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～朝鮮通信使の通行～

　

江
戸
時
代
に
は
、
将
軍
の
代
替
わ
り

な
ど
に
際
し
て
、
朝
鮮
国
か
ら
外
交
使

節
が
派
遣
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
い
わ
ゆ

る
朝ち

ょ
う

鮮せ
ん

通つ
う

信し
ん

使し

と
い
う
も
の
で
、
慶
長

12
年
（
１
６
０
７
）
か
ら
、
合
計
12
回

の
来
日
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
朝
鮮
通

信
使
の
経
路
は
、
釜プ

山サ
ン

か
ら
対つ

し
ま馬

に
至

り
、
そ
こ
か
ら
下
関
を
経
て
瀬
戸
内
海

の
航
路
を
と
り
、
大
阪
湾
か
ら
淀
川
を

さ
か
の
ぼ
り
、
淀
（
京
都
市
伏
見
区
）

か
ら
京
を
経
て
、
逢お

う

坂さ
か

峠と
う
げ

を
越
え
て
近

江
国
に
入
り
ま
す
。
近
江
国
で
は
大
津

代
官
の
小
野
氏
の
菩
提
寺
で
あ
る
本ほ

ん

長ち
ょ
う

寺じ

で
休
憩
も
し
く
は
宿
泊
し
て
、
瀬
田

橋
を
渡
り
、
草
津
か
ら
守
山
宿
に
向
か

い
ま
す
。
守
山
を
過
ぎ
て
野
洲
郡
行ゆ

き

合あ
い

村む
ら

（
野
洲
市
行ゆ

き

畑は
た

）
か
ら
は
、
中
山
道

で
は
な
く
、
朝
鮮
人
街
道
と
い
わ
れ
る

道
を
通
り
ま
し
た
。
朝
鮮
人
街
道
は
、

近
江
八
幡
、
安
土
な
ど
を
経
て
、
鳥と

り

居い

本も
と

（
彦
根
市
）
で
、
中
山
道
に
合
流
し

て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
江
戸
時
代
の
栗
東
市
域
に
東

海
道
と
中
山
道
が
通
っ
て
い
た
こ
と

は
、
よ
く
ご
存
じ
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

こ
れ
ら
の
街
道
に
は
、
宿し

ゅ
く

が
置
か
れ
ま

し
た
。
こ
の
宿
と
い
う
の
は
、
も
と
は

旅
人
が
宿
泊
す
る
集
落
の
意
味
で
す

が
、
主
要
街
道
で
旅
人
の
宿
泊
や
荷
物

運
搬
の
た
め
の
人
馬
を
置
い
た
所
で
、

宿
駅
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時

代
に
東
海
道
に
は
53
、
中
山
道
に
は
67

の
宿
駅
が
あ
り
、
栗
東
市
域
の
近
辺
で

は
、
東
海
道
に
草
津
宿
、
石
部
宿
、
中

山
道
に
守
山
宿
が
置
か
れ
て
い
ま
し

た
。

　

こ
れ
ら
の
宿
駅
で
の
人
馬
の
数
は
、

東
海
道
は
百
人
百
疋ひ

き

、
中
山
道
は
五
十

人
五
十
疋
、
そ
の
ほ
か
は
二
十
五
人

二
十
五
疋
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
し
た

が
、
人
馬
が
不
足
す
る
場
合
に
は
、
宿

駅
の
近
辺
の
村
々
が
石こ

く

高だ
か

（
米
の
量
に

換
算
し
た
生
産
高
）
に
応
じ
て
こ
れ
ら

を
提
供
す
る
助す

け

郷ご
う

と
い
う
制
度
が
あ

り
、
栗
東
市
域
の
多
く
の
村
は
、
草
津

宿
や
石
部
宿
、
守
山
宿
の
助
郷
に
定
め

ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

助
郷
に
は
賃
銭
は
支
払
わ
れ
た
も
の

の
、
人に

ん

足そ
く

に
は
働
き
盛
り
の
男
性
が
充

て
ら
れ
た
こ
と
や
、
宿
駅
に
提
供
す
る

馬
を
飼
育
し
て
お
く
こ
と
な
ど
、
特
に

農
繁
期
に
は
農
民
に
と
っ
て
大
き
な
負

担
で
、
人
馬
の
労
役
を
代
銀
で
納
め
る

場
合
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
朝
鮮

通
信
使
の
来
日
に
際
し
て
も
、
こ
れ
ら

の
村
々
に
国く

に

役や
く

金き
ん

（
幕
府
が
臨
時
に
賦ふ

課か

し
た
税
）
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ

り
、
さ
ら
に
大
き
な
負
担
と
な
っ
た
よ

う
で
す
。

　

文
化
５
年
（
１
８
０
８
）
に
は
、
下

鈎
村
の
庄し

ょ
う

屋や

丈じ
ょ
う

助す
け

と
山や

ま

田だ

御み

倉く
ら

村む
ら

（
草

津
市
）
の
庄
屋
長ち

ょ
う

左ざ

衛え

門も
ん

が
草
津
宿
助

郷
41
カ
村
の
惣そ

う

代だ
い

と
し
て
、
朝
鮮
人
来

日
の
国
役
金
の
免
除
を
願
い
出
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
先
年
の
洪
水
で
助
郷
の

村
々
の
う
ち
数
カ
所
で
堤
防
が
決
壊
し

た
こ
と
、
ま
た
琵
琶
湖
辺
の
七
カ
村
で

も
近
年
大
洪
水
に
見
舞
わ
れ
田
地
が
冠

水
し
て
い
る
こ
と
、
文
化
元
年
に
は
水

難
で
免
除
さ
れ
た
部へ

田た

村む
ら

（
草
津
市
）

の
６
０
０
石
が
他
の
助
郷
村
に
割
り
当

て
ら
れ
た
こ
と
な
ど
を
あ
げ
て
、
明
和

２
年
（
１
７
６
５
）
の
朝
鮮
人
来
日
の

折
と
同
じ
よ
う
に
免
除
を
求
め
る
も
の

で
し
た
。

　

文
化
５
年
の
国
役
金
免
除
願
い
は
、

天
明
７
年
（
１
７
８
７
）
に
11
代
将
軍

に
就
い
た
徳
川
家い

え

斉な
り

の
祝
賀
の
た
め
の

朝
鮮
通
信
使
と
関
わ
り
ま
す
。
本
来

は
、
早
々
に
来
日
が
あ
る
は
ず
な
の
で

す
が
、
諸
事
情
か
ら
延
期
と
な
っ
て
い

た
の
で
す
。

　

下
鈎
村
の
庄
屋
丈
助
な
ど
の
願
い
出

が
受
理
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
り

ま
せ
ん
が
、
こ
の
際
の
朝
鮮
通
信
使

は
、
さ
ら
に
延
期
さ
れ
て
文
化
８
年

（
１
８
１
１
）
に
来
日
す
る
こ
と
に
な

り
、
し
か
も
、
江
戸
で
は
な
く
、
対
馬

に
留
め
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と

か
ら
、
結
果
と
し
て
下
鈎
村
な
ど
が
こ

の
際
の
国
役
金
を
負
担
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

栗
東
歴
史
民
俗
博
物
館
で
は
、
３
月

５
日
㈯
か
ら
小
地
域
展
「
下
鈎
の
歴
史

と
文
化
」
を
開
催
し
ま
す
。

国役金の免除を願い出た文書（文化５年）


