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１
９
７
８
年
10
月
の
鄧
小
平
来
日
時
に
鄧
小
平
の
通
訳
を
務
め
た

ベ
テ
ラ
ン
外
交
官
、
冨
田
昌
宏
さ
ん
が
２
０
１
４
年
５
月
、
日
本
僑

報
社
か
ら
新
著
『
日
本
の
「
仕
事
の
鬼
」
と
中
国
の
〈
酒
鬼
〉　

―

―　

漢
字
を
介
し
て
み
る
日
本
と
中
国
の
文
化
』
を
出
し
た
の
を
記

念
し
て
、
６
月
３
日
夜
に
東
京
駅
近
く
の
八
重
洲
ブ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー

本
店
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た
。「
協
議
」
が
日
本

語
で
は
話
し
合
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
に
、
中
国
語
で
は
「
合
意
」

の
意
味
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
通
訳
の
現
場
で
中
国
側
か
ら
「
協

議
」
の
訳
に
つ
い
て
「
本
日
は
何
も
合
意
し
て
い
な
い
」
と
の
発
言

が
あ
り
困
惑
し
た
経
験
な
ど
、
日
本
語
と
中
国
語
の
同
音
異
義
の
怖

さ
や
、
一
見
無
関
係
に
見
え
る
「
八
仙
人
」
と
「
七
福
神
」
を
由
来

ま
で
遡
る
と
共
通
点
が
わ
ず
か
に
見
え
る
こ
と
な
ど
、
興
味
深
い
話

が
満
載
。
い
ず
れ
も
本
の
内
容
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
紹
介
し
た
も

の
で
し
た
。
講
演
の
概
要
を
お
届
け
し
ま
す
。

講
師　

冨と
み
た田　

昌ま
さ
ひ
ろ宏　

氏

（
元
外
務
省
外
交
史
料
館
長
）

日
本
の「
仕
事
の
鬼
」と
中
国
の〈
酒
鬼
〉

　
　
　
　

講
演
・
討
論
会

特
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『
日
本
の
「
仕
事
の
鬼
」
と
中
国
の
〈
酒
鬼
〉　

―
―　

漢
字
を
介

し
て
み
る
日
本
と
中
国
の
文
化
』
が
日
本
僑
報
社
か
ら
刊
行
さ
れ
ま

し
た
。
私
は
神
戸
市
外
国
語
大
学
の
中
国
学
科
を
卒
業
後
、
外
務
省

に
41
年
間
在
職
し
、
ア
ジ
ア
局
中
国
課
や
国
際
情
報
局
分
析
２
課
で

勤
務
し
た
ほ
か
、
北
京
、
広
州
、
大
連
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
ペ
ナ
ン
、

米
国
ニ
ュ
ー
オ
リ
ン
ズ
と
外
地
勤
務
を
歴
任
し
、
２
０
０
４
年
か
ら

09
年
は
在
重
慶
総
領
事
、09
年
か
ら
外
務
省
外
交
史
料
館
長
を
務
め
、

11
年
３
月
に
退
官
し
ま
し
た
。
こ
の
本
は
中
国
各
地
の
公
館
で
在
任

中
に
得
た
体
験
や
情
報
な
ど
を
基
に
執
筆
し
た
も
の
で
、
学
者
や
研

究
者
の
本
と
は
違
っ
た
特
色
が
あ
り
ま
す
。
最
初
の
１
、２
章
で
は

日
中
両
国
の
漢
字
文
化
の
基
本
事
項
に
つ
い
て
述
べ
、
３
章
以
降
は

個
別
の
話
を
ま
と
め
ま
し
た
。

中
国
語
の
「
協
議
」
は
「
合
意
」
の
意
味

　　

最
初
に
本
書
の
執
筆
の
原
点
と
な
っ
た
、
言
葉
に
つ
い
て
の
新
し

い
発
見
、
困
っ
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
簡
単
に
お
話
し
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
私
が
初
め
て
北
京
の
大
使
館
へ
赴
任
し
た
の
は
１
９
７
３

年
7
月
。
日
中
の
国
交
が
正
常
化
さ
れ
、
大
使
館
の
建
館
か
ら
半
年

後
で
し
た
。
当
時
は
日
中
の
ハ
イ
レ
ベ
ル
の
人
物
交
流
が
多
く
、
そ

の
通
訳
を
務
め
ま
し
た
。
ま
た
、
日
中
間
で
四
つ
の
実
務
協
定
の
締

結
交
渉
が
行
わ
れ
、
航
空
協
定
だ
け
は
英
語
で
交
渉
を
し
て
い
ま
し

た
が
、
そ
の
他
の
３
協
定
は
日
本
語
と
中
国
語
を
使
っ
て
の
交
渉
で

し
た
か
ら
、
私
は
そ
の
通
訳
も
担
当
し
て
い
ま
し
た
。
あ
る
日
、
日

2014 年 6月3日、東京駅近くの八重洲ブックセンター本店ギャラリーで開かれた
冨田昌宏氏の『日本の「仕事の鬼」と中国の〈酒鬼〉〜漢字を介してみる日本と中
国の文化』出版記念講演会には約 60人が参加、冨田氏の話に聞き入った。
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本
側
の
団
長
の
「
本
日
の
協
議
は
有
意
義
で
あ
っ
た
」
と
い
う
発
言

を
中
国
語
に
通
訳
し
た
ら
、
先
方
か
ら
「
今
日
は
何
も
合
意
し
て
い

な
い
」
と
い
う
発
言
が
あ
っ
て
困
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
中
国

語
で
は
〈
協
議
〉
は
「
合
意
」
の
意
味
で
、
こ
の
場
合
は
〈
協
商
〉

と
訳
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
の
で
す
。
１
９
７
４
年
４
月
に
は

水
野
清
建
設
相
が
訪
中
さ
れ
て
李
鵬
首
相
と
会
見
、
私
が
通
訳
し
ま

し
た
が
、
李
鵬
さ
ん
の
通
訳
は
現
在
の
駐
日
中
国
大
使
の
程
永
華
さ

ん
で
し
た
。

　

こ
れ
に
先
立
つ
１
９
７
１
年
、
在
外
研
修
で
台
湾
に
派
遣
さ
れ
、

台
湾
大
学
の
大
学
院
で
国
際
法
の
勉
強
を
し
ま
し
た
。
あ
る
日
、
国

際
政
治
学
の
教
授
か
ら
中
国
語
で
、
日
本
の
政
治
家
の
「
シ
ゲ
ル
・

ホ
リ
」
と
は
誰
か
と
た
ず
ね
ら
れ
、「
保
利
茂
で
す
」
と
答
え
ま
し
た
。

当
時
、
保
利
茂
氏
は
自
民
党
の
幹
事
長
で
し
た
が
、
日
本
の
こ
と
を

よ
く
知
っ
て
い
る
政
治
学
者
で
も
、
日
本
の
国
会
議
員
の
名
前
は
漢

字
で
し
か
覚
え
て
い
な
い
た
め
、
英
語
の
論
文
に
出
て
く
る
と
誰
の

こ
と
か
分
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
日
本
語
と
中
国
語

と
の
間
に
は
こ
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
の
だ
と
、
初
め
て
認
識
し
ま

し
た
。
日
本
と
中
国
で
は
そ
れ
ぞ
れ
相
手
国
の
人
名
や
地
名
な
ど
の

固
有
名
詞
を
自
国
の
言
葉
で
発
音
し
て
い
ま
す
。
日
本
人
に
と
っ
て

鄧
小
平
は
「
と
う
し
ょ
う
へ
い
」
で
あ
り
、
中
国
人
に
と
っ
て
芥
川

龍
之
介
は
「
チ
エ
チ
ュ
ア
ン
・
ロ
ン
ジ
チ
ェ
」
で
、
こ
れ
は
現
代
で

は
日
本
語
と
中
国
語
の
間
だ
け
で
見
ら
れ
る
特
殊
事
情
の
よ
う
で

す
。
あ
る
時
、中
国
の
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
（
ア
ジ
ア
太
平
洋
経
済
協
力
機
構
）

担
当
大
使
に
会
っ
て
中
国
語
で
自
己
紹
介
を
し
た
ら
「
あ
な
た
の
名

前
は
日
本
語
で
は
何
と
言
う
の
か
」
と
聞
か
れ
ま
し
た
。
中
国
で
も

国
際
関
係
の
仕
事
を
し
て
い
る
人
は
日
本
人
の
名
前
の
日
本
語
読
み

を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
の
だ
と
改
め
て
実
感

し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
中
国
中
央
テ
レ
ビ
の
夜
の
ニ
ュ
ー
ス
番
組
で
ア
ナ
ウ
ン

サ
ー
が
〈
観
衆
朋
友
、
晩
上
好
〉（
視
聴
者
の
み
な
さ
ん
、
今
晩
は
）

と
言
う
の
を
聞
い
て
、
な
ぜ
視
聴
者
が
〈
朋
友
〉（
友
達
）
な
の
だ

ろ
う
と
違
和
感
を
も
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

【
漢
字
文
化
の
歴
史
的
背
景
】

　　

４
世
紀
に
漢
字
が
百
済
を
介
し
て
日
本
に
伝
来
し
、
日
中
の
ほ
か

朝
鮮
半
島
や
ベ
ト
ナ
ム
を
含
む
漢
字
文
化
圏
が
で
き
ま
し
た
。
日
本

人
に
は
中
学
、
高
校
の
漢
文
の
授
業
に
よ
っ
て
唐
詩
な
ど
中
国
の
古

典
文
学
に
親
し
み
を
持
つ
人
が
多
い
で
す
ね
。
他
方
、
中
国
語
は
時

代
の
経
過
に
よ
っ
て
古
典
と
現
代
語
と
の
意
義
と
用
法
に
大
き
な
違

い
が
で
き
ま
し
た
。
文
語
と
口
語
の
差
異
も
大
き
い
も
の
が
あ
り
ま

す
。

　

中
国
で
は
１
９
５
０
年
代
か
ら
60
年
代
に
か
け
て
社
会
主
義
の
概

念
に
関
す
る
新
語
が
多
数
出
現
し
、
80
年
以
降
は
改
革
開
放
に
よ
っ

て
日
本
文
化
も
流
入
し
、
新
語
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
日
本
で
は
明
治

政
府
に
よ
る
新
し
い
国
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
る
中
で
慶
應
義
塾
の
創

設
者
で
あ
っ
た
福
澤
諭
吉
を
中
心
に
多
く
の
学
者
が
西
洋
の
文
化
や
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概
念
を
取
り
入
れ
る
た
め
に
多
く
の
新

語
を
作
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
新
語
に

は
経
済
、
社
会
、
哲
学
、
計
画
、
演
説

な
ど
今
で
は
日
本
人
が
外
来
語
に
起
源

を
持
つ
と
全
く
意
識
し
な
い
で
使
っ
て

い
る
単
語
が
圧
倒
的
に
多
い
の
で
す
。

新
し
い
西
洋
の
概
念
で
す
か
ら
、
今
な

ら
ば
カ
タ
カ
ナ
言
葉
で
取
り
入
れ
る
の

で
し
ょ
う
が
、
明
治
初
期
の
先
人
は
単

に
外
来
語
を
日
本
語
に
訳
し
た
だ
け
で

は
な
く
、
漢
字
の
発
祥
の
地
で
あ
る
中

国
の
古
典
に
も
造
詣
が
深
か
っ
た
の
で
、

新
語
に
も
そ
れ
を
取
り
入
れ
た
も
の
が

多
く
現
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
「
経
済
」

は
中
国
の
古
典
に
あ
る「
経
世
済
民
」（
世

を
治
め
民
を
救
う
）
か
ら
作
ら
れ
た
外

来
語
で
す
。
た
だ
し
、
全
く
新
し
い
事

物
の
中
に
は
当
初
漢
字
の
音
訳
が
創
ら

れ
た
も
の
の
後
に
カ
タ
カ
ナ
で
置
き
換

え
ら
れ
た
言
葉
も
あ
り
ま
す
。「
倶
楽
部
」

が
「
ク
ラ
ブ
」
に
、「
瓦
斯
」
が
「
ガ
ス
」

に
な
っ
て
定
着
し
た
よ
う
な
ケ
ー
ス
で

す
。

　

中
国
で
も
辛
亥
革
命
（
１
９
１
１
年
）
前
後
に
西
洋
文
化
が
流
入

し
、多
く
の
学
者
が
西
洋
の
文
献
を
訳
し
て
外
来
語
の
新
語
を
作
り
、

古
典
に
は
な
い
新
し
い
概
念
は
英
語
の
発
音
を
中
国
語
で
音
訳
し
た

た
め
、
英
語
の
サ
イ
エ
ン
ス
（science

）
が
「
賽
因
斯
」、
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
（dem

ocracy

）
が
「
徳
莫
克
拉
西
」
と
な
り
ま
し
た
が
、

庶
民
に
は
難
し
す
ぎ
て
実
用
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
た

め
、
後
に
日
本
か
ら
入
っ
て
き
た
「
科
学
」、「
民
主
」
を
使
う
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
日
本
で
創
出
さ
れ
た
外
国
語
の
訳
語
の
多
く
は
簡

潔
で
意
味
を
理
解
し
や
す
い
も
の
だ
っ
た
の
で
、
国
民
に
受
け
入
れ

ら
れ
、
生
活
の
中
に
浸
透
し
ま
し
た
。
中
国
で
は
今
日
使
わ
れ
て
い

る
社
会
科
学
、
自
然
科
学
、
経
済
分
野
な
ど
の
漢
字
熟
語
の
70
％
以

上
が
日
本
語
を
起
源
と
し
た
も
の
だ
と
い
う
調
査
結
果
が
あ
り
ま

す
。中

国
の
若
者
が
使
う
「
チ
ョ
ー
感
動
的
」

　　

日
本
か
ら
取
り
入
れ
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
屈
辱
感
は
な
い

の
だ
ろ
う
か
、
と
思
う
方
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
中
国
人
は

「
漢
字
は
も
と
も
と
中
国
で
創
ら
れ
日
本
な
ど
の
近
隣
諸
国
に
伝
わ

り
漢
字
文
化
圏
を
形
成
し
た
の
で
あ
り
、
近
代
以
降
に
日
本
の
漢
字

が
中
国
に
入
る
の
は
漢
字
文
化
圏
の
中
で
の
双
方
向
の
交
流
を
意
味

す
る
。
漢
字
は
そ
の
文
化
圏
が
共
有
す
る
歴
史
文
明
で
あ
り
、
こ
れ

ら
外
来
語
の
語
彙
は
文
化
を
支
え
る
骨
格
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
を
基
礎

と
し
て
文
化
に
栄
養
を
与
え
て
肉
付
け
し
文
化
を
発
展
さ
せ
る
こ
と

　冨田　昌宏（とみた・まさひろ）氏　1947年、大阪市生まれ。70年、神戸市外国
語大学中国学科卒業、外務省入省。在中国大使館、在広州総領事館、在ペナン総領
事館（マレーシア）、在ニューオリンズ総領事館（米国）在勤。2001年、国際情報局
分析第二課情報分析官。03年、アジア大洋州局中国課地域調整官。04年、在瀋陽
総領事館大連出張駐在官。05年、在重慶総領事。09年、外交史料館長。11年、退
官。中国関係の著書に『お金が語る現代中国の歴史』（三省堂）がある。
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こ
そ
が
重
要
だ
」
と
考
え
る
よ
う
で
、
何
ら
違
和
感
な
く
使
用
し
て

い
ま
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
漢
字
文
化
圏
の
日
本
と
中
国
の
漢
字
表

記
の
交
流
が
そ
の
後
も
進
み
、
今
日
で
は
単
語
だ
け
で
な
く
言
葉
の

言
い
回
し
に
も
影
響
が
及
ん
で
い
ま
す
。
例
え
ば
、
日
本
の
若
者
の

言
葉
で
よ
く
聞
く
「
超
面
白
い
」
な
ど
の
「
超
（
チ
ョ
ー
）」
が
中

国
の
若
者
の
間
で
「
超
豪
華
」、「
超
動
人
（
チ
ョ
ー
感
動
的
）」
な

ど
と
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

【
伝
統
文
化
】

観
音
菩
薩
信
仰
は
中
国
で
生
ま
れ
た

　　

こ
の
本
の
表
紙
の
左
上
の
写
真
は
楽
山
大
仏
で
す
。
四
川
省
の
揚

子
江
支
流
の
岷み
ん
こ
う江

に
面
し
た
峨が

眉び
さ
ん山

地
域
の
法
相
宗
凌
雲
寺
の
弥
勒

菩
薩
で
、
90
年
を
か
け
て
建
造
さ
れ
、
高
さ
71
㍍
。
唐
末
の
８
０
３

年
に
完
成
し
た
、
近
代
以
前
に
作
ら
れ
た
仏
像
と
し
て
は
世
界
最
大

の
石
仏
で
す
。
完
成
当
時
は
大
仏
仏
閣
に
覆
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

現
在
は
露
天
で
大
仏
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
顔

立
ち
、
巨
大
石
仏
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
日
本
の
大
仏
と
は
大
き
く
異

な
り
ま
す
。
仏
教
発
祥
の
地
で
あ
る
天
竺
（
イ
ン
ド
）
の
面
影
を
残

し
て
い
る
よ
う
で
す
。ま
た
表
紙
の
右
下
に
あ
る
の
は
牛
久
大
仏
で
、

茨
城
県
牛
久
市
所
在
の
阿
弥
陀
如
来
像
で
す
。
１
９
９
２
年
に
建
造

さ
れ
た
ブ
ロ
ン
ズ
像
で
１
２
０
㍍
あ
り
、
人
物
像
と
し
て
は
世
界
第

３
位
の
高
さ
を
誇
っ
て
い
ま
す
。

　

仏
教
は
紀
元
前
２
世
紀
に
天
竺
か
ら
中
国
に
伝
来
し
、
日
本
に
は

５
３
８
年
に
朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
伝
来
し
ま
し
た
。
観
音
菩
薩
信

仰
は
８
世
紀
に
中
国
で
生
ま
れ
た
も
の
で
す
。
菩
薩
は
慈
悲
を
も
っ

て
世
を
救
う
善
と
美
の
化
身
と
さ
れ
、
中
国
で
は
古
く
か
ら
四
川
省

遂す
い
ね
い寧
市
に
あ
る
広
徳
寺
が
中
国
の
観
音
文
化
の
発
祥
地
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
２
０
０
８
年
に
は
中
国
文
学
芸
術
界
聯
合
会
（
文
聯
）
な
ど

　
鄧
小
平
訪
日
時
の
通
訳
を
務
め
た
ベ
テ
ラ
ン
外
交
官
が
日
本
と

中
国
を
つ
な
ぐ
漢
字
文
化
の
奥
深
い
世
界
を
軽
妙
に
解
き
明
か
し

た
。「
協
議
」
が
中
国
で
は
「
合
意
」
の
意
味
で
使
わ
れ
る
言
葉
で
、

「
販
売
」
に
は
悪
い
イ
メ
ー
ジ
が
付
着
し
て
い
る
。
人
間
は
人
の
世

の
こ
と
。
花
を
め
で
る
日
本
と
、
花
の
イ
メ
ー
ジ
が
悪
い
中
国
。

愛
人
は
夫
や
妻
の
こ
と
。
愛
人
は
情
婦
と
い
う
。
同
じ
漢
字
文
化

な
の
で
「
お
互
い
話
せ
ば
分
か
る
は
ず
」
と
い
い
た
く
な
る
け
れ

ど
も
、
言
葉
の
意
味
が
違
う
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
誤
解
も
多
い
。

一
読
、
日
中
の
「
理
解
」
が
そ
う
簡
単
で
は
な
い
か
ら
本
腰
を
入

れ
て
か
か
ら
な
い
と
意
思
疎
通
も
出
来
な
い
と
感
じ
る
人
が
多
い

か
も
し
れ
な
い
。
読
み
や
す
く
、
日
中
文
化
比
較
の
入
門
書
と
し

て
も
活
用
で
き
る
。

『
日
本
の「
仕
事
の
鬼
」と
中
国
の〈
酒

鬼
〉
～
漢
字
を
介
し
て
み
る
日
本
と

中
国
の
文
化
』

冨
田
昌
宏
著

日
本
僑
報
社
、税
込
み
１
９
４
４
円
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に
よ
っ
て
遂
寧
市
が
最
初
の
「
中
国
観
音
文
化
の
故
郷
」
と
命
名
さ

れ
、
観
光
名
所
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
が
年
に
３
回
あ
る
？

　　

次
は
バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
の
話
で
す
。
２
０
０
６
年
は
中
国
で
バ

レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
が
年
に
３
回
あ
っ
た
年
で
し
た
。
中
国
で
は
セ
ン

ト
・
バ
レ
ン
タ
イ
ン
ズ
デ
ー
は
〈
情
人
節
〉（
恋
人
の
日
）
と
訳
さ

れ
て
い
ま
す
。
他
方
、
中
国
で
は
漢
の
時
代
以
来
の
七
夕
伝
説
が
よ

く
知
ら
れ
て
お
り
、
七
夕
こ
そ
が
〈
情
人
節
〉
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

中
国
に
は
日
本
で
は
知
ら
れ
て
い
な
い
牽
牛
（
牛
郎
）
と
織
姫
（
織

女
）
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
七
夕
神
話
が
あ
る
の
で
す
。
そ
の
う
え
06

年
は
太
陰
暦
で
は
７
月
が
閏う
る
う
づ
き月
だ
っ
た
の
で
、〈
情
人
節
〉
が
計
３

回
あ
っ
た
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
旧
暦
で
は
平
年
は
１
年
が

３
５
４
日
。
19
年
に
閏
月
が
７
回
あ
り
ま
す
。

　

中
国
に
は
「
八
仙
人
が
海
を
渡
り
、そ
れ
ぞ
れ
能
力
を
発
揮
す
る
」

〈
八
仙
過
海
、
各
顕
其
能
〉
と
い
う
有
名
な
こ
と
わ
ざ
が
あ
り
ま
す
。

八
仙
人
が
招
か
れ
て
現
在
の
山
東
省
か
ら
蓬
莱
仙
山
を
訪
ね
、
帰
り

に
そ
れ
ぞ
れ
法
器
を
使
い
、
魔
法
の
力
を
発
揮
し
て
帰
っ
た
と
い
う

話
で
す
。〈
八
仙
〉
は
中
国
の
神
話
上
の
人
物
で
す
が
元
々
、
全
員

が
中
国
の
実
在
の
人
物
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
蓬
莱
は
中
国
の
東
方
に

あ
る
海
上
の
仙
人
の
住
む
山
で
、
日
本
ま
た
は
台
湾
の
美
称
と
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

　

一
方
、
七
福
神
は
室
町
時
代
以
来
の
日
本
の
神
話
の
神
様
で
す
。

恵
比
寿
だ
け
が
日
本
の
神
で
、
そ
の
ほ
か
は
イ
ン
ド
、
中
国
の
神
と

さ
れ
ま
す
。〈
八
仙
過
海
〉
の
行
先
は
日
本
で
、〈
八
仙
〉
が
日
本
へ

行
っ
て
七
福
神
に
な
っ
た
と
い
う
伝
説
や
、
途
中
で
1
人
海
に
落
ち

て
7
人
に
な
っ
た
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
。

　

次
は
本
の
題
名
と
も
な
っ
て
い
る
「
鬼
」
の
話
で
す
。
日
本
で
は

元
々
山
で
暮
ら
す
異
種
の
人
間
を
鬼
と
呼
び
ま
し
た
。今
日
で
は「
鬼

ば
ば
あ
」
の
よ
う
に
、
怖
い
人
を
形
容
す
る
と
き
に
使
う
ほ
か
、「
仕

事
の
鬼
」
の
よ
う
に
物
事
に
精
魂
を
込
め
る
人
の
こ
と
も
鬼
と
い
っ

て
い
ま
す
ね
。
一
方
、
中
国
で
は
鬼
は
元
々
死
者
の
亡
霊
を
い
い
ま

す
。
現
代
で
は
〈
日
本
鬼
子
、
鬼
子
兵
〉
な
ど
日
本
人
を
貶け
な

す
こ
と

ば
と
し
て
使
っ
た
り
、〈
酒
鬼
〉（
酒
浸
り
、
ア
ル
中
）
な
ど
の
用
法

も
あ
り
ま
す
。
鬼
が
亡
霊
か
ら
転
じ
て
、
実
際
に
い
な
い
人
、
誰
も

い
な
い
（nobody

）
こ
と
を
言
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
次

の
よ
う
な
男
女
の
会
話
が
聞
か
れ
ま
す
。「
僕
た
ち
は
本
気
で
愛
し

合
っ
て
い
る
ん
だ
よ
ね
」（
我
們
真
心
相
愛
、
是
不
是
）、「
あ
な
た

と
愛
し
合
っ
て
い
る
の
は
鬼
だ
け
よ
」（
鬼
才
和
你
相
愛
呢
）。
ま
た

〈
小
鬼
〉（
悪
戯
っ
子
、
可
愛
い
子
）、〈
人
小
鬼
大
〉（
子
供
だ
け
ど

肝
は
大
き
い
）
の
よ
う
に
全
く
悪
く
な
い
、
よ
い
意
味
で
も
使
わ
れ

ま
す
。
中
国
語
の
表
現
は
多
様
で
す
。

日
中
で
１
８
０
度
違
う
「
花
」
の
イ
メ
ー
ジ

　
〈
花
〉
は
植
物
の
花
そ
の
も
の
を
指
す
場
合
以
外
で
は
、
そ
の
形

容
す
る
意
味
や
イ
メ
ー
ジ
が
日
本
語
と
中
国
語
で
非
常
に
異
な
り
ま
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す
。
日
本
語
で
は
「
花
嫁
」、「
花
婿
」
の
花
は
美
し
く
立
派
な
こ
と

を
意
味
し
、「
花
も
実
も
あ
る
人
生
」、「
花
の
三
十
代
」
の
場
合
に

は
華
麗
な
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
中
国
語
で
花
は
心
の
動

き
を
表
す
こ
と
ば
で
す
。〈
男
人
花
心
〉
の
〈
花
心
〉
は
花
の
よ
う

に
き
れ
い
な
心
で
は
な
く
、
男
が
女
に
気
が
多
く
目
移
り
す
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
ま
す
。〈
花
花
公
子
〉
は
「
プ
レ
イ
ボ
ー
イ
」
を
意

味
す
る
。
現
在
で
は
使
わ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
が
、以
前
は
〈
花
子
〉

は
「
乞
食
」
を
意
味
す
る
言
葉
で
し
た
。
牛
は
日
本
語
で
は
「
鈍
牛
」

や
「
牛
耳
る
」
な
ど
あ
ま
り
良
く
な
い
意
味
の
語
が
多
い
の
で
す
が
、

中
国
語
で
は
〈
牛
〉〈
非
常
牛
〉
は
「
す
ご
い
、
す
ば
ら
し
い
」
の

意
味
で
す
。
一
方
、
亀
は
日
本
で
は
「
浦
島
太
郎
」
や
「
兎
と
亀
」

の
童
話
で
模
範
的
な
生
き
物
で
す
け
れ
ど
も
、
中
国
語
で
は
、
口
語

で
亀
を
〈
烏
亀
〉〈
王
八
〉
と
呼
び
、
妻
に
浮
気
さ
れ
て
い
る
男
の

こ
と
も
意
味
し
ま
す
。「
亀
の
卵
」
を
表
す
〈
王
八
蛋
〉
は
「
馬
鹿
者
」

の
意
味
で
す
。

【
中
国
指
導
者
の
こ
と
ば
】

　　

２
０
０
６
年
10
月
、当
時
の
安
倍
晋
三
総
理
大
臣
（
第
１
次
政
権
）

が
日
本
の
総
理
と
し
て
は
７
年
ぶ
り
に
中
国
を
公
式
訪
問
し
、
中
国

側
と
の
間
で
小
泉
純
一
郎
政
権
時
代
に
靖
国
神
社
参
拝
問
題
で
冷
却

し
て
い
た
日
中
関
係
を
見
直
し
、
高
度
の
レ
ベ
ル
に
高
め
「
戦
略
的

互
恵
関
係
」
を
構
築
す
る
こ
と
で
温
家
宝
総
理
と
の
間
で
合
意
し
ま

し
た
。
温
総
理
は
そ
の
後
の
記
者
会
見
で
、
南
宋
の
詩
人
辛し
ん
き
し
つ

棄
疾
の

詩
の
上
の
句
「
青
山
は
遮さ

え
ぎり

と
ど
め
ず
、
畢
ひ
っ
き
ょ
う竟

東
流
し
去
る
」〈
青

山
遮
不
住
、
畢
竟
東
流
去
〉
を
披
露
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
山
は
大
河

の
流
れ
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
、
日
中
関
係
発

展
の
流
れ
は
留
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
を
表
現
し
た
も
の
で

す
。
し
か
し
、
こ
の
句
の
披
露
に
は
さ
ら
に
深
い
意
味
が
込
め
ら
れ

て
い
た
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
詩
の
下
の
句
は
「
河
の
夕
暮

れ
は
余
を
愁
い
し
め
、
山
深
く
聞
く
鷓し
ゃ
こ鴣

の
声
」〈
江
晩
正
愁
予
、

山
深
聞
鷓
鴣
〉と
続
き
ま
す
。鷓
鴣
は
雉
の
一
種
で
、鳴
き
声
が「
行
っ

て
は
い
け
な
い
、
兄
さ
ん
」〈
行
不
得
也
、
哥
哥
〉
と
聞
こ
え
る
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
温
総
理
は
、
こ
の
下
の
句
を
借
り
て
安
倍
総
理

に
靖
国
神
社
に
参
拝
し
な
い
よ
う
密
か
に
求
め
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
観
測
が
報
じ
ら
れ
た
の
で
す
。
安
倍
総
理
は
第
１
次
政
権
で
は

靖
国
参
拝
を
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
７
年
後
の
２
０
１
３
年
12
月
、

第
２
次
政
権
の
総
理
と
し
て
参
拝
し
ま
し
た
。

「
訪
日
し
て
現
代
化
が
何
か
が
分
か
っ
た
」
と
鄧
小
平

　　

１
９
７
８
年
年
10
月
に
鄧
小
平
氏
が
日
中
平
和
友
好
条
約
の
批
准

書
交
換
の
た
め
に
訪
日
し
ま
し
た
。
鄧
氏
は
政
府
の
公
式
行
事
に
出

席
し
た
ほ
か
、
日
産
自
動
車
の
座
間
工
場
、
新
日
鉄
君
津
製
鉄
所
、

松
下
電
器
茨
木
工
場
を
視
察
し
、
東
京
―
新
京
都
間
は
新
幹
線
に
乗

車
し
ま
し
た
。
日
産
の
工
場
を
訪
問
し
た
際
、
要
請
を
受
け
て
「
中

日
両
国
人
民
の
友
好
協
力
の
道
は
、
進
め
ば
進
む
ほ
ど
広
く
な
る
。

我
々
は
共
に
努
力
し
よ
う
。」〈
中
日
両
国
人
民
友
好
合
作
之
路
、
越



— 9 —

アジア時報

走
越
寛
広
、
我
们
共
同
努
力
〉
と
揮
毫
し
ま
し
た
。
新
幹
線
に
乗
車

し
た
際
に
は
「
速
い
、
本
当
に
速
い
。
後
ろ
か
ら
鞭
で
追
い
立
て
ら

れ
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
れ
こ
そ
が
今
我
々
が
必
要
と
し
て
い
る
速
さ

だ
。
我
々
は
今
走
る
こ
と
が
必
要
だ
」
と
い
う
感
想
を
述
べ
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
帰
国
前
に
は
「
今
回
の
訪
日
で
現
代
化

と
は
何
か
が
分
か
っ
た
」
と
発
言
し
た
そ
う
で
す
。

　

そ
の
後
、
公
務
か
ら
引
退
し
88
歳
の
高
齢
に
な
っ
た
鄧
小
平
氏
は

１
９
９
２
年
１
月
か
ら
２
月
、普
通
の
党
員
の
身
分
で
南
方
の
武
昌
、

深
圳
、
珠
海
、
上
海
を
視
察
し
、
各
地
で
講
和
を
行
い
ま
し
た
。
南

巡
講
和
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。
１
月
29
日
に
珠
海
の
冷
蔵
庫
工
場

で
、
こ
の
小
さ
な
町
工
場
が
過
去
７
年
間
で
生
産
量
を
16
倍
に
増
や

し
、全
国
１
位
に
な
っ
た
と
の
話
を
聞
い
て
喜
び
、語
っ
た
言
葉
。「
我

が
国
は
必
ず
発
展
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
発
展
し
な
け
れ
ば
馬
鹿

に
さ
れ
る
。
発
展
こ
そ
が
絶
対
的
な
道
理
で
あ
る
」。
こ
の
最
後
の

部
分
「
発
展
こ
そ
が
絶
対
的
な
道
理
で
あ
る
」〈
発
展
才
是
硬
道
理
〉

は
そ
の
後
、
改
革
開
放
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
な
り
、
街
で
見
か
け
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

【
現
代
社
会
の
こ
と
ば
】

　　

言
葉
は
時
代
と
と
も
に
変
わ
り
ま
す
。
中
国
語
の
変
化
に
つ
い
て

四
つ
の
例
を
あ
げ
て
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
ず
、時
代
と
と
も
に
価
値
観
が
変
化
し
た
〈
貴
族
〉
と
〈
小
姐
〉

（
お
嬢
さ
ん
）
の
話
で
す
。

「
小
姐
」
は
も
と
も
と
上
品
な
言
葉
だ
っ
た
の
だ
が
…

　　

社
会
主
義
革
命
後
、
中
国
で
は
〈
貴
族
〉
は
「
死
に
瀕
し
た
没
落

し
た
階
級
」〈
垂
死
没
落
的
階
級
〉
と
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
改

革
開
放
後
は
「
貴
族
」
が
豪
華
な
も
の
を
形
容
す
る
語
と
な
り
、〈
貴

族
学
校
〉や〈
貴
族
車
〉な
ど
の
言
葉
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
一
方
、〈
小

姐
〉
は
、旧
い
社
会
で
は
〈
少
爺
、小
姐
〉（
坊
ち
ゃ
ん
、嬢
ち
ゃ
ん
）

な
ど
と
上
流
階
級
の
子
女
の
意
味
で
使
わ
れ
ま
し
た
が
、
改
革
開
放

後
に
は
ウ
エ
イ
ト
レ
ス
に
対
す
る
呼
び
名
と
し
て
も
使
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
そ
の
後
、
夜
の
街
で
は
〈
三
陪
小
姐
〉（
男
の
酒
、
歌
、

踊
り
の
相
手
を
す
る
女
）
と
い
う
言
葉
が
出
現
し
て
、
そ
の
イ
メ
ー

ジ
が
激
変
し
ま
し
た
。
女
性
店
員
が
女
性
客
に
〈
小
姐
〉
と
呼
び
か

け
る
と
〈
你
才
是
小
姐
呢
〉「
あ
ん
た
こ
そ
小
姐
の
く
せ
に
」
と
返

事
が
返
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

次
は
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
。
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
言

え
ば
、
従
来
は
タ
レ
ン
ト
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
日
で
は
地
方

自
治
体
の
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
は
じ
め
、
ア
ニ
メ
の
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー（
ゆ
る
キ
ャ
ラ
）が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
は
中
国
語
で
は
〈
形
象
代
言
人
〉
と
い
い
ま
す
。
本
来
、

発
言
し
な
い
イ
メ
ー
ジ
の
は
ず
で
、
そ
の
趣
旨
は
「
姿
、
形
を
し
て

語
ら
し
め
る
」
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。

　

わ
が
国
で
は
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク
と
い
え
ば
、
４
月
末
か
ら

５
月
初
め
に
か
け
て
の
大
型
連
休
で
す
。
一
方
、
中
国
で
は
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豚
が
乗
っ
た
縁
起
も
の
の
陶
器
の
置
物
も
み
ら
れ
ま
す
。

　
（
２
０
１
４
年
６
月
3
日
、
東
京
駅
近
く
の
八
重
洲
ブ
ッ
ク
セ
ン

タ
ー
本
店
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
行
わ
れ
た
講
演
会
の
速
記
録
。
文
責
・
編

集
部
。
一
部
敬
称
略
）

１
９
９
９
年
か
ら
、〈
春
節
〉（
旧
正
月
）、〈
労
働
節
〉（
メ
ー
デ
ー
）、

〈
国
慶
節
〉
の
３
回
、
そ
れ
ぞ
れ
３
日
間
の
法
定
祝
日
と
前
後
の
土
、

日
曜
お
よ
び
振
替
休
日
を
あ
わ
せ
て
、
年
３
回
各
１
週
間
の
〈
黄
金

週
〉
が
設
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
そ
の
他
の
伝
統
的
な
節
句
も

祝
日
に
す
べ
き
だ
と
い
う
意
見
も
あ
っ
て
、
ま
た
連
休
は
交
通
の
混

雑
が
激
し
く
な
っ
た
た
め
、
10
年
後
の
２
０
０
８
年
に
廃
止
さ
れ
ま

し
た
。
し
か
し
、
中
国
の
〈
黄
金
週
〉
は
そ
の
規
模
の
大
き
さ
と
変

更
の
早
さ
で
際
立
っ
て
い
ま
し
た
。

猪
（
亥
）
年
は
中
国
で
は
〝
豚
〟
年

　

中
国
語
（
漢
語
）
の
方
言
で
は
広
東
語
と
福
建
語
が
最
も
標
準
語

と
の
違
い
が
大
き
い
言
葉
で
す
。
北
部
の
黄
河
流
域
の
干
魃
と
水
資

源
不
足
を
解
消
す
る
た
め
、
１
９
７
８
年
か
ら
建
設
が
始
ま
っ
た
南

部
の
長
江
（
揚
子
江
）
か
ら
北
部
の
黄
河
ま
で
三
つ
の
水
路
を
建
設

し
て
水
を
運
ぶ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
あ
り
、
こ
れ
が
〈
南
水
北
調
〉
と

呼
ば
れ
ま
す
。
他
方
、
１
９
９
７
年
の
香
港
の
中
国
復
帰
以
降
盛
ん

に
な
っ
た
、
中
国
大
陸
の
資
金
の
香
港
へ
の
投
資
を
意
味
す
る
〈
北

水
南
調
〉
と
い
う
言
葉
が
香
港
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

広
東
語
の
〈
水
〉
に
は
水
と
い
う
意
味
の
ほ
か
に
財
産
、
金
銭
と
い

う
意
味
も
あ
る
の
で
す
。
こ
の
た
め
、
広
東
省
で
は
〈
猪
年
〉（
中

国
で
は
猪
は
豚
の
意
味
な
の
で
、
日
本
流
に
い
え
ば
豚
年
）
に
「
豚

小
屋
に
水
（
金
銭
）
が
流
入
し
て
大
変
お
め
で
た
い
」〈
猪
籠
入
水
、

吉
祥
得
很
〉
と
い
う
こ
と
ば
が
使
わ
れ
ま
す
。
広
東
省
で
は
、
籠
に


