
朝鮮通信使コーナー�

【問い合わせ】 観光物産推進本部　☎0920（53）6111

　
四
代
将
軍
家
綱
の
襲
職

　
四
代
将
軍
家
綱
の
襲
職
　

　
い
わ
ゆ
る
日
本
の

　
い
わ
ゆ
る
日
本
の「
鎖
国
体
制
」

「
鎖
国
体
制
」を
成
立
さ
せ
た
三
代
将

を
成
立
さ
せ
た
三
代
将

軍
家
光

軍
家
光（
母
は
浅
井
三
姉
妹
の
お
江
）

（
母
は
浅
井
三
姉
妹
の
お
江
）は
、
は
、慶
安
四

慶
安
四（
一
六
五

一
六
五

一
）
年
四
月
薨
去
し
ま
し
た
。
跡
を
継
い
だ
の
は
家
光
の

一
）
年
四
月
薨
去
し
ま
し
た
。
跡
を
継
い
だ
の
は
家
光
の

長
男
家
綱
で
し
た
。
家
光
政
権
に
よ
る
幕
府
権
力
の
確
立

長
男
家
綱
で
し
た
。
家
光
政
権
に
よ
る
幕
府
権
力
の
確
立

し
た
直
後
で
、

し
た
直
後
で
、「
文
治
政
治
」

「
文
治
政
治
」つ
ま
り
、
武
力
に
よ
ら
ず
教

つ
ま
り
、
武
力
に
よ
ら
ず
教

化
や
法
制
度
に
よ
っ
て
平
和
的
に
政
治
を
行
う
体
制
が
整

化
や
法
制
度
に
よ
っ
て
平
和
的
に
政
治
を
行
う
体
制
が
整

っ
た
頃
で
し
た

っ
た
頃
で
し
た
。

　
家
光
は
寛
永
十
一
年
か
ら
十
三
年
に
か
け
て
、
今
に
遺

　
家
光
は
寛
永
十
一
年
か
ら
十
三
年
に
か
け
て
、
今
に
遺

る
絢
爛
豪
華
な
日
光
東
照
宮
の
大
造
営
を
行
っ
た
こ
と
で

る
絢
爛
豪
華
な
日
光
東
照
宮
の
大
造
営
を
行
っ
た
こ
と
で

も
知
ら
れ
、
自
身
も
大
猷
院
の
法
号
で
こ
こ
に
祀
ら
れ
て

も
知
ら
れ
、
自
身
も
大
猷
院
の
法
号
で
こ
こ
に
祀
ら
れ
て

い
ま
す

い
ま
す
。

　
厳
し
い
朝
鮮
の
国
情

　
厳
し
い
朝
鮮
の
国
情
　

　
こ
の
頃
朝
鮮
は
苛
酷
な
状
況
下
に
あ
り
ま
し
た
。
孝
宗

　
こ
の
頃
朝
鮮
は
苛
酷
な
状
況
下
に
あ
り
ま
し
た
。
孝
宗

王
は
、
即
位
し
た
と
き
か
ら
激
し
い
国
際
関
係
の
中
に
揉

王
は
、
即
位
し
た
と
き
か
ら
激
し
い
国
際
関
係
の
中
に
揉

ま
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
国
内
の
防
衛
体
制
を
強

ま
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
国
内
の
防
衛
体
制
を
強

化
し
、
「
援
明
抗
清
」
（
明
国
を
援
助
し
清
国
に
抵
抗
す

化
し
、
「
援
明
抗
清
」
（
明
国
を
援
助
し
清
国
に
抵
抗
す

る
）
の
政
策
を
進
め
ま
し
た
が
、
清
国
に
よ
る
支
配
体
制

る
）
の
政
策
を
進
め
ま
し
た
が
、
清
国
に
よ
る
支
配
体
制

（
冊
封
体
制
）
を
崩
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
清

（
冊
封
体
制
）
を
崩
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
清

国
も
朝
鮮
の
こ
の
動
き
を
警
戒
し
て
い
た
の
で
す

国
も
朝
鮮
の
こ
の
動
き
を
警
戒
し
て
い
た
の
で
す
。

　
ま
た
、
国
内
的
に
も
朝
鮮
は
、
相
変
わ
ら
ず
飢
饉
や
疫

　
ま
た
、
国
内
的
に
も
朝
鮮
は
、
相
変
わ
ら
ず
飢
饉
や
疫

病
、
農
村
の
困
窮
が
続
い
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
秀
吉

病
、
農
村
の
困
窮
が
続
い
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
秀
吉

軍
侵
略
に
よ
る
地
方
国
土
の
荒
廃
も
復
旧
し
て
い
ま
せ
ん

軍
侵
略
に
よ
る
地
方
国
土
の
荒
廃
も
復
旧
し
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
家
綱
の
将
軍
襲
職
の

で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
家
綱
の
将
軍
襲
職
の

祝
賀
の
た
め
の
通
信
使
来
聘
が
、
対
馬
藩
を
通
じ
て
朝
鮮

祝
賀
の
た
め
の
通
信
使
来
聘
が
、
対
馬
藩
を
通
じ
て
朝
鮮

側
に
要
請
さ
れ
た
の
で
す
。
貞
応
二
（
一
六
五
三
）
年
九

側
に
要
請
さ
れ
た
の
で
す
。
貞
応
二
（
一
六
五
三
）
年
九

月
の
こ
と
で
し
た

月
の
こ
と
で
し
た
。

　
来
日
の
決
定

　
来
日
の
決
定
　

　
対
馬
藩
を
通
じ
た
通
信
使
来
聘
の
要
請
は
、
王
府
で
も

　
対
馬
藩
を
通
じ
た
通
信
使
来
聘
の
要
請
は
、
王
府
で
も

異
論
も
な
く
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
寛
永
元
（
一
六
二
四
）

異
論
も
な
く
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
寛
永
元
（
一
六
二
四
）

年
家
光
将
軍
襲
職
の
折
も
、
「
通
信
使
」
は
任
命
さ
れ
て

年
家
光
将
軍
襲
職
の
折
も
、
「
通
信
使
」
は
任
命
さ
れ
て

お
り
、
礼
分
を
尊
重
し
前
例
を
し
っ
か
り
と
守
る
朝
鮮
王

お
り
、
礼
分
を
尊
重
し
前
例
を
し
っ
か
り
と
守
る
朝
鮮
王

朝
と
し
て
は
、
通
信
使
派
遣
に
何
の
異
存
は
あ
り
ま
せ
ん

朝
と
し
て
は
、
通
信
使
派
遣
に
何
の
異
存
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
こ
の
時
の
使
行
記
「
扶
桑
録
」
（
南
龍
翼
著
・

で
し
た
。
こ
の
時
の
使
行
記
「
扶
桑
録
」
（
南
龍
翼
著
・

「
扶
桑
」
は
日
本
の
こ
と
）
に
は
、
「
孝
宗
朝
歳
甲
午

「
扶
桑
」
は
日
本
の
こ
と
）
に
は
、
「
孝
宗
朝
歳
甲
午
。

日
本
関
白
源
家
綱
新
立
。
請
遣
通
信
使
。
朝
廷
許
之
」

日
本
関
白
源
家
綱
新
立
。
請
遣
通
信
使
。
朝
廷
許
之
」
、

と
み
え
ま
す
。
「
通
信
使
謄
録
」
（
李
朝
の
史
料
）
に
は

と
み
え
ま
す
。
「
通
信
使
謄
録
」
（
李
朝
の
史
料
）
に
は
、

「
一
、
今
此
信
使
…
則
其
交
鄰
之
道
…
」
と
あ
り
、
日
朝

「
一
、
今
此
信
使
…
則
其
交
鄰
之
道
…
」
と
あ
り
、
日
朝

両
国
は
よ
う
や
く
通
信
使
外
交
の
な
か
に
、

両
国
は
よ
う
や
く
通
信
使
外
交
の
な
か
に
、「
交
隣
」

「
交
隣
」（
誠
（
誠

意
を
も
っ
て
隣
国
と
交
わ
る
）
と
い
う
同
一
の
理
由
を
有

意
を
も
っ
て
隣
国
と
交
わ
る
）
と
い
う
同
一
の
理
由
を
有

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
予
期
し
な
い
来
泊
地

　
予
期
し
な
い
来
泊
地
　

　
正
使
教
趙
　
以
下
四
八
五
名
（
扶
桑
録
）
は
三
隻
の
騎

　
正
使
教
趙
　
以
下
四
八
五
名
（
扶
桑
録
）
は
三
隻
の
騎

船
（
信
使
の
乗
る
船
）
と
三
隻
の
卜
船

船
（
信
使
の
乗
る
船
）
と
三
隻
の
卜
船（
荷
船
）

（
荷
船
）で
、
六
月

で
、
六
月

九
日
釜
山
の
港
を
出
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
出
港
し
て
間
も

九
日
釜
山
の
港
を
出
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
出
港
し
て
間
も

な
く
、
海
は
大
時
化
と
な
り
ま
し
た
。
従
事
官
南
龍
翼
の

な
く
、
海
は
大
時
化
と
な
り
ま
し
た
。
従
事
官
南
龍
翼
の

乗
っ
た
船
は
柁
（
舵
）
が
折
れ
、
予
備
の
柁
を
付
け
ま
し

乗
っ
た
船
は
柁
（
舵
）
が
折
れ
、
予
備
の
柁
を
付
け
ま
し

た
が
こ
れ
も
ま
た
折
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
た
が
な

た
が
こ
れ
も
ま
た
折
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
た
が
な

い
の
で
船
の
梯
子
を
切
っ
て
代
用
の
柁
と
し
ま
し
た
が

い
の
で
船
の
梯
子
を
切
っ
て
代
用
の
柁
と
し
ま
し
た
が
、

こ
れ
も
ま
た
激
し
い
波
で
折
れ
て
し
ま
い
航
行
の
自
由
を

こ
れ
も
ま
た
激
し
い
波
で
折
れ
て
し
ま
い
航
行
の
自
由
を

な
く
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
雷
鳴
の
よ
う
な
風
と
波
、
高

な
く
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
雷
鳴
の
よ
う
な
風
と
波
、
高

山
に
登
り
地
底
に
投
げ
込
ま
れ
る
よ
う
な
信
使
船
。
船
底

山
に
登
り
地
底
に
投
げ
込
ま
れ
る
よ
う
な
信
使
船
。
船
底

か
ら
の
浸
水
は
人
の
身
長
ほ
ど
に
達
し
、
船
内
の
器
物
は

か
ら
の
浸
水
は
人
の
身
長
ほ
ど
に
達
し
、
船
内
の
器
物
は

流
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た

流
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
そ
れ
で
も
何
と
か
沈
没
は
免
れ
、
対
馬
藩
の
曳
き
船
の

　
そ
れ
で
も
何
と
か
沈
没
は
免
れ
、
対
馬
藩
の
曳
き
船
の

支
援
も
あ
り
夜
半
の
二
時
頃
、
月
明
か
り
の
中
、
志
志
見

支
援
も
あ
り
夜
半
の
二
時
頃
、
月
明
か
り
の
中
、
志
志
見

（
鹿
見
）
浦
に
到
着
し
ま
し
た
。
正
使
と
副
使
の
騎
船
は

（
鹿
見
）
浦
に
到
着
し
ま
し
た
。
正
使
と
副
使
の
騎
船
は

佐
須
奈
に
着
き
ま
し
た
。
一
行
が
目
指
し
た
の
は
鰐
浦
だ

佐
須
奈
に
着
き
ま
し
た
。
一
行
が
目
指
し
た
の
は
鰐
浦
だ

っ
た
の
で
す
が
…

っ
た
の
で
す
が
…
。

　
志
志
見
浦
に
着
い
た
一
行
の
宿
舎
と
な
っ
た
の
は
豊
田

　
志
志
見
浦
に
着
い
た
一
行
の
宿
舎
と
な
っ
た
の
は
豊
田

忠
左
衛
門
宅
で
し
た
。
「
…
瓦
葺
の
家
で
、
板
壁
が
頗
る

忠
左
衛
門
宅
で
し
た
。
「
…
瓦
葺
の
家
で
、
板
壁
が
頗
る

清
潔
で
、
庭
前
の
草
木
は
柏

清
潔
で
、
庭
前
の
草
木
は
柏（
ひ
の
き
類
と
思
わ
れ
ま
す
）

（
ひ
の
き
類
と
思
わ
れ
ま
す
）、

松
、
梨
、
石
榴
、
柑
橘
、
棕
櫚
、
芍
薬
、
牡
丹
、
椿
、
叢

松
、
梨
、
石
榴
、
柑
橘
、
棕
櫚
、
芍
薬
、
牡
丹
、
椿
、
叢

竹
等
が
繁
茂
し
て
稠
密
し
て
お
り
、
涼
風
を
も
た
ら
し
た

竹
等
が
繁
茂
し
て
稠
密
し
て
お
り
、
涼
風
を
も
た
ら
し
た
。

そ
の
中
に
鶴
羽
と
い
う
樹
木
が
あ
る
が
、
か
つ
て
見
な
か

そ
の
中
に
鶴
羽
と
い
う
樹
木
が
あ
る
が
、
か
つ
て
見
な
か

っ
た
も
の
で
あ
る
。
花
も
実
も
結
ば
ぬ
が
冬
で
も
夏
で
も

っ
た
も
の
で
あ
る
。
花
も
実
も
結
ば
ぬ
が
冬
で
も
夏
で
も

何
時
で
も
青
い
と
い
う
」
と
、
「
扶
桑
録
」
は
述
べ
て
い

何
時
で
も
青
い
と
い
う
」
と
、
「
扶
桑
録
」
は
述
べ
て
い

ま
す
。
「
鶴
羽
」
と
は
ど
ん
な
木
な
の
で
し
ょ
う
か
。
里

ま
す
。
「
鶴
羽
」
と
は
ど
ん
な
木
な
の
で
し
ょ
う
か
。
里

の
寺
の
「
江
龍
寺
」
「
祥
雲
山
」
の
扁
額

の
寺
の
「
江
龍
寺
」
「
祥
雲
山
」
の
扁
額（
横
に
長
い
額

横
に
長
い
額
）

の
文
字
も
揮
毫
し
て
や
っ
て
い
ま
す
（
現
在
は
所
在
不
明

の
文
字
も
揮
毫
し
て
や
っ
て
い
ま
す
（
現
在
は
所
在
不
明

で
す
）
。
「
扶
桑
録
」
に
は
、
志
志
見
浦
の
人
家
は
、
四

で
す
）
。
「
扶
桑
録
」
に
は
、
志
志
見
浦
の
人
家
は
、
四
、

五
十
戸
で
あ
る
と
も
記
録
し
て
い
ま
す

五
十
戸
で
あ
る
と
も
記
録
し
て
い
ま
す
。

　
一
行
は
十
五
日
に
な
っ
て
府
中
浦
に
着
き
ま
す
。
府
中

　
一
行
は
十
五
日
に
な
っ
て
府
中
浦
に
着
き
ま
す
。
府
中

で
藩
主
義
成
が
自
分
の
墓
山
（
万
松
院
の
山
で
し
ょ
う
）

で
藩
主
義
成
が
自
分
の
墓
山
（
万
松
院
の
山
で
し
ょ
う
）

の
年
数
を
経
た
木
を
切
っ
て
、
舵
二
軌
を
造
っ
て
や
り
ま

の
年
数
を
経
た
木
を
切
っ
て
、
舵
二
軌
を
造
っ
て
や
り
ま

し
た
。
「
扶
桑
録
」
は
ま
た
、
万
松
院
に
は
分
祀
さ
れ
た

し
た
。
「
扶
桑
録
」
は
ま
た
、
万
松
院
に
は
分
祀
さ
れ
た

徳
川
家
康
の
東
照
宮
が
あ
る
こ
と
も
記
録
し
て
い
ま
す

徳
川
家
康
の
東
照
宮
が
あ
る
こ
と
も
記
録
し
て
い
ま
す
。

　
日
朝
相
互
の
成
果

　
日
朝
相
互
の
成
果
　

　
通
信
使
一
行
は
江
戸
城
で
国
書
を
伝
達
し
、
三
た
び
日

　
通
信
使
一
行
は
江
戸
城
で
国
書
を
伝
達
し
、
三
た
び
日

光
山
に
詣
で
ま
し
た
。
将
軍
は
僅
か
十
五
歳
ほ
ど
の
年
少

光
山
に
詣
で
ま
し
た
。
将
軍
は
僅
か
十
五
歳
ほ
ど
の
年
少

と
は
い
え

と
は
い
え
、全
国
諸
大
名
参
集
の
中
、

全
国
諸
大
名
参
集
の
中
、五
百
名
近
い
隣
国
の

百
名
近
い
隣
国
の

使
臣
の
華
麗
で
厳
粛
な
聘
礼
儀
式
は
、
日
光
参
詣
と
相
ま

使
臣
の
華
麗
で
厳
粛
な
聘
礼
儀
式
は
、
日
光
参
詣
と
相
ま

っ
て
将
軍
権
威
に
威
容
を
装
わ
せ
、
国
内
諸
侯
へ
の
支
配

っ
て
将
軍
権
威
に
威
容
を
装
わ
せ
、
国
内
諸
侯
へ
の
支
配

権
力
を
さ
ら
に
強
化
さ
せ
る
も
の
で
し
た
。
朝
鮮
王
朝
に

権
力
を
さ
ら
に
強
化
さ
せ
る
も
の
で
し
た
。
朝
鮮
王
朝
に

と
っ
て
も
、
南
方
日
本
と
の
平
穏
維
持
は
必
須
の
方
策
で

と
っ
て
も
、
南
方
日
本
と
の
平
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し

緊
迫
の
内
政
外
交
と
密
着
し
、
清
国
を
は
じ
め
広
く
東
ア

、
清
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四
代
将
軍
家
綱
の
襲
職
　

　
い
わ
ゆ
る
日
本
の「
鎖
国
体
制
」を
成
立
さ
せ
た
三
代
将

軍
家
光（
母
は
浅
井
三
姉
妹
の
お
江
）は
、慶
安
四（
一
六
五

一
）
年
四
月
薨
去
し
ま
し
た
。
跡
を
継
い
だ
の
は
家
光
の

長
男
家
綱
で
し
た
。
家
光
政
権
に
よ
る
幕
府
権
力
の
確
立

し
た
直
後
で
、「
文
治
政
治
」つ
ま
り
、
武
力
に
よ
ら
ず
教

化
や
法
制
度
に
よ
っ
て
平
和
的
に
政
治
を
行
う
体
制
が
整

っ
た
頃
で
し
た
。

　
家
光
は
寛
永
十
一
年
か
ら
十
三
年
に
か
け
て
、
今
に
遺

る
絢
爛
豪
華
な
日
光
東
照
宮
の
大
造
営
を
行
っ
た
こ
と
で

も
知
ら
れ
、
自
身
も
大
猷
院
の
法
号
で
こ
こ
に
祀
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
厳
し
い
朝
鮮
の
国
情
　

　
こ
の
頃
朝
鮮
は
苛
酷
な
状
況
下
に
あ
り
ま
し
た
。
孝
宗

王
は
、
即
位
し
た
と
き
か
ら
激
し
い
国
際
関
係
の
中
に
揉

ま
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
国
内
の
防
衛
体
制
を
強

化
し
、
「
援
明
抗
清
」
（
明
国
を
援
助
し
清
国
に
抵
抗
す

る
）
の
政
策
を
進
め
ま
し
た
が
、
清
国
に
よ
る
支
配
体
制

（
冊
封
体
制
）
を
崩
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
清

国
も
朝
鮮
の
こ
の
動
き
を
警
戒
し
て
い
た
の
で
す
。

　
ま
た
、
国
内
的
に
も
朝
鮮
は
、
相
変
わ
ら
ず
飢
饉
や
疫

病
、
農
村
の
困
窮
が
続
い
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
秀
吉

軍
侵
略
に
よ
る
地
方
国
土
の
荒
廃
も
復
旧
し
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
家
綱
の
将
軍
襲
職
の

祝
賀
の
た
め
の
通
信
使
来
聘
が
、
対
馬
藩
を
通
じ
て
朝
鮮

側
に
要
請
さ
れ
た
の
で
す
。
貞
応
二
（
一
六
五
三
）
年
九

月
の
こ
と
で
し
た
。

　
来
日
の
決
定
　

　
対
馬
藩
を
通
じ
た
通
信
使
来
聘
の
要
請
は
、
王
府
で
も

異
論
も
な
く
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
寛
永
元
（
一
六
二
四
）

年
家
光
将
軍
襲
職
の
折
も
、
「
通
信
使
」
は
任
命
さ
れ
て

お
り
、
礼
分
を
尊
重
し
前
例
を
し
っ
か
り
と
守
る
朝
鮮
王

朝
と
し
て
は
、
通
信
使
派
遣
に
何
の
異
存
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
こ
の
時
の
使
行
記
「
扶
桑
録
」
（
南
龍
翼
著
・

「
扶
桑
」
は
日
本
の
こ
と
）
に
は
、
「
孝
宗
朝
歳
甲
午
。

日
本
関
白
源
家
綱
新
立
。
請
遣
通
信
使
。
朝
廷
許
之
」
、

と
み
え
ま
す
。
「
通
信
使
謄
録
」
（
李
朝
の
史
料
）
に
は
、

「
一
、
今
此
信
使
…
則
其
交
鄰
之
道
…
」
と
あ
り
、
日
朝

両
国
は
よ
う
や
く
通
信
使
外
交
の
な
か
に
、「
交
隣
」（
誠

意
を
も
っ
て
隣
国
と
交
わ
る
）
と
い
う
同
一
の
理
由
を
有

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
予
期
し
な
い
来
泊
地
　

　
正
使
教
趙
　
以
下
四
八
五
名
（
扶
桑
録
）
は
三
隻
の
騎

船
（
信
使
の
乗
る
船
）
と
三
隻
の
卜
船（
荷
船
）で
、
六
月

九
日
釜
山
の
港
を
出
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
出
港
し
て
間
も

な
く
、
海
は
大
時
化
と
な
り
ま
し
た
。
従
事
官
南
龍
翼
の

乗
っ
た
船
は
柁
（
舵
）
が
折
れ
、
予
備
の
柁
を
付
け
ま
し

た
が
こ
れ
も
ま
た
折
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
た
が
な

い
の
で
船
の
梯
子
を
切
っ
て
代
用
の
柁
と
し
ま
し
た
が
、

こ
れ
も
ま
た
激
し
い
波
で
折
れ
て
し
ま
い
航
行
の
自
由
を

な
く
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
雷
鳴
の
よ
う
な
風
と
波
、
高

山
に
登
り
地
底
に
投
げ
込
ま
れ
る
よ
う
な
信
使
船
。
船
底

か
ら
の
浸
水
は
人
の
身
長
ほ
ど
に
達
し
、
船
内
の
器
物
は

流
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
そ
れ
で
も
何
と
か
沈
没
は
免
れ
、
対
馬
藩
の
曳
き
船
の

支
援
も
あ
り
夜
半
の
二
時
頃
、
月
明
か
り
の
中
、
志
志
見

（
鹿
見
）
浦
に
到
着
し
ま
し
た
。
正
使
と
副
使
の
騎
船
は

佐
須
奈
に
着
き
ま
し
た
。
一
行
が
目
指
し
た
の
は
鰐
浦
だ

っ
た
の
で
す
が
…
。

　
志
志
見
浦
に
着
い
た
一
行
の
宿
舎
と
な
っ
た
の
は
豊
田

忠
左
衛
門
宅
で
し
た
。
「
…
瓦
葺
の
家
で
、
板
壁
が
頗
る

清
潔
で
、
庭
前
の
草
木
は
柏（
ひ
の
き
類
と
思
わ
れ
ま
す
）、

松
、
梨
、
石
榴
、
柑
橘
、
棕
櫚
、
芍
薬
、
牡
丹
、
椿
、
叢

竹
等
が
繁
茂
し
て
稠
密
し
て
お
り
、
涼
風
を
も
た
ら
し
た
。

そ
の
中
に
鶴
羽
と
い
う
樹
木
が
あ
る
が
、
か
つ
て
見
な
か

っ
た
も
の
で
あ
る
。
花
も
実
も
結
ば
ぬ
が
冬
で
も
夏
で
も

何
時
で
も
青
い
と
い
う
」
と
、
「
扶
桑
録
」
は
述
べ
て
い

ま
す
。
「
鶴
羽
」
と
は
ど
ん
な
木
な
の
で
し
ょ
う
か
。
里

の
寺
の
「
江
龍
寺
」
「
祥
雲
山
」
の
扁
額（
横
に
長
い
額
）

の
文
字
も
揮
毫
し
て
や
っ
て
い
ま
す
（
現
在
は
所
在
不
明

で
す
）
。
「
扶
桑
録
」
に
は
、
志
志
見
浦
の
人
家
は
、
四
、

五
十
戸
で
あ
る
と
も
記
録
し
て
い
ま
す
。

　
一
行
は
十
五
日
に
な
っ
て
府
中
浦
に
着
き
ま
す
。
府
中

で
藩
主
義
成
が
自
分
の
墓
山
（
万
松
院
の
山
で
し
ょ
う
）

の
年
数
を
経
た
木
を
切
っ
て
、
舵
二
軌
を
造
っ
て
や
り
ま

し
た
。
「
扶
桑
録
」
は
ま
た
、
万
松
院
に
は
分
祀
さ
れ
た

徳
川
家
康
の
東
照
宮
が
あ
る
こ
と
も
記
録
し
て
い
ま
す
。

　
日
朝
相
互
の
成
果
　

　
通
信
使
一
行
は
江
戸
城
で
国
書
を
伝
達
し
、
三
た
び
日

光
山
に
詣
で
ま
し
た
。
将
軍
は
僅
か
十
五
歳
ほ
ど
の
年
少

と
は
い
え
、全
国
諸
大
名
参
集
の
中
、五
百
名
近
い
隣
国
の

使
臣
の
華
麗
で
厳
粛
な
聘
礼
儀
式
は
、
日
光
参
詣
と
相
ま

っ
て
将
軍
権
威
に
威
容
を
装
わ
せ
、
国
内
諸
侯
へ
の
支
配
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も
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し
た
。
朝
鮮
王
朝
に
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て
も
、
南
方
日
本
と
の
平
穏
維
持
は
必
須
の
方
策
で
、

緊
迫
の
内
政
外
交
と
密
着
し
、
清
国
を
は
じ
め
広
く
東
ア

ジ
ア
国
際
社
会
に
も
関
係
す
る
意
義
を
有
し
て
い
ま
し
た
。

　
な
お
こ
の
使
行
に
は
、
次
の
対
馬
藩
主
と
な
る
年
少
の

義
真
も
同
行
し
て
い
ま
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た
。
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