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山
口
誓
子
と
富
士
山

西

山

春

文

は
じ
め
に

山

口
誓
子
に
は
、
山
岳
を
扱

っ
た
俳
句
作
品
が
多
い
。
中
で
も
、
富
士
山
を
句
材
と
し
た
作
品
数
の
多
さ
は
特
筆
に
値
す
る
。
「富
士
山
」
・

「富

士
」
・
「富
岳
」
あ
る
い
は

「
宝
永
山
」
と
詠
み
込
ま
れ
た
作
品
だ
け
で
も
、
百
三
十
句
を
越
え
る
。
こ
の
他
に
、
「富
士
山
行
」
と
い
う

前
書
き
を
持

つ
句
も
あ
り
、
そ
の
数
だ
け
で
も
彼
の
富
士
山
に
寄
せ
る
思
い
が
並
々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
想
像

で
き
よ
う
。

で
は
、
そ
の
思
い
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
彼
の
富
士
山
詠
に
は
ど
の
よ
う

な
特
徴
が
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。
誓
子
と
富
士
山
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。
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二

誓

子
は
、
「自
叙
伝
」
(『俳
句
』
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
四
年
十

一
月
所
収
)
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　　
　
　

 祖
父
は
病
の
た
め
に
籠
居
し
て
ゐ
た
が
、
若
し
宰
相
山
の
蹄
魚
邸
を
訪
れ
、
そ
こ
に
蒐
集
さ
れ
て
ゐ
る
書
画
を
見
た
ら
、
書
画
骨
董

の
好
き
だ

つ
た
祖
父
は
き
つ
と
喜
ん
だ
に
ち
が
ひ
な
い
。
父
の
家
に
は
、
寂
巌
の
屏
風

・
鉄
斎
の
富
嶽
図

・
佐
伯
祐
三
の
鯖
が
あ
つ
た
。

祖
父
は
当
然
良
寛
の
話
を
し
た
だ
ら
う
。
そ
れ
に
祖
父
は
京
都
時
代
に
鉄
斎
と
交

っ
て
ゐ
た
か
ら
、
富
嶽
図
を
見
て
、
鉄
斎
の
話
を

し
た
だ
ら
う
。

そ
の
富
嶽
図
を
私
は
よ
く
見
て
、
よ
く
お
ぼ
え
て
ゐ
る
。
鋭
角

の
富
士
山
を
描

い
た
も
の
だ
。
宝
永
山
が
左

に
出
張

っ
て
ゐ
る
か

ら
、
山
中
湖
側
か
ら
見
た
富
士
山
で
あ
る
。
鉄
斎
は
明
治
八
年
、
四
十
歳
で
は
じ
め
て
富
士
山
に
登
っ
た
が
、
そ
れ
以
来
晩
年
に
至
る

ま
で
多
く
の
富
嶽
図
を
描
い
た
。

私
は
こ
の
頃
、
富
士
山
に
取
り
愚
か
れ
、
い
く
つ
も
あ
る
登
山
口
か
ら
お
中
道
ラ
イ
ン
ま
で
登
っ
て
ゐ
る
が
、
私
を
富
士
山

へ
誘
っ

た
そ
も
そ
も
は
鉄
斎
の
富
嶽
図
か
も
知
れ
ぬ
。

一

彼
は
、
大
正
十
五
年
五
月
か
ら
浅
井
蹄
魚
邸
で
行
わ
れ
て
い
た
水
無
月
句
会
に
出
席
し
て
い
る
。
蹄
魚
の
令
嬢

・
梅
子
(俳
号
は
波
津
女
)

と
婚

約
す
る
の
が
昭
和
三
年
五
月
。
こ
の
期
間
の
い
ず
こ
か
で
、
富
岡
鉄
斎
の
富
嶽
図
を
見
、
富
士
山
に
心
惹
か
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。



だ
が
、
こ
の
文
章
を
草
し
た
昭
和
四
十
四
年
の
時
点
で
は
、

の
中
か
ら
富
士
登
山
の
記
録
を
拾

っ
て
み
よ
う
。

い
ま
だ
富
士
山
登
頂
を
果
た
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
時
点
ま
で
の
彼
の
著
述

昭
和
四
十
二
年

(
六
十
七
歳
)

七
月

箱
根
、
芦
の
湖
、
山
中
湖
、
河
口
湖
、
富
士
山
五
合
目
、
山
中
湖
、
箱
根
遍
遊
。

十
月

箱
根
、
富
士
宮
よ
り
富
士
山
五
合
目
行
。
須
走
口
よ
り
新
五
合
目
行
。

昭
和
四
十
三
年

(
六
十
八
歳
)

五
月

箱
根
よ
り
河
口
湖
に
到
り
、

ス
バ
ル
ラ
イ
ン
を
富
士
山
五
合
目
ま
で
登
る
。
西
湖
、
精
進
湖
、
本
栖
湖
、

根
に
戻
る
。

七
月

箱
根
よ
り
河
口
湖
に
到
り
、
ス
バ
ル
ラ
イ
ン
を
富
士
山
五
合
目
に
登
る
。
鳴
沢
氷
穴
、
人
穴
、
御
坂
峠
、

り
引
返
し
、
山
中
湖
を
め
ぐ
り
箱
根
に
戻
る
。

九
月

箱
根
よ
り
河
口
湖
に
到
り
、

ス
バ
ル
ラ
イ
ン
を
富
士
山
五
合
目
に
登
り
、
御
庭
よ
り
御
中
道
を
大
沢

へ
。

人
穴
よ
り
上
井
出
林
道
に
入
り
、
大
沢
崩
れ
の
裾
を
見
て
、
富
士
宮
よ
り
箱
根
に
戻
る
。

(以
上
句
集

『
一
隅
』
所
収
年
譜
よ
り
)

昭
和
四
十
四
年

(
六
十
九
歳
)

七
月

河
口
湖
よ
り
富
士
山
五
合
目
に
登
り
、
精
進
湖
登
山
道
を
下
る
。

(以
上
、
句
集

『
不
動
』
所
収
年
譜
よ
り
)

山

口
誓
子
と
富
士
山

田
貫
湖
を
経
て
箱

御
坂
町
夏
目
原
よ

猿

橋

、

昇

仙

峡
。

三
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古
稀
を
目
前
に
控
え
、
執
拗
に
富
士
山
五
合
目
ま
で
登

っ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
し
か
も
、
敢
え
て
様
々
な
ル
ー
ト
を
選
び
登
山
、
あ
る

い
は
下
山
し
て
い
る
。

富

士
山
に
つ
い
て
触
れ
た
最
も
古
い
時
期
の
記
述
は
、
『秀
句
の
鑑
賞
』

(昭
和
十
五
年
、
三
省
堂
刊
、
『俳
句
研
究
』
に
昭
和
十
四
年
三

月
か
ら
九
月
ま
で
連
載
し
た
記
事
を
収
録
)
に
見
出
さ
れ
る
。

雪
の
不
二
藁
屋

一
つ
に
か
く
れ
け
り

滞
水

裾
野
か
ら
仰
ぎ
見
る
富
士
山
は
、
ま
こ
と
に
お
ほ
ら
か
で
神

々
し
い
。

そ
れ
は
裾
野
か
ら
急
に
空
高
く
隆
起
し
た
神
体
と
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
冬
に
な

つ
て
富
士
が
雪
に
蔽
は
れ
る
と
、
そ
の
感
じ
は

一
層
痛
切
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
富
士
山
に
対
す
る
作
者
の
位
置
を
漸
次
後
退
さ
せ
て
ゆ
く
と
、
富
士
は
次
第
に
低
く
な
り
、
そ
の
神

々
し
さ
は
次
第
に

薄
ら
ぎ
、
や
が
て
風
景
の
な
か
の

一
つ
の

「も
の
」
と
な

つ
て
し
ま
ふ
。
富
士
は
祭
壇
か
ら
降
り
て
、
低
山
の
間

に
挟
ま
れ
た
り
、
街

道
の
松
の
下
に
置
か
れ
た
り
す
る
。

こ
ふ
に
見
え
る
の
も
遠
景
と
し
て
の
雪
の
富
士
で
あ
る
。
山
は
極
め
て
低
く
小
さ
く
見
え
る
が
、
そ
の
か
は
り
見
ゆ
る
限
り
は
雪
白

で
あ
る
。
潔
い
ほ
ど
雪
白
で
あ
る
。

そ
の
雪
の
富
士
を
眺
め
な
が
ら
、
道
を
ゆ
く
と
、
行
手
に

一
軒
の
藁
屋
が
現
れ
、
そ
れ
が
富
士
と
作
者
と
の
間

に
這
入
り
込
ん
で
し

ま
つ
た
。
雪
の
富
士
は
、
そ
の
為
に
見
窄
ら
し
い

一
軒
の
藁
屋
の
う
し
ろ
に
隠
れ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
富
士
は
、
そ
の
片
影
す
ら

示
さ
ず
、
完
全
に
隠
れ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。



遠
景
に
な
る
と
、
雪
の
富
士
は
藁
屋

一
つ
に
も
隠
さ
れ
る
。

「
不
二
」
と
い
ふ
字
は
形
象
的
な
は
た
ら
き
を
持
っ
て
ゐ
る
し
、
「藁
屋

一
つ
」
も
粉
飾
が
無
く
て
い
入
。

な
ほ
こ
の
句
は
、
私
の
や
う
に
作
者
を
移
動
さ
せ
な
く
て
も
、
「
雪
の
不
二
が
藁
屋

一
つ
に
か
く
れ
て
ゐ
る
」
と
い
う
風
に
、
眼
前

瞬
間
の
こ
と
と
解
釈
出
来
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
そ
れ
で
は
、
中
学
の
容
器
画
で
教
わ
っ
た
透
視
図
め
く
し
、
そ
れ
に
「か
く
れ
け
り
」

と
い
ふ
詠
嘆
も
利

い
て
来
な
い
。

作
者
満
水
は
尾
張
の
人
で
あ
る
。

先
人
の
句
の
鑑
賞
で
あ
り
な
が
ら
、
当
時
の
誓
子
が
富
士
山
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
が
見
て
取
れ
る
興
味
深

い
文
章
で
あ
る
。

彼
は
ま
ず
、
「仰
ぎ
見
る
富
士
山
」
を

「神
々
し
い
」
「神
体
」
と
捉
え
て
い
る
。
だ
が
、
ズ
ー
ム
ア
ウ
ト
し
て
遠
景

と
な

っ
た
富
士
山
は

単
な
る

「
も
の
」
だ
と
い
う
。
さ
ら
に
、
作
者
と

「藁
屋

一
つ
」
と

「不
二
」
を
、
移
動
す
る
関
係
性
の
中
に
捉
え
、

そ
の
構
図
に
重
点
を

置
い
て
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
、
「容
器
画
」
「透
視
図
」
と
い
う
美
術
用
語
を
用
い
て
鑑
賞
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
彼
に
と

っ
て
富
士
山

は
、
「神
体
」
で
あ
る

一
方
、

一
枚
の
絵
画
を
描
く
ご
と
く
に
俳
句
の
構
成
を
考
え
る
た
め
の
格
好
の
素
材
で
あ

っ
た

こ
と
が
理
解
で
き
る

の
で
あ
る
。

こ
の
点
を
、
富
士
山
を
扱

っ
た
同
時
期
の
具
体
的
作
品
に
基
づ
い
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
左
記
の
作
品
は

『
夜
月
集
』

(昭
和
十
四

年
五
月
、
第

一
書
房
刊
)
に
収
録
さ
れ
た
十
九
句
で
あ
る
。

雪
岳
抄

長
尾
峠

山
口
誓
子
と
富
士
山

五
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ふ
さ

随
道
の
口
雪
白
の
富
士
塞
が
る

雪
の
富
士
外
輪
の
外
に
出
で
て
見
ぬ

き
た
な

雪
被

つ
つ
賓
永
山
噴
火
口
稜
け
れ

雪
の
富
士
雲
高
け
れ
ど
磐
を
置
く

雲
ゆ
き
て
富
士
雪
峯
の
裏
を
通
る

裾
野

富
士
の
雪
澤
を
下
り

つ
つ
湖

へ
来
る

富
士
の
雪
裾
の
端
山
に
と
ど
ま
れ
る

低
き
家
こ
と
ご
と
く
雪
の
富
士
を
か
ぶ
る

雪
の
富
士
坂
な
す
町
を
下
り
て
過
ぐ

裏
富
士

う
み

裏
富
士
に
雪
す
く
な
け
れ
湖
は
凍
り

せ
つ
れ
い

し
り
ぞ

裏
富
士
に
雪
嶺
遠
く
退
き
た
り

た
(注
2
)

雪
の
富
士
墳
墓
か
た
ま
る
上
に
聾

つ

雪
の
富
士
あ
な
低
し
甲
斐
の
國
に
入
り

天
上
に
白
日
と
富
士
の
雪
嶺
あ
り

め
ぐ

は
つ

富
士
を
周
り
黒
き

マ
ス
ク
を
外
さ
さ
る

富
士
の
雪
垂
れ
て
八
百
八
澤
に
入
る

・
九

)

ノ、



富
士
を
周
り
冬
日
傾
く
と
こ
ろ
に
着
く

秩
父
丸

雪
の
富
士
荒
浪
を
敷
き
隔
て
た
り

船
揺
れ
て
雪
の
富
岳
と
訣
れ
去
る

こ
れ
ら
の
作
品
の
大
半
は
、
富
士
山
自
体
を
描
出
す
る
こ
と
は
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
富
士
を
見
て
の
何
ら
か
の
感

動
を
伝
え
る
こ
と
も

し
な

い
。
誓
子
は
、
作
者
と
富
士
山
、
あ
る
い
は
富
士
山
と
も
う

一
つ
の
対
象
の
関
係
性
を
五
七
五
で
表
現
す
る
こ
と
に
腐
心
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
[
「外
に
」
「
高
け
れ
ど
」
「裏
」
「
下
り

つ
つ
」
「
下
り
て
」
「低
き
」
「低
し
」
「上
に
」
「遠
く
」
「
周
り
」
と
い
っ
た
、

場
所
や
位
置
関
係
を
指
示
す
る
語
句
が
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
る
。
先
の
滞
水
の
句
の
鑑
賞
文
に
見
ら
れ
た
当
時
の
誓
子

の
指
向
性
が
、
実
作

に
お

い
て
更
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
滞
水
の
句
に
見
出
し
た
移
動
す
る
視
線
を
、
句
作
時
に
自
ら
適
用
せ
ん
と
試
み
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
、
平
板
な
静
止
画
と
し

て
の
富
士
の
写
生
を
拒
み
、
富
士
山
と
も
う

一
つ
の
対
象
を
何
ら
か
の
動
き
あ
る
構
図
の
中
で
描
出
す
る
と
い
う
結
果
を
招
い
て
い
る
の
で

あ
る
。二

 

誓
子
の
富
士
山
を
見
る
眼
の
二
面
性

(神
山
と
し
て
仰
ぐ

一
方
、
距
離
を
置
い
た
場
合
に
は
単
な
る

は
既

に
触
れ
た
が
、
こ
こ
で
そ
の
見
方
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

山
口
誓
子
と
富
士
山

「
も

の
」

と

し

て
見

る

)

に

つ
い

て

七
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八

左

に
掲
げ
る
の
は
、
「山
姿
」
(『文
藝
春
秋
』
昭
和
十
六
年
二
月
)
と
題
さ
れ
た
随
想
の

一
節
で
あ
る
。
「
強
羅
か
ら
富
士
山
は
見
え
な
い
。

し
か
し
、
足
を
運
べ
ば
、
見
え
る
地
点
が
二
箇
処
あ
る
。
」
と
記
し
、
そ
の

「
二
箇
処
」
を
紹
介
し
つ
つ
も
、
そ
の

一
箇
所
か
ら
見
え
る
富

士
山
は

「
意
気
頗
る
揚
ら
ざ
る
姿
」
、
も
う

一
箇
所
か
ら
は

「
一
層
意
気
鎖
枕
し
て
、
富
士
山
の
名
誉
の
為
に
は
却
て
見
な

い
方
が
い
い
く

ら
ゐ
だ
。
」
と
言
う
。
そ
の
後
に
続
く
文
章
で
あ
る
。

或
る
日
、
私
は
所
用
が
あ

つ
て
、
元
箱
根
ま
で
通
し
の
バ
ス
で
行
っ
た
こ
と
が
あ
つ
た
。
(中
略
)
気
が

つ
く
と
、
そ
の

(西
山
注
、

「
金
時
山
」
を
指
す
)
上
に
富
士
山
が
す

つ
く
と
立

っ
て
ゐ
る
。
バ
ス
の
窓
に
顔
を
寄
せ
て
見
て
ゐ
る
う
ち
に
も
、
富
士
山
は
、
バ
ス

の
前
に
立

つ
た
り
、
後
に
立

つ
た
り
、
絶
え
ず
そ
の
位
置
を
変

へ
た
が
、
常
に
魏
然
と
し
て
、
天
の
真
洞
に
誓
え
、
雪
の
襲
を
お
の
が

身
に
深
く
刻
ん
で
ゐ
た
。
私
は
飽
か
ず
そ
の
富
士
山
を
眺
め
、
恵
ま
れ
た
そ
の
日
を
祝
福
し
た
。

や
が
て
バ
ス
は
、
湖
を
行
手
に
見
下
ろ
し
な
が
ら
湖
尻

へ
下
り
て
行

っ
た
。

(中
略
)
こ
の
道
路
を
行
く
こ
と
半
ば
に
し
て
、
私
は

そ
れ
ま
で
見
失

っ
て
ゐ
た
富
士
山
を
取
り
戻
し
た
。

富
士
山
は
思
ひ
が
け
な
い
こ
と
に
天
上
に
屹
立
し
で
ゐ
た
。
仙
石
の
富
士
を
魏
然
と
形
容
し
た
私
は
、
眼
前
の
富
士
を
形
容
す
る
言

葉
を
知
ら
な
か

っ
た
。
富
士
山
の
頂
上
は
、
天
に
間

へ
、
ま
る
で
天
を
支
ふ
る
柱

の
や
う
で
あ
つ
た
。
ま
さ
に
青
雲
梯
で
あ

つ
た
。
鉄

斎
画
く
と
こ
ろ
の
、
上
す
ぼ
ま
り
の
富
岳
図
は
、
ま
こ
と
に
私
を
欺
か
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
富
士
山
を
私
は
、
何
処
か
ら
も

見
た
こ
と
は
な
か
つ
た
。
こ
ち
ら
の
道
路
の
位
置
と
外
輪
山
の
位
置
と
の
関
係
か
ら
、
さ
う

い
ふ
天
柱
の
や
う
な
感
じ
が
生
じ
た
に
ち

が
ひ
な
か

つ
た
。
私
は
そ
の
日
を
恵
ま
れ
た
日
と
す
る
念
を
更
に
強
う
し
た
の
で
あ
つ
た
。

筆
を
抑
え
た
写
生
文
で
あ
り
な
が
ら
、
富
士
山
に
出
会
え
た
喜
び
の
伝
わ
る

一
節
で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
に
は
、
富
士
山
を

一
種
の
造
形
と



見
る
誓
子
の
眼
が
あ
る
。
か
つ
て
蹄
魚
邸
で
見
た
鉄
斎
の
富
嶽
図
。
そ
の
鋭
角
の
富
士
山
を
眼
前
の
富
士
に
重
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
「鉄
斎
画
く
と
こ
ろ
の
、
上
す
ぼ
ま
り
の
富
岳
図
」
を
目
前
に
現
出
せ
し
め
た
位
置
関
係
に
ま
で
思
い
は
及
ん
で
い
る
。

実
は
、
彼
は
以
前
か
ら
、
絵
画
に
描
か
れ
た
富
士
山
が
頂
角
で
あ
る
こ
と
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「宰
相
山
雑
記

(
一
)
」

(『信
濃
毎
日
新
聞
』
昭
和
十
五
年
五
月
)
の

「
1
、
富
士
」
は
、
「
太
宰
治
氏
の

『富
嶽
百
景
』
は
い
い
小
説
で
あ
る
。
い
き
な
り
、
富
士

の
頂
角
の
こ
と
が
出
て
来
る
の
で
面
喰
ふ
。」
と
書
き
起
こ
さ
れ
る
。
こ
の
随
想
で
は
、
太
宰

の
文
章
を
引
き
な
が
ら
、
絵
画
に
描
か
れ
た

富
士

の
大
方
は
現
実
の
そ
れ
よ
り
も
鋭
角
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
、
現
実
に
鋭
角
に
近
い
富
士
を
眺
め
る
た
め
の
ビ

ュ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
紹
介
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
本
文
章
は
次
の
よ
う
に
結
ば
れ
る
。
「富
士
山
を
誇
張
す
る
の
は
、
画
家
の
デ
フ
ォ
ル
マ
シ
オ
ン

(歪
形
)
ば
か
り
で

は
な

い
。
日
本
人
の
身
贔
屓
も
あ
る
の
で
あ
る
。
異
常
な
親
日
家
で
あ

つ
た
モ
ー
ス
も
ま
た
は
じ
め
は
富
士
山
を
誇
張
し
た
の
で
あ

つ
た
。」

観
察
者
と
富
士
山
の
現
実
的
位
置
関
係
と
富
士
山
を
表
現
す
る
主
体
の
心
理
に
よ

っ
て
、
描
き
出
さ
れ
る
富
士
山
像
が
異
な

っ
て
く
る
様

子
を
冷
静
に
考
察
し
て
い
る
誓
子
が
い
る
。
富
士
山
の
見
方
と
そ
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
後
年
さ
ら
な
る
考
察
を
巡
ら
し
て
い
る
。

三
次

に
掲
げ
る
の
は
、
「富
士
山
の
名
画
-

北
斎
と
鉄
斎
ー

」
と
題
さ
れ
た
講
演
録

 ソ
プ
講
演
録
」
と
し
て
収
録
)
で
あ
る
。
少
々
長
く
な
る
が
引
用
し
て
み
よ
う
。

(『天
狼
』
昭
和
五
十
六
年
三
月
号
に

「冬
の
キ
ャ

「
富
士
三
十
六
景
」
ー

こ
れ
が
北
斎

の
傑
作
と
言
は
れ
て
を
り
ま
す
が
、

風
と
い
ふ
の
は
南
風
。
南
の
風
が
吹
い
て
、
富
士
山
が
晴
れ
て
ゐ
る
の
で
す
。

山
口
誓
子
と
富
士
山

就
中
二
つ
の
絵
で
す
。

一
つ
は

「
凱
風
快
晴
」
1

凱

も
う

一
つ
は

「山
下
白
雨
」
ー
。
白
雨
と
い
ふ
の
は
御

九
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一
〇

承
知
の
や
う
に
夕
立
。
富
士
山
の
下
が
夕
立
で
、
稲
光
が
キ
ラ
キ
ラ
光
っ
て
ゐ
ま
す
。

「富
士
三
十
六
景
」

の
中
で
も
こ
の

「凱
風
快
晴
」
と

「
山
下
白
雨
」
が
北
斎
の
傑
作
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
絵
を
見
ま
す
と
、
富
士
山
の
先
が
尖

っ
て
ゐ
る
の
で
す
。
角
度
か
ら
い
ひ
ま
す
と
、
鋭
角
の
富
士
山
で
す
。

こ
れ
を
見
て
す
ぐ

解
る
や
う
に
、
こ
れ
は
写
生
を
し
た
富
士
山
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
(中
略
)

し
か
し
、
北
斎
の
描
い
た
富
士
山
を
見
て
を
り
ま
す
と
、
富
士
山
の
感
じ
が
非
常
に
よ
く
出
て
ゐ
ま
す
。

富
士
山
は
、
秀
麗
な
山
-

崇
高
な
山
1

と
言
は
れ
て
を
り
ま
す
が
、
北
斎
の
富
士
山
は
、
そ
の
秀
麗
の

「秀
」
の
感
じ
を
よ
く

出
し
て
ゐ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
崇
高
の

「高
」
の
感
じ
、
高
い
感
じ
も
よ
く
出
し
て
ゐ
ま
す
。

こ
れ
は

一
口
に
言

ひ
ま
す
と
、
北
斎
が

富
士
山
を
よ
く
見
て
、
富
士
山
と

一
体
に
な

つ
て
、
そ
の
富
士
山
を
通
じ
て
自
分
を
う
ち
出
し
た
の
で
す
。
富
士
山
を
通
じ
て
自
分
を

打
ち
出
し
た
の
で
、
富
士
山
は
変
形
さ
れ
て
を
り
ま
す
。
「
北
斎
の
富
士
」
に
な
つ
て
変
形
さ
れ
て
を
り
ま
す
。
絵
の
方
で
デ
フ
ォ
ル

メ
と
い
ふ
こ
と
を
言
ひ
ま
す
が
、
デ

フ
ォ
ル
メ
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
す
。
こ
れ
が
北
斎
の
富
士
の
名
画
の
解
説
で
す
が
、
こ
れ
は
絵
だ
け

で
な
く
て
、
俳
句
の
場
合
も
か
う
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
す
。
(中
略
)

鉄
斎
は
南
画
家
と
し
て
山
水
画
を
得
意
と
し
て
を
り
ま
し
た
が
、
南
画
で
山
水
を
描
く
と
き
に
は

「胸
中
山
水
」
を
描
く
と
言
ひ
ま

す
。つ

ま
り
、
画
家
の
胸
の
中
に
あ
る
山
水
を
描
く
の
で
す
。
「胸
中
山
水
」
と
い
ふ
の
は
、
画
家
が
山
水
を
よ
く
見
て
、
山
水
と

一
体

と
な

つ
た
と
き
に
そ
の
山
水
が
、
そ
の
画
家
の
山
水
に
な
る
わ
け
で
す
。
鉄
斎
が
山
水
を
描
く
と
き
に
は
さ
う
い
ふ

「胸
中
山
水
」
を

描
い
て
ゐ
た
の
で
す
。

鉄
斎
は

「胸
中
山
水
」
の
こ
と
を

「其
の
形
似
に
倣
は
ず
し
て
1

形
を
似
せ
な
い
で
1

其

の
精
神
を
発
揮

す
」
と
書

い
て
を
り

ま
す
。
写
生
は
す
る
け
れ
ど
も
、
写
生
に
と
ら
は
れ
ず
に
、
自
分
の
精
神
を
発
揮
す
る
と
い
ふ
の
で
す
。



か

つ
て
浅
井
蹄
魚
邸
で
見
た
鉄
斎
の
富
嶽
図
に
よ

っ
て
富
士
山
に
心
惹
か
れ
、
現
実

の
富
士
山
と
鉄
斎
の
、
そ
し
て
北
斎
の
描

い
た
富
士

山
を
比
べ
て
思
考
し
続
け
て
き
た
結
果
が
こ
こ
に
要
約
さ
れ
て
い
よ
う
。
写
生
か
ら
出
発
し
な
が
ら
も
対
象
と

一
体
と
な

っ
て

「自
分
の
精

神
を
発
揮
す
る
」
こ
と
。
そ
の
結
果
、
表
現
さ
れ
た
対
象
は
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
も
の
と
な
る
。
ま
さ
に
、
誓
子
と
そ
の
主
宰
誌

「天
狼
」

の
目
指
す
俳
句
観
が
具
体
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
本
講
演
録
に
は
、
対
象
の
見
方
と
表
現
法
に
つ
い
て
も
う

一
つ
の
眼
目
が
示
唆
さ
れ
て

い
る
。
引
用
を
続
け
た
い
。

南
画
の
画
論
に

「
山
水
を
描
く
に
三
遠
の
法
あ
り
」
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
三
遠
と
は

「高
遠
」
「深
遠
」
「
平
遠
」
で
す
が
、

「高
遠
」
と
い
ふ
の
は
、
山
の
麓
か
ら
山
の
頂
上
を
仰
ぐ
と
き
に
は

「高
遠
」
の
筆
法
で
描
く
。
「深
遠
」
と
い
ふ
の
は
、
前
か
ら
そ
の

後
ろ
を
窺
ふ
と
き
に
は

「深
遠
」
と
い
ふ
筆
法
で
描
く
。
「平
遠
」
と
い
ふ
の
は
、
遠
く
ま
で
見
渡
す
と
き
に
は
、
「平
遠
」
と
い
ふ
筆

法
で
描
く
の
で
す
。

今
問
題
に
な
り
ま
す
の
は

「高
遠
」
で
す
。
富
士
山
を
描
く
と
き
に
は
ど
う
し
て
も

「高
遠
」
の
法
が
必
要
で
す
。
富
士
山
の
麓
か

ら
山
頂
を
遙
か
に
仰
ぎ
見
て
描
く
と
、
富
士
山
の
先
が
尖
っ
て
来
て
、
鋭
角

の
富
士
山
に
な
る
の
で
す
。

北
斎

の
影
響
も
あ

つ
た
で
せ
う
が
、
鉄
斎
は
南
画
家
と
し
て

「胸
中
山
水
」
を
描
き
、
「高
遠
」
と
い
ふ
筆
法

で
富
士
山
を
描

い
た

の
で
す
。
だ
か
ら
鉄
斎
の
独
自
の
富
士
山
に
な

つ
た
の
で
す
。

「胸
中
山
水
」
は
俳
句
の
場
合
も
同
じ
だ
と
思
ふ
の
で
す
。
私
た
ち
天
狼
の
作
家
は
み
な
、
自
然
を
詠
う
と
き
に
は
、
胸
中
の
自
然
、

作
家
の
胸
の
中
に
あ
る
自
然
を
詠
ふ
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
今
の

「高
遠
」
を
デ

フ
ォ
ル
メ
と
考

へ
れ
ば
、
私
た

ち
も
さ
う

い
う
デ

フ

ォ
ル
メ
を
や
つ
て
ゐ
る
の
で
す
。

山

口
誓
子
と
富

士
山

一

一



明
治
大
学
教
養
論
集

通
巻
三
五
八
号

(二
〇
〇
二
・
九
)

一
二

彼

の
句
作
に
南
画
の

「
三
遠
」

の
法
が
応
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
大
変
興
味
深
い
。
ま
た
、
北
斎

・
鉄
斎
の
描
く
富

士
山
が
鋭
角
で
あ

っ

た
理
由
を

「
高
遠
」
と
い
う
筆
法
に
よ
る
も
の
と
解
明
し
て
い
る
点
も
俳
人

・
誓
子
な
ら
で
は
の
視
点
に
よ
る
も
の
と

い
う
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。

四
で
は
、
そ
の
後
の
誓
子
の
富
士
登
山
の
足
跡
を
辿

っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

昭
和
四
十
五
年

(七
十
歳
)

九
月

富
士
山
五
合
目
よ
り
宝
永
山
に
登
る
。
表
富
士
周
遊
道
路
を
太
郎
坊
ま
で
行
き
て
引
返
し
、

て
清
水
次
郎
長
開
墾
地
を
た
つ
ね
、
浅
間
神
社
に
詣
づ
。
本
栖
湖
を
経
て
身
延
山
行
。

昭
和
四
十
六
年

(七
十

一
歳
)

九
月

富
士
山
頂
行
。

昭
和
四
十
七
年

(七
十

二
歳
)

六
月

富
士
山
頂
行
。

(以
上
、
句
集

『
不
動
』
所
収
年
譜
よ
り
)

昭
和
四
十
九
年

(七
十
四
歳
)

八
月

富
士
山
頂
に
句
碑
建

つ
。

十
里
木
ド

ラ
イ
ブ
ウ

ェ
イ
を
経



(以
上

『
山
口
誓
子
全
集
第
十
巻
』
年
譜
よ
り
)

平
成
五
年

(九
十
二
歳
)

二
月

富
士
山
行
。
忍
野
村
、
河
口
湖
等
を
巡
る
。

(以
上
、
句
集

『新
撰
大
洋
』
所
収
年
譜
よ
り
)

昭
和
四
十
六
年

・
四
十
七
年
と
二
年
続
け
て
富
士
登
頂
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
の
最
初
の
登
頂
に
つ
い
て
彼
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

九
月
、
多
年
の
念
願
だ

つ
た
富
士
山
頂
行
を
果
す
こ
と
が
出
来
た
。
吉
田
北
舟
子
、
伊
藤
箱
根
氏
の
お
蔭
で
あ

る
。

太
郎
坊
よ
り
登

っ
た
。
私
は
昔
の
、
富
士
講
者
と
な
り
、
富
士
講
者
の
眼
を
以
て
頂
上
を
見
た
。

富
士
火
口
肉
が
め
く
れ
て
八
蓮
華

富
士
講
者
火
口
へ
尖
る
岩
拝
む

富
士
の
壼
開
き
て
隠
す
も
の
も
な
し

と

富
士
山
頂
蟻
の
門
渡
り
よ
り
崩
る

お
鉢
廻
り
の
途
中
、
吉
田
登
山
道
を
見
下
し
て
作
っ
た
。

下
界
ま
で
断
崖
富
士
の
壁
に
立

つ

の
句
が
後
に
句
碑
と
な
つ
た
。
測
候
所
の
裏
、
大
沢
崩
れ
の
近
く
に
立
っ
て
ゐ
る
。
私
の
句
碑
の
中
で
は
、
最
高
処
に
立

つ
句
碑
で
あ

る
。

(『
不
動
』
後
記
、
前
出
)

山

口
誓

子
と
富

士
山

=
二
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続
く
二
度
目
の
登
頂
に
つ
い
て
の
記
述
は
次
の
通
り
。

一
四

六
月
、
再
び
富
士
山
頂
行
。
こ
の
た
び
も
太
郎
坊
か
ら
登
っ
た
。

山
頂
に
い
た
蝿
は
私
に
と
ま
つ
た
。

富
士
山
の
残
雪
は
解
け
、
水
分
を
含
ん
で
な
め
ら
か
だ
つ
た
。
そ
れ
を
富
士
講
者
の
眼
で
眺
め
た
。

雪
の
肌
な
め
ら
か
富
士
は
女
体
な
り

(同
右
)

こ
れ
ら
の
記
録
で
特
筆
す
べ
き
こ
と
の
第

一
点
は
、
二
度
と
も

「富
士
講
者
の
眼
」
で
富
士
頂
上
を
見
た
と
記
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
登

頂
の
前
年
発
表
の
文
章
に

「
高
い
山
に
登
る
の
は
、
そ
の
頂
上
を
極
め
て
四
方
を
眺
め
見
渡
す
た
め
で
あ
る
。
そ
の
山
頂
か
ら
は
私
の
今
ま

で
知
ら
な
か

っ
た
大
き
な
視
野
が
展
開
さ
れ
る
。
私
は
そ
れ
を
俳
句
の
眼
で
見
よ
う
と
す
る
の
だ
。
『旅
寝
論
』
に
芭
蕉
が

『
は
い
か
い
の

眼
に
て
睨
み
出
し
』
た
と
書
い
て
あ
る
。
現
代
の
私
な
ら

『俳
句
の
眼
に
て
睨
み
出
す
』
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
/
高
い
山
の
代
表

は
富

士
山
に
き
ま

っ
て
い
る
。」

(「
高
い
山
か
ら
」、
『心
情
公
論
』
昭
和
四
十
五
年
十
月
)
と
記
し
て
お
り
、
本
来
な
ら
ば
、
登
頂
後
の
回

想
に
も

「俳
句
の
眼
」

で
頂
上
を
見
た
と
強
調
す
べ
き
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
あ
え
て

「富
士
講
者
の
眼
」
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

実
は
誓
子
は
、
常
に
旅
に
先
だ

っ
て
そ
の
準
備
を
周
到
に
整
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
昭
和
四
十
三
年
五
月
の
富
士
山
五
合
目
行
の
際
に

は
、
「富
士
山
行
に
僧
在
融
の

『
不
二
日
記
』
を
携

へ
て
行

っ
た
。
天
保
十
四
年
に
書
か
れ
た
本
だ
。
在
融
の
こ
と
、

調
べ
た
が
よ
く
わ
か

ら
な

い
。
芝
増
上
寺
の
僧
と
の
み
。」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
常
に
当
地
に
関
す
る
歴
史
的
、
地
理
的
調
査
を
綿
密

に
行

っ
て
か
ら
出
発

し
て
い
る
。
「俳
句
の
眼
」
で
見
て
、
詩
想
を
喚
起
し
、
「
胸
中
の
自
然
、
作
家
の
胸
の
中
に
あ
る
自
然
」
を
詠
う
た
め
の
土
台
作
り
を
予
め

行

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
富
士
登
頂
に
際
し
て
も
、
「
昨
年
、
富
士
登
山
を
し
ま
し
て
、
山
頂
を
き
わ
め
ま
し
た
。

山
開
中
は
大
変
な
人



出
で
す
の
で
、
閉
山
し
て
か
ら
登
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
富
士
講
の
こ
と
を
よ
く
調
べ
て
い
っ
た
」
(「
俳
句
と
画

・
よ
も
や
ま
ぱ
な
し
」
山

本
健
吉
と
の
対
談
、
『
日
本
美
術
』
昭
和
四
十
七
年
八
月
)
と
報
告
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
特
筆
す
べ
き
二
つ
め
の
点
が
導
き
出
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
富
士
講
者
に
倣
い
、
富
士
山
を
女
体
と
し
て
眺
め
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
同
対
談
の
中
に
も
示

さ
れ
る
。

富
士
講
は
富
士
の
火
口
を
女
体
、
す
な
わ
ち
女
性
の
肉
体
だ
と
し
て
、
そ
れ
を
信
仰
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
火

口
の
縁
に
富
士
講
の

ヘ

シ

シ

ヘ

シ

へ

拝
所
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
こ
を
こ
つ
ぼ
の
ぞ
き
と
い
う
の
で
す
。
富
士
の
火
口
を
子
宮
と
見
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
こ
と
を
知

っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
ふ
つ
う
は
山
頂
と
か
お
頂
上
な
ど
を
季
語
に
し
て
詠
む
と
こ
ろ
を
、
富
士
の
壼
と
い
う
季
語
で
句
を
作

っ
て
み

ま
し
た
。
(同
右
)

第

一
回
の
登
頂
に
つ
い
て
の
記
述
に
挿
入
さ
れ
た
四
句
、
す
な
わ
ち

富
士
火
口
肉
が
め
く
れ
て
八
蓮
華

富
士
講
者
火
口
へ
尖
る
岩
拝
む

富
士
の
壷
開
き
て
隠
す
も
の
も
な
し

と

富
士
山
頂
蟻
の
門
渡
り
ょ
り
崩
る

と
い

っ
た
作
品
は
、
確
か
に
富
士
の
女
体
信
仰
が
下
敷
き
に
な

っ
て
初
め
て
句
作
可
能
な
も
の
で
あ
る
し
、

く
鑑
賞
で
き
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
時
の
同
時
作
に
、

そ
の
こ
と
を
知

っ
て
こ
そ
正
し

山
口
誓

子
と
富

士
山

一
五
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山
を
閉
ぢ
社
を
閉
ぢ
神
は
ま
し
ま
さ
ず

・富
士
山
頂
千
木
高
知
り
て
神
ま
さ
ず

ノ、

と
い

っ
た
句
も
あ
り
、
神
山
と
し
て
の
富
士
へ
寄
せ
る
思
い
よ
り
も
、
富
士
講
者
の

一
人
と
し
て
の
実
感
の
ほ
う
が
強
か

っ
た
こ
と
が
見
て

取
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
富
士
登
頂
時
の
俳
句
作
品
を
見
て
お
き
た
い
が
、
や
っ
か
い
な
問
題
が

一
つ
あ
る
。
第

一
回
の
富
士
登
頂
は
昭
和
四
十
六
年
で

あ
る
。
当
時
の
作
品
は
句
集

『
不
動
』

(昭
和
五
十
二
年
五
月
、
春
秋
社
刊
)
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
当
句
集

で
は
富
士
山
頂
を
詠

じ
た
作
品
が
昭
和
四
十
五
年
に
区
分
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
が
、
昭
和
四
十
五
年
に
は
、
誓
子
は
ま
だ
富
士
山
頂
を
き
わ
め
て
は
い
な

い
。

続
く
昭
和
四
十
六
年
の
項
に
も
富
士
頂
上
を
扱

っ
た
作
品
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の

「富
士
山
頂
吾
が
手

の
甲
に
蝿
と
ま
る
」

は
、
先
に
引
用
し
た
昭
和
四
十
七
年

の
二
回
目
の
登
頂
に
つ
い
て
の
記
述
、
「
六
月
、
再
び
富
士
山
頂
行
。

こ
の
た
び

も
太
郎
坊
か
ら
登

っ

た
。
/
山
頂
に
い
た
蝿
は
私
に
と
ま
つ
た
。
」
に
符
合
す
る
。

つ
ま
り
、
『
不
動
』
編
纂
時
の
ミ
ス
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

一
年
ず

つ
前
年

へ
ず

　ぱ
ヨ
　

 れ
て
収
録
さ
れ
て
し
ま

っ
た
と
考
え
る
の
が
最
も
自
然
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
二
度
の
富
士
登
頂
時
の
作
品
を
掲
げ
て
み
た
い
。

第

一
回
登
頂
時

(昭
和
四
十
六
年
)

富
士
山
行

富
士
山

吾
も
富
士
講
早
発
ち
の
低
日
輪

草
の
架
優
遊
富
士
の
大
斜
面

作
品

(『不
動
』

で
は
、
昭
和
四
十
五
年
の
項
に
収
録
)



富
士
颪
葡
に
架
を
残
さ
ざ
る

眼
あ
る
者
見
よ
火
口
に
も
草
紅
葉

富
士
講
者
に
は
二
子
山
双
乳
房

誰
が
為
に
登
山
の
女
人
琉
る

富
士
登
る
吾
に
連
山
爪
立
ち
て

す

ば

し

高
き
よ
り
砂
走
り
の
道
始
ま
れ
り

富
士
の
壼
開
き
て
隠
す
も
の
も
な
し

と

富
士
山
頂
蟻
の
門
渡
り
よ
り
崩
る

下
界
ま
で
断
崖
富
士
の
壁
に
立

つ

山
を
閉
ぢ
社
を
閉
ぢ
神
は
ま
し
ま
さ
ず

富
士
山
頂
千
木
高
知
り
て
神
ま
さ
ず

第

二
回
登
頂
時

(昭
和
四
十
七
年
)
作
品

富
士
山
行

富
士
山

四
時
起
き
に
残
雪
の
富
士
起
き
ゐ
た
り

山
小
屋
に
寝
た
り
丸
太
を
枕
と
し

あ

残
雪
の
富
士
吾
が
登
る
道
を
空
け

山
口
誓
子
と
富
士
山

(『不
動
』
で
は
、
昭
和
四
十
六
年
の
項
に
収
録
)

一
七
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雲
海
に
煙
を
加
ふ
煙
草
喫
ひ

ず

残
雪
を
富
士
の
高
き
に
墜
ら
し
め
ず

富
士
の
高
き
に
残
雪
の
切
通
し

十
里
飛
び
来
て
山
頂
に
蝿
と
ま
る

富
士
山
頂
吾
が
手
の
甲
に
蝿
と
ま
る

奥
宮
に
雪
あ
り
神
の
来
ま
す
ま
で

稀
れ
び
と
の
吾
れ
山
開
き
前
に
来
て

火
口
棚
雪
が
残
り
て
白
桟
敷

ざ
ん

富
士
山
を
覆
ひ
し
雪
の
残
に
触
る

火
口
壁
太
き
氷
柱
が
柵
を
な
す

願
は
く
は
火
口
の
氷
柱
折
ら
せ
給

へ

雪
が
ま
だ
閉
ざ
せ
り
賀
久
夜
比
売
の
厳

く
だ

　な
　
　

全
山
の
雪
解
水
富
士
下
り
ゅ
く

・
九

)

八

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
季
語
の
扱
い
で
あ
る
。
彼
自
身
は
、
早
期
か
ら

「富
士
山
と
云
は
ず
、
機
械
に
し
て
か
ら
が
、
春

.
夏

.

秋

・
冬
を
抜
き
に
し
て
は
か
ん
が
へ
ら
れ
な
い
。
」
(「詩
人
の
視
線
」
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
昭
和
八
年
四
月
所
収
)
と
主
張

し
、
有
季
定
型
を
墨

守
し

つ
つ
、
句
材
の
拡
大
を
図

っ
て
き
た
。

一
方
、
富
士
山
関
連

の
季
語
と
し
て
は
、
富
士
詣
が
旧
暦
六
月

一
日
に
行
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
「富
士
詣
」
「富
士
講
」
は
も
と
よ



り
、
「
山
上
」
「お
頂
上
」
「富
士
行
」
「富
士
小
屋
」
等
が
夏
の
季
語
と
さ
れ
る
。
誓
子
は
こ
れ
ら
の
季
語
を
用
い
た
り
、
あ
る
い
は
、
現
実

に
目
に
し
た
も
の
を
た
と
え
登
頂
し
た
季
節
の
季
語
で
は
な
く
て
も
取
り
入
れ
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
、
過
去
の
歳
時
記
に
収
め
ら
れ
て
き

た
既
成
の
語
を
用
い
ず
に
、
「富
士
登
る
」
「下
界
ま
で
断
崖
富
士
の
壁
に
立

つ
」
と
い
う
よ
う
に
語
句
と
し
て
、
あ
る
い
は

}
句
全
体
か
ら

「富

士
詣
」
や

「登
山
」
を
連
想
さ
せ
、
季
感
を
伝
え
る
よ
う
な
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
旧
来
の
季
語
を
優
先
し
た
句
作
法
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
誓
子
の
肉
眼
が
捉
え
た
景
と
、
そ
れ
に
よ

っ
て
で
き
あ
が

っ
た

「胸
中
の
自
然
」
を
重
視
し
、
そ
こ
に
季
感
も
託
そ

う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
場
合
に
よ

っ
て
は
、
「富
士
の
壼
開
き
て
隠
す
も
の
も
な
し
」
と
い
う
句
の
よ
う
に
、

一
見
無
季

と
思
わ
れ
る
句
を
作
り
も
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
句
に
つ
い
て
の
彼
の
思
い
は
、
先
の
山
本
健
吉
と
の
対
談
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、

そ
の
続
き
を
引
い
て
み
よ
う
。

山
口

と
こ
ろ
が
発
表
し
て
み
ま
す
と
、
富
士
の
壼
と
い
う
の
が
わ
か

っ
て
も
ら
え
な
い
の
で
す
。
な
ぜ
火
口
の
こ
と
を
壼
と
い
う
の

か
…
…
。
「富
士
の
壼
」
と
い
う
の
を
季
語
と
し
て
使

っ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は
先

へ
い
っ
て
季
語
と
し
て
採
り
あ
げ
て
も
ら

え
る
で
し
ょ
う
か
。

山
本

富
士
山
を
女
体
と
み
て
、
火
口
を
子
壷
と
み
る
見
解
が

一
般
的
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
歳
時
記
に
も
採
り
上
げ
ら
れ
る

で
し
ょ
う
が
:
:

山
口

火
口
を
子
壷
と
み
る
の
は
、
富
士
講
が
そ
う
考
え
て
い
た
の
で
す
が
、
今
日
で
は
富
士
講
は
す
た
れ
ま
し
た
ね
。

山
本

山
登
り
も
い
ま
は
ス
ポ
ー
ツ
に
な

っ
て
ま
す
か
ら
。

山
口

「富
士
の
壼
」
が
歳
時
記
に
の
る
の
は
ち
ょ
っ
と
む
り
で
し
ょ
う
か
ね
。

山
本

ち
ょ
っ
と
説
明
を
要
し
ま
す
か
ら
ね
。

山
口
誓
子
と
富
士
山

一
九
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二
〇

(中
略
)

山
本

俳
句
の
場
合
、
例
句
が
な
い
と
季
題
と
し
て
の
資
格
は
ま
だ
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
原
則
と
し
て
は
私
は
納
得
す
る
わ
け
で
す

が
、
例
句
の
な
い
と
き
に
、
こ
う
い
う
い
い
言
葉
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
の
で
歳
時
記
の
中
に
入
れ
て
お
き
ま
す
と
、
そ

の
つ
こ
み

ぶ
な

ゆ
き
し
ろ
や
ま

め

れ
を
み
て
作

っ
て
く
だ
さ
る
作
家
が
あ
り
ま
す
。
「青
葉
潮
」
「乗
込
鮒
」
「雪
代
山
女
」
「
釣
瓶
落
し
」
「
夜
話
」
「
数
え
日
」
な

ど
…
…
。
そ
れ
な
ら
何
も
は

っ
き
り
季
題
と
し
て
未
だ

一
般
に
認
識
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
ど
ん
ど
ん
作
ら
れ
た
ら
い
い
と
思

い
ま
す
け
れ
ど
ね
…
…
。

山
口

や
は
り
歳
時
記
に
な
い
と
季
題
に
な
ら
な
い
と
い
う
気
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

山
本

そ
う

い
う
点
で
は
歳
時
記
と
い
う
の
は
益
を
な
し
て
る
の
か
害
な
の
か
。
(笑
)

「富

士
講
」
自
体
は
廃
れ
た
が
、
過
去
の
風
習
と
し
て
認
知
さ
れ
、
季
語
と
し
て
生
き
続
け
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
肝
心
の

「
富
士
講
」

の
信
仰
内
容
の
詳
細
は
も
は
や
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
誓
子
が

「富
士
の
壼
」
と
い
う
言
葉
に
託
し
た
思

い
を

一
般
の
読
者
は

理
解

で
き
よ
う
は
ず
が
な

い
。
特
に
俳
句
入
門
者
の
場
合
に
は
歳
時
記
を
読
み
、
季
語
を
覚
え
つ
つ
句
作
し
て
い
く

の
が
普
通
で
あ
る
た

め
、
実
体
験
と
し
て
の
季
感
よ
り
も
歳
時
記
上
の
季
語
が
優
先
さ
れ
る
と
い
う
重
要
な
問
題
が
こ
こ
に
潜
ん
で
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
ひ

と
き
わ
勉
強
家
で
あ

っ
た
俳
人
誓
子
の
知
識

・
体
験
と
読
者

の
見
識
と
の
相
違
が
、
新
た
な
季
語
の
定
着
を
拒
ん
だ
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド

で
あ

る
。



五
誓

子
が
富
士
登
山
に
関
し
て
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
こ
と
の

一
つ
に
、
登
山
者
の
年
齢
の
問
題
が
あ
る
。
「
私
は
昨
年
九
月
、
富
士
山
に

登

っ
て
頂
上
を
極
め
た
。
そ
の
と
き
、
か
つ
て
富
士
の
山
頂
を
極
め
た
人

々
の
年
齢
を
調
べ
た
。
」
(「高
嶺
と
高
齢
」
、
『
毎
日
新
聞
』
昭
和

四
十
七
年

一
月
四
日
)
と
記
し
、
池
大
雅
が
二
十
七
歳

・
三
十
八
歳

・
三
十
九
歳
で
、
富
岡
鉄
斎
は
四
十
歳

・
六
十
歳

の
時
と
さ
ら
に
も
う

一
回

(年
齢
不
詳
)
、
書
家

・
中
林
梧
竹
に
至

っ
て
は
、
七
十
二
歳

・
八
十
歳
で
登

っ
た
と
い
う
事
実
を
紹
介
し
、
「だ

か
ら
、
私
も
も
う

一

度
富

士
山

へ
登

っ
て
み
た
い
。」
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
時
、
誓
子
は
満
七
十
歳
。
富
士
山
と
、
富
士
山
に
魅
了
さ
れ
た
先
人
達
を
思
い
、

一
表
現
者
と
し
て
独
自
の
富
士
を
何
度
で
も
描
き
た
か

っ
た
に
違
い
な
い
。

誓
子
に
は
、
こ
う
し
た
富
士
登
山
、
あ
る
い
は
裾
野
め
ぐ
り
の
際
の

「高
遠
」
に
基
づ
く
作
品
の
み
な
ら
ず
、
「
平
遠
」
の
富
士
山
詠
も

多
い
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
句
で
あ
る
。

日
本
の
霞
め
る
中
に
富
士
霞
む

鯉
幟
富
士
の
裾
野
に
尾
を
垂
ら
す

残
雪
の
富
士
は
版
画
の
富
士
と
な
る

富
士
裾
野
桜
並
木
の
川
が
あ
り

雪
の
富
士
製
紙
の
煙
手
を
挙
げ
る

(昭
和
五
十
九
年
、
『紅
日
』
所
収
)

(昭
和
六
十
年
、
同
右
)

(昭
和
六
十

一
年
、
同
右
)

(昭
和
六
十
三
年
、
『新
撰
大
洋
』
所
収
)

(平
成
二
年
、
同
右
)

山

n
[誓
子
と
富

士
山

二

一
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二
二

こ
れ
ら
は
、
昭
和
四
十
五
年
九
月
か
ら

「朝
日
俳
壇
」
の
選
句
の
た
め
に
東
京
に
通

っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
新
幹
線
の
車

窓
か
ら
見
た
富
士
山
詠
の
数
は
馨
し
い
。
い
か
に
富
士
に
惹
か
れ
て
い
た
か
の
証
と
な
ろ
う
。

そ
し
て
、
晩
年
最
後
の
旅
行
も
富
士
山
裾
野
め
ぐ
り
で
あ

っ
た
。
そ
の
旅
行
に
同
行
し
た
佐
竹
紘
栄
氏
の

「山
口
誓
子
先
生
と
富
士
山
」

(『佐
渡
郷
土
文
化
』
平
成
六
年
十
月
)
か
ら
そ
の
貴
重
な
記
録
の

一
部
を
借
用
し
た
い
。

平
成
五
年

二
月

二
十
五
日
(木
)、
誓
子
先
生
は
本
栖
湖
畔
で
、
五
千
円
札
の
裏
の
写
真
と
同
じ
富
士
山
を
望
む
茶
房
で

一
服
さ
れ
、

富
士
山
写
真
集

(私
が
差
し
上
げ
て
い
た
の
を
わ
ざ
わ
さ
持
参
さ
れ
)
を
開
か
れ
て

「
こ
の
写
真
と

一
緒
の
富
土
山
だ
よ
」
と
確
認
さ

れ
た
。

夕
方
、
忍
野
の
ホ
テ
ル
鐘
山
苑
の
八
階
の
角
部
屋
か
ら
、
富
士
見
の
窓

一
杯
に
聾

つ
大
き
い
忍
野
の
富
士
山
と
対
峙
さ
れ
た
。

翌
二
十
六
日
午
前
十

一
時
過
ぎ
、
先
生
の
部
屋

へ
伺
う
と
、
近

々
と
餐

つ
雪
の
忍
野
富
士
と
対
峙
さ
れ
、
句
帳
を
開
か
れ
て
い
た
。

「
こ
の
写
真

(富
士
山
写
真
集
)
と

一
緒
の
富
士
山
だ
よ
。
忍
野
の
富
士
は
い
い
ね
え
、
沢
山
俳
句
を
作

っ
た
よ
」
と
喜
ば
れ
た
。

(中

略
)二

月
二
十
七
日
早
朝
、
河

口
湖
第

一
ホ
テ
ル
の
前
の
湖
面
に
、
逆
さ
富
士
が
聾

っ
て
い
た
。
逆
さ
富
士
が
聾

つ
の
は
奇
遇
と
聞
き
、

先
生
に
も
是
非
ご
賢

い
た
だ
き
た
い
と
、
ご
起
床
が
い
つ
も
十
時
半
の
先
生
を
、
杉
い
と
が
さ
ん
と
私
は
意
を
決
し
て

「先
生
、
逆
さ

富
士
が
綺
麗
で
す
」
と
、
お
越
し
申
し
上
げ
た
。
先
生
は
午
前
八
時
過
ぎ
の
逆
さ
富
士
に

「お
お
」
と
、
感
嘆
の
声
を
あ
げ
ら
れ
た
。

こ
の
旅
行
の
収
穫
は
次
の
五
句
。



春
の
富
士
山

解
け
し
雪
富
士
山
潜
り
八
海
に

富
士
山
の
春
は
青
樹

ヶ
原
で
知
る

未
だ
開
か
さ
る
富
士
山
に
お
助
け
小
屋

枝
垂
雪
に
て
富
士
山
の
起
伏
知
る

残
る
雪
に
て
五
合
目
の
白
線
引
く

こ
の
五
句
は
、
平
成
六
年
三
月
二
十
七
日

『朝
日
新
聞
』
朝
刊
に
、
誓
子
の
計
報
と
共
に
掲
載
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

終
わ
り
に

島
村
正
氏
は
、
誓
子
追
悼
文
を

「誓
子
の

『
胸
中
に
成
竹
』
、
否
、
『胸
中
に
富
士
あ
り
』
が
、
畢
生
の
テ
ー
マ
で
あ

っ
た
。
」
(「富
士
山

と
誓

子
」
、
『俳
壇
』
平
成
六
年
六
月
)
と
締
め
く
く

っ
て
い
る
が
、
誓
子
の
俳
句
の
歩
み
に
は
、
ま
さ
に
富
士
山

へ
の
思
い
が
常
に
同
道
し

て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
富
士
山
に
関
す
る
先
学
の
絵
画

・
論
考
を
丹
念
に
眺
め
、
読
む
中
か
ら
、
物
の
見
方

・
描
写
法
を
学
び
取
り
、
そ
れ
を
句
作
に
実

践
し
て
き
た
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
富
士
山
を
句
材
と
す
る
場
合
に
限
ら
ず
、
彼
の
俳
句
観
の
根
底
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ

し
た
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
本
論
で
傭
敵
し
て
き
た
通
り
、
対
象
と
作
者
と
表
現
、
こ
れ
ら
を
意
識
的
に
区
別
し
て
近
代
俳
句
の
方
法
を
構
築
し
た
の
で
あ

る
。

そ
の
際
、
富
士
山
と
の
出
会
い
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
か

っ
た
。
対
象
か
ら
喚
起
さ
れ
た
、
作
者
の

「胸
中
の
自
然
」
を
読
者
に
伝

山
口
誓
子
と
富
士
山

二
三
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二
四

え
る
た
め
の
最
適
な
構
成
を
工
夫
す
る
。
そ
の
時
に
デ
フ
ォ
ル
メ
や
三
遠
と
い
う
方
法
が
有
効
で
あ

っ
た
。
彼
の
俳
句

の
構
成
法
に
は
、
映

画
論
か
ら
得
た
と
こ
ろ
が
大
き
い
こ
と
は
度

々
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
富
士
山
と
い
う
大
き
な
対
象
を
俳
句
と

い
う
最
短
詩
型
で
表
現
す
る
工
夫
の
中
か
ら
得
た
も
の
が
、
そ
こ
へ
大
き
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。

誓
子
が
富
士
山
に
憧
れ
、
晩
年
ま
で
富
士
登
山
を
希
求
し
て
い
た
意
味
の

一
つ
も
こ
こ
に
あ
る
。

注(
1
)

暗
魚
と
は
、
誓
子

の
妻

・
波
津
女

の
父

・
浅
井
義
明

(よ
し

て
る
)

の
俳
号
。

(2
)

後

に
誓

子
は
、
「
こ
の
夏
頃
か
ら
身
体

に
違

和
を
感
じ
、
会

社
を
欠
勤
す

る
こ
と
数

ヵ
月

に
及

ん
だ
。

十

一
月
、
静
養

の
た
め

に
箱

根
強
羅

に
滞

在

し
、
秋
桜

子
と
大
涌
谷

・
仙
石
原

に
遊
ん

だ
。
」

と
記
し
、
さ
ら

に

「
雪

の
富

士
墳
墓

か
た
ま
る
上
に
餐

つ
」

の
句

に

つ
い
て
、
「
こ
れ
が
最
初

の
箱

根

行

で
あ
る
。
『
雪

の
富

士
』

の
句

に
は
病

の
聲
が
濃

い
。
」

(『
誓
子
俳
話
』
昭
和

四
十

七
年
十

一
月
刊
所
収

「
雪

の
富

士
」
、
初
出

不
明
)

と
回
想
し
て

い

る
。

(
3
)

誓
子
没
後

に
編
ま
れ
た

『
季
題
別
山

口
誓
子
全
句
集
』

(
一
九
九
八
年
十

二
月
、
本
阿
弥
書
店

刊
)

も
こ
の
誤

り
を
そ
の
ま
ま
踏
襲

し
て
い
る
。

(
4
)
『
不
動
』
後
記

に
あ

る

「
雪

の
肌
な
め
ら
か
富
士
は
女
体
な
り
」
は
本
項
に
は
未
収

録
。

(
に
し
や
ま

・
は
る
ふ
み

商

学
部
助

教
授
)


