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富
山
和
子
「
水
の
文
化
」
と
は
何
か

第
２
回

『
日
本
の
浦
島中

国
の
浦
島
』

日
本
海
・
丹
後
半
島
、
浦
島
伝
説
を
訪
ね
て

「
京
の
文
化
は
日
本
海
文
化
で
あ
る
」
と
書
い
て

日
本
海
文
化
論
を
展
開
さ
せ
た
の
は
、
一
九
七
九

（
昭
和
五
十
四
）
年
、
雑
誌
『
文
藝
春
秋
』
に
「
水

の
文
化
史
」（
注
1
）
を
連
載
し
て
の
こ
と
で
し
た
。

当
時
、
世
の
常
識
と
は
ま
っ
た
く
逆
の
そ
ん
な
理
論

を
打
ち
出
す
に
は
、
実
に
勇
気
が
要
り
ま
し
た
。
歴

史
家
の
友
人
に
恐
る
恐
る
相
談
し
た
が
、
せ
せ
ら
笑

わ
れ
る
ば
か
り
で
す
。
け
れ
ど
、
調
べ
れ
ば
調
べ
る

ほ
ど
に
私
の
確
信
は
強
ま
る
ば
か
り
で
し
た
。

以
来
、
私
の
日
本
海
側
に
対
す
る
思
い
に
は
、
特

別
の
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
自
分
で
発
見
し
、
一
人

で
驚
き
、
そ
し
て
勇
気
を
出
し
て
世
に
問
う
た
と
い

う
作
業
の
故
で
し
ょ
う
。

そ
れ
故
機
会
を
見
て
は
日
本
海
側
を
歩
き
、
自
己

の
理
論
を
検
証
し
た
い
と
つ
と
め
ま
し
た
。
そ
ん
な

中
で
、
浦
嶋
神
社
（
注
2
）
に
出
会
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。そ

こ
で
こ
の
た
び
は
、
古
く
か
ら
の
友
人
で
あ
り

中
国
伝
承
文
学
の
権
威
、
君
島
久
子
さ
ん
に
ご
一
緒

し
て
い
た
だ
き
、改
め
て
丹
後
半
島
を
旅
し
な
が
ら
、

中
国
の
浦
島
に
つ
い
て
お
話
を
伺
う
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

中
国
の
浦
島
伝
説

富
山

君
島
さ
ん
、
も
う
十
年
以
上
前
に
な
り
ま
す

か
。『
日
本
再
発
見
　
水
の
旅
』（
注
3
）
の
出
版
記
念

に
「
水
を
聴
き
、
遊
ぶ
会
」
と
い
う
パ
ー
テ
イ
を
開

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
東
京
・
一
ツ
橋
の
如
水

会
館
で
。
日
頃
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
方
や
水
の
関

係
者
が
二
百
数
十
人
い
ら
し
て
下
さ
っ
た
。
国
鉄
総

裁
を
さ
れ
た
高
木
文
雄
さ
ん
、
国
土
事
務
次
官
を
さ

れ
た
下
河
辺
淳
さ
ん
、
水
公
団
総
裁
を
さ
れ
た
山
本

三
郎
さ
ん
、
朝
日
新
聞
副
社
長
の
伊
藤
牧
夫
さ
ん
な

ど
マ
ス
コ
ミ
関
係
の
友
人
た
ち
、
実
に
多
彩
な
お
顔

ぶ
れ
で
し
た
。

そ
の
会
で
、
坂
本
和
子
さ
ん
が
『
川
は
生
き
て
い

る
』
を
朗
読
し
て
下
さ
り
、
そ
し
て
君
島
さ
ん
た
ち

の
三
分
間
ス
ピ
ー
チ
が
あ
り
ま
し
た
。
黒
澤
丈
夫
さ

ん
（
群
馬
県
上
野
村
村
長
、
現
全
国
町
村
会
会
長
）

や
、
社
会
学
者
の
鶴
見
和
子
さ
ん
も
。
司
会
は
元
Ｎ

Ｈ
Ｋ
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
酒
井
広
さ
ん
で
し
た
。
お
礼

（1）
富
山
和
子
『
水
の
文
化
史
』

文
藝
春
秋
　
1
9
8
0
年

（2）
京
都
府
与
謝
郡
伊
根
町
に
位
置
し
、
浦

嶋
子
（
浦
嶋
太
郎
）
を
祭
神
と
し
て
い

る
。
創
祀
年
代
は
淳
和
天
皇
の
天
長
二

（
八
二
五
）
年
で
、
延
喜
式
神
名
帳
所

載
に
よ
る
と
「
宇
良
神
社
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
浦
嶋
子
口
伝
記
、
玉
手
箱

（
玉
櫛
笥
）
な
ど
多
数
の
宝
物
を
蔵
し

て
い
る
。
中
で
も
、
十
四
世
紀
前
半
の

作
と
言
わ
れ
る
「
浦
嶋
明
神
縁
起
」
は
、

浦
嶋
を
物
語
る
日
本
最
古
の
絵
巻
と
い

わ
れ
、
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

る
。

（3）
富
山
和
子
『
日
本
再
発
見
　
水
の
旅
』

文
藝
春
秋
　
1
9
8
7
年

玉手箱（浦嶋神社蔵）
室町時代の作と伝えられる。



に
私
は
ダ
ン
ス
を
ご
披
露
し
て
、
ワ
ル
ツ
「
ム
ー
ン

リ
バ
ー
」
を
踊
っ
た
の
で
し
た
。
会
場
の
名
称
を
含

め
、「
水
」
ず
く
め
の
楽
し
い
会
で
し
た
が
、
そ
の

三
分
間
ス
ピ
ー
チ
で
、
君
島
さ
ん
は
中
国
の
浦
島
太

郎
の
話
を
し
て
下
さ
い
ま
し
た
ね
。
あ
の
お
話
、
と

て
も
面
白
く
て
印
象
に
残
っ
て
い
て
、
い
つ
か
も
っ

と
詳
し
く
う
か
が
い
た
い
と
思
っ
て
ま
し
た
の
。

こ
の
企
画
を
思
い
つ
く
に
は
実
は
も
う
一
つ
、
理

由
が
あ
り
ま
し
た
。
十
数
年
前
、
こ
の
丹
後
地
方
を

歩
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
ご
存
知
か
と
思
い
ま

す
が
私
、
日
本
海
文
化
論
を
世
に
出
し
た
言
い
出
し

っ
ぺ
で
す
、
中
央
レ
ベ
ル
で
は
。
勿
論
以
前
か
ら
日

本
海
側
で
は
、「
日
本
海
側
こ
そ
表
日
本
」
と
い
う

郷
土
史
家
た
ち
は
い
た
の
で
す
が
・
・
・
。

文
藝
春
秋
に
発
表
し
た
の
で
す
が
、
そ
れ
ま
で
の

常
識
と
逆
の
こ
と
を
言
う
の
で
す
か
ら
、
大
変
な
勇

気
が
い
り
ま
し
た
。

だ
か
ら
『
水
の
文
化
史
』
に
つ
い
て
は
、「
シ
ョ

ッ
ク
を
受
け
た
の
は
水
の
関
係
者
で
あ
る
よ
り
も
歴

史
家
た
ち
だ
」
と
の
書
評
を
頂
い
た
ほ
ど
で
す
。
と

こ
ろ
が
こ
の
本
が
出
た
ら
、
今
度
は
堰
を
切
っ
た
よ

う
に
日
本
海
文
化
論
が
続
出
し
て
、み
ん
な
昔
か
ら
、

自
分
は
そ
う
言
っ
て
き
た
、
み
た
い
な
顔
を
し
て
、

わ
れ
も
わ
れ
も
と
出
て
く
る
。

と
も
か
く
、
あ
れ
を
書
く
と
き
に
は
勇
気
が
要
っ

た
。
で
も
、
米
の
輸
送
を
見
て
い
く
と
ど
う
し
て
も

そ
う
な
る
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
リ
マ
ン
海
流
と
い
う

海
流
が
あ
る
。
私
は
交
通
学
者
で
も
あ
る
の
で
、

『
水
の
文
化
史
』
は
、
水
の
交
通
に
光
を
当
て
た
作

品
で
も
あ
り
ま
し
た
。

あ
と
が
き
に
書
い
た
よ
う
に
、
水
問
題
と
い
う
今

日
的
問
題
か
ら
と
、
交
通
と
い
う
、
や
は
り
文
明
の

基
盤
、
こ
の
二
つ
を
ふ
ま
え
る
と
歴
史
も
国
土
も
相

乗
的
に
よ
く
見
え
て
く
る
。
そ
こ
で
、
有
無
を
言
わ

さ
ぬ
デ
ー
タ
を
積
み
重
ね
て
、
私
の
理
論
を
説
い
て

い
っ
た
の
で
す
。

で
も
、
世
に
問
う
た
責
任
上
、
ま
だ
歩
い
て
い
な

い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
こ
を
歩
い
て
、
自
分
の
理
論

を
後
追
い
で
検
証
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、
と
の
思
い

が
あ
っ
て
、
そ
の
後
、
ず
い
ぶ
ん
歩
き
ま
し
た
。
そ

し
て
一
九
八
二
（
昭
和
五
七
）
年
丹
後
半
島
を
歩
い

た
の
で
す
。
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京
都
か
ら
由
良
川
を
く
だ
り
、
大
江
山
な
ど
訪
ね

た
の
ち
、
丹
後
半
島
を
歩
い
て
、
こ
こ
が
古
墳
地
帯

で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
浦
島
伝
説
の
地
で
あ
る
こ
と

も
知
り
ま
し
た
。

郷
土
資
料
館
も
私
の
予
想
通
り
対
岸
と
の
関
係
が

想
像
で
き
る
資
料
が
い
っ
ぱ
い
、忘
れ
ら
れ
な
い
で
す

し
、
宇
良
神
社（
浦
嶋
神
社
）で
重
文
の
絵
巻
物
も
見

せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
絵
巻
物
で
は
、
普
通
私
た

ち
が
聞
か
さ
れ
る
浦
島
物
語
（
注
4
）
と
は
少
し
話
が

違
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
思
い
出
し
た
の
で
す
。

そ
こ
で
、
今
回
の
対
談
で
、
ど
う
せ
浦
島
の
話
を

う
か
が
う
な
ら
、ご
一
緒
に
宇
良
神
社
に
お
参
り
し
、

絵
巻
物
も
見
て
、
そ
れ
か
ら
対
談
、
と
い
う
こ
と
な

ら
素
敵
だ
な
と
思
い
ま
し
た
の
。

君
島

以
前
に
も
何
度
か
来
ま
し
た
が
浦
嶋
神
社
の

絵
巻
物
は
中
国
的
で
面
白
い
で
す
ね
。
全
体
の
雰
囲

気
が
中
国
的
で
、
完
全
に
神
仙
思
想
（
注
5
）
が
絵
に

な
っ
て
い
る
。
五
色
の
亀
と
か
が
描
か
れ
て
い
て
道

教
（
注
6
）
の
影
響
も
明
ら
か
に
見
ら
れ
る
し
、
と
て

も
面
白
か
っ
た
。『
風
土
記
』（
注
7
）
の
世
界
に
よ
く

似
て
い
ま
す
か
ら
ね
。

富
山

以
前
、
君
島
さ
ん
は
「
中
国
の
浦
島
は
日
本

と
ず
い
ぶ
ん
と
違
っ
て
い
る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
と

思
う
の
で
す
が
、
ま
ず
は
そ
の
辺
り
か
ら
か
ら
お
話

い
た
だ
け
ま
す
か
。

君
島

両
方
あ
り
ま
す
。
日
本
の
浦
島
と
よ
く
似
て

い
る
方
は
、
洞
庭
湖
（
注
8
）
の
ほ
と
り
の
伝
承
な
の

で
す
が
、
あ
る
漁
夫
が
、
嵐
の
洞
庭
湖
で
水
に
落
ち

た
乙
女
を
助
け
る
の
で
す
。
す
る
と
、
乙
女
が
「
私

は
洞
庭
湖
の
竜
女
で
す
。
お
礼
に
竜
宮
城
へ
お
招
き

し
ま
し
ょ
う
」
と
言
う
。
竜
女
と
い
う
の
は
乙
姫
様

で
す
よ
ね
。
そ
の
男
が
「
竜
宮
の
中
に
入
っ
て
い
く

こ
と
が
で
き
な
い
」
と
言
う
と
、
竜
女
が
水
を
分
け

る
珠
「
分
水
珠
」
を
く
れ
る
の
で
す
。
後
日
、
彼
が

そ
の
珠
を
持
っ
て
湖
に
行
く
と
、
さ
っ
と
水
が
二
つ

に
分
か
れ
て
竜
宮
城
へ
着
き
ま
す
。
す
る
と
乙
姫
様

が
出
て
き
て
、
歓
待
さ
れ
、
結
婚
し
て
幸
せ
に
暮
ら

す
の
で
す
が
、
ふ
と
母
親
を
思
い
出
し
、
故
郷
に
帰

り
た
い
と
言
い
出
す
。
乙
姫
様
は
宝
の
手
箱
を
渡
し

て
「
私
に
会
い
た
く
な
っ
た
ら
、
い
つ
で
も
こ
の
箱

に
向
か
っ
て
私
の
名
を
呼
び
な
さ
い
。
で
も
、
こ
の

手
箱
を
開
け
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ
」
と
言
わ
れ
る
の

で
す
ね
。
故
郷
に
帰
っ
て
き
て
み
る
と
、
村
の
様
子

も
す
っ
か
り
変
わ
り
、
村
人
た
ち
も
知
ら
な
い
顔
ば

か
り
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
竜
宮
で
の
一
日
は
、
人

間
界
の
十
年
に
あ
た
る
の
で
何
百
年
も
た
っ
て
い
た

わ
け
。
彼
は
動
転
し
て
、
竜
女
に
聞
こ
う
と
思
わ
ず

手
箱
を
開
け
て
し
ま
う
の
で
す
。
す
る
と
、
ひ
と
す

じ
の
白
い
煙
が
立
ち
上
り
、
若
い
漁
夫
は
、
白
髪
の

お
じ
い
さ
ん
に
変
わ
り
、
湖
の
ほ
と
り
に
ぱ
っ
た
り

倒
れ
て
死
ん
で
し
ま
う
。
で
も
、
彼
は
死
後
も
目
を

閉
じ
る
こ
と
な
く
、
じ
っ
と
洞
庭
湖
を
見
つ
め
続
け

て
い
る
の
で
す
。
す
る
と
突
然
湖
の
水
が
満
ち
て
き

た
。
そ
れ
は
竜
女
が
悲
し
み
の
あ
ま
り
ほ
っ
と
長
い

た
め
息
を
つ
い
た
か
ら
な
の
で
す
。
そ
の
長
い
た
め

息
が
、洞
庭
湖
の
水
位
の
変
化
だ
と
伝
え
て
い
ま
す
。

（
注
9
）
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（4）
浦
島
伝
説
を
記
す
最
古
の
文
献
は

『
日
本
書
記
』。
よ
り
詳
し
く
書
か
れ
て

い
る
の
は
『
丹
後
国
風
土
記
』
逸
文
で

あ
る
。
江
戸
時
代
に
は
お
伽
草
子
の
一

冊
と
し
て
出
版
さ
れ
多
数
の
読
者
を
得

た
。
現
在
の
よ
う
に
全
国
的
に
広
ま
っ

た
の
は
、
巌
谷
小
波
が
『
日
本
昔
噺
』

（
明
治
二
十
九
年
）
で
子
供
向
け
読
み

物
に
改
め
、
明
治
四
十
三
年
以
降
、
国

定
国
語
教
材
に
採
用
さ
れ
て
か
ら
の
こ

と
で
あ
る
。

（5）
不
老
不
死
の
神
仙
と
な
り
、
永
遠
の

生
を
求
め
よ
う
と
い
う
中
国
の
思
想
。

そ
の
萌
芽
は
紀
元
前
三
世
紀
に
認
め
ら

れ
る
。
東
方
沿
海
地
方
の
方
士
達
が
広

く
説
き
「
東
海
中
に
神
仙
の
住
む
三
神

山
が
存
在
す
る
」
と
い
う
教
え
は
秦
の

始
皇
帝
や
漢
の
武
帝
に
も
受
け
継
が
れ

た
。
後
に
道
教
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い

く
。

（6）
道
と
一
体
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
永
遠

不
滅
の
生
命
を
獲
得
す
る
こ
と
を
理
想

と
す
る
中
国
の
土
着
的
宗
教
で
、
儒
教
、

仏
教
と
並
ぶ
中
国
の
三
大
宗
教
の
一

つ
。
中
国
古
来
の
巫
術
や
鬼
神
観
念
を

基
盤
に
、
儒
家
や
道
家
の
思
想
哲
学
、

仏
教
の
教
理
な
ど
を
複
合
的
に
取
り
入

れ
、
六
朝
末
か
ら
随
・
初
唐
期
に
ほ
ぼ

確
立
し
た
。
古
事
記
・
日
本
書
紀
の
記

述
の
中
に
も
、
そ
の
影
響
を
見
て
取
る

こ
と
が
で
き
る
。

（7）
奈
良
時
代
、
元
明
天
皇
の
時
代
に
諸
国

の
国
司
・
郡
司
を
総
動
員
し
て
作
成
さ

せ
た
郷
土
誌
。
現
存
す
る
の
は
常
陸
国
、

播
磨
国
、
出
雲
国
、
豊
後
国
、
肥
前
国

の
五
ヶ
国
の
み
。
散
逸
し
て
し
ま
っ
た

も
の
の
中
で
、
平
安
末
か
ら
鎌
倉
末
に

か
け
て
輩
出
し
た
古
典
注
釈
家
な
ど
の

著
書
に
部
分
的
に
引
用
さ
れ
て
残
っ
て

い
る
も
の
は
「
風
土
記
逸
文
」
と
呼
ば

れ
て
お
り
、
浦
島
伝
説
も
こ
こ
か
ら
知

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

君島 久子氏
国立民族学博物館名誉教授

慶應義塾大学卒業。
東京都立大学大学院修了。
国立民族学博物館教授を経て、現在同館名
誉教授。北京中央民族大学名誉教授。中国、
東南アジア等で少数民族を始めとするアジ
ア諸民族の現地調査や民間伝承の採録に従
事。
主な著訳書に『概説中国の少数民族』（三省
堂）、『日本民間伝承の源流』（小学館）、『東
アジアの創世神話』（弘文堂）、『アジアの民
話』（講談社）他多数。『白い竜・黒い竜』
（岩波書店）で産経児童出版文化賞（1965
年）、『西遊記』（福音館書店）日本翻訳文化
賞（1975年）、『中国の神話』（筑摩書房）産
経児童出版文化賞（1983年）等受賞。民間
伝承の中国及び日中比較研究の分野におけ
る第一人者。



富
山

彼
女
は
ま
だ
竜
宮
に
い
る
わ
け
で
す
ね
。
だ

い
た
い
日
本
と
同
じ
で
す
ね
。

君
島

そ
う
で
す
ね
。古
代
中
国
の
文
明
と
い
う
と
、

以
前
か
ら
黄
河
文
明
が
代
表
的
な
も
の
で
し
た
が
、

今
は
長
江
文
明
が
考
古
遺
物
の
発
掘
、
発
見
な
ど
で

次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。
ち
ょ
っ
と

し
た
長
江
文
明
ブ
ー
ム
か
な
。
そ
の
た
め
、
洞
庭
湖

や

陽
湖
な
ど
長
江
文
明
に
属
す
る
地
域
か
ら
の

日
本
へ
の
伝
播
の
問
題
も
、
ず
い
ぶ
ん
分
か
り
や
す

く
な
っ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。

浦
島
の
話
も
洞
庭
湖
に
は
古
く
か
ら
あ
り
ま
し

た
。
六
朝
時
代
の
『
拾
遺
記
』（
注
10
）
に
、
洞
庭
山

（
洞
庭
湖
の
中
に
あ
る
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
）
の

薬
草
を
取
り
に
い
っ
た
男
が
洞
窟
に
迷
い
込
み
、
し

ば
ら
く
行
く
と
別
天
地
が
開
け
、
楽
の
響
き
や
美
女

た
ち
の
歓
待
に
酔
い
し
れ
、
こ
の
世
の
も
の
と
も
思

わ
れ
ぬ
夢
の
よ
う
な
暮
ら
し
を
お
く
っ
た
話
で
す
。

男
は
、
や
が
て
ふ
と
故
郷
が
恋
し
く
な
り
、
帰
郷
を

思
い
た
つ
。共
に
暮
ら
し
た
美
女
が
別
れ
を
惜
し
み
、

贈
り
物
を
く
れ
る
。
洞
窟
の
出
口
ま
で
お
く
ら
れ
、

故
郷
に
帰
っ
て
み
る
と
、
知
る
人
は
一
人
も
な
く
、

家
も
何
も
な
い
。
村
人
に
た
ず
ね
る
と
、
三
百
年
前

に
薬
草
を
取
り
に
行
っ
た
男
が
そ
の
ま
ま
帰
っ
て
こ

な
い
と
い
う
。
男
は
行
方
不
明
と
な
る
。
ま
さ
に
山

の
浦
島
で
す
ね
。
洞
庭
湖
に
は
、
山
に
も
湖
に
も
こ

の
話
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

面
白
い
と
思
う
の
は
、
今
の
洞
庭
湖
の
お
話
も
、

竜
宮
の
一
日
が
現
世
の
十
年
と
い
う
よ
う
に
、
時
間

の
差
が
は
っ
き
り
あ
る
の
で
す
。
け
れ
ど
も
中
国
に

は
「
玉
手
箱
を
開
け
た
ら
お
じ
い
さ
ん
に
な
っ
た
」

と
い
う
話
よ
り
も
、「
も
ら
っ
た
宝
の
箱
か
ら
乙
姫

様
が
現
れ
て
、
ず
っ
と
現
世
で
幸
せ
に
…
…
」
と
い

う
民
話
の
方
が
多
い
で
す
ね
。

富
山

中
国
に
は
ほ
か
に
も
浦
島
伝
説
が
あ
る
の
で

す
か
。

君
島

い
ろ
い
ろ
な
地
域
に
あ
り
ま
す
。
私
は
、
こ

の
竜
宮
へ
訪
問
す
る
話
を
、
最
後
に
異
常
な
時
間
の

差
異
に
よ
っ
て
破
滅
す
る
「
浦
島
型
」
と
「
現
世
型
」

（
注
11
）
と
に
分
け
た
の
で
す
が
、
中
国
で
は
乙
姫
を

連
れ
て
き
て
し
ま
う
現
世
型
が
結
構
多
い
の
で
す
。
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（8）
中
国
・
湖
南
省
北
部
に
あ
る
中
国
第
二

の
面
積
を
も
つ
淡
水
湖
。

（9）
君
島
久
子
「
洞
庭
湖
の
竜
女
説
話
」

『
大
陸
古
文
化
研
究
』
第
六
集１

９
７
２
年

（10）
秦
の
方
士
王
嘉
の
選
と
言
わ
れ
る
。
も

と
十
九
巻
二
百
二
十
編
あ
っ
た
が
散
逸

し
、
梁
の
蕭
綺
が
補
綴
し
て
十
巻
と
し

た
も
の
が
今
日
伝
わ
っ
て
い
る
。
九
巻

ま
で
は
晋
代
迄
の
遺
事
を
記
し
、
最
後

の
一
巻
で
崑
崙
山
、
九
仙
山
な
ど
の
こ

と
を
記
し
て
い
る
。

（11）
君
島
久
子
『
日
本
民
間
伝
承
の
源
流
』

小
学
館
　
１
９
８
９
年

富山 和子氏
立正大学教授・日本福祉大学客員教授

群馬県に生まれる。
早稲田大学文学部卒業。
水、森林を初めとする環境問題の草分けで
あるが、一方、都市問題、交通問題の専門
家でもあり、初期の頃は交通評論家として
活躍した。著書『自動車よ驕るなかれ－日
本自動車文明批判－』（サイマル出版会、
1970）は自動車文明批判の日本の代表的著
作といわれる。1979年雑誌『文藝春秋』に
「水の文化史」を連載するに当たっては、交
通研究者、文明批評家としての視点が駆使
され、人と物資、物質の移動を歴史的にと
らえての国土利用論が展開された。著書
『水の文化史』（文藝春秋、1980年）は『日
本再発見　水の旅』（文藝春秋、1987年）
と共に、今日までロングセラーとなってい
る。また、児童書『道は生きている』（講談
社、1994年）は、交通を語る児童向けの基
本書として「国語」教科書にも掲載され、
中学高校入試にもしばしば出題されている。

浦嶋神絵巻



現
世
型
は
竜
宮
で
の
一
日
が
現
世
の
一
年
と
い
う
よ

う
に
、
竜
宮
と
の
時
間
の
差
が
少
な
く
、
三
日
間
竜

宮
で
過
ご
し
て
帰
っ
て
き
た
ら
「
三
年
間
も
ど
こ
に

行
っ
て
い
た
か
」
と
聞
か
れ
る
程
度
で
す
。
そ
し
て

い
い
女
房
を
も
ら
っ
て
幸
せ
に
な
る
。
時
間
の
異
常

な
経
過
が
な
け
れ
ば
、
完
全
に
現
世
型
で
す
ね
。
も

ら
っ
て
帰
っ
た
ら
宝
物
が
乙
姫
様
だ
っ
た
り
し
て
。

富
山

浦
島
伝
説
は
中
国
の
ど
の
地
域
に
多
い
の
で

す
か
。

君
島

長
江
か
ら
南
の
方
が
多
い
で
す
ね
。
竜
は
雨

を
司
る
も
の
で
す
か
ら
、
北
の
畑
作
地
帯
も
南
の
水
田

地
帯
も
干
ば
つ
が
怖
い
の
で
、
竜
神
に
雨
乞
い
は
し

ま
す
が
、特
に
稲
作
文
化
と
の
関
係
は
深
い
よ
う
で
す
。

富
山

長
江
と
聞
け
ば
、
や
は
り
稲
と
、
稲
の
伝
播

と
を
思
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
す
ね
。
最
近

で
は
稲
作
の
起
源
も
、
雲
南
の
奥
地
か
ら
ず
っ
と
下

流
に
下
り
て
き
ま
し
た
。
ア
ジ
ア
最
古
の
稲
が
出
た

河
姆
渡
（
か
ぼ
と
）
遺
跡
（
注
12
）
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
し
て
も
、
浦
島
太
郎
と
い
う
と
普
通
私
た

ち
は
、
海
が
舞
台
で
、「
釣
り
に
出
た
が
な
か
な
か

魚
が
つ
れ
な
く
て
・
・
・
」
と
い
う
話
が
頭
に
あ
り

ま
す
か
ら
、
海
の
神
、
魚
の
神
様
か
と
思
い
ま
す
け

れ
ど
、
こ
こ
丹
後
半
島
で
は
、
浦
島
伝
説
は
稲
作
の

神
様
の
話
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

稲
の
伝
来
と
徐
福
伝
説

富
山

こ
こ
に
は
徐
福
伝
説
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
私

が
な
ぜ
丹
後
半
島
に
心
を
寄
せ
て
き
た
か
と
い
い
ま

す
と
、
以
前
調
査
で
宇
良
神
社
や
丹
後
郷
土
資
料
館

に
う
か
が
っ
た
際
、
こ
こ
が
古
墳
地
帯
で
あ
る
こ
と

を
知
っ
た
の
で
す
。
古
代
史
の
里
の
京
都
府
に
古
墳

が
五
千
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
実
に
三
千
五
百
が
丹
後

半
島
に
あ
る
。
そ
ん
な
古
代
史
の
メ
ッ
カ
で
、
し
か

も
中
国
や
朝
鮮
半
島
と
向
か
い
合
っ
て
い
る
。
対
岸

の
満
州
、
朝
鮮
か
ら
は
リ
マ
ン
海
流
に
の
っ
て
、
ま

た
長
江
か
ら
は
対
馬
暖
流
に
の
っ
て
文
化
が
直
接
来

な
い
わ
け
は
な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
徐
福
で
す
。

君
島

徐
福
伝
説
と
い
う
の
は
、
有
名
な
の
は
九
州

と
か
和
歌
山
と
い
っ
た
太
平
洋
側
で
す
よ
ね
。
と
こ

ろ
が
丹
後
へ
入
っ
て
き
た
と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ
い
。

富
山

徐
福
伝
説
に
つ
い
て
は
、
私
、『
日
本
の
米
』

に
少
し
書
き
ま
し
た
。
太
平
洋
側
に
も
日
本
海
側
に

も
あ
る
。
佐
賀
県
の
有
明
海
岸
や
紀
州
が
有
名
で
す

が
、
富
士
山
や
八
丈
島
、
秋
田
、
津
軽
ま
で
全
国
に

散
ら
ば
っ
て
い
ま
す
。
で
も
私
は
特
に
男
鹿
半
島
に

心
惹
か
れ
る
の
で
す
。

あ
そ
こ
に
は
「
な
ま
は
げ
の
里
」
が
あ
る
の
で
す
。

男
鹿
半
島
の
中
央
に
真
山
、
本
山
、
毛
無
山
と
い
う

三
つ
の
山
が
あ
る
。対
岸
は
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
で
、

本
山
頂
上
に
は
航
空
自
衛
隊
の
レ
ー
ダ
ー
基
地
が
あ

る
。
そ
の
そ
ば
に
、
徐
福
の
塚
や
漢
の
武
帝
が
連
れ

て
き
た
と
い
う
五
匹
の
家
来
の
鬼
を
祀
っ
た
赤
神
神

社
も
あ
る
。
何
で
も
、
武
帝
は
家
来
に
連
れ
て
き
た

五
匹
の
鬼
に
、
一
年
に
一
日
だ
け
休
暇
を
与
え
る
。

す
る
と
五
匹
の
鬼
た
ち
は
、
里
へ
下
り
て
羽
を
伸
ば

す
。
そ
れ
が
な
ま
は
げ
だ
と
、
秋
田
で
は
言
わ
れ
て

い
る
の
で
す
。

確
か
に
、
本
山
の
頂
上
へ
行
っ
て
対
岸
を
臨
む
と

「
あ
あ
、
遠
い
国
ま
で
来
た
な
あ
」
と
、
故
国
を
思

う
の
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
日
本
海
を
航
海
し
て

陸
を
臨
む
と
、
本
山
を
仰
ぐ
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で

な
く
と
も
男
鹿
半
島
の
付
け
根
の
部
分
は
、
漂
着
の

メ
ッ
カ
で
す
。
日
本
海
と
朝
鮮
、
中
国
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
書
き
た
い
こ
と
が
あ
る
の
で

す
が
、
と
に
か
く
こ
こ
に
徐
福
伝
説
が
あ
る
。

徐
福
は
太
平
洋
側
が
有
名
で
す
が
、
日
本
中
に
あ

る
と
い
う
と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ
い
。
そ
こ
で
思
い
出

す
の
は
、
以
前
、
佐
賀
県
の
諸
富
町
へ
行
っ
た
ら
、

亡
く
な
っ
た
吉
末
豊
助
町
長
が
徐
福
に
つ
い
て
の
う

ん
ち
く
を
傾
け
な
さ
っ
た
後
、こ
う
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

「
大
陸
か
ら
、
五
穀
の
種
と
道
具
を
も
っ
て
大
勢
舟

で
や
っ
て
来
る
。
そ
し
て
、
日
本
の
近
く
で
難
破
す

る
。
そ
う
す
れ
ば
散
り
散
り
に
な
っ
て
上
陸
す
る
か

ら
、
上
陸
地
点
は
あ
ち
こ
ち
に
な
る
」
と
。
な
る
ほ

ど
、
海
に
囲
ま
れ
た
日
本
で
は
、
ど
こ
に
上
陸
し
て

も
不
思
議
は
な
い
。
い
い
説
明
だ
な
あ
と
感
心
し
ま

し
た
。
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（12）
中
国
浙
江
省
余
桃
県
河
姆
渡
村
で
見
つ

か
っ
た
新
石
器
時
代
早
期
（
七
千
年
〜

五
千
年
前
）
の
遺
跡
。
一
九
七
三
〜
七

九
年
に
か
け
て
二
度
の
調
査
が
行
わ

れ
、
六
千
点
を
超
え
る
遺
物
が
出
土
し

た
。
ア
ジ
ア
最
古
と
い
わ
れ
る
水
稲
遺

存
体
が
大
量
に
発
見
さ
れ
て
い
る
。



浦
島
伝
説
だ
っ
て
あ
ち
こ
ち
に
あ
る
わ
け
で
し
ょ

う
。
文
献
は
他
に
あ
り
ま
す
か
。

君
島

古
文
献
は
少
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
こ
丹
後
の

『
風
土
記
』
と
『
日
本
書
紀
』、
あ
と
は
『
万
葉
集
』

ぐ
ら
い
で
す
ね
。
ず
っ
と
後
に
な
っ
て
『
御
伽
草
子
』

（
注
14
）。
浦
島
伝
説
の
地
と
い
う
の
も
、
そ
う
多
く
は

な
い
と
思
い
ま
す
よ
。
こ
の
丹
後
が
最
も
重
要
な
と

こ
ろ
で
す
。

富
山

海
流
に
の
れ
ば
、
太
平
洋
側
を
の
ぼ
る
ル
ー

ト
が
あ
る
だ
ろ
う
し
、
日
本
海
で
は
寒
流
の
リ
マ
ン

海
流
が
沿
海
州
を
下
っ
て
朝
鮮
半
島
の
東
側
に
ぶ
つ

か
り
、
ぐ
る
っ
と
ま
わ
っ
て
対
馬
暖
流
と
い
っ
し
ょ

に
な
っ
て
沿
岸
を
北
上
す
る
の
で
す
。（
注
15
）
で
す
か

ら
、何
が
来
て
も
お
か
し
く
な
い
と
思
う
の
で
す
が
。

『
日
本
の
米
』
に
紹
介
し
ま
し
た
が
、
徐
福
は
文
字

通
り
稲
を
日
本
に
も
っ
て
き
た
伝
説
で
、
中
国
で
は

実
在
の
人
物
と
も
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。
伝
説

と
し
て
は
日
本
へ
来
て
建
国
の
主
と
な
っ
た
と
。
江

蘇
省
連
雲
港
市
徐
阜
村
に
遺
跡
も
発
見
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。

君
島

古
文
献
に
、「
秦
の
始
皇
帝
の
命
令
で
徐
福

が
不
老
不
死
の
薬
を
探
し
て
東
海
の
蓬
莱
山
を
目
指

し
て
船
出
し
た
が
、
と
う
と
う
帰
ら
な
か
っ
た
」
と

だ
け
書
い
て
あ
り
、
あ
と
は
『
三
国
志
』
の
「
呉
志
」

に
徐
福
が
東
方
の
国
に
出
か
け
る
時
、
数
千
人
の
童

男
童
女
を
連
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
子
孫
が
数
万
人
に

増
え
、
会
稽
（
か
い
け
い
）
へ
貿
易
に
来
る
と
書
い

て
あ
る
。
文
献
と
し
て
は
こ
の
く
ら
い
で
す
ね
。
そ

れ
が
ど
こ
か
と
い
う
点
で
、
い
ろ
い
ろ
な
説
が
広
が

っ
て
ゆ
く
…
。

富
山

徐
福
伝
説
は
最
近
色
々
研
究
さ
れ
て
い
て
、

面
白
い
本
が
出
て
い
ま
す
。
で
す
が
、
い
ず
れ
に
せ

20

（13）
富
山
和
子
『
日
本
の
米
』

中
公
新
書
　
1
9
9
3
年

（14）
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
か
け

て
作
ら
れ
た
物
語
草
子
の
総
称
。

徐福が着岸したと言い伝えられる新井崎（にいざき）
（写真左、下）。岬の上には徐福を奉った新井崎神社
（写真上）が海を向いて建てられている。

徐福が来たか、その先輩格が来たか、それとももっと異なる集

団がやって来たのだろうか。

紀元前三世紀頃、秦の始皇帝の命により不老長寿の薬を求めて、

男女三千人を連れ、五穀の種と百工を伴ってやって来たという徐

福伝説。司馬遷の『史記』にも記され、中国では実在の人として、

江蘇省連雲港市徐阜村にその遺跡も発見され、「秦代に日本へ渡航

し、日本建国の祖となった」とも言い伝えられている徐福。徐福

伝説は、日本では佐賀県や紀州熊野をはじめとして、西は鹿児島

県、宮崎県から、東は男鹿半島や津軽小泊に至るまで、安芸厳島、

丹後半島、尾張熱田、三河小坂井、富士山、青ヶ島、八丈島など

全国各地に広がっている。
（『日本の米』（注13）より）

（15）



よ
、
稲
作
が
日
本
に
渡
っ
て
き
た
始
ま
り
を
考
え
ま

す
と
、
面
白
い
と
思
う
の
は
、
現
在
最
古
の
水
田
と

い
う
の
は
北
九
州
の
唐
津
、
菜
畑
遺
跡
と
福
岡
の
板

付
遺
跡
で
す
。
最
初
か
ら
谷
川
を
堰
き
止
め
て
水
路

を
築
い
て
、
こ
れ
は
大
変
な
土
木
事
業
で
す
。
要
す

る
に
川
を
作
っ
て
、
水
位
を
上
げ
た
り
下
げ
た
り
し

な
が
ら
水
を
引
い
て
い
る
。
山
の
斜
面
を
平
ら
に
し

て
、
木
竹
や
石
を
除
き
、
畦
を
築
い
て
囲
み
、
水
田

を
作
る
。
水
田
に
は
水
の
出
口
、
入
り
口
を
作
り
、

昨
日
見
た
よ
う
な
棚
田
を
作
っ
て
順
々
に
水
を
送
っ

て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
大
土
木
工
事
で
、
た

い
へ
ん
高
度
な
水
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
の
水
田
作
り
が
ほ
と
ん
ど
時
を
移

さ
ず
全
国
に
広
が
る
。

と
す
れ
ば
、
人
と
稲
の
種
と
技
術
が
一
度
に
大
量

に
や
っ
て
き
た
に
ち
が
い
な
い
。
徐
福
伝
説
に
心
引

か
れ
る
ゆ
え
ん
で
す
。
仮
に
徐
福
で
な
く
て
も
、
誰

か
大
勢
一
時
に
や
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
誰

か
の
代
名
詞
が
徐
福
と
い
う
わ
け
で
す
。そ
れ
か
ら
、

お
そ
ら
く
ず
っ
と
後
か
ら
だ
と
思
う
け
れ
ど
、
浦
島

伝
説
も
同
じ
よ
う
な
ル
ー
ト
で
や
っ
て
き
た
の
か

な
。
そ
う
い
う
歴
史
を
み
な
が
ら
こ
の
丹
後
半
島
を

歩
く
と
、な
ん
と
な
く
風
景
が
違
っ
て
見
え
て
く
る
。

私
は
『
日
本
再
発
見
、
水
の
旅
』
に
、「
隣
の
福
井

県
鳥
浜
貝
塚
で
縄
文
中
期
に
も
う
造
林
が
始
ま
っ
て

い
る
」
と
書
い
た
け
れ
ど
、
も
ち
ろ
ん
ヘ
チ
マ
と
か
、

雑
穀
の
栽
培
も
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
下
地
が

あ
る
と
こ
ろ
に
、
稲
作
が
あ
る
時
突
然
に
入
っ
て
き

た
と
思
う
の
で
す
。

時
を
超
え
変
容
す
る

浦
島
伝
説

富
山

そ
れ
に
し
て
も
、
昔
の
浦
島
と
現
代
版
浦
島

で
は
ず
い
ぶ
ん
と
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
ね
。

君
島

何
回
か
変
化
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
、『
御
伽

草
子
』
が
一
応
大
き
な
変
化
で
し
ょ
う
ね
。
浦
島
太

郎
に
な
っ
た
り
、
竜
宮
が
出
て
き
た
り
、
乙
姫
様
が

出
て
き
た
り
。
そ
の
前
は
、
た
と
え
ば
『
風
土
記
』

だ
っ
た
ら
亀
姫
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
、『
万
葉
集
』

だ
っ
た
ら
神
の
乙
女
。
そ
れ
は
ね
、
中
国
の
場
合
で

も
同
じ
こ
と
古
く
は
水
神
、
竜
神
、
河
伯
な
ど
で
、

竜
王
や
竜
宮
は
出
て
こ
な
い
の
で
す
。
そ
れ
が
、
仏

教
が
入
っ
て
き
て
も
民
衆
ま
で
一
般
化
す
る
の
に
時

間
が
か
か
り
ま
す
の
で
、
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
の
水
神

が
竜
王
に
な
り
、
住
ま
い
が
竜
宮
に
な
る
の
は
、
唐

の
時
代
あ
た
り
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
日
本
で
は
さ

ら
に
遅
れ
て
『
御
伽
草
子
』
で
竜
宮
が
出
て
く
る
ん

で
す
ね
。
で
す
か
ら
柳
田
国
男
さ
ん
が
ね
、「
日
本

の
竜
宮
に
は
竜
王
が
い
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

る
の
で
す
。竜
宮
が
あ
っ
た
ら
竜
王
が
い
る
は
ず
で
、

乙
姫
だ
け
だ
っ
た
ら
お
か
し
い
で
し
ょ
う
。
し
か
も

乙
姫
っ
て
二
番
目
か
末
娘
な
の
に
、
乙
姫
ひ
と
り
し

か
い
な
い
（
笑
）。

富
山

で
も
今
の
私
た
ち
に
と
っ
て
は
要
す
る
に
乙

姫
様
と
の
ロ
マ
ン
ス
と
、
年
を
取
っ
て
し
ま
う
と
い

う
土
壇
場
の
ど
ん
で
ん
返
し
が
あ
れ
ば
い
い
ん
で
し

ょ
う
（
笑
）。
信
仰
と
は
関
係
あ
る
の
で
す
か
。

君
島

お
話
の
中
に
道
教
も
出
て
く
る
し
、
仏
教
が

浸
透
し
て
く
れ
ば
仏
教
も
関
係
あ
り
ま
す
よ
。で
は
、

竜
王
、
竜
女
よ
り
昔
の
話
を
し
ま
す
と
ね
。
あ
る
男

が
湖
の
ほ
と
り
を
ほ
ろ
酔
い
加
減
で
や
っ
て
く
る
と

あ
ま
り
暑
い
の
で
、
水
の
中
に
入
り
石
を
枕
に
眠
っ

て
し
ま
っ
た
。
す
る
と
、
水
神
の
使
者
が
迎
え
に
来

て
、
立
派
な
宮
殿
に
伴
わ
れ
て
い
く
の
で
す
。
水
神

が
現
れ
「
娘
の
婿
に
迎
え
る
」
と
い
わ
れ
、
美
し
い
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子
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し
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さ
ん
。

写
真
下
は
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嶋
神
社
本
殿
。



姫
と
婚
礼
の
式
を
挙
げ
る
。
三
日
間
滞
在
後
、
姫
か

ら
お
み
や
げ
を
い
ろ
い
ろ
も
ら
っ
て
帰
る
。
そ
れ
ら

は
現
世
で
役
立
つ
も
の
ば
か
り
。
だ
か
ら
水
神
の
世

界
と
時
間
の
差
は
な
い
。
た
だ
気
に
な
る
の
は
、
別

れ
際
に
水
神
の
娘
が
「
お
別
れ
は
つ
ら
い
が
、
十
年

た
っ
た
ら
迎
え
に
ゆ
き
ま
す
」
と
言
う
。
そ
の
後
は

何
も
書
い
て
な
い
け
ど
、た
ぶ
ん
彼
は
迎
え
が
き
て
、

水
中
の
世
界
へ
行
っ
て
し
ま
う
と
思
う
の
。

こ
の
話
は
、
水
神
の
世
界
が
水
中
に
あ
る
の
か
ど

う
か
描
写
が
曖
昧
だ
け
ど
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
話

も
あ
る
の
で
す
。『
捜
神
記
（
そ
う
じ
ん
き
）』（
注
16
）

に
、
湖
を
渡
っ
て
い
た
男
が
、
突
然
湖
の
中
に
広
い

道
が
で
き
て
、
水
神
か
ら
の
使
者
が
現
れ
宮
殿
に
導

か
れ
る
。
以
前
に
男
が
こ
の
湖
を
渡
る
と
き
、
も
の

を
投
げ
入
れ
、水
神
へ
の
贈
り
物
と
し
た
か
ら
な
の
。

男
は
歓
待
さ
れ
、「
お
礼
に
」
と
「
如
願
」
と
い
う

も
の
を
も
ら
っ
て
帰
る
。
こ
の
品
物
は
、
願
い
を
か

な
え
る
も
の
で
、
お
ま
け
に
、
美
し
い
女
が
出
て
き

て
妻
に
な
る
。
ま
さ
に
現
世
型
。
こ
の
頃
、
す
で
に

水
中
の
世
界
が
想
定
さ
れ
、
水
神
の
館
が
あ
り
、
美

し
い
娘
が
あ
り
、
美
し
い
娘
が
い
て
、
贈
り
物
を
く

れ
る
。
こ
こ
ま
で
そ
ろ
っ
て
い
れ
ば
、
も
う
、
水
神

が
竜
王
に
、
娘
が
竜
女
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
の

は
た
や
す
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

で
は
、
こ
の
辺
で
、
ち
ょ
っ
と
面
白
い
話
を
し
ま

し
ょ
う
か
。
あ
る
男
が
船
に
乗
っ
て
帰
る
途
中
、
美

し
い
娘
が
小
舟
を
漕
い
で
近
寄
っ
て
き
た
。
と
っ
ぷ

り
と
日
が
暮
れ
、
雨
も
降
り
だ
し
た
と
い
う
の
に
娘

は
傘
も
な
い
。男
は
娘
を
自
分
の
船
で
雨
宿
り
さ
せ
、

小
舟
を
船
に
つ
な
ぐ
と
、
娘
は
男
の
船
に
入
っ
て
仲

良
く
寝
た
。
や
が
て
雨
が
あ
が
り
、
月
明
か
り
で
ふ

と
見
る
と
、
大
き
な
亀
が
ひ
じ
枕
で
寝
て
い
た
と
い

う
ん
で
す
。

こ
の
話
を
学
生
の
頃
、
学
会
で
発
表
し
た
ら
、
後

で
男
の
先
生
た
ち
か
ら
、「
亀
が
い
っ
た
い
ど
う
い

う
格
好
で
寝
て
い
た
の
か
、
想
像
し
た
ら
お
か
し
か

っ
た
」
と
笑
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
美
女
は
不
覚
に
も

亀
の
正
体
が
ば
れ
て
し
ま
い
、
川
に
飛
び
込
ん
で
し

ま
い
ま
し
た
が
、
つ
な
い
だ
小
舟
は
枯
れ
木
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
美
女
に
な
っ
て
男
を
誘
う
ス
ッ

ポ
ン
の
話
も
け
っ
こ
う
あ
り
ま
す
よ
。

富
山

亀
は
、
日
本
に
お
け
る
沼
と
か
川
の
竜
神
み

た
い
な
意
味
が
あ
る
の
で
す
か
。

君
島

さ
あ
ど
う
か
し
ら
。
今
私
が
話
し
て
い
る
亀

が
美
女
に
変
身
し
て
男
を
誘
い
、
共
に
一
夜
を
過
ご

し
た
話
と
い
う
の
は
、
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
よ
。
六

朝
の
頃
の
伝
承
に
は
。
で
す
か
ら
亀
姫
が
、
こ
こ
の

浦
島
さ
ん
を
誘
っ
て
行
っ
た
と
い
う
の
は
、
ず
い
ぶ

ん
昔
か
ら
そ
の
モ
チ
ー
フ
は
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

富
山

亀
と
い
う
の
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
あ
り
が
た
い

存
在
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
か
？

君
島

か
な
り
古
い
で
す
ね
。
四
神
と
い
わ
れ
る
玄

武
、
朱
雀
、
青
竜
、
白
虎
の
う
ち
の
玄
武
。
あ
れ
は

亀
で
蛇
が
巻
き
付
い
て
い
る
形
を
し
て
い
る
。
霊
獣

の
一
種
で
す
。
ま
た
、
麟
、
鳳
、
亀
、
竜
の
四
霊
の

ひ
と
つ
に
も
入
っ
て
い
て
、
万
年
の
寿
命
を
持
つ
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
亀
は
大
昔
、
殷
の
時
代
に
、
占

い
に
用
い
ら
れ
た
。
有
名
な
「
甲
骨
文
字
」
が
そ
れ

で
す
。
亀
の
甲
に
占
い
の
文
字
が
刻
み
つ
け
ら
れ
て

い
る
。
最
も
古
い
中
国
の
文
字
で
す
。
な
に
し
ろ
紀

元
前
千
三
百
年
頃
の
こ
と
で
す
か
ら
。

富
山

日
本
の
、「
鶴
は
千
年
、
亀
は
万
年
」
と
い

う
の
は
関
係
が
あ
り
ま
す
か
。

君
島

あ
り
ま
す
よ
。
そ
の
言
葉
は
中
国
製
で
す
か

ら
。「
亀
千
歳
」
と
い
う
の
が
『
史
記
』
の
亀
策
伝
に

あ
る
し
、「
亀
は
万
年
」
も
古
い
文
献
に
あ
る
「
亀

は
齢
万
歳
を
経
る
」
か
ら
き
て
い
ま
す
。
亀
も
鶴
も

長
生
き
だ
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
人
の
長
命
で
あ
る

こ
と
を
「
亀
鶴
之
寿
」
な
ど
と
言
い
ま
す
も
の
ね
。

水
の
神
様
　
竜
神
伝
説

富
山

日
本
の
池
に
は
竜
の
伝
説
が
結
構
多
い
で
し
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（
16）
晋
の
時
代
（
四
世
紀
）
に
書
か
れ
た
、

不
思
議
な
説
話
を
収
め
た
小
説
集
。
神

仙
、
風
神
、
雨
神
、
水
神
、
吉
凶
、
妖

怪
な
ど
様
々
な
話
題
に
関
す
る
も
の
が

載
せ
ら
れ
て
い
る
。

現代に伝わる“玉手箱”の中身



ょ
う
。日
本
の
池
は
み
ん
な
農
業
用
の
溜
池
だ
か
ら
。

君
島

大
陸
か
ら
見
た
ら
、
溜
池
に
竜
の
神
様
が
い

る
の
は
面
白
い
で
す
よ
。
で
も
中
国
の
溜
池
に
も
い

ま
す
よ
。
水
の
あ
る
世
界
な
ら
、
ど
こ
に
で
も
。

富
山

稲
作
で
す
か
ら
水
の
神
は
特
別
に
大
事
な
の

で
し
ょ
う
ね
。
洞
庭
湖
の
よ
う
な
大
き
い
湖
だ
け
で

な
く
、
結
構
小
さ
な
池
に
も
竜
神
が
い
る
わ
け
で
し

ょ
う
。

二
十
年
以
上
前
で
し
た
が
中
国
の
雲
南
省
、
長
江

流
域
に
一
ヶ
月
近
く
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
解

放
後
の
、
現
代
の
ダ
ム
ば
か
り
見
て
歩
き
ま
し
た
。

小
さ
な
ダ
ム
を
手
づ
く
り
で
作
っ
て
、
水
を
引
く
水

路
の
両
岸
の
手
す
り
に
、
竜
の
絵
、
と
か
、
じ
ゃ
が

い
も
、
う
さ
ぎ
、
ぶ
た
、
な
ど
を
象
っ
て
飾
っ
て
あ

る
の
を
見
ま
し
た
。

君
島

つ
ま
り
中
国
で
は
古
く
か
ら
竜
神
は
い
る
ん

で
す
よ
。
そ
れ
は
雨
乞
い
の
対
象
に
な
る
わ
け
で
す

ね
。
ど
う
し
て
も
雨
が
降
ら
な
い
と
漢
代
な
ど
で
は

竜
の
形
を
作
っ
て
、
そ
れ
を
踊
ら
せ
て
雨
乞
い
を
し

た
の
で
す
。
そ
れ
は
今
も
変
わ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
。

富
山

そ
れ
は
日
本
も
同
じ
で
す
よ
ね
。

君
島

そ
う
そ
う
。
雨
乞
い
は
実
に
多
い
。
干
ば
つ

が
恐
い
か
ら
。
で
も
、
も
し
嵐
で
、
こ
う
い
う
海
浜

地
帯
で
あ
っ
た
ら
、
海
が
あ
ば
れ
る
の
も
恐
い
こ
と

で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
時
に
、
抑
え
る
神
様
が
、
竜

神
だ
と
思
う
の
だ
け
ど
。
つ
ま
り
竜
神
に
は
二
面
性

（
注
17
）
が
あ
っ
て
、
一
方
で
は
慈
雨
を
も
た
ら
し
、

日
照
り
に
あ
え
ぐ
人
々
を
救
い
、
反
面
、
荒
ぶ
る
神

と
な
っ
て
、
大
洪
水
も
引
き
起
こ
す
。
人
身
御
供
を

要
求
し
た
り
す
る
。
そ
ん
な
時
、
こ
の
土
地
の
竜
神
様

に
も
祈
り
が
あ
る
か
ど
う
か
を
聞
き
た
か
っ
た
の
。

富
山

雨
は
恵
み
で
も
あ
る
が
凶
器
で
も
あ
る
、
と

い
う
の
が
私
の
何
百
回
も
言
っ
て
き
た
講
演
で
の
キ

ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
。
今
度
出
し
た
『
水
と
緑
の
国

日
本
』
で
、
つ
い
に
活
字
に
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
祈
り
に
つ
い
て
で
す
が
、
水
神
様
な
ら

全
国
至
る
所
に
あ
り
ま
す
。
日
常
茶
飯
の
神
様
だ
っ

た
し
、
水
の
足
り
な
い
所
に
も
、
水
の
豊
か
な
湧
き

水
地
帯
に
も
、
水
の
危
険
な
と
こ
ろ
に
も
祀
ら
れ
て

い
る
。
水
除
け
の
神
様
で
は
水
天
宮
と
か
、
堤
防
が

破
ら
れ
そ
う
な
所
に
伊
勢
社
が
あ
っ
た
り
。

し
か
し
、
人
身
御
供
の
話
に
な
る
と
、
考
え
て
み

る
と
水
そ
の
も
の
に
対
し
鎮
ま
れ
、
と
祈
る
の
で
は

な
く
、
ど
う
も
土
木
工
事
が
絡
み
ま
す
ね
え
。
水
の

工
事
の
際
、
工
事
が
成
功
す
る
た
め
の
人
柱
で
す
。

例
え
ば
溜
池
建
設
の
た
め
の
人
柱
伝
説
。『
日
本

の
米
』
に
も
、
秩
父
の
例
が
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
か

ら
、
洪
水
対
象
で
は
堤
防
工
事
の
人
柱
、
砂
防
工
事

の
際
の
人
柱
、
こ
れ
も
ず
い
ぶ
ん
あ
り
ま
す
よ
ね
。

橋
の
建
設
に
も
あ
る
。
た
だ
流
れ
が
鎮
ま
れ
と
い
う

の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
大
抵
は
土
木
工
事
が

成
功
す
る
た
め
で
す
ね
え
。

き
っ
と
日
本
で
は
、
一
切
の
土
地
利
用
が
水
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
初
め
て
成
り
立
っ
た
。「
水
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
社
会
」
と
私
は
『
日
本
の
米
』
で

性
格
付
け
し
ま
し
た
。
そ
う
し
た
土
木
工
事
な
し
で

水
と
つ
き
あ
う
土
地
な
ど
な
か
っ
た
。
た
だ
天
に

「
波
静
か
に
」
と
頼
ん
で
暮
ら
す
よ
う
な
生
活
な
ど

は
な
か
っ
た
。
こ
と
土
地
に
関
し
て
は
。
だ
か
ら
こ

そ
源
実
朝
の
、「
八
大
竜
王
海
鎮
め
た
ま
え
・
・
・
」

（
注
18
）
は
新
鮮
で
強
烈
な
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
水

上
で
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
船
の
上
、
こ
と
に
海
に

関
し
て
は
。
で
す
か
ら
海
が
相
手
な
ら
、
相
模
湾
を

渡
る
と
き
の
日
本
武
尊（
や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と
）

と
弟
橘
媛
命
（
お
と
た
ち
ば
な
ひ
め
）
が
い
る
。
そ

し
て
帰
り
に
碓
氷
峠
で
「
吾
妻
は
や
」
と
の
た
ま
う
。

君
島

き
の
う
お
話
を
う
か
が
っ
た
方
が
、「
八
大

竜
王
の
神
様
が
い
る
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ね
。

お
そ
ら
く
仏
教
以
前
か
ら
、
こ
の
辺
り
に
は
人
々
に

信
仰
さ
れ
て
い
る
水
神
が
お
ら
れ
て
、
そ
こ
に
仏
教

の
竜
王
が
入
り
、合
体
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

嵐
を
お
さ
め
る
こ
と
は
、
人
の
生
活
に
と
っ
て
、
す

ご
く
大
事
な
こ
と
で
す
も
の
ね
。
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史
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９
０
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所
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富
山

海
の
場
合
は
、船
が
沈
む
の
が
問
題
で
す
ね
。

日
本
武
尊
が
、
海
を
渡
る
た
め
に
妻
の
弟
橘
媛
命
が

沈
む
。
そ
れ
で
関
東
に
上
陸
し
て
「
あ
づ
ま
は
や
…
」

と
の
た
ま
う
。
奥
さ
ん
を
沈
め
ち
ゃ
っ
て
。
海
を
鎮

め
る
の
は
船
の
問
題
で
し
ょ
う
。
陸
で
困
る
の
は
田

ん
ぼ
が
流
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。ど
ち
ら
に
せ
よ
、

水
が
治
ま
っ
て
ほ
し
い
。

君
島

で
す
か
ら
、
雨
乞
い
だ
け
で
な
く
、
鎮
め
る

こ
と
も
大
事
で
す
ね
。
弟
橘
媛
命
で
思
い
出
し
た
の

だ
け
ど
、
中
国
に
も
同
じ
よ
う
な
話
が
『
捜
神
記
』

に
あ
る
の
で
す
。
で
も
こ
ち
ら
の
方
は
終
わ
り
方
が

違
い
ま
す
。
家
族
と
船
旅
を
し
て
い
た
男
が
、
河
が

荒
れ
出
し
船
が
危
な
く
な
っ
た
の
で
、
前
に
河
の
神

に
娘
を
や
る
と
約
束
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
、
妻
に

娘
を
河
に
沈
め
る
よ
う
に
言
う
。
自
分
は
と
て
も
見

る
に
し
の
び
ず
、後
ろ
を
向
き
目
を
つ
む
っ
て
い
る
。

妻
は
一
緒
に
連
れ
て
き
た
親
戚
の
娘
を
河
に
沈
め
て

し
ま
う
。
男
が
振
り
返
っ
て
見
る
と
、
自
分
の
娘
が

い
る
。
そ
れ
を
見
て
男
は
や
に
わ
に
娘
を
川
の
中
に

投
げ
込
ん
で
し
ま
う
。
嵐
は
お
さ
ま
り
、
波
も
鎮
ま

り
、
船
は
無
事
に
目
的
地
に
着
く
。
そ
こ
に
は
、
な

ん
と
二
人
の
娘
が
に
こ
に
こ
し
て
出
迎
え
て
い
た
と

い
う
ん
で
す
。
面
白
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
ね
、
河

水
の
神
が
、
男
の
義
侠
心
に
感
じ
て
、
二
人
と
も
返

し
て
く
れ
た
と
い
う
わ
け
な
の
で
す
。

水
と
の
つ
き
あ
い
方
が

異
な
る
と
伝
説
も
異
な
る

君
島

と
こ
ろ
で
、
あ
な
た
の
言
わ
れ
た
「
奥
さ
ん

を
海
に
沈
め
ち
ゃ
っ
て
」
と
い
う
言
葉
、
は
っ
と
し

ま
し
た
ね
。
あ
の
海
の
神
は
、
人
妻
で
も
い
い
の
か

し
ら
。
人
身
御
供
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
け
れ
ど
、
一

番
多
い
の
は
、
水
神
の
場
合
、
未
婚
の
乙
女
か
、
子

ど
も
で
す
よ
ね
。
子
ど
も
な
ら
童
男
童
女
ど
ち
ら
で

も
よ
い
っ
て
い
う
の
が
普
通
で
し
ょ
う
。

富
山

そ
う
そ
う
、
八
岐
の
大
蛇
（
や
ま
た
の
お
ろ

ち
）
だ
っ
て
さ
ら
っ
て
い
く
の
は
娘
で
す
よ
ね
。

君
島

『
西
遊
記
』
に
も
通
天
河
に
怪
物
が
い
て
、

毎
年
女
の
子
と
男
の
子
を
供
犠
に
要
求
す
る
。
差
し

出
さ
な
い
と
大
洪
水
、
田
畑
を
流
さ
れ
る
と
い
う
の

で
、
悟
空
と
八
戒
が
子
ど
も
に
化
け
て
怪
物
と
闘
う

場
面
が
あ
り
ま
す
よ
。
ま
た
穀
倉
地
帯
と
し
て
中
国

で
も
有
名
な
四
川
盆
地
。
と
こ
ろ
が
大
昔
は
そ
う
じ

ゃ
な
か
っ
た
。
山
々
が
高
く
川
が
急
流
で
、
一
挙
に

流
れ
込
ん
で
い
て
、
洪
水
ば
か
り
起
こ
し
て
い
た
ん

で
す
。
巨
大
な
ダ
ム
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
や

っ
と
そ
の
災
害
を
く
い
止
め
る
こ
と
が
で
き
た
ん
で

す
。あ
な
た
も
き
っ
と
ご
覧
に
な
っ
た
と
思
う
け
ど
、

成
都
か
ら
西
北
へ
向
か
う
途
中
に
都
江
堰
と
い
う
ダ

ム
が
あ
る
。
あ
れ
で
す
よ
。
蜀
主
と
し
て
着
任
し
た

李
氷
が
こ
の
事
業
を
成
し
遂
げ
た
、
こ
れ
は
史
実
で

す
。
二
千
年
以
上
前
の
話
で
す
。
そ
の
伝
承
が
ま
た

面
白
い
ん
で
す
よ
。

こ
の
あ
ば
れ
川
の
水
神
が
毎
年
人
身
御
供
を
要
求

す
る
、
水
神
は
嫁
に
娘
を
二
人
づ
つ
出
せ
と
い
う
わ

け
。
出
さ
な
い
と
暴
れ
る
と
い
う
の
で
、
村
人
た
ち

は
交
替
で
自
分
の
娘
を
出
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
毎
年
泣

か
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
へ
着
任
し
た
李
氷
と
い
う
長

官
が
、「
わ
か
っ
た
。
今
度
は
私
の
娘
を
や
る
」
と

言
う
ん
で
す
。
自
分
に
任
せ
て
く
れ
と
彼
は
言
い
、

川
面
に
立
ち
、
盃
を
あ
げ
、
水
神
に
対
し
て
、
娘
を

嫁
に
や
る
儀
式
を
行
う
か
ら
出
て
こ
い
と
言
う
。
だ

が
水
神
は
出
て
こ
な
い
。
失
礼
で
は
な
い
か
と
、
李

氷
は
水
神
に
向
か
っ
て
戦
い
を
挑
む
。
す
る
と
水
神

が
、
な
ん
と
巨
大
な
牛
に
な
っ
て
現
れ
る
。
李
氷
も

ま
た
牛
に
な
っ
て
闘
う
。
そ
の
と
き
彼
は
沿
岸
で
見

守
っ
て
い
る
人
々
と
家
来
た
ち
に
向
か
っ
て
、「
た

す
き
を
か
け
て
い
る
方
の
牛
が
自
分
だ
。
負
け

そ
う
に
な
っ
た
ら
、
た
す
き
の
な
い
方
の
牛
に

矢
を
射
っ
て
く
れ
」
と
叫
ぶ
。
猛
烈

な
二
頭
の
闘
い
。
危
な
く
な
っ
て

く
る
と
、
家
来
た
ち
が
た
す
き

の
な
い
牛
に
向
か
っ
て
矢
を

射
る
。
そ
の
う
ち
二
人
の
娘
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も
か
け
つ
け
刀
を
ぬ
い
て
父
親
に
加
勢
し
、
と
う
と

う
巨
大
な
牛
を
倒
す
。
実
は
こ
の
娘
た
ち
、
女
装
し

た
二
人
の
息
子
だ
っ
た
の
で
す
。

こ
う
し
て
巨
大
な
牛
、
つ
ま
り
水
神
を
倒
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
も
う
人
身
御
供
も
取
ら
れ
な
い
し
、

川
も
お
さ
ま
っ
た
と
い
う
伝
説
な
ん
で
す
ね
。
現
実

に
は
都
江
堰
（
と
こ
う
え
ん
）
と
い
う
水
利
施
設
を

つ
く
っ
て
洪
水
の
害
を
な
く
し
、
や
が
て
潅
漑
に
も

利
用
し
て
、
穀
倉
地
帯
に
し
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、

こ
の
李
氷
は
神
様
に
祀
れ
て
い
る
の
で
す
。
秦
の
昭

王
の
頃
で
す
か
ら
、
も
う
紀
元
前
の
話
、
今
か
ら
二

千
二
百
年
以
上
前
の
話
で
す
ね
。

富
山

今
の
話
を
聞
い
て
ね
、
当
た
っ
て
い
る
か
ど

う
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
日
本
で
、
大
暴
れ
を
す

る
水
害
は
何
か
と
い
う
と
、八
岐
大
蛇
な
ん
で
す
ね
。

八
つ
の
尾
と
八
つ
の
頭
を
持
っ
て
背
は
苔
む
し
て
木

が
生
え
て
。
毎
年
娘
を
さ
ら
っ
て
行
く
。
素
戔
嗚
尊

（
す
さ
の
お
の
み
こ
と
）
が
退
治
す
る
の
で
す
け
れ

ど
、
あ
る
意
味
で
は
似
て
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
ち
ら

は
牛
に
な
る
の
だ
け
れ
ど
、
こ
ち
ら
は
お
酒
を
飲
ま

せ
て
殺
し
て
し
ま
う
。
八
岐
大
蛇
は
出
雲
で
は
斐
伊

川
の
洪
水
の
こ
と
だ
と
親
子
代
々
教
え
ら
れ
て
き
た

の
。
そ
れ
で
、
斐
伊
川
が
ど
ん
な
川
か
と
い
う
と
、

た
い
へ
ん
な
あ
ば
れ
川
。
あ
ば
れ
川
に
な
っ
た
原
因

は
、
出
雲
は
日
本
の
代
表
的
な
砂
鉄
の
山
な
の
ね
。

切
り
崩
す
の
で
雨
の
た
び
に
洪
水
に
な
る
。
そ
の
土

砂
が
下
へ
流
れ
て
出
雲
平
野
が
出
来
る
わ
け
。で
も
、

中
国
が
牛
っ
て
い
う
の
は
面
白
い
で
す
ね
。

君
島

私
も
な
ぜ
水
神
が
牛
か
っ
て
思
い
ま
し
た

よ
。
や
は
り
竜
の
方
が
多
い
で
す
か
ら
ね
。
と
こ
ろ

が
調
べ
て
み
た
ら
意
外
に
多
い
の
で
す
。
こ
の
二
頭

の
牛
が
水
中
で
闘
う
伝
承
が
。
水
中
に
入
っ
て
い
く

霊
牛
や
、水
中
か
ら
現
れ
る
牛
の
話
ま
で
含
め
る
と
、

広
い
地
域
に
渡
っ
て
い
る
の
で
す
。「
あ
あ
、
わ
か

っ
た
」
と
思
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
自
然
の
生
活
の
中

に
と
け
こ
ん
で
い
る
の
を
見
た
時
で
し
た
。
貴
州
省

の
苗
族
（
ミ
ャ
オ
ゾ
ク
）
を
調
査
し
た
と
き
、
清
水

江
で
水
牛
が
の
ど
か
に
遊
ん
で
い
る
の
で
す
。
舟
で

そ
ば
を
通
る
と
、
チ
ラ
ッ
と
や
さ
し
い
流
し
目
を
す

る
だ
け
。
南
の
中
国
の
人
た
ち
に
と
っ
て
水
牛
が
水

の
中
で
泳
い
だ
り
遊
ん
だ
り
し
て
い
る
の
は
、
日
常

の
風
景
な
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
水
神
で
あ
っ
て
も

お
か
し
く
な
い
の
で
す
。

富
山

私
も
中
国
で
似
た
よ
う
な
景
色
を
見
ま
し

た
。

君
島

現
地
に
行
く
と
な
る
ほ
ど
と
思
い
ま
す
ね
。

富
山

同
じ
日
本
書
紀
の
中
で
、
素
戔
嗚
尊
が
、
一

度
朝
鮮
へ
行
く
。
そ
れ
で
日
本
に
帰
っ
て
き
て
「
こ

の
国
に
船
が
な
け
れ
ば
困
る
だ
ろ
う
」
と
言
っ
て
自

分
の
髭
を
抜
い
て
ぱ
ら
っ
と
撒
く
と
、
そ
れ
が
杉
に

な
る
。
眉
毛
を
抜
く
と
楠
に
、
胸
毛
を
撒
く
と
槙
に

な
っ
た
と
か
。
杉
は
船
を
作
る
の
に
使
い
な
さ
い
、

楠
も
船
に
使
い
な
さ
い
、
檜
は
お
宮
を
建
て
る
の
に

使
い
な
さ
い
、
槙
は
棺
桶
に
使
い
な
さ
い
と
、
そ
れ

が
今
の
用
途
と
一
緒
な
の
ね
。
素
戔
嗚
尊
の
息
子
、

五
十
猛
神
（
い
た
け
る
の
か
み
）
が
、
天
か
ら
下
り

て
き
て
、
た
く
さ
ん
木
の
種
を
持
っ
て
く
る
の
。
そ

れ
で
、
天
か
ら
持
っ
て
く
る
と
き
に
、
韓
國
（
か
ら

く
に
）
に
降
り
ず
し
て
、
筑
紫
の
国
か
ら
植
え
始
め

る
と
書
い
て
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
大
八
洲
（
お
お

や
し
ま
）
の
国
は
緑
が
絶
え
な
い
の
だ
と
。
今
日
、

お
宿
の
風
呂
お
け
が
槙
で
し
た
。
あ
の
よ
う
に
、
槙

っ
て
白
い
ん
で
す
。
古
代
の
棺
桶
も
だ
い
た
い
は
槙

を
使
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
洪
水

を
退
治
し
た
神
が
日
本
で
は
、
植
林
の
神
に
な
っ
て

出
て
き
て
い
る
。

君
島

面
白
い
。中
国
と
日
本
が
つ
な
が
っ
て
い
る
。

特
に
植
林
と
い
う
の
が
す
ご
い
。
今
の
時
代
に
も
通

用
す
る
。
日
本
に
も
、
中
国
に
も
言
え
る
こ
と
よ
ね
。

中
国
を
旅
し
て
痛
感
す
る
こ
と
の
ひ
と
つ
に
山
に
木

が
な
い
風
景
、
あ
れ
に
は
初
め
驚
き
ま
し
た
ね
。
言

わ
れ
て
み
れ
ば
、
植
林
の
伝
説
と
い
う
の
は
、
中
国

に
大
変
少
な
い
。
そ
し
て
現
実
に
も
木
が
少
な
い
と

い
う
こ
と
。
考
え
さ
せ
ら
れ
る
問
題
ね
。
日
本
の
場

合
も
開
発
の
名
の
も
と
に
自
然
が
破
壊
さ
れ
、
大
洪

水
が
起
こ
る
の
と
一
緒
に
…
…
。

富
山

そ
う
。
日
本
は
世
界
に
誇
る
森
林
国
、
そ
し

て
殆
ど
唯
一
の
「
木
を
植
え
る
文
化
」
の
国
。
と
こ

ろ
が
今
、日
本
人
自
身
が
そ
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。

山
を
放
置
し
て
日
本
の
森
林
は
危
機
に
瀕
し
て
い

る
。
私
が
い
つ
も
強
調
し
、
警
告
し
て
い
る
の
が
こ

の
問
題
な
の
よ
。

君
島

ほ
ん
と
う
に
そ
う
ね
、
同
感
よ
。
災
害
を
招

来
す
る
の
も
人
間
、
防
衛
す
る
の
も
人
間
と
い
う
わ

け
ね
。
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