上
事
﹂
で
あ
り
︑
幕

府
に
は
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
藩
独
自
の
計
画
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
の
た
め
︑
対
馬
藩
は
そ
の
交
渉
を
︑
書
契
な
ど
を
通
じ
る
公
式
の

ル
ー
ト
で
な
く
︑
談
話
の
形
式
を
借
り
た
非
公
式
な
座
で
の
︑
い
わ
ば
﹁
オ
フ
・
ザ
・
レ
コ
ー
ド
﹂
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ

れ
こ
そ
が
︑
権
現
堂
送
使
に
関
す
る
内
容
が
幕
府
や
対
馬
藩
の
史
料
に
は
ほ
ぼ
残
さ
れ
て
い
な
い
理
由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

さ
ら
に
︑
権
現
堂
送
使
の
新
設
要
請
は
︑
倭
館
移
館
︵
Ｄ
︶
や
公
作
米
支
給
︵
Ｅ
︶
な
ど
︑
藩
の
利
益
を
求
め
る
ほ
か
の
事
案
や
︑
時
に
は

幕
府
か
ら
の
指
令
に
よ
る
要
請
事
項
︵
Ｂ
・
Ｃ
︶
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
対
馬
藩
は
こ
れ
ら
の
外
交
案
件
を
処
理

す
る
差
倭
を
倭
館
に
長
期
間
逗
留
さ
せ
る
た
め
︑
権
現
堂
送
使
の
新
設
を
前
面
に
立
て
て
朝
鮮
と
の
交
渉
を
延
ば
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
初
期
の
交
渉
は
前
節
の
﹃
春
官
志
﹄
の
記
事
が
示
す
よ
う
に
︑
通
信
使
関
連
の
交
渉
︵
Ａ
︶
と
と
も
に
行
わ
れ
︑
藩
の
利
益
と
関

わ
る
ほ
か
の
案
件
を
伴
う
傾
向
は
︑
万
治
三
年
︵
一
六
六
〇
︶
か
ら
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
か
か
る
性
格
の
変
化
は
︑
権
現
堂
送
使
の
新
設

要
請
を
当
該
期
に
お
け
る
日
朝
関
係
の
全
体
像
と
関
わ
ら
せ
︑
同
時
代
的
な
観
点
か
ら
再
検
討
す
る
必
要
性
を
示
唆
す
る
︒
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①

日
朝
講
和
交
渉
に
つ
い
て
は
︑
田
中
健
夫
﹁
鎖
国
成
立
期
に
お
け
る
朝
鮮
と
の

関
係
﹂
︵
﹃
中
世
対
外
関
係
史
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
七
五
年
︑
初
出
一
九
六

五
年
︶
︑
中
村
栄
孝
﹁
江
戸
時
代
の
日
鮮
関
係
﹂
︵
﹃
日
鮮
関
係
史
の
研
究
﹄
下
︑

吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
九
年
︶
な
ど
を
参
照
︒

②

以
下
︑
送
使
船
貿
易
に
関
し
て
は
︑
前
掲
注
①
中
村
論
文
︑
前
掲
﹁
は
じ
め

に
﹂
注
⑬
田
代
著
書
な
ど
を
参
照
︒

③

雨
森
芳
洲
﹃
交
隣
提
醒
﹄
︵
田
代
和
生
校
注
︑
平
凡
社
︑
二
○
一
四
年
︶
三
四

頁
︒

④

図
書
に
つ
い
て
は
︑
田
代
和
生
・
米
谷
均
﹁
宗
家
旧
蔵
﹁
図
書
﹂
と
木
印
﹂

︵
﹃
朝
鮮
学
報
﹄
一
五
六
︑
一
九
九
五
年
︶
︑
米
谷
均
﹁
近
世
前
期
日
朝
関
係
に
お

け
る
﹁
図
書
﹂
の
使
用
実
態
﹂
︵
﹃
史
観
﹄
一
四
四
︑
二
〇
〇
一
年
︶
な
ど
を
参
照
︒

⑤

前
掲
﹁
は
じ
め
に
﹂
注
②
荒
野
論
文
︑
二
三
○
頁
︒

⑥

前
掲
注
③
史
料
︑
三
四
頁
︒

⑦

柳
川
一
件
に
つ
い
て
は
︑
森
山
恒
雄
﹁
対
馬
藩
﹂
︵
﹃
長
崎
県
史
﹄
藩
政
編
︑
吉

川
弘
文
館
︑
一
九
七
三
年
︶
︑
田
代
和
生
﹃
書
き
替
え
ら
れ
た
国
書

徳
川
・

朝
鮮
外
交
の
舞
台
裏

﹄
︵
中
央
公
論
社
︑
一
九
八
三
年
︶
︑
前
掲
﹁
は
じ
め

に
﹂
注
②
荒
野
論
文
な
ど
を
参
照
︒

⑧

以
下
︑
前
掲
﹁
は
じ
め
に
﹂
注
⑬
田
代
論
文
参
照
︒

⑨

差
倭
は
︑
送
使
と
は
別
に
︑
特
定
の
外
交
案
件
が
あ
っ
た
際
に
派
遣
さ
れ
た
使

節
で
あ
り
︑
二
種
類
が
あ
っ
た
︒
ま
ず
︑
幕
府
か
ら
の
案
件
を
司
っ
て
派
遣
さ
れ

た
﹁
大
差
倭
﹂
は
︑
朝
鮮
の
礼
曹
参
判
へ
の
書
契
を
持
参
し
た
た
め
︑
日
本
で
は

﹁
参
判
使
﹂
と
称
し
た
︒
次
に
︑
対
馬
藩
の
用
件
で
派
遣
さ
れ
た
場
合
は
︑
礼
曹

参
判
よ
り
一
段
階
低
い
礼
曹
参
議
へ
の
書
契
を
持
参
し
た
た
め
﹁
小
差
倭
﹂
と
し
︑

日
本
で
は
﹁
裁さ

い

判は
ん

﹂
と
呼
ん
だ
︒
裁
判
は
主
に
通
信
使
・
訳
官
使
の
迎
送
や
︑
各

種
外
交
懸
案
に
関
す
る
実
務
外
交
を
担
当
し
た
︵
長
正
統
﹁
日
朝
関
係
に
お
け
る

記
録
の
時
代
﹂
﹃
東
洋
学
報
﹄
五
○

-
四
︑
一
九
六
八
年
︑
八
四
～
八
八
頁
︶
︒

⑩

最
初
︑
朝
鮮
側
は
公
作
米
支
給
に
期
限
を
設
定
し
た
が
︑
対
馬
藩
は
そ
の
期
限

が
迫
る
度
に
差
倭
を
派
遣
し
︑
年
限
延
長
交
渉
を
行
っ
た
︒
そ
の
差
倭
を
﹁
公
作

米
年
限
差
倭
﹂
と
呼
ぶ
︒
公
作
米
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
﹁
は
じ
め
に
﹂
注
⑬
田
代

論
文
︑
金
東
哲
﹁
十
七
・
十
八
世
紀

対
日
公
貿
易
에
서
의

公
作
米
問
題
﹂
︵
︹
韓

国
︺
﹃
港
都
釜
山
﹄
一
○
︑
一
九
九
三
年
︶
な
ど
の
研
究
が
あ
る
︒

⑪

拙
稿
﹁
柳
川
一
件
と
流
芳
院
送
使

宗
氏
と
柳
川
氏
と
の
争
い
に
お
け
る
一

つ
の
素
材
と
し
て

﹂
︵
﹃
日
本
思
想
史
研
究
会
会
報
﹄
三
一
︑
二
○
一
五
年
︶
︒

⑫

平
山
東
山
﹃
津
島
紀
事
﹄
巻
之
二
神
社
﹁
東
照
神
宮
﹂
︵
鈴
木
棠
三
編
﹃
津
島

紀
事
﹄
上
︑
東
京
堂
出
版
︑
一
九
七
二
年
︑
二
五
七
～
二
五
九
頁
︶
︒

⑬

前
掲
﹁
は
じ
め
に
﹂
注
⑩
山
口
論
文
︑
一
三
二
～
一
三
三
頁
︒

⑭

柳
川
一
件
に
対
す
る
将
軍
親
裁
の
翌
年
に
派
遣
さ
れ
た
通
信
使
も
︑
藩
主
義
成

の
立
場
は
ま
だ
不
安
定
で
あ
る
と
い
う
噂
を
記
録
に
残
し
て
い
る
︵
黄
㦿
﹃
東
槎

録
﹄
丙
子
年
︵
一
六
三
六
︶
十
月
二
十
五
日
︶
︒

⑮

中
野
光
浩
が
提
示
し
た
︿
表
﹀
の
四
○
藩
の
東
照
宮
勧
請
事
例
の
う
ち
︑
対
馬

藩
は
一
六
番
目
に
勧
請
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
基
本
的
に
︑
親
藩
・
譜
代
藩

よ
り
外
様
藩
の
東
照
宮
勧
請
が
遅
く
︑
ま
た
対
馬
藩
に
先
立
っ
て
東
照
宮
を
勧
請

し
た
外
様
藩
の
う
ち
に
は
︑
将
軍
家
と
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
藩
が
多
数
含
ま
れ
て

い
る
︵
前
掲
﹁
は
じ
め
に
﹂
注
⑥
中
野
著
書
︑
二
四
五
～
二
四
七
頁
︶
︒

⑯

﹃
春
官
志
﹄
巻
三
﹁
馬
島
權
現
堂
﹂
︵
︹
韓
国
︺
ソ
ウ
ル
大
学
奎
章
閣
所
蔵
︶
︒

以
下
︑
漢
文
史
料
の
読
み
下
し
文
は
筆
者
に
よ
る
︒

⑰

﹃
東
莱
府
接
倭
状
啓
謄
録
可
考
事
目
録
抄
﹄
︵
︹
韓
国
︺
ソ
ウ
ル
大
学
奎
章
閣
所

蔵
︶
は
︑
東
莱
府
の
状
啓
謄
録
か
ら
重
要
事
案
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
り
︑
一
六

〇
八
年
か
ら
一
六
九
四
年
ま
で
の
記
事
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
同
書
は
︑
東
京
大

学
史
料
編
纂
所
に
﹃
接
待
事
目
録
抄
﹄
と
い
う
書
名
で
︑
写
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い

る
︒
以
下
︑
本
稿
で
は
便
宜
上
︑
﹃
接
待
使
目
録
抄
﹄
と
表
記
す
る
︒

⑱

江
戸
時
代
︑
朝
鮮
が
派
遣
し
た
対
日
外
交
使
節
は
︑
将
軍
に
対
す
る
﹁
通
信

使
﹂
と
︑
対
馬
藩
主
へ
派
遣
し
た
﹁
訳
官
使
﹂
︵
朝
鮮
側
は
﹁
問
慰
行
﹂
と
称
し

た
︶
が
あ
っ
た
︒
訳
官
使
は
︑
主
に
対
馬
藩
主
が
参
勤
交
代
を
終
え
て
江
戸
か
ら
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国
元
に
戻
る
と
︑
そ
の
労
苦
を
讃
え
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
︑
ほ
か
に
も
将
軍
家
の

慶
弔
︑
或
い
は
藩
主
家
の
慶
弔
の
際
に
も
派
遣
さ
れ
る
な
ど
︑
各
種
の
外
交
任
務

を
も
兼
任
し
て
い
た
︒
訳
官
使
に
関
す
る
研
究
は
︑
洪
性
徳
﹁
朝
鮮
後
期
﹁
問
慰

行
﹂
에

대
하
여
﹂
︵
︹
韓
国
︺
全
北
大
学
校
大
学
院
史
学
科
修
士
論
文
︑
一
九
八

九
年
︶
︑
大
場
生
与
﹁
近
世
朝
日
関
係
に
お
け
る
訳
官
使
﹂
︵
慶
応
義
塾
大
学
大
学

院
文
学
研
究
科
修
士
論
文
︑
一
九
九
四
年
︶
︑
池
内
敏
﹁
訳
官
使
考
﹂
︵
﹃
名
古
屋

大
学
文
学
部
研
究
論
集
﹄
史
学
六
二
︑
二
○
一
六
年
︶
が
あ
る
︒

⑲

﹃
分
類
紀
事
大
綱
﹄
︵
第
一
輯
は
︑
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
︶
は
︑
朝
鮮
関
係

の
諸
事
に
あ
ず
か
る
対
馬
藩
の
機
関
で
あ
る
﹁
朝
鮮
方
﹂
が
朝
鮮
と
の
交
隣
関
係

に
関
わ
る
諸
般
の
事
を
検
索
上
の
便
宜
の
た
め
に
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
︒
全
七

輯
の
う
ち
︑
第
一
輯
三
七
冊
は
藩
士
の
越
常
右
衛
門
が
編
集
を
担
っ
て
享
保
六
年

︵
一
七
二
一
︶
に
完
成
し
︑
同
十
二
年
に
は
﹁
附
録
﹂
編
を
提
出
し
て
い
る
︒

︵
田
代
和
生
﹁
宗
家
文
書
﹃
分
類
紀
事
大
綱
﹄
に
つ
い
て
﹂
﹃
日
朝
交
易
と
対
馬

藩
﹄
創
文
社
︑
二
○
○
七
年
︶
︒

⑳

前
掲
﹁
は
じ
め
に
﹂
注
⑫
米
谷
論
文
︑
八
頁
︒

㉑

﹃
辺
例
集
要
﹄
巻
八
﹁
公
貿
易
﹂
己
酉
年
︵
一
七
二
九
︶
五
月
～
翌
年
二
月
︒

㉒

﹃
承
政
院
日
記
﹄
英
祖
二
十
四
年
︵
一
七
四
八
︶
八
月
五
日
︒

㉓

﹁
雨
森
東
五
郎
存
寄
﹂
﹃
存
寄
書
﹄
︵
長
崎
県
立
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
︶

享
保
十
八
年
︵
一
七
三
三
︶
二
月
︒
前
掲
﹁
は
じ
め
に
﹂
注
⑫
米
谷
論
文
か
ら
再

引
用
︵
九
～
一
○
頁
︶
︒

㉔

前
掲
﹁
は
じ
め
に
﹂
注
⑫
米
谷
論
文
︑
一
一
頁
︒

二

権
現
堂
送
使
の
新
設
要
請
と
通
信
使
・
訳
官
使

︵
一
︶

権
現
堂
送
使
新
設
要
請
の
糸
口

︿
表
	
﹀
に
よ
る
と
︑
対
馬
藩
の
権
現
堂
送
使
新
設
要
請
は
︑
承
応
二
年
︵
一
六
五
三
︶
に
勝
田
五
郎
左
衛
門
が
訳
官
使
の
帰
国
に
同
行
し

た
と
き
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
︒
そ
こ
で
︑
ま
ず
当
該
期
の
訳
官
使
の
派
遣
に
つ
い
て
検
討
し
︑
新
設
要
請
の
背
景
を
考
察
す
る
︒

承
応
二
年
の
訳
官
使
は
三
代
将
軍
徳
川
家
光
の
弔
慰
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
︒
家
光
は
慶
安
四
年
︵
一
六
五
一
︶
に
死
去
し
︑
翌
年
対
馬
藩

は
朝
鮮
側
に
そ
の
訃
報
を
知
ら
せ
た
︒
そ
れ
に
対
し
て
朝
鮮
側
は
家
光
の
弔
い
の
た
め
︑
江
戸
へ
使
節
を
派
遣
す
る
意
向
を
示
し
た
︒
し
か
し
︑

五
郎
左
衛
門
は
江
戸
へ
使
節
を
派
遣
す
る
必
要
は
な
く
︑
書
契
を
通
じ
て
弔
慰
を
表
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
と
し
︑
訳
官
使
の
派
遣
を
朝
鮮

側
に
頼
ん
で
い
る①
︒
対
馬
藩
が
江
戸
へ
の
使
節
派
遣
を
断
っ
た
理
由
は
︑
前
代
将
軍
秀
忠
が
死
去
し
た
際
に
も
訳
官
使
が
書
契
を
伝
え
て
弔
問

し
た
前
例
が
あ
り
︑
ま
た
新
将
軍
の
襲
職
を
賀
す
る
通
信
使
の
派
遣
も
予
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

十七世紀後半の日朝関係と対馬藩（李）

41 (505)



そ
し
て
朝
鮮
側
は
対
馬
藩
の
要
請
に
従
い
︑
訳
官
使
を
派
遣
し
た
︒
そ
の
際
︑
五
郎
左
衛
門
に
は
次
の
覚
書
が
﹁
御
前
﹂
か
ら
下
達
さ
れ
た②
︒

覚

一
︑
従
朝
鮮
国
為
使
者
︑
通︵
訳
官
使
︶

事
官
両
人
相
渡
候
由
︑
到
来
聞
届
候
︑
大
︵
徳
川
家
光
︶

猷
院
様
為
御
吊
礼
之
ニ
候
哉
︑
左
候
ハ
ゝ
︑
万
松
院
ニ
而
焼
香
可
有
之
事
︑
︹
中
略
︺

右
之
通
事
官
之
者
鰐
浦③
へ
着
船
候
得
者
︑
江
戸
へ
申
上
事
ニ
候
間
︑
通
事
官
渡
海
之
様
子
具
ニ
書
付
︑
又
口
状
ニ
も
能
々
諏
訪
六
左
衛
門
ニ
可
申
聞
候
︑
通

事
官
府
中
江
参
候
而
︑
若
相
違
之
儀
も
候
得
ハ
︑
公
儀
江
申
上
候
而
後
又
申
な
を
し
不
罷
成
候
間
︑
念
入
可
申
越
候
︑
以
上
︑

十
二
月
八
日

勝
田
五
郎
左
衛
門

右
承
応
元
年
十
二
月
八
日
之
日
帳

こ
こ
か
ら
は
︑
対
馬
藩
が
訳
官
使
に
よ
る
家
光
へ
の
﹁
吊
礼
﹂
と
し
て
︑
﹁
万
松
院
ニ
而
焼
香
﹂
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
こ
と
が
分
か
る
︒

す
な
わ
ち
︑
対
馬
藩
は
外
交
儀
礼
と
い
え
る
将
軍
に
対
す
る
朝
鮮
側
か
ら
の
弔
意
を
藩
内
で
代
行
し
︑
そ
の
結
果
を
﹁
江
戸
へ
申
上
﹂
げ
る
こ

と
に
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
理
由
は
︑
万
松
院
の
境
内
に
は
東
照
大
権
現
の
画
像
を
奉
っ
た
﹁
御
影
堂
﹂
が
存
在
し
︑
﹁
大

猷
院
様
御
位
牌
之
儀
︑
当
地
東
照
大
権
現
之
御
影
之
左
之
方
ニ
御
位
牌
安
置④
﹂
し
た
か
ら
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
朝
鮮
側
か
ら
送
る
弔
慰
の
書
契

も
﹁
礼
曹
参
議
よ
り
之
書
翰⑤
﹂
︑
つ
ま
り
対
馬
藩
主
に
宛
て
た
形
式
に
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
訳
官
使
は
承
応
二
年
正
月
十
七
日
に
万
松
院
に

参
詣
し
て
﹁
振
廻
﹂
を
行
い
︑
﹁
権
現
堂
﹂
で
拝
礼
し
た⑥
︒

そ
の
後
︑
訳
官
使
の
帰
国
に
同
行
し
て
朝
鮮
に
渡
っ
た
五
郎
左
衛
門
は
︑
次
の
よ
う
に
朝
鮮
側
に
要
請
し
て
い
る⑦
︒

家
康
︑
秀
吉
の
乱
を
平
定
し
て
創
業
開
基
す
︒
則
ち
但
だ
日
本
の
人
の
み
に
不
ず
︑
今
に
至
り
て
六
十
年
の
両
国
の
太
平
を
懐
ふ
に
︑
家
康
の
徳
に
非
ざ
る
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は
無
し
︒
貴
国
亦
た
忘
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
︒
五
六
年
前
︑
家
康
の
為
に
︑
特
に
権
現
堂
を
島
中
に
設
け
︑
前
大
君
在
り
し
時
︑
格
め
て
嘉
奨
を
加
へ
︑
首

僧
一
人
を
願
堂
に
送
り
︑
之
れ
を
し
て
香
を
焚
か
し
む
る
こ
と
を
定
む
︒
貴
国
宜
し
く
使
を
遣
ひ
︑
奠
香
の
挙
有
る
べ
し
︒
特
に
送
使
一
船
を
許
す
の
事
を

云
ふ
︒

五
郎
左
衛
門
は
︑
﹁
秀
吉
の
乱
を
平
定
し
て
創
業
開
基
﹂
し
︑
﹁
両
国
の
太
平
﹂
を
も
た
ら
し
た
﹁
家
康
の
徳
﹂
を
朝
鮮
側
も
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
と
し
︑
家
康
の
た
め
に
島
中
に
設
け
た
﹁
権
現
堂
﹂
へ
の
﹁
奠
香
﹂
と
し
て
使
節
を
派
遣
し
︑
ま
た
﹁
送
使
一
船
﹂
を
許
す
こ
と
を
求
め

て
い
る
︒
し
か
し
︑
朝
鮮
朝
廷
で
は
﹁
未
だ
其
の
臣
の
︑
私
に
願
堂
を
設
け
て
︑
以
て
其
の
主
の
者
を
祀
る
こ
と
を
聞
か
ず⑧
﹂
と
し
︑
そ
の
要

請
を
拒
絶
す
る
こ
と
を
指
示
し
た
︒
当
時
︑
日
本
で
は
広
く
行
わ
れ
て
い
た
東
照
宮
の
勧
請
が
︑
朝
鮮
側
に
は
不
思
議
な
こ
と
と
し
て
見
做
さ

れ
た
の
で
あ
る
︒
か
か
る
状
況
の
中
で
︑
五
郎
左
衛
門
は
間
も
な
く
倭
館
で
急
死⑨
し
︑
権
現
堂
送
使
を
め
ぐ
る
交
渉
は
一
旦
中
止
さ
れ
た
︒

そ
れ
か
ら
二
年
後
︑
五
郎
左
衛
門
の
後
任
者
と
し
て
渡
海
し
た
佐
護
式
右
衛
門
は
︑
明
暦
通
信
使
の
派
遣
手
順
を
朝
鮮
側
と
議
論
し
た
︒
こ

の
式
右
衛
門
は
︑
後
に
通
信
使
が
日
本
で
の
日
程
を
終
え
て
対
馬
に
泊
ま
る
際
に
も
︑
﹁
関
︵
将
軍
︶
白
之
意
﹂
を
立
て
な
が
ら
通
信
使
に
対
馬
東
照
宮

参
詣
を
執
拗
に
要
請
し
た
人
で
あ
り
︑
対
馬
藩
が
単
独
に
企
て
た
そ
の
計
画
の
本
意
が
受
図
書
船
の
新
設
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
山

口
の
指
摘⑩
は
︑
前
章
第
二
節
で
み
た
﹃
春
官
志
﹄
の
内
容
か
ら
考
え
て
も
正
鵠
を
射
て
い
る
︒

次
の
史
料
は
︑
通
信
使
派
遣
に
つ
い
て
式
右
衛
門
が
朝
鮮
側
に
要
請
し
た
事
項
に
対
す
る
朝
鮮
朝
廷
で
の
議
論
の
一
部
で
あ
る⑪
︒

権
現
に
祭
事
を
致
す
の
段
︑
李
亨
男
入
往
の
時
︑
使
臣
の
香
を
焚
く
の
み
︒
祭
事
を
設
く
る
と
為
さ
ざ
る
は
︑
既
に
定
奪
た
り
︒
︹
中
略
︺
権
現
堂
歳
船
を

得
ん
と
請
ふ
こ
と
︑
但
だ
事
理
不
当
の
み
な
ら
ず
︑
後
の
弊
有
り
︑
勝
げ
て
言
ふ
べ
か
ら
ず
︑
峻
し
く
斥
け
防
塞
す
る
こ
と
如
何
︒
啓
し
て
依
て
允
す
︒

こ
れ
を
み
る
と
︑
朝
鮮
朝
廷
で
は
式
右
衛
門
が
通
信
使
に
よ
る
﹁
祭
事
﹂
を
要
請
し
た
こ
と
に
対
し
︑
権
現
堂
に
は
承
応
三
年
に
訳
官
使
李
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亨
男
が
焼
香
し
た
に
過
ぎ
ず
︑
﹁
祭
事
﹂
は
し
な
い
こ
と
を
す
で
に
決
め
た
と
し
︑
拒
絶
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
︒
こ
こ
の
﹁
既
に
﹂
と
い
う

表
現
か
ら
︑
権
現
堂
へ
の
﹁
祭
事
﹂
要
請
が
以
前
か
ら
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
し
う
る
︒
訳
官
使
に
よ
る
権
現
堂
拝
礼
は
︑
慶
安
四
年

か
ら
始
ま
り
︑
家
光
の
弔
慰
の
際
を
含
め
︑
こ
の
李
亨
男
の
渡
海
の
際
ま
で
三
回
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
い
た⑫
︒
山
口
は
︑
寛
文
三
年
︵
一
六

六
三
︶
に
お
け
る
訳
官
使
の
対
馬
東
照
宮
参
詣
を
指
摘
し
︑
通
信
使
の
対
馬
東
照
宮
参
詣
計
画
が
失
敗
し
︑
代
用
と
し
て
訳
官
使
を
対
馬
東
照

宮
に
参
詣
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
測⑬
し
た
が
︑
実
際
に
は
通
信
使
の
動
員
計
画
よ
り
も
先
に
︑
訳
官
使
の
対
馬
東
照
宮
参
詣
が
推
進
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
︒

ま
た
︑
朝
鮮
朝
廷
に
よ
る
﹁
祭
事
﹂
要
請
へ
の
拒
絶
は
︑
権
現
堂
へ
の
儀
礼
が
公
式
的
な
外
交
儀
礼
と
し
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
意

味
す
る
︒
そ
の
理
由
は
︑
﹃
春
官
志
﹄
の
内
容
の
よ
う
に
︑
新
た
な
口
実
︑
つ
ま
り
送
使
の
新
設
を
要
求
す
る
名
分
を
対
馬
藩
に
与
え
な
い
た

め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
実
際
︑
朝
鮮
朝
廷
で
は
五
郎
左
衛
門
派
遣
の
段
階
か
ら
要
請
さ
れ
て
き
た
﹁
権
現
堂
歳
船
﹂
に
つ
い
て
も
議
論

し
て
い
る
︒
一
方
︑
上
記
の
史
料
か
ら
︑
権
現
堂
へ
﹁
使
臣
の
香
を
焚
く
﹂
こ
と
に
対
し
て
は
朝
鮮
朝
廷
の
制
約
が
及
ん
で
い
な
い
こ
と
が
見

受
け
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
当
時
に
行
わ
れ
て
い
た
訳
官
使
の
対
馬
東
照
宮
儀
礼
は
︑
使
臣
の
私
的
な
参
詣
と
し
て
し
か
成
り
立
た
な
い
も
の
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
そ
の
た
め
︑
式
右
衛
門
は
通
信
使
の
対
馬
東
照
宮
参
詣
を
要
請
し
︑
国
家
同
士
の
使
節
に
よ
る
公
式
的
な
儀
礼
と
し
て

の
前
例
を
作
ろ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
藩
主
へ
の
使
節
で
あ
る
訳
官
使
は
い
ざ
知
ら
ず
︑
将
軍
を
対
象
と
す
る
通
信
使
を
藩
内

の
東
照
宮
に
参
詣
さ
せ
る
こ
と
は
︑
藩
の
働
き
か
け
だ
け
で
は
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
︑
結
局
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

︵
二
︶

﹁
権
現
堂
﹂
へ
の
﹁
御
馳
走
﹂
を
求
め
る
対
馬
藩
の
言
説

式
右
衛
門
が
行
っ
た
交
渉
に
つ
い
て
は
︑
︿
表

﹀
に
示
し
た
よ
う
に
︑
﹃
分
類
紀
事
大
綱
﹄
に
も
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
︒
本
節
で
は
そ
れ

を
通
じ
て
︑
対
馬
東
照
宮
を
め
ぐ
る
対
馬
藩
の
思
惑
を
分
析
し
た
い
︒

訳
官
護
行
差
倭
と
し
て
朝
鮮
に
渡
海
し
た
式
右
衛
門
は
︑
承
応
四
年
︵
一
六
五
五
︶
三
月
に
も
﹁
万
松
院
故
事
﹂
に
言
及
し
な
が
ら
︑
﹁
両
国
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安
寧
﹂
に
功
が
あ
る
﹁
家
康
願
堂
﹂
へ
の
﹁
香
火
の
資
﹂
を
要
請
し
た
が
︑
朝
鮮
側
の
答
え
は
拒
絶
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た⑭
︒
そ
の
後
式

右
衛
門
は
︑
次
の
よ
う
な
書
簡
を
朝
鮮
側
の
訳
官
に
送
っ
て
い
る⑮
︒

一
︑
貴
公
先
年
対
州
江
渡
来
之
時
︑
老
中
よ
り
以
書
直
被
申
入
候
付
︑
勝
田
五
郎
左
衛
門
被
差
渡
候
︑
其
埒
由
可
有
之
と
存
候
得
共
︑
不
慮
ニ
致
死
去
︑
于

今
東
照
大
権
現
宮
ニ
貴
国
こ
之
御
馳
走
も
不
相
定
候
事
千
万
笑
止
ニ
存
候
︑
其
子
細
ハ
︑
日
本
国
々
ニ
従
御
公
儀
之
御
目
付
衆
不
人
知
ニ
御
差
入
被
為
置

候
︑
対
州
へ
ハ
尚
以
朝
鮮
之
堺
目
ニ
而
御
座
候
故
︑
御
目
付
衆
可
被
為
入
置
候
条
︑
此
段
相
談
之
為
ニ
勝
田
五
郎
左
衛
門
貴
国
ニ
罷
渡
候
風
聞
︑
御
公
儀

江
も
内
々
相
知
可
申
哉
与
存
事
ニ
候
︑
能
時
分
信
使
衆
も
御
渡
海
被
成
候
条
︑
大
権
現
宮
江
御
情
惆
︵
調
︶之
御
分
別
只
今
与
存
候
間
︑
其
御
心
得
御
油
断
被
成

間
敷
候
︑
何
辺
相
談
可
申
期
候
条
︑
早
々
下
釜
相
待
申
候
︑

右
承
応
四
年
四
月
八
日
︑
洪

︵
訳
官
洪
喜
男
︶

知
事
・
金
︵
訳
官
金
謹
行
︶

僉
知
方
江
裁
︵
佐
護
式
右
衛
門
︶

判
こ
遣

式
右
衛
門
は
︑
五
郎
左
衛
門
の
急
死
に
よ
っ
て
﹁
東
照
大
権
現
宮
﹂
に
対
す
る
朝
鮮
側
か
ら
の
﹁
御
馳
走
﹂
に
関
わ
る
交
渉
が
中
断
さ
れ
︑

﹁
千
万
笑
止
﹂
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
︒
当
時
︑
日
光
東
照
宮
に
は
二
回
に
わ
た
っ
て
通
信
使
が
参
詣
し
た
履
歴
が
あ
っ
た
た
め
︑
こ
こ
で
の

﹁
東
照
大
権
現
宮
﹂
と
は
︑
対
馬
東
照
宮
を
指
し
て
い
る
だ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
が
︑
今
度
は
折
よ
く
通
信
使
が
来
日
す
る
の
で
︑
﹁
大
権
現
宮
﹂

へ
誠
意
を
表
す
適
時
で
あ
り
︑
そ
れ
に
関
わ
る
相
談
を
訳
官
に
頼
ん
で
い
る
︒
さ
ら
に
︑
対
馬
は
﹁
朝
鮮
之
堺
目
﹂
で
あ
る
た
め
︑
幕
府
か
ら

﹁
御
目
付
衆
﹂
が
派
遣
さ
れ
︑
交
渉
の
﹁
風
聞
﹂
は
﹁
公
儀
﹂
へ
も
伝
え
ら
れ
る
と
し
︑
﹁
御
馳
走
﹂
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
︒

そ
の
後
︑
式
右
衛
門
は
茶
礼
の
席
を
借
り
︑
通
信
使
の
派
遣
に
つ
い
て
東
莱
府
使
と
交
渉
し
た
︒
こ
の
際
に
も
式
右
衛
門
は
︑
対
馬
東
照
宮

に
対
す
る
﹁
御
馳
走
﹂
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
︒
次
は
︑
式
右
衛
門
の
発
言
の
一
部
で
あ
る⑯
︒

一
︑
茶卯
月

十

一

日

礼
申
候
時
︑
東
︵
東
莱
府
使
︶

莱
公
へ
申
入
候
儀
︑
去
々
年
勝
田
五
郎
左
衛
門
罷
渡
︑
先
之
東
莱
ヘ
申
入
候
ハ
︑
大
権
現
様
御
宮
御
建
立
被
成
候
所
︑
洪

︵
訳
官
洪
喜
男
︶

知
事
拝
見
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被
申
候
刻
︑
年
寄
中
洪
知
事
江
念
頃
被
申
渡
候
者
︑
大
権
現
様
御
事
ハ
朝
鮮
国
江
被
対
︑
御
憐
み
厚
ク
被
遊
候
大
君
様
ニ
而
御
座
候
故
︑
本
邦
国
々
ニ
御

馳
走
被
成
候
こ
︑
対
州
江
ハ
弥
御
崇
敬
被
仕
候
条
︑
朝
鮮
国
こ
大
権
現
宮
へ
御
馳
走
之
御
心
附
ケ
不
被
成
候
与
不
叶
御
事
候
︑
御
公
儀
之
聞
へ
与
申
御
油

断
被
成
間
敷
所
御
知
ら
せ
申
候
由
︑
五
郎
左
衛
門
東
莱
公
へ
申
入
置
︑
五
郎
左
衛
門
不
慮
ニ
相
果
申
候
而
︑
于
今
貴
国
ゟ
油
断
被
成
候
故
︑
公
儀
向
悪
敷

様
ニ
御
座
候
様
子
も
︑
今
度
御
国
之
裁
判
役
を
被
申
付
︑
罷
渡
候
得
ハ
︑
御
両
国
御
誠
信
之
間
︑
前
々
こ
ハ
好
御
座
候
得
か
し
と
存
候
︑
︹
中
略
︺

一
︑
︹
中
略
︺
壬
辰
之
年
大
︵
豊
臣
秀
吉
︶

閤
様
思
召
御
立
被
為
成
︑
貴
国
江
御
馬
を
御
入
被
為
成
︑
朝
鮮
国
中
人
無
残
御
打
果
被
為
成
︑
︹
中
略
︺
無
程
茂
︑
大
権
現
様
之

御
代
与
な
ら
せ
ら
れ
︑
本
邦
諸
大
名
之
儀
ハ
不
申
及
︑
以
下
之
者
迄
御
清
水
之
御
仕
置
被
仰
出
︑
古
今
珍
敷
キ
大
君
様
之
故
︑
朝
鮮
国
迄
和
睦
ニ
被
仰
出

候
故
︑
于
今
貴
国
御
長
久
目
出
度
ニ
て
ハ
無
御
座
候
哉
︑
就
其
儀
︑
先

︵
宗
義
智
︶︵
太
︶

之
大
守
之
代
ニ
︑
信
使
し︵
松

雲

大

師

︶

う
う
ん
た
い
し
︑
二
番
目
ハ
ろ
︵
六
次
︑
孫
文
彧
の
こ
と
︶

く
じ
被
指
渡
候
而
︑

弥
々
御
両
国
誠
心
之
御
心
︑
于
今
あ
つ
く
御
座
候
︑
其
時
︑
先
之
大
守
義
智
公
を
貴
国
ゟ
御
頼
被
成
︑
被
仰
候
者
︑
朝
鮮
国
亡
国
ニ
成
候
こ
無
念
存
候
者
︑

国
中
之
男
女
を
日
本
へ
御
引
越
被
成
︑
召
被
使
候
事
︑
無
念
口
惜
存
候
間
︑
︹
中
略
︺
対
州
も
朝
鮮
国
江
百
性
︵
姓
︶を
御
持
被
成
候
と
思
召
可
被
成
な
と
ゝ
御

頼
被
成
候
ニ
付
︑
駿
府
之
於
御
城
ニ
︑
先
之
義
知
︵
智
︶公
披
露
を
被
遂
︑
兵
糧
被
申
請
︑
其
時
之
信
使
衆
可
相
附
た
め
手
を
ま
わ
し
︑
国
々
へ
手
を
ま
わ
し
︑

男
女
を
取
あ
つ
め
被
進
候
︑
︹
中
略
︺
先
︵
宗
義
智
・
義
成
︶

・
当
太
守
誠
心
之
間
を
御
嘆
れ
︑
唐
国
迄
御
外
分
︵
聞
︶能
御
座
候
様
ニ
被
成
被
進
候
事
ハ
︑
大
権
現
様
之
貴
国
江
御

恵
ミ
厚
ク
思
召
被
上
候
故
ニ
御
座
候
を
︑
︹
中
略
︺
我
等
申
入
候
儀
︑
早
々
註
進
被
成
候
て
︑
大
権
現
様
之
御
礼
式
ハ
御
油
断
被
成
間
敷
︑
其
上
︑
今
度

之
信
使
衆
之
御
渡
ニ
︑
御
馳
走
之
儀
御
定
メ
被
成
候
得
者
︑
今
度
之
信
使
ニ
付
︑
弥
々
御
誠
心
之
御
心
ば
せ
深
く
思
召
被
付
候
ハ
ヽ
︑
対
州
迄
目
出
度
可

有
之
与
申
候
︹
後
略
︺

ま
ず
式
右
衛
門
は
︑
承
応
二
年
に
家
光
の
弔
慰
の
た
め
︑
対
馬
へ
渡
海
し
た
訳
官
使
洪
喜
男
に
対
し
︑
﹁
大
権
現
様
﹂
は
朝
鮮
に
対
し
て
も

﹁
御
憐
み
厚
ク
被
遊
候
大
君
様
﹂
で
あ
る
た
め
︑
対
馬
で
は
﹁
本
邦
国
々
﹂
よ
り
も
﹁
弥
御
崇
敬
﹂
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
︑
朝
鮮
か
ら
も

﹁
大
権
現
宮
﹂
へ
の
﹁
御
馳
走
之
御
心
附
ケ
﹂
が
必
要
で
あ
る
と
︑
藩
の
﹁
年
寄
衆
﹂
が
熟
知
さ
せ
た
と
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
︑
五
郎
左
衛
門

も
前
任
東
莱
府
使
に
そ
の
わ
け
を
伝
え
た
が
︑
彼
の
急
死
に
よ
っ
て
交
渉
が
中
断
さ
れ
た
た
め
︑
﹁
公
儀
向
悪
敷
様
﹂
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
︒
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と
こ
ろ
が
︑
式
右
衛
門
本
人
が
裁
判
︵
差
倭
︶
と
し
て
交
渉
を
続
け
︑
両
国
の
﹁
誠
心
之
間
﹂
を
改
善
さ
せ
た
い
と
述
べ
て
い
る
︒
続
け
て
︑

式
右
衛
門
は
﹁
文
禄
の
役
﹂
を
起
こ
し
た
豊
臣
秀
吉
の
治
世
が
終
わ
り
︑
家
康
は
﹁
朝
鮮
国
迄
和
睦
ニ
﹂
す
る
こ
と
を
命
じ
た
た
め
︑
朝
鮮
が

﹁
御
長
久
目
出
度
﹂
な
っ
た
と
し
て
い
る
︒
ま
た
﹁
大
権
現
様
之
貴
国
江
御
恵
ミ
厚
ク
思
召
﹂
し
た
﹁
先
・
当
大
守
﹂
も
︑
朝
鮮
と
の
﹁
誠
心

之
間
﹂
に
励
む
よ
う
に
な
っ
た
と
し
︑
国
交
回
復
に
携
わ
っ
た
藩
祖
義
智
の
故
事
を
並
べ
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
今
度
通
信
使
の
渡
海
を
機
に
︑

東
照
大
権
現
へ
の
﹁
御
馳
走
﹂
を
定
め
︑
﹁
御
誠
心
之
御
心
ば
せ
﹂
を
深
め
れ
ば
︑
﹁
対
州
迄
目
出
度
﹂
よ
う
に
な
ろ
う
と
訴
え
て
い
る
︒

こ
こ
か
ら
み
る
と
︑
家
光
の
弔
慰
の
際
に
訳
官
使
が
権
現
堂
で
拝
礼
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
︑
対
馬
藩
が
訳
官
使
を
通
じ
て
朝
鮮
側
に

権
現
堂
へ
の
﹁
御
馳
走
﹂
を
要
請
し
た
こ
と
が
分
か
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
交
渉
を
順
調
に
進
め
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
︑
今
回
は
通
信
使
に
よ
る

権
現
堂
へ
の
﹁
御
馳
走
﹂
を
要
請
し
︑
朝
鮮
か
ら
の
公
式
儀
礼
と
し
て
﹁
御
定
メ
﹂
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
一
方
︑
式
右
衛
門
が
朝
鮮

側
に
要
請
し
て
い
る
﹁
御
馳
走
﹂
は
︑
通
信
使
の
派
遣
手
順
︑
特
に
日
光
参
詣
を
相
談
す
る
席
で
求
め
ら
れ
︑
表
面
的
に
は
通
信
使
に
よ
る
東

照
大
権
現
へ
の
祭
祀
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
︒
し
か
し
︑
式
右
衛
門
は
死
去
し
た
五
郎
左
衛
門
の
任
務
︑
す
な
わ
ち
﹁
送
使
一
船
﹂
の
新
設
を

引
き
継
い
で
お
り
︑
実
際
︑
東
莱
府
使
と
の
談
話
は
末
尾
に
至
る
と
︑
﹁
彦
三
之
御
送
使
﹂
や
﹁
副
︵
特
︶
送
使
﹂
の
前
例
に
転
じ
て
い
く
︒

さ
ら
に
︑
前
節
で
み
た
よ
う
に
︑
式
右
衛
門
へ
の
応
対
を
め
ぐ
っ
て
︑
朝
鮮
朝
廷
で
は
﹁
権
現
堂
歳
船
﹂
に
つ
い
て
議
論
し
た
こ
と
か
ら
み
て

も
︑
式
右
衛
門
が
執
拗
に
求
め
て
い
た
﹁
御
馳
走
﹂
の
正
体
は
︑
送
使
の
新
設
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
実
で
あ
る
︒
対
馬
藩
は
そ
れ
を
﹁
公
儀
之

聞
へ
﹂
に
な
る
と
し
︑
ま
た
通
信
使
に
関
わ
る
事
項
と
し
て
朝
鮮
側
に
唱
え
︑
認
定
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
前
述
の
通
り
︑
朝
鮮
朝
廷
で
は
式
右
衛
門
の
要
請
を
拒
絶
す
る
姿
勢
を
み
せ
た
︒
そ
し
て
︑
東
莱
府
使
は
式
右
衛
門
へ
﹁
只
今
ハ

左
様
之
儀
難
成
﹂
と
伝
え
︑
訳
官
洪
喜
男
も
﹁
今
度
相
済
不
申
信
使
衆
供
仕
罷
渡
り
申
候
処
︑
残
多
又
ハ
無
面
目
次
第
﹂
と
答
え
て
い
る⑰
︒
さ

ら
に
翌
年
︑
通
信
使
の
帰
国
に
随
行
し
た
差
倭
か
ら
の
要
請
に
対
し
て
も
︑
朝
鮮
側
は
﹁
権
現
堂
香
火
の
事
︑
言
端
を
江
戸
送
使
の
周
旋
に
起

こ
し
乍
ら
︑
称
す
る
に
島
倭
の
領
け
来
る
書
契
に
云
ふ
を
以
て
す
れ
ば⑱
﹂
と
し
て
い
る
︒
対
馬
藩
は
﹁
江
戸
送
使
の
周
旋
﹂
を
標
榜
し
た
が
︑

藩
主
の
文
書
に
よ
る
要
請
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
に
︑
朝
鮮
側
が
疑
問
を
表
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
︑
﹁
権
現
堂
香
火
の
事
﹂
︑
つ
ま
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り
権
現
堂
送
使
の
新
設
要
請
は
︑
対
馬
藩
独
自
の
働
き
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
捉
え
ら
れ
る
︒

さ
て
︑
右
の
動
き
に
基
づ
き
な
が
ら
︑
改
め
て
式
右
衛
門
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
分
析
し
て
み
よ
う
︒
そ
こ
に
は
︑
朝
鮮
に
対
す
る
東
照
大
権
現

の
﹁
憐
み
﹂
に
従
い
︑
対
馬
藩
が
﹁
誠
心
之
間
﹂
に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
︑
朝
鮮
側
も
対
馬
東
照
宮
へ
﹁
御
馳
走
﹂
を
行
う
べ
き
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
対
馬
藩
は
東
照
大
権
現
を
︑
両
国
の
﹁
誠
心
之
間
﹂
を
導
い
た
立
役
者
と
し
て
朝
鮮
側
に
認
識
さ
せ
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
万
松
院
送
使
の
前
例
を
想
起
さ
せ
る
た
め
の
義
智
の
故
事
に
よ
っ
て
︑
朝
鮮
と
の
国
交
回
復
か
ら
始
ま
る
東
照
大
権

現
と
藩
祖
と
の
繫
が
り
も
示
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
繫
が
り
は
︑
藩
が
日
朝
関
係
の
仲
介
者
と
い
う
役
割
を
与
え
ら
れ
た
契
機
と
さ
れ
て
い
る
︒

と
す
る
と
︑
対
馬
藩
に
と
っ
て
対
馬
東
照
宮
は
︑
た
だ
幕
府
へ
の
恭
順
を
表
す
と
い
う
意
味
を
超
え
︑
東
照
大
権
現
と
の
﹁
由
緒⑲
﹂
を
踏
ま
え
︑

藩
の
成
立
や
日
朝
関
係
に
お
け
る
自
分
の
位
置
づ
け
の
淵
源
を
説
明
す
る
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑
対
馬
東

照
宮
へ
の
﹁
御
馳
走
﹂
の
真
意
で
あ
る
権
現
堂
送
使
の
新
設
要
請
は
︑
東
照
大
権
現
と
の
由
緒
へ
の
共
有
を
朝
鮮
側
に
も
訴
え
︑
藩
の
経
済
的

な
利
益
を
目
論
む
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

︵
三
︶

権
現
堂
送
使
を
め
ぐ
る
状
況
の
変
化

と
こ
ろ
で
︑
先
に
引
用
し
た
芳
洲
の
記
録
に
よ
る
と
︑
権
現
堂
送
使
は
﹁
其
訳
公
義
へ
難
被
仰
上
事
﹂
で
あ
っ
た
た
め
︑
対
馬
藩
は
朝
鮮
側

が
﹁
承
引
難
成
様
﹂
な
要
請
を
繰
り
返
し
な
が
ら
使
節
を
倭
館
に
逗
留
さ
せ
る
手
段
と
し
て
活
用
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
立
案

段
階
に
は
無
理
が
な
か
っ
た
た
め
︑
対
馬
藩
は
訳
官
使
や
通
信
使
に
よ
る
対
馬
東
照
宮
参
詣
の
儀
礼
化
を
通
じ
て
︑
権
現
堂
送
使
の
新
設
を
企

て
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
と
す
る
と
︑
そ
の
後
に
対
馬
藩
の
計
画
に
何
ら
か
の
問
題
が
生
じ
︑
権
現
堂
送
使
が
成
立
不
可
能
に
な
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
︒
そ
れ
を
惹
起
し
た
状
況
変
化
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
︒

前
述
し
た
式
右
衛
門
の
交
渉
か
ら
分
か
る
の
は
︑
対
馬
藩
が
権
現
堂
へ
の
﹁
御
馳
走
﹂
を
通
信
使
の
日
光
参
詣
の
延
長
線
と
し
て
企
て
た
こ

と
で
あ
る
︒
周
知
の
通
り
︑
国
内
外
的
体
制
の
整
備
が
行
わ
れ
た
家
光
の
治
世
に
お
い
て
︑
東
照
宮
政
策
や
異
国
使
節
の
招
請
は
熱
心
な
も
の
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で
あ
っ
た
︒
以
後
︑
通
信
使
は
将
軍
襲
職
の
際
だ
け
渡
海
す
る
が
︑
家
光
政
権
期
に
は
異
例
的
に
三
回
も
派
遣
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
通
信

使
の
日
光
参
詣
も
︑
寛
永
十
三
年
︵
一
六
三
六
︶
と
同
二
十
年
︑
ま
た
家
光
政
権
期
の
方
針
が
維
持
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
明
暦
元
年
︵
一
六
五

五
︶
の
三
回
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
︒
対
馬
藩
の
権
現
堂
送
使
新
設
計
画
は
︑
か
か
る
情
勢
に
基
づ
い
て
企
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
寛
文
期
に
入
る
と
状
況
は
変
わ
る
︒
そ
の
様
子
は
次
の
史
料
の
よ
う
な
︑
通
信
使
に
対
す
る
幕
府
の
姿
勢
か
ら
も
う
か
が
え
る⑳
︒

今
日
於
殿
中
阿︵
阿

部

忠

秋
︶

部
豊
後
守
殿
被
仰
聞
候
ハ
︑
明
々
年
権
現
様
五
拾
年
忌
ニ
御
当
り
被
成
候
付
︑
朝
鮮
よ
り
信
使
差
渡
︑
御
焼
香
為
致
度
与
之
儀
︑
当
春
対
州

江
訳
官
差
渡
候
刻
︑
対
︵
宗
義
真
︶

馬
守
ニ
咄
申
候
通
︑
則
達
上
聞
候
︑
公
方
様
へ
も
一
段
御
機
嫌
ニ
被
思
召
上
候
︑
乍
然
︑
来
々
年
之
儀
ハ
︑
先
延
引
仕
候
様
ニ
対
馬

守
方
よ
り
可
申
渡
之
由
︑
上
意
ニ
候
︑
︹
後
略
︺

こ
こ
か
ら
︑
﹁
権
現
様
五
拾
年
忌
﹂
が
近
づ
い
て
い
る
た
め
︑
朝
鮮
側
か
ら
通
信
使
を
派
遣
し
︑
﹁
御
焼
香
﹂
を
さ
せ
た
い
と
訳
官
使
が
伝
え

た
と
し
︑
対
馬
藩
主
が
幕
府
へ
通
信
使
の
招
請
を
提
案
し
た
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
れ
に
対
し
︑
将
軍
家
綱
も
同
意
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
幕

府
の
決
定
は
︑
一
旦
延
引
す
る
こ
と
を
朝
鮮
側
へ
伝
え
る
よ
う
に
指
示
し
︑
通
信
使
招
請
を
見
合
わ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
結
局
︑
対
馬
藩
が

提
案
し
た
通
信
使
の
招
請
は
頓
挫
し
︑
家
綱
死
去
ま
で
行
わ
れ
な
く
な
る
︒
通
信
使
が
ほ
ぼ
一
〇
年
一
回
ご
と
に
派
遣
さ
れ
︑
さ
ら
に
日
光
参

詣
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
以
前
と
は
事
情
が
変
わ
り
︑
東
照
宮
や
通
信
使
を
め
ぐ
る
幕
府
政
策
の
積
極
性
が
後
退
し
た
と
い
え
よ
う
︒

一
方
︑
朝
鮮
側
が
先
に
通
信
使
派
遣
を
申
し
出
た
と
い
う
こ
と
は
︑
当
時
の
朝
鮮
側
の
記
録
か
ら
は
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
そ
の
た

め
︑
対
馬
藩
は
朝
鮮
側
の
意
思
を
作
り
上
げ
︑
幕
府
か
ら
通
信
使
招
請
を
承
諾
さ
れ
た
後
に
︑
幕
府
の
意
向
と
称
し
て
朝
鮮
側
へ
通
信
使
の
派

遣
を
要
請
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
お
︑
対
馬
藩
が
提
案
し
た
通
信
使
の
名
目
は
︑
東
照
大
権
現
の
五
十
回
忌
に
よ
る
朝
鮮
側
か
ら

の
﹁
御
焼
香
﹂
で
あ
り
︑
そ
れ
を
行
う
場
所
が
日
光
か
対
馬
か
は
分
か
ら
な
い
が
︑
権
現
堂
送
使
の
新
設
名
分
と
も
直
接
的
な
関
係
が
あ
る
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
権
現
堂
送
使
の
新
設
が
︑
こ
の
際
に
対
馬
藩
が
通
信
使
招
請
を
企
て
た
直
接
的
な
目
的
で
あ
っ
た
と
ま
で
は
言
い
難
い
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が
︑
少
な
く
と
も
東
照
宮
や
通
信
使
に
対
す
る
幕
府
の
熱
意
が
下
が
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
以
前
の
よ
う
に
通
信
使
を
対
馬
東
照
宮
へ
参
詣
さ
せ
︑

そ
れ
を
権
現
堂
送
使
新
設
の
口
実
と
す
る
計
画
に
支
障
が
生
じ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
だ
ろ
う
︒

因
み
に
︑
か
か
る
通
信
使
招
請
の
計
画
過
程
か
ら
類
推
す
る
と
︑
お
そ
ら
く
対
馬
藩
は
権
現
堂
送
使
の
新
設
も
︑
東
照
宮
に
対
す
る
朝
鮮
側

か
ら
の
自
発
的
な
﹁
香
火
﹂
と
し
て
幕
府
へ
唱
え
︑
前
述
し
た
﹁
江
戸
送
使
の
周
旋
﹂
と
い
う
形
で
認
め
ら
れ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒
そ
も
そ
も
︑
対
馬
藩
は
送
使
を
新
設
す
る
と
︑
幕
府
へ
そ
の
事
情
を
報
告
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
東
照
大
権
現
へ
の
供
養
と
い
う
名
目

の
権
現
堂
送
使
は
︑
﹁
公
儀
﹂
か
ら
名
分
を
借
り
る
も
の
で
あ
り
︑
対
馬
藩
が
独
断
に
新
設
を
推
進
す
る
に
は
無
理
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

そ
の
た
め
︑
芳
洲
は
権
現
堂
送
使
と
い
う
名
称
を
避
け
て
﹁
堂
供
送
使
﹂
と
名
付
け
︑
万
松
院
送
使
に
兼
帯
さ
せ
る
方
式
を
と
っ
た
の
で
あ
る
︒

さ
て
︑
権
現
堂
送
使
の
新
設
要
請
は
︑
前
述
の
よ
う
に
万
治
三
年
︵
一
六
六
〇
︶
か
ら
通
信
使
と
は
無
関
係
に
行
わ
れ
︑
ま
た
ほ
か
の
案
件

と
と
も
に
提
起
さ
れ
る
傾
向
が
確
認
さ
れ
る
︒
同
年
︑
権
現
堂
送
使
の
新
設
は
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
が
︑
対
馬
藩
は
公
作
米
支
給
要
請
を
続
け
︑

五
年
間
に
限
り
公
木
四
〇
〇
同
を
一
六
〇
〇
〇
石
︵
朝
鮮
枡
︶
に
換
え
る
こ
と
を
約
束
さ
れ
て
い
る㉑
︒

な
お
︑
万
治
期
に
お
け
る
倭
館
移
館
要
請
に
つ
い
て
も
︑
そ
の
目
的
は
も
と
も
と
中
断
さ
れ
て
い
た
公
作
米
支
給
の
催
促
に
あ
り
︑
そ
れ
に

つ
い
で
付
随
的
な
要
求
事
項
と
し
て
出
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘㉒
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
み
る
と
︑
対
馬
藩
は
交
渉
に
お
け
る
真
の
目
的
を
達
成

す
る
た
め
︑
相
手
が
受
け
入
れ
難
い
様
々
な
選
択
肢
を
並
べ
て
朝
鮮
側
を
追
い
詰
め
て
い
た
の
で
あ
り
︑
権
現
堂
送
使
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
︒
実
現
可
能
性
が
希
薄
に
な
る
に
つ
れ
︑
権
現
堂
送
使
新
設
要
請
の
性
格
が
ほ
か
の
外
交
案
件
を
達
成
す
る
た
め
の
建
前
と
し

て
変
化
し
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
し
か
も
︑
朝
鮮
側
は
﹁
彼
れ
移
館
を
以
て
言
と
為
す
と
雖
も
︑
其
の
意
︑
唯
だ
現
︵
権
現
堂
︶

堂
に
在
る
こ
と
は
無

論㉓
﹂
と
︑
複
数
の
要
請
事
案
の
う
ち
︑
対
馬
藩
の
本
意
は
権
現
堂
送
使
の
新
設
に
あ
る
と
推
測
し
︑
権
現
堂
送
使
の
件
に
最
も
気
遣
っ
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
︒
つ
ま
り
︑
権
現
堂
送
使
は
朝
鮮
側
に
圧
力
を
か
け
る
目
的
に
お
い
て
は
︑
最
適
な
選
択
肢
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

①

﹃
備
辺
司
謄
録
﹄
孝
宗
三
年
︵
一
六
五
二
︶
十
一
月
十
八
日
︒

②

﹃
分
類
紀
事
大
綱
﹄
第
一
輯
︑
巻
五
﹁
訳
官
渡
海
﹂
壱
︒

③

鰐
浦
は
対
馬
北
端
の
浦
で
あ
り
︑
朝
鮮
か
ら
の
使
節
が
対
馬
藩
府
中
へ
赴
く
前

に
碇
泊
し
た
場
所
で
あ
る
︒
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④

﹃
表
書
札
方
毎
日
記
﹄
︵
長
崎
県
立
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
︶
慶
安
五
年

︵
一
六
五
二
︶
﹁
江
戸
状
之
跡
付
﹂
︒

⑤

﹃
分
類
紀
事
大
綱
﹄
第
一
輯
︑
巻
五
﹁
訳
官
渡
海
﹂
壱
︑
承
応
二
年
︵
一
六
五

三
︶
正
月
六
日
之
日
帳
︒
礼
曹
参
議
の
書
翰
が
持
つ
格
式
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
第

一
章
注
⑨
参
照
︒

⑥

﹃
表
書
札
方
毎
日
記
﹄
︑
承
応
二
年
︵
一
六
五
三
︶
正
月
十
七
日
︒

⑦

﹃
辺
例
集
要
﹄
巻
一
﹁
送
使
﹂
︵
︹
韓
国
︺
国
立
中
央
図
書
館
所
蔵
︶
癸
巳
年

︵
一
六
五
三
︶
七
月
︒

⑧

同
右
︑
癸
巳
年
︵
一
六
五
三
︶
七
月
︒

⑨

﹃
接
待
使
目
録
抄
﹄
癸
巳
年
︵
一
六
五
三
︶
閏
七
月
︒

⑩

前
掲
﹁
は
じ
め
に
﹂
注
⑩
山
口
論
文
︑
一
三
六
頁
︒

⑪

﹃
接
待
倭
人
事
例
﹄
上
︵
︹
韓
国
︺
ソ
ウ
ル
大
学
奎
章
閣
所
蔵
︶
乙
未
年
︵
一

六
五
五
︶
四
月
二
十
六
日
︒

⑫

﹃
分
類
紀
事
大
綱
﹄
第
一
輯
︑
巻
五
﹁
訳
官
渡
海
﹂
壱
︒
以
降
︑
訳
官
使
は
対

馬
に
派
遣
さ
れ
る
度
︑
万
松
院
に
参
詣
し
て
権
現
堂
へ
拝
礼
し
︑
そ
の
後
に
万
松

院
に
安
置
さ
れ
た
歴
代
将
軍
の
位
牌
︑
さ
ら
に
歴
代
藩
主
の
廟
所
・
位
牌
に
も
拝

礼
し
た
︒
こ
れ
ら
の
儀
礼
は
︑
対
馬
藩
側
の
史
料
の
中
で
﹁
万
松
院
宴
席
﹂
と
称

さ
れ
て
い
る
︵
前
掲
第
一
章
注
⑱
大
場
論
文
︑
三
○
～
三
一
頁
︶
︒
本
稿
で
は
︑

こ
の
﹁
万
松
院
宴
席
﹂
に
つ
い
て
は
略
述
し
︑
別
稿
を
通
じ
て
詳
細
な
検
討
を
期

し
た
い
︒

⑬

前
掲
﹁
は
じ
め
に
﹂
注
⑩
山
口
論
文
︑
一
四
○
頁
︒

⑭

﹃
歳
船
定
奪
謄
録
﹄
第
二
︵
︹
韓
国
︺
ソ
ウ
ル
大
学
奎
章
閣
所
蔵
︶
乙
未
年

︵
一
六
五
五
︶
三
月
二
日
︒

⑮

﹃
分
類
紀
事
大
綱
﹄
第
一
輯
︑
巻
三
三
﹁
権
現
堂
御
馳
走
一
件
﹂
︵
︿
表

﹀
の

一
番
︶
︒

⑯

﹃
分
類
紀
事
大
綱
﹄
第
一
輯
︑
附
録
﹁
佐
護
式
右
衛
門
東
莱
江
相
談
申
入
候

趣
﹂
︵
︿
表

﹀
の
六
番
︶
︒
長
崎
県
立
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
﹁
東
莱
公
ニ

申
談
覚
﹂
と
同
一
内
容
で
あ
る
︒

⑰

﹃
分
類
紀
事
大
綱
﹄
第
一
輯
︑
巻
三
三
﹁
権
現
堂
御
馳
走
一
件
﹂
︵
︿
表

﹀
の

二
番
︶
︒

⑱

﹃
接
待
倭
人
事
例
﹄
上
︑
丙
申
年
︵
一
六
五
六
︶
四
月
四
日
︒

⑲

近
世
の
由
緒
に
つ
い
て
山
本
英
二
は
︑
イ
エ
や
村
な
ど
の
諸
集
団
が
︑
特
定
の

政
治
権
力
と
の
関
係
を
起
点
と
し
て
︑
自
ら
を
正
当
化
す
る
と
き
の
由
来
・
事
由

で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
︵
山
本
英
二
﹁
日
本
中
近
世
史
に
お
け
る
由
緒
論
の
総

括
と
展
望
﹂
歴
史
学
研
究
会
編
﹃
由
緒
の
比
較
史
﹄
青
木
書
店
︑
二
○
一
○
年
︑

一
四
頁
︶
︒

⑳

﹃
江
戸
藩
邸
毎
日
記
﹄
︵
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
︶
寛
文
三
年
︵
一
六
六

三
︶
六
月
六
日
︒

㉑

前
掲
﹁
は
じ
め
に
﹂
注
⑬
田
代
論
文
︑
一
五
一
頁
︒

㉒

前
掲
﹁
は
じ
め
に
﹂
注
⑭
尹
論
文
︑
一
七
五
頁
︒

㉓

﹃
接
待
倭
人
事
例
﹄
上
︑
壬
寅
年
︵
一
六
六
二
︶
三
月
三
十
日
︒

十七世紀後半の日朝関係と対馬藩（李）
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三

権
現
堂
送
使
の
変
容

︵
一
︶

朝
鮮
側
の
承
諾
と
対
馬
藩
の
無
理
な
要
求

一
方
︑
対
馬
藩
は
そ
の
後
に
も
権
現
堂
送
使
の
新
設
要
請
を
続
け
︑
寛
文
六
年
︵
一
六
六
六
︶
に
一
旦
は
朝
鮮
側
の
許
可
を
受
け
る
に
至
る
︒

し
か
し
︑
対
馬
藩
の
無
理
な
要
求
に
よ
っ
て
︑
権
現
堂
送
使
の
新
設
交
渉
は
実
現
さ
れ
る
こ
と
な
く
︑
頓
挫
し
て
し
ま
う
︒
本
節
で
は
朝
鮮
側

の
史
料
か
ら
そ
の
経
緯
を
検
討
し
︑
権
現
堂
送
使
を
め
ぐ
る
朝
鮮
側
と
対
馬
藩
の
主
張
に
含
め
ら
れ
て
い
る
両
者
の
意
図
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

権
現
堂
送
使
に
対
す
る
朝
鮮
側
の
立
場
は
︑
﹁
物
力
逮
ば
ず
︑
決
し
て
聴
し
難
し①
﹂
と
し
︑
﹁
減
ら
す
べ
き
船
を
減
ら
さ
ず
に
︑
敢
て
請
ふ
べ

か
ら
ざ
る
こ
と
を
請
ふ
こ
と
は
︑
殊
に
極
め
て
拠
無
し②
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
の
﹁
減
ら
す
べ
き
船
﹂
と
は
︑
義
成
の
児
名
送
使
の

彦
三
送
使
で
あ
る
︒
当
時
︑
対
馬
藩
は
藩
主
義
成
の
後
継
者
義
真
の
児
名
を
名
乗
る
彦
満
送
使
を
派
遣
し
て
い
た
が
︑
い
ま
だ
彦
三
送
使
も
廃

止
さ
れ
ず
に
残
っ
て
い
た
︒
そ
の
た
め
︑
朝
鮮
側
は
貿
易
支
出
の
負
担
を
惹
起
す
る
規
外
送
使
が
多
数
存
在
す
る
弊
害
を
根
拠
と
し
︑
対
馬
藩

の
要
請
を
断
っ
た
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
義
成
死
去
の
二
年
後
で
あ
る
万
治
二
年
︵
一
六
五
九
︶
︑
対
馬
藩
は
彦
三
図
書
を
朝
鮮
側
に
還
納
し

た
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
朝
鮮
側
が
権
現
堂
送
使
新
設
を
拒
絶
す
る
根
拠
が
な
く
な
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
︿
表
	
﹀
を
み
る
と
︑
暫
く
中
止
さ
れ

て
い
た
対
馬
藩
の
要
請
が
そ
の
翌
年
か
ら
再
開
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
依
然
と
し
て
朝
鮮
側
は
︑
対
馬
藩
の
要
求
を
拒
絶
し
て
い
っ
た
︒

こ
の
よ
う
な
状
況
が
転
期
を
迎
え
る
の
は
︑
寛
文
六
年
の
倭
館
館
守
仁
位
孫
右
衛
門
の
介
入
か
ら
で
あ
っ
た③
︒

曽
て
丙
申
の
間
︑
差
倭
平
︵
源
︶成
︵
平
田
将
監
︶

幸
出
来
す
る
時
に
在
り
︑
府
使
乃
ち
言
は
く
︑
若
し
彦
三
船
を
減
ら
せ
ば
︑
則
ち
当
に
権
現
堂
船
を
設
く
べ
き
是이

다如
︵
～
で
あ

る
と
︶
丁
寧
に
説
き
し
や
︒
則
ち
今
彦
三
図
書
還
納
の
後
に
到
り
︑
香
火
の
資
を
終
始
牢
塞
す
る
こ
と
︑
未
だ
其
の
由
を
知
ら
ず
︒
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館
守
は
︑
丙
申
年
︵
一
六
五
六
︶
に
朝
鮮
側
が
彦
三
送
使
を
減
ら
せ
ば
権
現
堂
送
使
を
新
設
す
る
と
述
べ
た
が
︑
す
で
に
彦
三
図
書
を
還
納

し
た
の
に
︑
未
だ
に
権
現
堂
送
使
の
新
設
を
許
さ
な
い
の
は
な
ぜ
か
と
追
及
し
て
い
る
︒
元
来
朝
鮮
側
の
立
場
は
︑
規
外
送
使
が
多
い
の
に
︑

新
た
な
送
使
の
増
設
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
訳
官
の
伝
達
に
間
違
い
が
生
じ
︑
対
馬
藩
は
そ
の
言
葉
を
︑
彦
三
図

書
を
還
納
す
れ
ば
権
現
堂
送
使
を
新
設
す
る
と
い
う
意
味
で
受
け
入
れ
︑
彦
三
送
使
の
廃
止
を
権
現
堂
送
使
新
設
の
論
拠
と
し
て
い
る
︒
従
来
︑

朝
鮮
側
が
権
現
堂
送
使
の
新
設
を
拒
絶
す
る
た
め
に
提
起
し
て
い
た
口
実
が
︑
対
馬
藩
の
要
求
実
現
の
た
め
の
論
理
に
転
化
し
た
の
で
あ
る
︒

か
か
る
館
守
の
言
葉
に
対
し
て
朝
鮮
朝
廷
で
は
︑
次
の
よ
う
に
議
論
し
て
い
る④
︒

既
に
彦
三
図
書
を
還
納
す
る
の
後
︑
則
ち
我
国
今
に
到
り
て
許
さ
ざ
る
は
︑
曲
実
我
れ
に
在
り
︒
且
つ
前
後
に
給
ふ
所
を
以
て
︑
合
わ
せ
て
之
れ
を
計
る
に
︑

則
ち
留
︵
流
︶芳
院
の
給
ふ
所
の
数
は
︑
布
五
十
同
︑
彦
三
図
書
の
給
ふ
所
は
︑
又
た
三
十
同
な
り
︒
今
︑
此
の
権
現
堂
の
給
ふ
所
︑
若
し
両
院
の
数
に
加
へ
ざ
ら

ば
︑
則
ち
費
や
す
所
亦
た
多
か
ら
ず
︒
上
︵
朝
鮮
国
王
顕
宗
︶

曰
く
︑
七
八
十
同
の
布
を
以
て
給
ふ
こ
と
を
許
し
︑
之
れ
を
し
て
少
し
く
万
松
院
の
数
に
加
へ
し
め
ば
︑
則
ち
可

な
り
︒

朝
鮮
側
は
︑
自
身
に
非
が
あ
る
た
め
︑
対
馬
藩
の
要
請
を
受
容
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
権
現
堂
送
使
の
公
貿
易
量
と
し

て
︑
柳
川
一
件
の
後
に
廃
止
さ
れ
た
流
芳
院
送
使
と
︑
彦
三
送
使
の
分
量
を
合
わ
せ
る
公
木
七
～
八
○
同
を
策
定
す
る
こ
と
を
提
案
し
︑
国
王

顕
宗
も
万
松
院
送
使
よ
り
は
多
い
公
木
を
支
給
す
る
よ
う
に
許
可
し
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
朝
鮮
側
は
権
現
堂
送
使
の
公
木
量
を
一
○
○
同
に
増

額
し
た
が
︑
同
時
に
﹁
今
若
し
送
使
を
減
ら
さ
ん
と
図
ら
ば
︑
則
ち
弊
を
大
い
に
除
か
ん⑤
﹂
と
い
う
よ
う
な
議
論
も
あ
っ
た
︒
交
渉
に
行
き
違

い
が
あ
っ
た
の
で
︑
権
現
堂
送
使
の
新
設
は
仕
方
な
い
が
︑
可
能
で
あ
れ
ば
ほ
か
の
送
使
を
削
減
し
︑
対
馬
藩
と
の
公
貿
易
に
よ
る
支
出
を
減

ら
そ
う
と
す
る
朝
鮮
側
の
立
場
が
う
か
が
え
る
︒

︿
表
�
﹀
を
参
照
す
る
と
︑
権
現
堂
送
使
に
策
定
さ
れ
た
一
○
○
同
の
公
木
量
は
︑
送
使
全
体
の
公
木
量
で
あ
る
約
一
○
○
○
余
同
の
一
○
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分
の
一
に
該
当
し
︑
対
馬
藩
に
と
っ
て
十
分
利
益⑥
に
な
る
と
い
え
よ
う
︒
し
か
し
︑
以
前
か
ら
権
現
堂
送
使
の
新
設
要
請
を
司
り
︑
一
時
帰
国

の
後
に
再
渡
海
し
た
差
倭
井
手
弥
六
左
衛
門
は
︑
交
渉
の
推
移
を
訳
官
か
ら
聞
い
た
後
︑
朝
鮮
側
が
承
諾
し
た
公
木
量
一
○
○
同
に
否
定
的
な

反
応
を
示
し
た
︒
ま
た
︑
﹁
権
現
堂
乃
ち
日
本
国
君
な
り
︒
島
主
乃
ち
其
の
臣
た
る
の
み
︒
国
君
の
前
に
贈
る
所
の
物
︑
反
て
島
主
の
公
貿
易

を
処
す
る
数
よ
り
小
さ
け
れ
ば
︑
則
ち
島
主
将
た
晏
︵
安
︶然

に
之
れ
を
受
け
︑
江
戸
に
報
知
せ
ん
や
︒
之
れ
を
許
さ
ず
に
如
か
ず⑦
﹂
と
︑
﹁
国
君
﹂

で
あ
っ
た
東
照
大
権
現
へ
供
養
す
る
物
量
が
十
分
で
な
け
れ
ば
︑
藩
主
が
幕
府
に
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
対
馬
藩
の
反
応
に
対
し
て
朝
鮮
朝
廷
で
は
︑
次
の
よ
う
に
議
論
し
て
い
る⑧
︒

権
現
堂
の
請
︑
決
し
て
副
へ
従
ひ
難
し
︒
而
る
に
朝
廷
特
に
島
主
懇
迫
の
意
を
念
ひ
︑
特
に
百
同
を
許
す
︒
則
ち
感
祝
の
不
暇
に
当
る
と
雖
も
︑
而
る
に
称

し
て
以
て
国
君
の
受
く
る
所
︑
反
て
島
主
の
受
く
る
所
よ
り
小
さ
し
是이

如다

為하

白삷

乎오

旀며

︵
～
で
あ
る
と
し
な
が
ら
︶
︑
島
中
年
例
の
公
貿
木
の
都
て
の
数
の
内
︑

副
官
の
受
く
る
所
を
除
け
ば
︑
則
ち
其
の
余
り
は
八
百
余
同
︑
乃
ち
島
主
の
受
く
る
所
な
り
︒
今
︑
此
の
現
︵
権
現
堂
︶
堂
の
請
︑
八
百
同
の
上
に
加
え
︑
然
る
後
︑
以

て
収
了
す
べ
し
︒

こ
こ
か
ら
み
る
と
︑
対
馬
藩
の
度
重
な
る
要
請
に
よ
っ
て
朝
鮮
側
も
譲
り
︑
権
現
堂
送
使
に
一
○
○
同
の
公
木
量
を
許
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
︑
八
○
○
同
余
以
上
の
公
木
量
を
求
め
る
対
馬
藩
の
態
度
を
歎
い
て
い
る
︒
﹁
島
主
の
受
く
る
所
﹂
の
八
〇
〇
同
の
公
木
量
と
は
︑
送
使
全

体
の
一
〇
〇
〇
同
の
中
で
藩
家
臣
が
派
遣
す
る
名
目
で
あ
る
副
特
送
使
の
二
〇
〇
同
を
除
く
分
量
で
あ
り
︑
﹁
国
君
﹂
へ
の
﹁
香
火
の
資
﹂
で

あ
る
権
現
堂
送
使
は
そ
れ
よ
り
多
く
策
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
対
馬
藩
側
の
主
張
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
対
馬
藩
の
訴
え
に

も
か
か
わ
ら
ず
︑
朝
鮮
側
は
対
馬
藩
の
主
張
が
も
っ
て
の
外
で
あ
る
と
し
︑
交
渉
は
中
止
さ
れ
た
︒

翌
年
正
月
︑
対
馬
藩
は
訳
官
使
へ
権
現
堂
の
件
に
つ
い
て
﹁
朝
鮮
ゟ
御
心
入
之
儀
与
申
︑
此
段
者
公
儀
江
御
案
内
申
上
事
ニ
候
間
︑
弥
公
儀

之
御
恰
合
能⑨
﹂
く
す
る
よ
う
に
仲
裁
を
頼
み
︑
交
渉
を
続
け
る
余
地
を
残
し
て
い
る
︒
朝
鮮
側
は
︑
権
現
堂
送
使
に
公
木
量
の
配
慮
は
し
て
い
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る
が
︑
あ
く
ま
で
も
対
馬
藩
が
営
む
﹁
送
使
﹂
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
た
︒
一
方
︑
対
馬
藩
に
と
っ
て
そ
れ
は
︑
す
で
に
実
現
の
可
能
性
が
希

薄
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
対
馬
藩
は
︑
権
現
堂
送
使
は
﹁
国
君
﹂
の
香
火
で
あ
り
︑
一
〇
〇
の
公
木
量
だ
け
で
は
﹁
公
儀
﹂
が
納
得
し
え

な
い
と
訴
え
な
が
ら
︑
無
理
な
公
木
量
を
要
請
す
る
こ
と
で
︑
朝
鮮
側
を
当
惑
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

︵
二
︶

寛
文
期
に
お
け
る
﹁
公
儀
﹂
の
外
交
事
案
と
権
現
堂
送
使

以
後
︑
対
馬
藩
は
権
現
堂
送
使
の
公
木
量
増
大
要
請
を
続
け
な
が
ら
︑
そ
れ
以
外
の
外
交
事
案
を
交
渉
し
て
い
く
︒
本
節
で
は
︑
そ
の
推
移

を
検
討
し
て
み
よ
う
︒

寛
文
年
間
に
お
け
る
対
馬
藩
の
代
表
的
な
交
渉
事
案
は
︑
倭
館
移
館
と
公
作
米
支
給
で
あ
っ
た
︒
己
酉
約
条
に
よ
っ
て
︑
倭
館
は
釜
山
の
豆

毛
浦
に
設
け
ら
れ
た
が
︑
対
馬
藩
は
よ
り
広
い
敷
地
を
求
め
︑
倭
館
の
移
転
を
朝
鮮
側
に
要
請
し
た
︒
し
か
し
︑
朝
鮮
側
は
倭
館
移
館
に
反
対

の
意
向
を
示
し
て
い
た
︒
そ
の
中
で
対
馬
藩
は
︑
寛
文
七
年
に
大
規
模
な
武
器
密
輸
組
織
が
朝
鮮
へ
船
を
送
り
︑
幕
府
が
海
外
流
出
を
厳
禁
す

る
硫
黄
・
武
器
な
ど
を
売
買
し
た
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
抜
船
一
件⑩
﹂
に
結
び
付
け
︑
倭
館
の
敷
地
が
悪
い
の
で
潜
商
が
犯
さ
れ
︑
移
館
が
必
要
で
あ

る
と
幕
府
に
ア
ピ
ー
ル
し
︑
結
局
承
諾
を
受
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
︒
さ
ら
に
朝
鮮
に
対
し
て
は
︑
移
館
が
﹁
幕
命
﹂
で
あ
る
こ
と
を
前
面
に

押
し
出
し
︑
積
極
的
に
迫
っ
て
い
る⑪
︒
そ
の
交
渉
に
よ
っ
て
︑
対
馬
藩
は
倭
館
を
拡
張
・
移
転
す
る
こ
と
を
寛
文
十
三
年
︵
一
六
七
三
︶
に
朝

鮮
側
か
ら
許
さ
れ
︑
延
宝
六
年
︵
一
六
七
八
︶
に
草
梁
倭
館
を
完
工
し
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑
藩
の
利
益
を
も
た
ら
す
外
交
事
案
を
処
理
す
る
た
め
︑
対
馬
藩
は
そ
れ
を
幕
府
へ
報
告
し
て
指
南
を
受
け
た
後
︑
﹁
公
儀
﹂

の
指
示
と
称
し
て
朝
鮮
と
の
交
渉
に
臨
ん
で
い
た
の
で
あ
る
︒
一
方
︑
︿
表
	
﹀
を
参
照
す
る
と
︑
寛
文
中
葉
に
は
実
際
に
幕
府
か
ら
指
示
を

受
け
た
外
交
事
案
︵
Ｂ
・
Ｃ
︶
も
朝
鮮
と
の
交
渉
の
場
に
登
場
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
﹁
公
儀
﹂
の
事
案
と
同
時
に
︑
対
馬
藩
は
藩
の
懸
案

︵
Ｄ
・
Ｅ
︶
︑
ま
た
権
現
堂
送
使
の
件
を
朝
鮮
側
に
要
請
し
て
い
た
︒

寛
文
期
に
お
け
る
﹁
公
儀
﹂
の
外
交
案
件
は
︑
ま
ず
朝
鮮
側
に
抑
留
さ
れ
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
漂
流
民
の
送
還
要
請⑫
︵
Ｂ
︶
が
あ
っ
た
︒
承
応
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二
年
︵
一
六
五
三
︶
︑
長
崎
に
向
か
っ
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
人
三
六
名
が
遭
難
し
て
朝
鮮
の
済
州
に
漂
着
し
︑
朝
鮮
側
に
抑
留
さ
れ
た
︒
そ
れ
か
ら

一
三
年
後
の
寛
文
六
年
︑
漂
流
民
の
中
で
八
人
が
脱
走
し
︑
平
戸
を
経
て
長
崎
に
至
っ
た
︒
こ
の
事
実
は
幕
府
に
も
伝
え
ら
れ
︑
幕
府
は
対
馬

藩
に
朝
鮮
側
と
交
渉
し
︑
朝
鮮
に
残
っ
て
い
る
オ
ラ
ン
ダ
人
を
送
還
さ
せ
る
こ
と
を
命
じ
た
︒
対
馬
藩
の
交
渉
に
よ
っ
て
︑
彼
ら
は
翌
年
日
本

に
送
還
さ
れ
た
︒
そ
の
最
中
︑
幕
府
は
朝
鮮
に
抑
留
さ
れ
て
い
る
オ
ラ
ン
ダ
人
が
キ
リ
シ
タ
ン
で
は
な
い
か
を
調
べ
る
よ
う
に
︑
朝
鮮
側
へ
要

請
す
る
こ
と
を
対
馬
藩
に
指
示
し
た
︒
次
の
史
料
は
︑
対
馬
藩
の
質
疑
に
対
し
︑
朝
鮮
側
の
議
論
の
様
子
が
う
か
が
え
る
も
の
で
あ
る⑬
︒

今
此
れ
阿
蘭
陁
︵
陀
︶の

日
本
に
漂
到
す
る
な
り
︒
関
白

︵
将
軍
︶

︑
我
国
に
留
在
す
る
者
の
耶
蘇
に
非
ざ
る
を
知
る
︒
而
る
に
此
れ
を
執
り
て
言
と
為
し
︑
以
為
へ
ら
く

権
現
堂
香
火
の
資
を
求
索
せ
ん
と
︒
差
倭
出
來
し
︑
館
に
留
ま
る
こ
と
四
十
日
な
り
︒

こ
の
よ
う
に
朝
鮮
側
は
︑
オ
ラ
ン
ダ
人
が
キ
リ
シ
タ
ン
で
は
な
い
こ
と
を
将
軍
が
知
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
権
現
堂
送
使
の
件
を
達

成
す
る
た
め
に
倭
館
に
留
ま
る
口
実
と
し
て
︑
差
倭
が
オ
ラ
ン
ダ
人
の
件
に
言
及
し
て
い
る
と
推
測
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
朝
鮮
側
の
反
応

は
︑
対
馬
藩
が
幕
府
か
ら
の
指
令
に
よ
る
オ
ラ
ン
ダ
人
送
還
交
渉
と
と
も
に
︑
権
現
堂
送
使
の
新
設
を
要
請
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
史
料
に
お
け
る
﹁
権
現
堂
香
火
の
資
﹂
に
つ
い
て
中
村
栄
孝
は
︑
対
馬
藩
が
﹁
日
光
廟
香
火
の
資
を
得
べ
き
貿
易
船
額
の
増
加
﹂
を
要

請
し
た⑭
と
し
︑
ま
た
申
東
珪
は
︑
権
現
堂
を
用
い
た
﹁
対
馬
藩
の
貿
易
拡
大
に
対
す
る
意
図
﹂
で
あ
る⑮
と
指
摘
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
時

点
は
対
馬
藩
が
権
現
堂
送
使
に
八
○
○
同
の
公
木
量
を
要
請
し
た
後
で
あ
り
︑
す
で
に
権
現
堂
送
使
の
件
は
差
倭
が
倭
館
に
滞
留
す
る
口
実
と

し
て
転
化
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
︒
一
方
︑
差
倭
の
井
手
弥
六
左
衛
門
は
以
降
長
期
間
倭
館
に
残
留
し
︑
翌
年
三
月
か
ら
は
倭
館
移
館
や
公
作

米
関
連
交
渉
を
加
え
︑
再
び
交
渉
に
臨
ん
で
い
る
こ
と
が
︿
表
	
﹀
か
ら
確
認
さ
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
対
馬
藩
は
オ
ラ
ン
ダ
人
の
取
調
べ
を

要
請
し
て
朝
鮮
と
の
交
渉
を
開
始
し
︑
権
現
堂
送
使
の
新
設
要
請
を
続
け
る
こ
と
で
︑
交
渉
を
長
期
化
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑

交
渉
に
お
け
る
対
馬
藩
の
真
の
目
標
は
︑
倭
館
移
館
や
公
作
米
関
連
交
渉
の
方
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
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次
に
︑
対
馬
藩
は
寛
文
七
年
三
月
︑
差
倭
を
通
じ
て
﹁
江
戸
よ
り
横
目
及
び
上
使
員
役
幷
せ
て
二
十
一
人
出
来
す
︒
適
家
康
の
死
日
に
値
ひ
︑

当
に
権
現
堂
に
香
を
焚
く
べ
し
﹂
と
し
︑
そ
の
際
に
使
う
﹁
大
画
燭
十
五
柄
﹂
を
朝
鮮
側
に
要
請
し
た⑯
︒
朝
鮮
側
は
そ
の
要
求
量
が
些
少
で
あ

る
の
で
支
給
を
許
し
て
い
る⑰
︒
こ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
対
馬
藩
の
意
図
は
︑
幕
府
が
派
遣
し
た
巡
見
使
が
権
現
堂
に
参
詣
す
る
と
朝
鮮
側
に
唱

え
︑
権
現
堂
が
﹁
公
儀
﹂
と
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
︑
交
渉
カ
ー
ド
と
し
て
の
有
効
性
を
生
か
す
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

さ
ら
に
︑
対
馬
藩
は
抜
船
一
件
に
つ
い
て
も
幕
府
の
指
令
を
受
け
︑
朝
鮮
側
の
取
締
り
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
追
及
︵
Ｃ
︶
し
て
い
た
︒

寛
文
八
年
十
一
月
に
は
一
連
の
追
及
結
果
を
幕
府
に
報
告
し
︑
﹁
既
往
は
咎
め
ず
︑
今
後
を
戒
め
る
よ
う
に
と
の
趣
旨
の
書
簡
を
朝
鮮
側
に
伝

え
る⑱
﹂
と
の
指
図
を
幕
府
か
ら
受
け
て
い
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
そ
の
後
︑
差
倭
の
弥
六
左
衛
門
は
次
の
よ
う
に
朝
鮮
側
と
交
渉
し
て
い
る⑲
︒

差
倭
︵
井
手
弥
六
左
衛
門
︶

橘
成
陳
︑
茶
礼
の
時
言
ふ
に
︑
硫
黄
の
事
︑
島
主
極
力
に
周
旋
し
弥
縫
す
︒
潜
商
船
の
載
す
る
所
の
物
︑
但
だ
硫
黄
に
不
ず
し
て
︑
且
つ
鳥
銃
・
環

刀
・
甲
冑
等
の
物
有
り
と
云
ふ
︒
其
の
数
を
聞
ん
と
願
ひ
︑
且
つ
移
館
の
事
及
び
権
現
堂
・
公
作
米
復
旧
の
事
を
云
ふ
︒

弥
六
左
衛
門
は
茶
礼
の
席
を
借
り
︑
潜
商
船
に
は
硫
黄
の
ほ
か
に
も
武
具
が
載
せ
ら
れ
て
い
た
と
し
︑
再
び
朝
鮮
側
を
追
及
す
る
と
と
も
に
︑

倭
館
移
館
や
公
作
米
復
旧
︑
ま
た
権
現
堂
送
使
の
件
を
加
え
て
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
抜
船
一
件
に
つ
い
て
︑
荒
野
泰
典
は
﹁
対
馬
藩
が

双
方
を
ま
る
く
お
さ
め
て
︑
朝
鮮
側
の
心
証
を
よ
く
し
よ
う
と
努
め
た
理
由
は
︑
倭
館
の
移
転
問
題
で
あ
る⑳
﹂
と
述
べ
て
い
る
が
︑
そ
の
処
理

過
程
を
微
視
的
に
分
析
す
る
と
︑
時
に
は
対
馬
藩
が
事
件
を
再
論
し
︑
朝
鮮
側
を
圧
迫
し
て
い
る
事
実
が
確
認
さ
れ
る
︒

か
か
る
状
況
は
︑
対
馬
藩
が
朝
鮮
と
の
交
渉
の
場
に
お
い
て
﹁
公
儀
﹂
の
意
向
を
独
断
で
加
減
し
︑
藩
の
懸
案
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
活

用
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
︒
加
え
て
︑
表
向
き
の
オ
ラ
ン
ダ
人
送
還
や
抜
船
一
件
と
は
別
に
︑
権
現
堂
送
使
も
ま
た
対
馬
藩
が
狙
っ
て
い

る
要
請
事
案
へ
と
朝
鮮
側
の
譲
歩
を
誘
導
す
る
一
つ
の
選
択
肢
と
し
て
提
示
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
結
局
︑
朝
鮮
側
は
﹁
権
現
堂
請
船
︑
彼
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れ
の
大
欲
す
る
所
︑
専
ら
此
れ
に
在
り㉑
﹂
と
し
て
権
現
堂
送
使
の
件
は
退
け
た
が
︑
公
作
米
支
給
は
三
年
限
り
の
条
件
で
許
し
て
い
る㉒
︒
朝
鮮

側
が
最
も
負
担
に
感
じ
て
い
た
権
現
堂
送
使
の
件
を
前
面
に
立
て
る
こ
と
で
︑
対
馬
藩
は
要
請
事
項
の
一
部
を
達
成
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
︒

︵
三
︶

﹁
公
儀
﹂
の
表
象
に
な
っ
た
権
現
堂
送
使

︿
表
	
﹀
を
参
照
す
る
と
︑
寛
文
十
年
︵
一
六
七
○
︶
二
月
か
ら
権
現
堂
送
使
の
新
設
要
請
は
︑
当
分
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
本

節
で
は
︑
そ
の
よ
う
な
空
白
期
が
現
れ
た
理
由
と
︑
空
白
期
以
降
の
権
現
堂
送
使
新
設
交
渉
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
︒

対
馬
藩
が
権
現
堂
送
使
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
に
対
し
︑
朝
鮮
国
王
顕
宗
は
﹁
向
者
︑
移
館
を
以
て
主
と
為
し
て
︑
遂
に

現

堂

︵
権
現
堂
︶

の
請
を
止
む㉓
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
対
馬
藩
の
本
意
が
倭
館
移
館
に
あ
っ
た
た
め
︑
そ
れ
を
達
成
す
る
と
権
現
堂
送
使

に
つ
い
て
は
一
切
言
及
し
な
く
な
っ
た
こ
と
を
︑
朝
鮮
側
も
気
づ
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
草
梁
倭
館
の
完
工
か
ら
四
ヶ
月
後
の
延

宝
六
年
︵
一
六
七
八
︶
七
月
︑
対
馬
藩
は
﹁
権
現
堂
様
御
馳
走
﹂
に
つ
い
て
朝
鮮
朝
廷
か
ら
の
返
答
を
求
め
る
書
簡
を
訳
官
へ
送
る
よ
う
に
差

倭
へ
指
示
し
た㉔
︒
翌
年
︑
差
倭
の
弥
六
左
衛
門
は
﹁
島
主
の
江
戸
の
行
︑
已
に
迫
る
も
︑
尚
ほ
面
答
無
し
︒
何
の
辞
を
将
て
大
君
に
告
知
せ
ん

や
﹂
と
︑
朝
鮮
側
の
答
え
が
な
け
れ
ば
︑
権
現
堂
送
使
の
件
に
つ
い
て
藩
主
が
将
軍
に
告
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
述
べ
た
︒
そ
れ
に
対
し
て

朝
鮮
朝
廷
は
︑
﹁
継
い
て
移
館
の
請
を
発
し
︑
館
の
役
才
に
畢
る
も
︑
更
に
提
起
を
為
し
︑
狡
倭
の
情
状
︑
殊
に
甚
し
く
︑
痛
み
駿
し㉕
﹂
と
嘆

い
て
い
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
権
現
堂
送
使
は
実
現
し
難
い
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
対
馬
藩
は
貿
易
量
増
進
の
た
め
︑
依
然
と
し
て
新
た
な
送
使
を
求
め
る
必
要

が
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
こ
の
頃
か
ら
藩
主
の
息
子
右
京
︵
宗
義
倫
︶
の
名
義
で
︑
図
書
の
支
給
︵
Ｆ
︶
を
朝
鮮
側
に
要
請
し
て
い
る
こ
と
が

︿
表
	
﹀
か
ら
確
認
さ
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
対
馬
藩
は
権
現
堂
送
使
の
件
を
建
前
と
し
て
︑
送
使
新
設
の
名
分
が
自
給
で
き
︑
幕
府
に
も
報

告
が
容
易
で
あ
る
児
名
送
使
の
新
設
を
進
め
る
た
め
に
活
用
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

そ
の
後
︑
対
馬
藩
は
天
和
四
年
︵
一
六
八
四
︶
に
も
︑
差
倭
田
嶋
十
郎
兵
衛
を
通
じ
て
︑
権
現
堂
送
使
に
関
わ
る
交
渉
を
行
っ
て
い
る㉖
︒
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権
現
堂
香
火
の
資
を
得
ん
と
請
ふ
こ
と
︑
今
三
十
余
年
に
至
る
︒
中
間
に
許
す
所
有
り
と
雖
も
︑
其
の
数
零
星
た
る
乙을

仍
于

지
즈
로

︵
～
に
よ
っ
て
︶
︑
敢
へ
て
江

戸
に
聞
か
せ
ず
為하

有잇

在견

果과

︵
～
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
︶
︑
関
白

︵
将
軍
︶

毎
に
此
の
事
を
以
て
島
主
に
問
ひ
︑
答
ゆ
べ
き
辞
無
く
︑
既
已
に
悶
え
を
為
す
是이

如다

乎온

︵
～

と
い
う
の
で
︶
︑
今
年
二
月
晦
の
前
︑
島
主
当
に
江
戸
に
入
往
を
為
す
べ
け
れ
ど
も
︑
関
白
必
ず
問
ひ
有
り
︑
更
に
托
︵
託
︶け

を
推
し
難
し
︒

差
倭
は
﹁
権
現
堂
香
火
の
資
﹂
に
つ
い
て
将
軍
か
ら
質
問
が
あ
っ
た
の
で
︑
藩
主
が
返
答
に
窮
し
た
と
朝
鮮
側
に
述
べ
て
い
る
︒
し
か
し
︑

﹁
敢
へ
て
江
戸
に
聞
か
せ
ず
﹂
と
︑
権
現
堂
送
使
に
つ
い
て
ま
だ
幕
府
に
詳
し
く
報
告
し
て
い
な
い
情
況
を
白
状
し
て
い
る
︒

当
時
︑
権
現
堂
送
使
新
設
要
請
に
伴
っ
た
案
件
は
︑
右
京
図
書
の
支
給
︑
焼
失
し
た
館
守
屋
の
再
建
︑
そ
し
て
諸
般
外
交
事
項
を
相
談
す
る

た
め
に
訳
官
を
倭
館
へ
派
遣
す
る
こ
と
︑
以
上
の
三
つ
で
あ
っ
た
︒
こ
の
う
ち
︑
館
守
屋
の
再
建
は
朝
鮮
側
が
承
諾
す
る
に
至
っ
た
が
︑
対
馬

藩
は
残
る
要
請
事
項
を
め
ぐ
っ
て
交
渉
を
続
け
︑
﹁
権
現
堂
香
火
の
資
﹂
の
件
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る㉗
︒

今
の
関
白

︵
将
軍
︶の
素
性
峻
急
に
し
て
︑
問
ふ
て
此
の
事
に
及
ば
ば
︑
辞
を
答
ふ
べ
き
も
の
無
し
︒
如
或
暴
怒
せ
ば
︑
小
く
て
は
責
の
島
主
に
及
び
︑
大
き
く
て
は

逓
易
に
至
ら
ん
︒
島
主
の
患
︑
則
ち
其
れ
朝
鮮
に
在
り
︒
亦
た
何
の
顔
面
た
ら
ん
︒
曽
て
信
使
在
島
の
時
に
於
て
︑
関
白
此
の
意
を
以
て
島
主
に
分
付
し
︑

之
れ
を
し
て
信
使
に
稟
し
定
め
せ
し
む
︒
而
る
に
島
主
以
為
へ
ら
く
︑
煩
ひ
使
臣
の
行
心
に
達
す
る
こ
と
︑
甚
だ
未
だ
安
か
る
べ
か
ら
ず
と
︑
周
旋
を
姑
く

置
く
︒

差
倭
は
天
和
二
年
に
通
信
使
が
来
日
し
た
際
︑
将
軍
綱
吉
が
﹁
此
の
意
﹂
︵
権
現
堂
香
火
の
資
︶
に
つ
い
て
藩
主
に
申
し
付
け
た
が
︑
通
信
使

に
煩
い
を
か
け
な
い
た
め
︑
要
請
を
見
送
っ
た
と
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
︑
将
軍
の
催
促
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
交
渉
が
難
航
す
る
こ
と
で
藩
主
に

禍
が
及
べ
ば
︑
朝
鮮
も
面
目
が
な
く
な
る
と
訴
え
て
い
る
︒

天
和
二
年
か
ら
は
︑
過
去
三
回
に
わ
た
る
通
信
使
の
日
光
参
詣
が
廃
止
さ
れ
た
︒
そ
の
状
況
に
基
づ
い
て
︑
対
馬
藩
は
通
信
使
の
日
光
参
詣
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の
代
わ
り
と
し
て
︑
将
軍
が
藩
主
に
権
現
堂
送
使
の
件
を
命
じ
た
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
な
お
︑
差
倭
は
﹁
薩
摩
︑
琉
球
の
至
少
︵
小
︶の

国

を
以
て
扶
く
る
所
︑
尚
ほ
優
る
︒
貴
国
︑
前
の
関
白

︵
将
軍
︶
よ
り
義
を
交
じ
た
る
は
如
何㉘
﹂
と
述
べ
た
︒
琉
球
慶
賀
使
の
場
合
︑
日
光
参
詣
が
廃
止
さ

れ
た
後
も
薩
摩
藩
の
引
導
下
に
東
叡
山
寛
永
寺
へ
参
詣
す
る
東
照
宮
儀
礼
が
残
存
し
て
い
た㉙
︒
対
馬
藩
は
そ
の
事
例
を
挙
げ
︑
朝
鮮
側
か
ら
東

照
大
権
現
に
呈
す
る
新
た
な
儀
礼
と
し
て
︑
権
現
堂
送
使
の
新
設
を
催
促
し
た
の
で
あ
る
︒

一
方
︑
綱
吉
は
朝
鮮
通
信
使
に
よ
る
東
照
大
権
現
へ
の
拝
礼
に
対
し
︑
虚
礼
で
あ
っ
て
真
実
の
信
仰
で
は
な
い㉚
と
し
︑
否
定
的
な
立
場
を
示

し
て
い
た
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
対
馬
藩
は
将
軍
の
性
情
ま
で
述
べ
な
が
ら
︑
以
前
よ
り
も
強
く
権
現
堂
送
使
に
つ
い
て
朝
鮮
側
に
ア
ー
ピ
ル

し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
対
馬
藩
の
強
引
な
要
請
に
対
し
︑
朝
鮮
側
は
﹁
或
い
は
言
は
く
︑
渠
の
自
躬
進
み
︑
乃
ち
敢
へ
て
重
き
を
関
白

︵
将
軍
︶

に
藉
り
て
︑
至
り
て
以
て
島
主
等
の
語
を
逓
易
す
︒
張
皇
に
し
て
恐
喝
す
る
こ
と
︑
顕
か
に
脅
持
の
計
有
り㉛
﹂
と
し
︑
権
現
堂
送
使
の
件
は
︑

た
だ
対
馬
藩
が
将
軍
の
名
を
借
り
て
脅
迫
す
る
こ
と
で
あ
る
と
推
測
し
て
い
る
︒
朝
鮮
側
は
︑
権
現
堂
送
使
の
件
が
対
馬
藩
独
自
の
要
請
に
過

ぎ
な
い
こ
と
を
見
抜
い
て
い
た
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
対
馬
藩
の
本
意
は
ほ
か
の
事
案
に
あ
り
︑
権
現
堂
送
使
は
た
だ
交
渉
を
続
け
る
口
実
で
あ
っ
た
︒
実
際
︑
権
現
堂
送
使
の
新
設

要
請
は
天
和
四
年
を
も
っ
て
一
段
落
し
︑
享
保
年
間
に
雨
森
芳
洲
が
か
つ
て
朝
鮮
側
か
ら
一
度
承
諾
を
受
け
た
と
い
う
事
実
を
挙
げ
て
復
活
さ

せ
る
ま
で
に
見
受
け
ら
れ
な
い
が
︑
右
京
図
書
の
支
給
要
請
は
後
に
も
続
け
ら
れ
た㉜
︒
そ
も
そ
も
権
現
堂
送
使
は
︑
東
照
大
権
現
に
対
す
る
朝

鮮
か
ら
の
供
養
を
代
行
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
通
信
使
の
日
光
参
詣
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
︑
も
は
や
送
使
の
名

分
も
通
用
し
難
く
な
っ
た
た
め
︑
そ
れ
以
上
は
対
馬
藩
が
権
現
堂
送
使
の
新
設
を
朝
鮮
側
へ
訴
え
る
に
も
無
理
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
す

な
わ
ち
︑
天
和
期
に
お
け
る
交
渉
は
︑
対
馬
藩
が
権
現
堂
送
使
を
建
前
と
し
て
活
用
す
る
最
後
の
機
会
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

な
お
︑
寛
文
期
の
場
合
︑
対
馬
藩
は
﹁
公
儀
﹂
の
指
示
を
皮
切
り
に
し
て
朝
鮮
と
の
交
渉
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
︑
天
和
期
に
﹁
公

儀
﹂
の
外
交
事
案
は
存
在
し
な
か
っ
た
︒
か
か
る
状
況
下
で
︑
対
馬
藩
は
権
現
堂
送
使
に
将
軍
の
意
が
含
ま
れ
て
い
る
と
唱
え
︑
交
渉
の
糸
口

と
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
要
す
る
に
︑
こ
の
時
期
に
お
け
る
権
現
堂
送
使
は
︑
対
馬
藩
が
朝
鮮
と
の
交
渉
の
場
で
﹁
公
儀
﹂
の
存
在
を
喚
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起
さ
せ
る
表
象
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

①

﹃
接
待
倭
人
事
例
﹄
上
︑
癸
巳
年
︵
一
六
五
三
︶
六
月
十
五
日
︒

②

﹃
辺
例
集
要
﹄
巻
一
﹁
送
使
﹂
丙
申
年
︵
一
六
五
六
︶
五
月
︒

③

同
右
︑
丙
午
年
︵
一
六
六
六
︶
五
月
︒
以
下
︑
朝
鮮
側
の
漢
文
史
料
に
お
け
る

吏
読
は
︑
ハ
ン
グ
ル
音
を
ル
ビ
で
掛
け
︑
現
代
日
本
語
で
そ
の
意
味
を
括
弧
に
記

入
し
た
︒

④

﹃
朝
鮮
王
朝
実
録
﹄
顕
宗
︵
改
修
︶
七
年
︵
一
六
六
六
︶
五
月
十
八
日
︒

⑤

﹃
接
待
倭
人
事
例
﹄
下
︑
丙
午
年
︵
一
六
六
六
︶
九
月
十
六
日
︒

⑥

公
木
一
疋
当
り
に
米
五
斗
︵
朝
鮮
枡
︶
で
換
算
し
︑
京
枡
で
計
算
︵
1:0.58
︶

す
れ
ば
︑
権
現
堂
送
使
に
策
定
さ
れ
た
公
木
量
一
○
○
同
は
︑
米
で
一
四
五
○
石

に
な
る
︒
そ
の
交
換
率
は
︑
ル
イ
ス
・
ジ
ェ
イ
ム
ス
﹁
近
世
朝
鮮
人
の
日
本
観

倭
館
に
お
け
る
公
貿
易
・
接
待
の
費
用
を
例
示
と
し
て

﹂
︵
﹃
年
報
朝
鮮

学
﹄
二
︑
一
九
九
二
年
︑
三
七
頁
︶
︑
前
掲
﹁
は
じ
め
に
﹂
注
⑬
田
代
論
文
︵
一

五
一
頁
︶
参
照
︒

⑦

﹃
辺
例
集
要
﹄
巻
一
﹁
送
使
﹂
丙
午
年
︵
一
六
六
六
︶
十
一
月
︒

⑧

同
右
︑
丙
午
年
︵
一
六
六
六
︶
十
一
月
︒

⑨

﹁
寛
文
七
丁
未
年
訳
官
金
同
知
崔
判
事
渡
海
正
月
廿
八
日
出
宴
席
之
時
申
渡
候

覚
書
之
控
﹂
︵
︹
韓
国
︺
国
史
編
纂
委
員
会
所
蔵
︶
︒

⑩

抜
船
一
件
に
つ
い
て
は
︑
荒
野
泰
典
﹁
小
左
衛
門
と
金
右
衛
門

地
域
と
海

禁
を
め
ぐ
る
断
章

﹂
︵
網
野
善
彦
他
編
﹃
海
か
ら
見
た
日
本
文
化
﹄
小
学
館
︑

一
九
九
二
年
︶
︑
尹
裕
淑
﹁
十
七
世
紀

日
朝
間

日
本
製

武
器
類
의

交
易
과

密

売
﹂
︵
︹
韓
国
︺
﹃
史
叢
﹄
六
七
︑
二
○
○
八
年
︶
︑
酒
井
雅
代
﹁
寛
文
抜
船
一
件
か

ら
み
る
日
朝
関
係
﹂
︵
﹃
歴
史
評
論
﹄
七
四
三
︑
二
○
一
二
年
︶
な
ど
を
参
照
︒

⑪

前
掲
﹁
は
じ
め
に
﹂
注
⑭
尹
論
文
︑
一
七
七
頁
︒

⑫

オ
ラ
ン
ダ
漂
流
民
送
還
に
つ
い
て
は
︑
中
村
英
孝
﹁
オ
ラ
ン
ダ
船
の
漂
着
を
め

ぐ
る
交
渉
﹂
︵
前
掲
第
一
章
注
①
著
書
︶
︑
山
本
博
文
﹁
沿
岸
防
備
体
制
と
キ
リ
シ

タ
ン
禁
制
﹂
︵
﹃
鎖
国
と
海
禁
の
時
代
﹄
校
倉
書
房
︑
一
九
九
五
年
︶
︑
申
東
珪

﹁
日
本
의

그
리
스
도
︵
キ
リ
ス
ト
︶
教

禁
制
要
請
과

漂
着
異
国
船

処
理
﹂

︵
﹃
近
世

東
아
시
아
︵
ア
ジ
ア
︶
속
의

日
・
朝
・
蘭

国
際
関
係
史
﹄
︹
韓
国
︺

景
仁
文
化
社
︑
二
○
○
七
年
︶
な
ど
を
参
照
︒

⑬

﹃
朝
鮮
王
朝
実
録
﹄
顕
宗
︵
改
修
︶
八
年
︵
一
六
六
七
︶
二
月
二
十
六
日
︒

⑭

前
掲
注
⑫
中
村
論
文
︑
四
三
二
頁
︒

⑮

前
掲
注
⑫
申
論
文
︑
三
三
三
頁
︒

⑯

﹃
接
待
使
目
録
抄
﹄
丁
未
年
︵
一
六
六
七
年
︶
三
月
︒

⑰

﹃
接
待
倭
人
事
例
﹄
下
︑
丁
未
年
︵
一
六
六
七
︶
四
月
四
日
︒

⑱

前
掲
注
⑩
荒
野
論
文
︑
四
二
○
頁
︒

⑲

﹃
接
待
使
目
録
抄
﹄
己
酉
年
︵
一
六
六
七
︶
十
二
月
︒

⑳

前
掲
注
⑩
荒
野
論
文
︑
四
二
三
頁
︒

㉑

﹃
別
差
倭
謄
録
﹄
四
︵
︹
韓
国
︺
ソ
ウ
ル
大
学
奎
章
閣
所
蔵
︶
庚
戌
年
︵
一
六

七
〇
︶
正
月
二
日
︒

㉒

﹃
接
待
使
目
録
抄
﹄
庚
戌
年
︵
一
六
七
○
︶
二
月
︒

㉓

﹃
承
政
院
日
記
﹄
顕
宗
十
四
年
︵
一
六
七
三
︶
七
月
五
日
︒

㉔

﹃
分
類
紀
事
大
綱
﹄
第
一
集
︑
巻
三
三
﹁
権
現
堂
御
馳
走
一
件
﹂
︵
︿
表

﹀
の

五
番
︶
︒

㉕

﹃
辺
例
集
要
﹄
巻
一
﹁
送
使
﹂
己
未
年
︵
一
六
七
九
︶
三
月
︒

㉖

﹃
裁
判
差
倭
謄
録
﹄
一
︵
︹
韓
国
︺
ソ
ウ
ル
大
学
奎
章
閣
所
蔵
︶
甲
子
年
︵
一

六
八
四
︶
二
月
二
日
︒

㉗

同
右
︑
甲
子
年
︵
一
六
八
四
︶
二
月
二
十
三
日
︒

㉘

同
右
︑
甲
子
年
︵
一
六
八
四
︶
二
月
二
十
三
日
︒

㉙

前
掲
﹁
は
じ
め
に
﹂
注
⑧
真
栄
平
論
文
︑
三
六
頁
︒

㉚

前
掲
﹁
は
じ
め
に
﹂
注
⑤
野
村
著
書
︑
二
八
六
頁
︒
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㉛

﹃
裁
判
差
倭
謄
録
﹄
一
︑
甲
子
年
︵
一
六
八
四
︶
二
月
二
十
三
日
︒

㉜

右
京
図
書
の
支
給
要
請
は
︑
義
倫
が
藩
主
に
な
る
元
禄
五
年
︵
一
六
九
二
︶
ま

で
続
け
ら
れ
た
が
︵
﹃
辺
例
集
要
﹄
巻
一
﹁
送
使
﹂
︶
︑
彦
満
図
書
を
還
納
し
な
か

っ
た
こ
と
が
朝
鮮
側
に
責
め
ら
れ
︑
達
成
に
は
至
ら
な
か
っ
た
︒

お

わ

り

に

諸
藩
の
東
照
宮
勧
請
は
︑
幕
府
の
権
威
が
藩
を
動
か
し
た
結
果
と
し
て
見
做
さ
れ
や
す
い
が
︑
む
し
ろ
藩
が
自
発
的
に
東
照
宮
を
勧
請
し
︑

藩
政
の
中
で
活
用
し
た
側
面
も
見
受
け
ら
れ
︑
対
馬
藩
も
同
じ
傾
向
を
示
し
て
い
る
︒
だ
が
︑
特
筆
さ
れ
る
の
は
︑
対
馬
藩
が
国
交
回
復
に
貢

献
し
た
と
さ
れ
る
東
照
大
権
現
に
対
す
る
供
養
を
名
目
と
し
て
︑
権
現
堂
送
使
の
新
設
を
朝
鮮
側
に
要
請
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
東
照
宮
を
権
威

の
側
面
だ
け
で
な
く
︑
藩
財
政
と
い
う
現
実
的
な
側
面
に
ま
で
活
用
し
た
点
に
︑
対
馬
藩
の
特
質
が
う
か
が
え
る
︒

権
現
堂
送
使
の
新
設
は
︑
訳
官
吏
の
対
馬
東
照
宮
拝
礼
や
通
信
使
の
日
光
参
詣
が
行
わ
れ
る
状
況
の
上
で
企
て
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒
し
か

し
︑
寛
文
期
に
入
る
と
︑
幕
府
は
既
存
の
東
照
宮
や
通
信
使
を
め
ぐ
る
政
策
に
消
極
的
な
姿
勢
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
対

馬
藩
の
計
画
に
も
蹉
跌
が
生
じ
た
の
で
あ
る
︒
一
方
︑
朝
鮮
側
に
と
っ
て
︑
藩
が
私
的
に
勧
請
し
た
東
照
宮
の
存
在
は
︑
理
解
し
難
い
も
の
で

あ
っ
た
︒
ま
た
︑
権
現
堂
送
使
に
対
し
て
も
朝
鮮
側
は
︑
あ
く
ま
で
も
対
馬
藩
の
営
む
送
使
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
た
︒
か
か
る
状
況
下
で
︑

対
馬
藩
は
送
使
船
の
増
設
が
招
く
貿
易
支
出
へ
の
負
担
に
対
す
る
朝
鮮
側
の
敏
感
な
反
応
に
食
い
込
み
︑
対
馬
東
照
宮
が
﹁
国
君
の
願
堂
﹂
で

あ
る
と
い
う
点
を
強
調
し
て
要
請
を
続
け
な
が
ら
︑
ほ
か
の
外
交
事
案
を
処
理
す
る
時
間
を
稼
い
だ
り
︑
ま
た
権
現
堂
送
使
を
一
種
の
選
択
肢

と
し
︑
朝
鮮
側
に
圧
力
を
か
け
た
り
す
る
こ
と
で
︑
交
渉
を
有
利
に
導
い
て
い
っ
た
︒

そ
も
そ
も
権
現
堂
送
使
の
名
分
は
︑
﹁
公
儀
﹂
か
ら
借
り
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
対
馬
藩
は
そ
れ
を
幕
府
に
は
報
告
せ
ず
に
︑
藩
財

政
を
拡
充
す
る
手
段
と
し
︑
ま
た
そ
れ
以
外
の
案
件
を
達
成
す
る
た
め
の
交
渉
カ
ー
ド
と
し
て
も
転
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
権
現

堂
送
使
を
め
ぐ
る
交
渉
の
中
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
︑
対
馬
藩
は
時
に
は
朝
鮮
や
幕
府
の
意
思
を
任
意
に
作
り
出
し
︑
自
分
の
利
益
の
た
め
に
活

用
し
て
い
た
︒
要
す
る
に
︑
権
現
堂
送
使
の
新
設
交
渉
過
程
を
通
じ
て
︑
幕
府
と
朝
鮮
と
の
関
係
を
仲
介
し
な
が
ら
も
︑
独
自
の
動
き
を
繰
り
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広
げ
て
い
た
︑
近
世
日
朝
関
係
に
お
け
る
対
馬
藩
の
主
体
性
が
見
受
け
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
︒

最
後
に
言
及
し
た
い
の
は
︑
本
稿
で
照
射
し
た
権
現
堂
送
使
は
︑
国
交
回
復
と
い
う
淵
源
か
ら
始
ま
る
東
照
大
権
現
と
藩
祖
義
智
︑
そ
し
て

朝
鮮
と
の
関
係
を
体
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
に
関
わ
る
対
馬
藩
の
レ
ト
リ
ッ
ク
か
ら
は
︑
日
朝
関
係
に
お
け
る
藩

の
役
割
を
定
め
た
と
さ
れ
る
東
照
大
権
現
へ
の
記
憶
を
刻
印
さ
せ
る
装
置
と
し
て
対
馬
東
照
宮
が
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒
と
す

る
と
︑
権
現
堂
送
使
新
設
の
正
当
性
を
朝
鮮
側
に
説
得
す
る
過
程
は
︑
対
馬
藩
が
自
分
の
位
置
づ
け
や
藩
の
成
立
の
起
源
を
反
芻
す
る
経
験
に

も
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
東
照
大
権
現
と
い
う
存
在
が
対
馬
藩
の
自
己
認
識
の
形
成
に
お
い
て
︑
以
降
ど
の
よ
う
に
役
立
っ

て
い
っ
た
の
か
を
︑
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
︒

︻
付
記
︼
史
料
調
査
の
際
︑
長
崎
県
立
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
︑
大
韓
民
国
国
史
編
纂
委
員
会
の
皆
様
の
御
高
配
を
賜
り
ま
し
た
︒
末
筆
な
が
ら
︑
記
し
て

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒

︵
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
︶
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Japan-Joseon Relations in the Latter Half of the 17th Century

and the Tsushima Domain, Focusing on the Negotiations

for the Establishment of the Gongendō Annual Ship

by

LEE Haejin

During the Edo period, the economy of Tsushima domain relied heavily on

trade with Joseon. To increase trade volume with Joseon, Tsushima planned

to establish additional annual ships 送使 that would be dispatched from

Tsushima to Joseon and responsible for foreign diplomacy and trade. This

article focuses on one such effort, the Gongendō 権現堂 annual ship that

Tsushima requested Joseon to initiate.

The ostensive purpose of the Banshōin 万松院 annual ship, the precedent

for the Gongendō annual ship, had been to donate expenses for condolences

to the first lord of the domain, Sō Yoshitoshi, who was recognized by Joseon

as the restorer of amicable relations between the two states. Tsushima in

similar fashion requested that Joseon institute an annual ship for the

Gongendō (the Tsushima Tōshōgū), the professed purpose of which would be

to cover the cost of offerings to Tōshō Daigongen, who was regarded as

having brought about peace between the two countries. Strikingly, although

it should have required the approval of the bakufu, Tsushima arbitrarily

used the rationale of the Joseonʼs condolences to Tōshō Daigongen as an

excuse to increase trade.

Meanwhile, since the addition of annual ships would mean a greater trade

deficit, Joseon refused Tsushimaʼs request. Hence, Tsushima first asked that

Joseonʼs interpreter-envoys 訳官使 and diplomatic missions 通信使 make a

pilgrimage to the Gongendō. This was to gain legitimacy for the institution

of the Gongendō annual ship through the establishment of official rites

conducted by Joseon at the Gongendō. Well aware of Tsushimaʼs intentions,

Joseon opposed this and the plan failed.

After persistent requests, Tsushima finally succeeded in obtaining Joseonʼs

agreement to establish the Gongendō annual ship. However, as the bakufuʼs

attitude towards the Joseon diplomatic missions and Tōshōgū had grown
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lukewarm, it became unclear whether Tsushima could successfully obtain

the bakufuʼs approval of the new annual ship for the Gongendō. Accordingly,

Tsushima had no choice but to abandon its plan for the establishment of the

Gongendō annual ship. Despite all of this, Tsushima continually requested

that Joseon add the amount of trade that would have been previously

approved by Joseon. Tsushima claimed it was difficult to receive

authorization from the bakufu as the current amount of trade sanctioned by

Joseon was inappropriate for a shrine for the late Shōgun. Knowing that the

Gongendō annual ship was merely for the benefit of Tsushima, Joseon

rejected Tsushimaʼs plea. Consequently, the negotiations remained

deadlocked.

However, the true objective of Tsushima was to use the negotiations

surrounding the Gongendō annual ship to gain advantage in other diplomatic

matters. In the latter half of the 17th century, issues pertinent to Tsushimaʼs

interests, such as relocation of the Japan House 倭館 and the payment of

official trading rice 公作米, were being negotiated with Joseon. Moreover, in

this period, talks related to the repatriation of the Dutch and the case of a

smuggling ship 抜船 were also in progress with Joseon by order of the

bakufu. Knowing that issue of the Gongendō annual ship was the most

burdensome one for Joseon, Tsushima took advantage of this, using it as a

diplomatic card to pressure Joseon. Indeed, whilst Joseon stubbornly refused

to establish the Gongendō annual ship, it had no choice but to agree on other

matters. Furthermore, Tsushima claimed that initiation of the Gongendō

annual ship was the order of the shōgun, and used this as an excuse to

achieve other goals. Without approval from the bakufu, Tsushima still

employed the issue of providing offerings for Tōshō Daigongen as a tool to

serve its own interests.

In sum, whilst taking charge of diplomatic issues and trade relations with

Joseon on behalf of the bakufu, Tsushima simultaneously satisfied its own

interests. Thus, we can identify in these actions the autonomy of the

Tsushima domain.
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