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《すべてを越えて》生きよう』
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第３部より転載いたしました。

増川研究所は、全体が伝統的な和式建築。その清浄な空気に満たされた広間
で鼎談が行われた
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知
ら
れ
ざ
る
日
本
人
の
ル
ー
ツ

　

森
下
敬
一
博
士
が
月
刊
誌『
森
下
自
然
医
学
』の「
巻

頭
随
想
」
で
２
０
１
３
年
９
月
号
ま
で
12
回
に
わ
た
っ

て
掲
載
し
て
き
た
「
徐
福
傳
説
」
の
特
別
編
と
し
て
、 

去
る
８
月
26
日
、
徐
福
の
功
績
を
語
り
合
う
鼎
談
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

　

顔
ぶ
れ
は
、
森
下
敬
一
博
士
、
水
の
専
門
家
で
電
磁

波
研
究
や
音
の
振
動
療
法
に
も
詳
し
い
増
川
い
づ
み
博

士
、
札
幌
の
自
然
食
品
店
㈱
ま
ほ
ろ
ば
の
社
長
で
、
浄

水
器
開
発
で
有
名
な
宮
下
周
平
氏
で
す
。『
森
下
自
然

医
学
』
の
連
載
「
倭
や
ま
と
う
た詩
」
で
も
お
な
じ
み
の
宮
下
社
長

は
、
古
文
献
の
一
つ
『
宮
下
文も
ん
じ
ょ書
』
が
伝
わ
る
家
系
の

末
裔
で
あ
り
、
徐
福
研
究
も
行
っ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
今
年
（
２
０
１
３
年
）
か
ら
連
載
「
感
じ
る
ち

か
ら
」
を
執
筆
し
て
い
る
増
川
博
士
は
、
古
史
古
伝
に

精
通
す
る
研
究
家
で
も
あ
り
ま
す
。

　

鼎
談
は
、
増
川
博
士
の
活
動
拠
点
で
あ
る
山
梨
県
北

杜
市
小
淵
沢
で
行
わ
れ
ま
し 

た
。
今
年
６
月
、
徐
福

の
生
ま
れ
故
郷
で
あ
る
中
国
の
連
雲
港
市
を
視
察
し
た

ば
か
り
の
森
下
博
士
、
宮
下
社
長
は
、
今
回
、
徐
福
の

お
墓
が
あ
る
と
さ
れ
る
富
士
吉
田
市
を
訪
ね
る
機
会
に

も
恵
ま
れ
、
徐
福
の
功
績
を
世
に
伝
え
た
い
気
持
ち
を

い
っ
そ
う
強
く
さ
れ
ま
し
た
。

徐
福
と
の
縁
に
導
か
れ
て

森
下　
今
回
、
宮
下
社
長
の
ご
案
内
で
、
富
士
山
麓

に
伝
わ
る
古
文
献
の
一
部
を
実
際
に
見
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
徐
福
が
書
い
た
と
言
わ
れ
る
『
富
士
古
文
書

(

宮
下
文
書)

』
に
は
、
日
本
の
古
史
が
詳
細
に
記
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
宮
下
さ
ん
は
、 『
宮
下
文
書
』
が
伝

わ
る
家
系
の
子
孫
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
ね
。

宮
下　

 

は
い
。
私
は
北
海
道
在
住
で
す
が
、
幼
少
期

に
祖
母
か
ら
「
お
前
の
爺
さ
ん
は
山
梨
県
南み
な
み
つ
る

都
留
郡

明あ
す
み見
村
（
現
・
富
士
吉
田
市
）
の
出
身
だ
と
、
夜
な
夜

な
聞
か
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

増
川　
刷
り
込
ま
れ
て
い
た
ん
で
す
ね
。 

宮
下　

祖
父
は

若
死
に
し
た
た

め
、
父
親
で
さ
え 

祖
父
の
こ
と
を
よ

く
知
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
私
が 

18

歳
の
時
、
南
都
留

郡
明
見
村
に
伝
わ

る
『
宮
下
文
書
』

を
知
り
、
明
見
村

を
訪
ね
た
の
で
す

が
、 

そ
の
時
は
祖

父
の
実
家
を
探
し
当
て
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。

増
川　
宮
下
家
は
断
絶
し
て
い
た
…
…
。 

宮
下　
百
年
の
間
で
す
ね
。
７
～
８
年
前
に
再
び
明

見
地
区
を
訪
ね
、
市
役
所
の
除
籍
簿
の
中
か
ら
、
よ
う

や
く
先
祖
の
宮
下
家
を
発
見
し
ま
し
た
。
実
際
に
そ
の

住
所
に
赴
く
と
、
な
ん
と
明
治
の
当
時
と
同
じ
番
地
に

親
族
が
住
ん
で
い
た
ん
で
す
。
以
前
か
ら『
宮
下
文
書
』

に
興
味
が

あ
り
ま
し

た
が
、
自

分
の
先
祖

と
繋
が
り

が
あ
っ
た

こ
と
に
心

底
驚
き
ま

し
た
。

森
下　
実
は
私
も
徐
福
と
は
無
縁
で
は
な
い
こ
と
が

分
か
っ
た
ん
で
す
。『
宮
下
文
書
』
を
日
本
語
に
改

訂
し
た
『
神じ
ん
の
う
き

皇
紀
』
に
よ
る
と
、
富
士
五
湖
の
北
麓

高た
か
ま
が
は
ら
原
に
、
聖
地
・
高た
か
ま
が
は
ら

天
原
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

そ
の
高
天
原
に
続
く
東
方
の
丘
陵
地
一
帯
が
、
高
天

原
で
の
生
活
に
必
要
な
物
資
や
食
料
を
供
給
す
る
重
要

左より、増川いづみ氏、森下敬一氏、宮下周平氏

『神傳富士古文献大成』（全７巻・写真版）
ダイジェスト版『神皇紀』。高千穂、大和朝
廷以前に、富士北麓に富士王朝文明が存在
したこと等が記されている
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な
地
域
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
神
奈
川
県
津
久
井
郡

で
あ
り
、
私
の
本
籍
地
な
の
で
す
。 

徐
福
は
、
一
般

に
知
ら
れ
て
い
る
以
上
に
多
大
な
貢
献
を
さ
れ
た
人
で

す
。
徐
福
に
ご
縁
を
い
た
だ
い
た
人
間
と
し
て
、
残
り

の
人
生
の
一
部
を
注
ぎ
込
み
、
そ
の
功
績
を
し
っ
か
り

と
伝
え
て
い
こ
う
と
決
意
し
ま
し
た
。

宮
下　
私
も
同
感
で
す
。
２
０
１
３
年
に
は
富
士
山

が
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
ね
。
こ
の
時
期

に
、
富
士
山
を
仰
ぐ
こ
の
地
で
鼎
談
の
機
会
を
得
た
の

は
、
日
本
の
歴
史
を
幡
ひ
も
とき
、
日
本
の
新
た
な
扉
を
開
く

こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
な 

気
が
致
し
ま
す
。

徐
福
が
日
本
に
来
た
真
の
理
由

森
下　
私
は
徐
福
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
様
々
な
文
献

に
目
を
通
し
た
り
、
中
国
に
赴
い
た
り
し
て
研
究
を
重

ね
て
き
ま
し
た
。 

多
く
の
文
献
に
、「
徐
福
は
、
秦
の

始
皇
帝
の
命
を
受
け
、
不
老
長
寿
の
薬
草
を
探
し
に
日

本
に
来
た
…
…
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
私
は
、
そ
れ
は
表
面
的
な
名
目
に
過
ぎ
な
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
徐
福
は 

大
変
な
宗
教
家
で
あ
り
、

自
分
の
道
を
極
め
る
た
め
に
日
本
に
や
っ
て
き
た
…
…

と 

い
う
の
が
真
相
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

徐
福
は
仏
教
の
修
行
を
す
る
た
め
に
イ
ン
ド
即
ち
天

竺
に
渡
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
天
竺
に
は
、
神
々

が
住
む
高
天
原
が
あ
り
、
そ
の
天
竺
で
、
日
本
に
も
高

天
原
が
あ
る
と
い
う
話
を
耳
に
さ
れ
た
。
そ
し
て
徐
福

は
、
日
本
の
高
天
原
に
行
き
た
い
と
願
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
徐
福
は
、
日
本
に
何
度

も
視
察
に
来
て
い
た
の
で
す
。 

増
川　

下
見
に
来
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
私
も
、

徐
福
が
何
回
も
日
本
に
来
て
い
る
と
い
う
話
を
聞
い
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

　

私
の
祖
父
は
、
清
の
皇
族
で
あ
る
溥ふ

ぎ儀
の
弟
さ
ん
の

溥ふ
け
つ傑
さ
ん
と
親
し
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
方
か
ら
生

前
直
接
お
聞
き
し
ま
し
た
。 

森
下　
そ
う
で
す
か
。
私
も
６
月
に
中
国
に
渡
航
し

た
際
、
あ
る
歴
史
研
究
者
か
ら
、
徐
福
は
日
本
に
７
回

渡
航
し
て
い
た
、
と
聞
き
ま
し
た
。
７
回
か
ど
う
か
は

分
か
り 

ま
せ
ん
が
、
日
本
列
島
の
20
ヵ
所
以
上
に
「
徐

福
が
来
た
の
は
私
の
町
だ
」
と
い
う 

地
域
が
点
在
し

て
い
ま
す
か
ら
、
何
度
か
来
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
で
し
ょ
う
。

　

徐
福
を
名
乗
れ
ば
歓
待
を
受
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

で
、
他
の
中
国
人
が
徐
福
を
名
乗
り
来
て
い
た
可
能
性

も
あ
り
ま
す
が
…
…
。 

増
川　
な
る
ほ
ど
。
日
本
人
か
ら
見
れ
ば
、
中
国
人

は
み
な
同
じ
よ
う
な
顔
に
見
え
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん

ね
。

始
皇
帝
は
ペ
ル
シ
ャ
人
だ
っ
た

森
下　
も
う
一
つ
、
徐
福
が
日
本
に
来
た
理
由
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
、
徐
福
が
仕
え
て
い
た
秦
の
始
皇
帝

が
、
実
は
ペ
ル
シ
ャ
人
だ
っ
た
こ
と
に
深
く
関
わ
っ
て

い
ま
す
。
中
国
人
（
漢
民
族)

で
は
な
い
始
皇
帝
に
は

敵
が
多
か
っ
た
の
で
す
。

　

始
皇
帝
の
身
に
何
か
起
こ
れ
ば
、
そ
の
一
族
は
即
座

に
粛
清
さ
せ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
徐
福
は
そ
の
事
態
を

免
れ
る
た
め
に
、
先
発
隊
と
し
て
日
本
へ
赴
き
、
始
皇

帝
を
日
本
に
招
く
た
め
の
準
備
を
整
え
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
す
。 

宮
下　
確
か
に
、
日
本
の
各
地
に
神
代
文
字
が
あ
り
、

そ
の
起
源
は
ペ
ル
シ
ャ
文
字
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
よ

ね
。 

増
川　

 

ペ
ル
シ
ャ
文
字
は
日
本
の
古
文
献
の
中
に
多

く
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ペ
ル
シ
ャ
の
装
飾
品

が
、
５
千
年
前
の
地
層
か
ら
出
土
し
て
い
る
ん
で
す
。 

森
下　
神
代
文
字
に
は
何
種
類
か
あ
り
、
そ
の
中
の
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一
つ
に
現
在
の
ハ
ン
グ
ル
と
同
じ
も
の
も
あ
る
。
そ
れ

は
と
も
か
く
、
始
皇
帝
が
な
ぜ
ペ
ル
シ
ャ
人
な
の
か
と

い
う
と
、
始
皇
帝
の
父
を
王
の
座
に
就
か
せ
た
呂り

ょ

ふ

い

不
韋

と
い
う
男
が
鍵
を
握
っ
て
い
ま
す
。 

増
川　
神
代
文
字
の
阿あ

ひ

る

比
留
文
字
が
ま
さ
に
ハ
ン
グ

ル
文
字
と
同
じ
で
す
ね
。
阿あ

ひ

る
比
留
草く
さ
た
い體
文
字
が
ペ
ル

シ
ャ
文
字
の
原
型
と
か
な
り
似
て
い
ま
す
。
呂
不
韋
は

ペ
ル
シ
ャ
人
で
す
ね
。

森
下　

名
前
か
ら
し
て
漢
民
族
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

呂
不
韋
は
、
中
国
の
邯か

ん
た
ん鄲
に
住
み
、
ペ
ル
シ
ャ
と
の
間

を
行
き
来
し
て
商
売
を
営
ん
で
い
ま
し
た
。 

あ
る
時
、

呂
不
韋
は
、
趙
ち
ょ
う
の
人
質
と
な
っ
て
い
た
ペ
ル
シ
ャ
人
の

子し

そ楚
（
始
皇
帝
の
父
の
幼
名
）
を
見
て
、「
比
奇
貨
可

居(

こ
れ
奇
貨
な
り
。
居
く
べ
し)

」
と
言
い
ま
し
た
。

つ
ま
り
、「
こ
れ
は
珍
し
い
品
物
だ
か
ら
買
っ
て
お
く

べ
き
だ
」
と
考
え
て
、
子
楚
に
投
資
し
た
の
で
す
。
当

時
、
秦
に
君
臨
し
て
い
た
安あ
ん
こ
く
く
ん

国
君
の
寵
姫
で
あ
る
華か
よ
う陽

夫
人
に
実
子
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
呂
不
韋
は
子
楚

を
華
陽
夫
人
の
養
子
に
さ
せ
、
後
の
荘そ
う

襄
じ
ょ
う

王
と
し
て

即
位
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。
当
時
、
呂
不
韋

に
は
、
ペ
ル
シ
ャ
人
の
踊
り
子
で
あ
る
趙
姫
と
い
う
恋

人
が
い
た
ん
で
す
ね
。そ
の
趙
姫
を
子
楚
が
気
に
入
り
、 

絶
対
に
欲
し
い
と
言
っ
た
。
そ
れ
ま
で
大
金
を
つ
ぎ
込

ん
で
子
楚
に
地
位
を
築
か
せ
た
呂
不
章
は
、
趙
姫
ま
で

も
子
楚
に
渡
し
て
し
ま
い
ま
す
。 

増
川　
恋
人
で
も
何
で
も
あ
げ
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。

森
下　
と
こ
ろ
が
そ
の
時
、
趙
姫
は
す
で
に
呂
不
韋

の
子
を
身
ご
も
っ
て
い
ま
し
た
。 

そ
う
し
て
生
ま
れ

た
の
が
始
皇
帝
と
い
う
わ
け
で
す
。 

宮
下　
ペ
ル
シ
ャ
人
の
両
親
の
元
に
生
ま
れ
た
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。 

増
川　
純
粋
な
ペ
ル
シ
ャ
人
だ
っ
た
始
皇
帝
は
、
顔

を
隠
す
た
め
に
冕べ
ん

冠か
ん
を
し
て
い
た
ん
で
す
ね
。 

森
下　
碧
眼
で
鼻
が
高
く
、
肌
が
白
い
と
い
う
状
態

で
は
、
中
国
人
に
な
じ
ま
な
か
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。 

中
国
を
脱
出
し
た
徐
福

森
下　
始
皇
帝
の
身
を
案
じ
た
徐
福
は
、
中
国
脱
出

を
試
み
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
徐
福
が
日
本
に
率
い
て

き
た
人
や
物
の
数
々
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
す
。
徐
福

は
、
大
工
や
金
属
加
工
、
畑
や
稲
作
の
専
門
家
な
ど
あ

り
と
あ
ら
ゆ
る
職
人
を
連
れ
10
代
か
ら
年
代
別
に
男
女

半
々
、
約
50
人
ず
つ
、
５
５
０
人
以
上
も
の
人
間
を
引

き
連
れ
日
本
に
向
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
冶や

き
ん金
の
道
具

か
ら
、
吹ふ
い
ご革
、
踏た
た
ら鞴
や
糸
巻
き
に
至
る
ま
で
生
活
に
必

要
な
道
具
も
す
べ
て
積
ん
で
船
出
し
ま
し
た
。 

増
川　
武
器
・
弾
薬
か
ら
一
切
の
生
活
道
具
、
も
の

す
ご
い
精
鋭
部
隊
を
引
き
連
れ
、
国
が
傾
く
ほ
ど
の
財

宝
を
持
っ
て
出
航
し
た
と
言
わ
れ
ま
す
。 

中
国
に
帰

る
気
は
最
初
か
ら
な
か
っ
た
？　

日
本
で
理
想
郷
を
作

ろ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
。

森
下　
こ
れ
ほ
ど
の
準
備
を
整
え
る
に
は
、
始
皇
帝

と
の
打
合
せ
な
し
に
は
不
可
能
で
す
。
も
う
一
度
と
中

国
の
地
を
踏
む
ま
い
と
い
う
決
意
の
元
で
、
徐
福
は
出

航
し
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

増
川　
一
般
的
に
は
、
徐
福
は
結
局
、
始
皇
帝
を
迎

え
に
行
か
な
か
っ
た
と
い
う
説
が
主
流
で
す
よ
ね
。 

森
下　
え
え
。
始
皇
帝
は
徐
福
が
出
航
し
て
数
ヶ
月

後
、
病
で
亡
く
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

始
皇
帝
の
死
後
、
彼
の
側
近
で
あ
っ
た
趙
ち
ょ
う

高こ
う
と
李り

し斯

は
、す
ぐ
さ
ま
始
皇
帝
一
族
を
排
除
し
よ
う
と
画
策
し
、

始
皇
帝
の
遺
言
状
を
書
き
換
え
ま
し
た
。

　

王
位
継
承
者
を
、
長
男
の
扶ふ

そ蘇
で
は
な
く
、
末
子
の

胡こ
が
い亥
に
仕
立
て
上
げ
た
の
で
す
。
武
勇
の
あ
る
長
男
よ

り
、
出
来
の
悪
い
末
子
を
皇
帝
に
し
て
操
ろ
う
と
し
た

の
で
し
ょ
う
。

宮
下　
さ
ら
に
趙
高
は
、
同
僚
で
文
字
を
制
定
し
た

李
斯
を
も
謀
殺
し
ま
し
た
ね
。
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増
川　
始
皇
帝
は
中
国
で
亡
く
な
っ
た
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、
彼
は
暴
君
で
も
あ
る
一
方
、
相
当
賢
い

人
物
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
徐
福
が
日
本
に
旅

立
っ
た
後
、「
迎
え
が
来
な
い
な
あ
」
な
ど
と
悠
長
に

待
っ
て
い
る
人
間
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
徐
福
の

裏
切
り
を
知
ろ
う
も
の
な
ら
、
追
っ
手
を
送
っ
て
殺
し

て
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

始
皇
帝
は
中
国
で
死

ん
だ
の
で
は
な
く
、
徐
福
の
出
航
後
、
後
追
い
の
舟
に

乗
っ
て
日
本
に
来
て
い
た
と
考
え
た
方
が
妥
当
で
は
？ 

宮
下　
森
下
先
生
も
お
っ
し
ゃ
る
通
り
、
始
皇
帝
と

徐
福
は
裏
で
結
託
し
て
い
た
方
が
自
然
で
無
理
が
な
い

で
す
ね
。 

増
川　
そ
う
で
す
。
私
は
古
文
献
の
研
究
を
し
て
い

る
台
湾
の
人
か
ら
、
始
皇
帝
の
三
種
の
神
器
の
一
つ
と

言
わ
れ
る
鶏け
い
け
つ
せ
き

血
石
の
龍
を
見

せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
全
部
で
16
体
の
見

事
な
龍
の
像
は
、
始
皇
帝
し

か
持
っ
て
い
な
い
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
う
し
た
始
皇
帝

の
三
種
の
神
器
は
、
中
国
か

ら
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
ん

で
す
。
そ
の
一
部
が
台
湾
で

発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
始
皇
帝
は
台
湾
ル
ー 

ト
で
日
本
に
や
っ
て
き
た
可
能
性
が
高
い
で
し
ょ
う
。

教
科
書
に
載
ら
な
い
徐
福
伝

森
下 

徐
福
や
始
皇
帝
が
熱
望
し
て
や
っ
て
き
た
日
本

に
は
、
高
天
原
と
い
う
素
晴
ら
し
い
聖
地
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
が
現
在
の
富
士
五
湖
地
方
で
す
ね
。

宮
下　
富
士
五
湖
は
、
富
士
山
が
何
度
も
噴
火
し
て

５
つ
に
分
か
れ
ま
し
た
が
、
最
初
は
巨
大
な
一
つ
の
湖

で
し
た
。
大
正
時
代
、『
宮
下
文
書
』
を
読
ん
だ
工
学

博
士
の
神か
ん
ば
ら原
信し
ん
い
ち
ろ
う

一
郎
氏
は
、
富
士
山
麓
の
地
質
を
あ

ま
ね
く
調
査
し
、
そ
の
記
述
が
史
学
的
・
地
理
学
的
に

も
正
し
い
こ
と
を
立
証
し
た
の
で
す
。
大
正
10
年
に
三

輪
義
熙
氏 

が
、『
宮
下
文
書
』
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
『
神

皇
紀
』
を
著
し
、
一
連
の
事
実
を
世
に
問
う
た
こ
と
か

ら
、
三
大
紙
を
は
じ
め
全
国
20
社
以
上
の
新
聞
社
が
大

絶
賛
し
、
国
内
で
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
が
巻
き
起
こ
り
ま

し
た
。
斎さ
い
と
う藤
實
ま
こ
と

内な
い
だ
い
じ
ん

大
臣
や
東
大
の
歴
史
学
者
な
ど
専

門
家
た
ち
が
「
富
士
文
庫
」
を
結
成
し
て
調
査
に
乗
り

出
し
ま
し
た
が
、
１
年
で
そ
の
調
査
は
ク
ロ
ー
ズ
さ
れ

ま
す
。
そ
の
結
果
、
官
憲
の
弾
圧
に
よ
り 『
宮
下
文
書
』

や
『
竹
内
文
書
』
を
は
じ
め
、
日
本
に
あ
る
数
々
の
古

史
古
伝
は
偽
書
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

増
川　
不
可
解
で
す
よ
ね
。
徐
福
は
、
中
国
の
『
三

国
志
』
や
『
史
記
』
な
ど
多
く
の
文
献
に
登
場
し
ま
す

が
、
日
本
の
歴
史
に
は
出
て
き
ま
せ
ん
。 

宮
下　
ま
ず
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
富
士

徐福関連の古文書に見入る。お蔵に大切に
保管されていたものを、特別に開帳してい
ただく

山梨県富士吉田市小明見にある徐福の
お墓とされる「徐福祠」。他に、徐福の
魂がツルとなって、上空を舞った後に
果てた ･･････ という「鶴塚」もある
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山
の
記
述
が
一
つ
も
な
い
こ
と
や
、
徐
福
の
存
在
を
抹

殺
し
て
い
る
の
は
、
不
都
合
な
真
実
が
あ
る
か
ら
で
し

ょ
う
。 

増
川　
『
宮
下
文
書
』
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
、
日
本
の

歴
史
が
変
わ
り
、
天
皇
家
の
存
在
も
異
な
る
も
の
に
な

り
ま
す
。 

　

私
は
、『
竹
内
文
書
』
の
竹
内
家
を
何
度
も
取
材
し

て
い
る
の
で
す
が
、
徐
福
が
竹
内
家
に
や
っ
て
来
た
と

い
う
記
録
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
竹
内
家
は
、
全
国
の

地
図
や
ロ
ー
カ
ル
な
情
報
が
集
ま
っ
て
く
る
場
所
で
し

た
。
徐
福
は
竹
内
家
で
、
各
地
の
地
図
を
す
べ
て
複
写

し
て
帰
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
徐
福
は
日
本
を
手
中
に

収
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

宮
下　
１
９
５
０
年
に
、
中
国
燕
京
大
の
衛
挺
生
博

士
が
、
徐
福
が
神
武
天
皇
だ
っ
た
と
い
う
説
を
唱
え
て

い
ま
す
ね
。 

増
川　
で
も
徐
福
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
裏
方
の
人

間
の
よ
う
な
気
が
し
て
、
神
武
天
皇
は
始
皇
帝
一
族
の

誰
か
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

徐
福
が
残
し
た
日
本
の
起
源
説

森
下　
徐
福
の
尊
敬
す
べ
き
所
は
、
日
本
に
来
た
際
、

最
初
に
日
本
の
歴
史
を
正
確
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
点

で
す
。
何
年
も
か
け
て
、
日
本
人
の
衣
食
住
、
農
作
物

か
ら
糸
の
つ
む
ぎ
方
ま
で
、
多
く
の
生
活
革
命
を
授
け

て
く
れ
ま
し
た
が
、
た
だ
単
に 

中
国
の
技
術
を
日
本

に
伝
え
よ
う
と
し
た
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
。 

増
川　
日
本
の
歴
史
を
文
字
に
す
る
の
は
大
変
な
労

力
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。 

森
下　
日
本
の
神
代
時
代
を
36
人
の
人
に
教
え
伝
え

た
と
言
わ
れ
て
い
る
「
高
天
原 

三
十
六
神か
ん
べ戸
」
の
語

り
部
の
口
述
を
整
理
し
て
漢
文
化
し
ま
し
た
。

日
本
の
神
代
時
代
の
歴
史
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
徐
福

の
書
い
た
も
の
が
本
物
に
近
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

宮
下　
私
も
そ
う
思
い
ま
す
。
ど
う
し
て
も
国
家
権

富士山を背に “ 諏訪の森 ” に鎮座する壮麗な北口本宮富士浅間神社。「富士山のお山開き」
「吉田の火祭り」でも有名（富士吉田市上吉田）

古文書が保管されているお蔵の前で記念撮
影（宮下家の敷地内）。前列中央が土橋壽
氏（左）と森下敬ー会長

徐福関連の “ 超貴重 " な古文書の数々
（富士吉田市内・宮下明久家所藏）
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力
に
都
合
の
い
い
よ
う
に
正
当
化
す
る
の
が
国
史
作
り

の
常
で
す
か
ら
。 

増
川　
あ
る
程
度
、
そ
の
時
代
の
権
力
者
の
意
向
に

添
う
形
に
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
よ
ね
。

宮
下　
そ
の
点
、
徐
福
は
日
本
と
利
害
関
係
の
な
い

大
陸
の
人
で
、
客
観
的
に
事
を
記
述
し
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
一
般
的
に
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
日
本
神
話
の

前
半
は
、
イ
ザ
ナ
ギ
と
イ
ザ
ナ
ミ
の
一
神
に
よ
り
淡
路

島
が
作
ら
れ
た
な
ど
と
い
う
御お
と
ぎ伽
噺ば
な
し・
譬た
と

え
話
で
終

始
し
て
い
ま
す
。

　

一
方
、『
宮
下
文
書
』
に
は
、
大
和
王
朝
以
前
に
も

王
朝
が
存
在
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
、
歴
代
神
皇
の
名
前

が
詳
し
く
書
き
連
ね
ら
れ
て
い
る
な
ど
、
叙
事
的
で
現

実
味
が
あ
り
ま
す
。『
宮
下
文
書
』
で
は
、
日
本
の
王

朝
は
富
士
王
朝
（
高
天
原
王
朝
） 

が
起
源
で
あ
り
、
次

に
高
千
穂
、
大
和
と
続
き
ま
す
。

　

鵜う
が
や
ふ
き
あ
え
ず
の
み
こ
と

茅
葺
不
合
尊
王
朝
は
51
代
あ
る
と
さ
れ
る
も
、『
古

事
記
』
で
は
一
代
で
、
２
７
５
０
年
間
を
一
括
り
に
し

て
い
ま
す
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
。

増
川　
『
竹
内
文
書
』
で
も
、
鵜
芽
葺
不
合
尊
朝
は
50

代
ほ
ど
で
す
。

宮
下　
そ
う
で
す
ね
。
ま
た
、『
古
事
記
』
で
は
、
最

初
の
神
様
を
天ア

メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
ノ
カ
ミ
 

之
御
中
主
神 

と
し
て
い
ま
す
が
、『
宮

下
文
書
』
で
は
天ア

マ
ノ
ホ
ホ
デ
リ
ノ
カ
ミ

之
能
火
夫
神
と
し
、
全
部
で
七
代
の

神
が
存
在
し
て
い
ま
す
。 

　

そ
う
し
た
神
皇
期
と
人
皇
期
の
年
数
、
神
武
天
皇
以

後
の
皇
統
の
年
数
を
合
わ
せ
る
と
、
現
代
ま
で
お
よ
そ

１
万
４
０
０
年
経
っ
て
い
る
計
算
に
な
り
ま
す
。 

私

は
以
前
、『
神
々
の
指
紋
』（
翔
泳
社
）
の
著
者
で
有
名

な
グ
ラ
ハ
ム
・
ハ
ン
コ
ッ
ク
氏
か
ら
、
大
洪
水
伝
説
に

つ
い
て
伺
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス

大
陸
の
滅
亡
が
あ
り
、
ノ
ア
の
方
舟
伝
説
が
続
く
わ

け
で
す
が
、
ハ
ン
コ
ッ
ク
氏
に
よ
る
と
、
そ
れ
ら
は

１
万
１
５
０
０
年
前
と
の
こ
と
。
ま
た
、
中
国
の
宋
代

貴重な古文書 (『富士古文書』)―『開闢神代歷代
記』―に見入る森下会長ー行（宮下家居間）

徐福のお墓 （徐福祠）に感謝の礼拝を
する森下会長（富士吉田市小明見）

 漢々しい面立ち。若き日の徐福像
（富士吉田市小明見）
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に
、
大
易
者
の
邵

し
ょ
う
こ
う
せ
つ

康
節
と
い
う
儒
学
者
が
い
た
の
で
す

が
、
彼
は
『
皇
極
経
世
書
』
の
中
で
、
天
地
開か
い
び
ゃ
く
闢
か

ら
終
焉
の
年
ま
で
を
記
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で

前
の
大
浩
劫
（
大
災
害
）
か
ら
今
を
計
算
す
る
と
、
七

会
二
運
の
１
万
１
５
２
０
年
と
な
り
、
易
の
暦
数
と
考

古
学
の
年
数
が
一
致
し
て
い
る
ん
で
す
。

増
川　

 『
宮
下
文
書
』
の
年
数
と
も
近
い
で
す
ね
。

宮
下　
ノ
ア
の
方
舟
が
、
中
央
ア
ジ
ア
の
ア
ラ
ラ
ト

山
に
漂
着
し
て
以
後
、
間
も
な
く
天
皇
の
万
世
一
系
の

兆
し
が
現
れ
始
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 
し

か
も
、
ノ
ア
の
方
舟
は
実
際
に
発
見
さ
れ
、
宇
宙
衛
星

ラ
ン
ド
サ
ッ
ト
の
写
真
に
収
ま
っ
て
い
ま
す
ね
。

増
川　
本
物
だ
と
わ
か
っ
た
ん
で
す
ね
。

日
本
人
の
ル
ー
ツ
と
長
寿
郷

宮
下　
『
宮
下
文
書
』
に
よ
る
と
、
伏ふ
く

義ぎ

・
神し
ん
の
う農
・

黄こ
う
て
い帝
と
い
う
伝
説
の
皇
帝
が
古
代
中
国
に
い
た
と
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
次
々
と
遺
跡
が
発
見
さ
れ
、
こ
れ
が
歴

史
上
真
実
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し

た
。

　

日
本
の
始
祖
は
神
農
だ
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う

し
た
情
報
な
ど
を
総
括
す
る
と
、
原
日
本
人
は
、
パ
ミ

ー
ル
高
原
や
ア
ラ
ラ
ト
山
方
面
か
ら
天
下
り
（
天
孫
降

臨
）、
イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
や
大
陸
を
通
り
北
上
し

て
日
本
に
辿
り
着
い
た
民
族
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
れ
で
、
私
は
感
銘
を
受
け
た
の
で
す
が
、
森
下
会

長
が
長
寿
調
査
で
歴
訪
さ
れ
た
中
東
か
ら
東
南
ア
ジ
ア

に
わ
た
る
様
々
な
地
域
が
、
古
代
日
本
人
が
た
ど
っ
て

来
た
で
あ
ろ
う
道
と
一
致
し
て
い
た
ん
で
す
。 

森
下　

コ
ー
カ
サ
ス
地
方
、
パ
ミ
ー
ル
高
原
周
辺
、

フ
ン
ザ
、
新
し
ん
き
ょ
う
麗
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
な
ど
、
全
部
で
60
回

は
行
っ
て
い
ま
す
。

宮
下　
そ
ん
な
に
何
度
も
踏
査
さ
れ
て
い
ら
し
た
と

は
実
に
驚
嘆
す
べ
き
こ
と
で
す
。
ご
縁
の
深
さ
故
で
し

ょ
う
か
。
増
川
さ
ん
も
こ
の
一
帯
に
お
詳
し
い
で
す
よ

ね
。 

増
川　
私
の
ほ
う
は
水
の
研
究
の
た
め
で
す
が
、
森

下
会
長
と
同
じ
地
域
を
訪
れ
て
い
る
ん
で
す
。
こ
の
一

帯
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
ラ
イ
ン
で
す
。照
葉
樹
林
帯
で
あ
り
、

特
殊
な
鉱
物
も
出
や
す
い
。
土
に
微
生
物
が
多
い
の
で

発
酵
し
や
す
く
、
ヨ
ー
グ
ル
ト
な
ど
食
べ
物
も
質
が
い

い
で
す
。

宮
下　
遺
跡
も
多
い
上
に
、
五
大
聖
者
も
こ
の
発
酵

ゾ
ー
ン
で
生
誕
さ
れ
て
い
る
。
霊
気
も
収
し
ゅ
う
れ
ん
斂
し
て
人
も

覚
醒
し
や
す
い
の
で
し
ょ
う
。 

森
下 

長
寿
調
査
と
し
て
訪
れ
て
き
た
地
域
が
、
遠
い

祖
先
が
辿
っ
て
来
た
道
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
自
分

で
も
不
思
議
な
感
じ
で
す
。
調
査
は
名
目
で
、
ま
る
で

お
礼
参
り
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
か
の
よ
う
で
す
。
日

本
の
歴
史
は
も
っ
と
古
く
て
奥
深
い
の
で
す
ね
。
今
後

も
日
本
史
の
真
実
や
徐
福
の
功
績
に
つ
い
て
、
広
く
み

な
さ
ん
に
伝
え
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

鼎談は和やかな雰囲氣のなか、刺激的な言葉の飛び交交う内容に。
「森下会長が長年にわたって調査してきた長寿郷は、日本人のルー

ツと重なっていますね」（宮下氏）


