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近
年
、
富
士
山
に
つ
い
て
の
ニ
ュ
ー
ス
に
触
れ
る
機
会
が
多
い
。
富
士
山

を
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
し
よ
う
と
い
う
運
動
が
地
元
の
静
岡
県
を
中
心
に

推
進
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
二
○
○
七
年
は
宝
永
の
大
噴
火
か
ら
三
百
年
と

い
う
こ
と
で
、
地
震
や
噴
火
と
い
っ
た
大
規
模
自
然
災
害
の
防
災
や
復
興
と

い
う
問
題
と
の
絡
み
で
富
士
山
が
注
Ｈ
さ
れ
た
年
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
特
別
な
話
題
で
は
な
く
て
も
、
例
年
、
元
日
の
御
来
光
登
山
、
富
士
山
の

初
冠
雪
や
七
月
一
日
の
「
お
山
開
き
」
と
い
っ
た
定
番
の
報
道
に
は
、
ほ
と

ん
ど
年
中
行
事
の
よ
う
に
接
し
て
お
り
、
日
頃
、
実
物
の
富
士
山
を
目
の
当

た
り
に
し
て
い
な
く
て
も
あ
の
独
特
な
山
容
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き

る
。
富
士
山
と
い
う
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
種
の
共
通
性
を
持
っ
て
我
々

に
浸
透
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
数
多
あ
る
Ⅱ
本
の
山
の
な
か
で
、

た
し
か
に
特
異
な
存
在
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
日
本
の
最
高
峰
、
秀
麗
な
姿

と
い
う
だ
け
で
は
な
い
「
何
か
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
は

語
り
尽
く
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
は
あ
る
が
、
実
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
問
い

か
け
で
あ
ろ
う
。
編
者
の
一
人
で
あ
る
天
野
氏
に
よ
る
「
は
し
が
き
」
で
は
、

本
書
は
日
本
人
が
富
士
山
に
何
を
感
じ
、
何
を
も
っ
て
精
神
的
な
拠
り
ど
こ

ろ
と
し
て
き
た
の
か
、
富
士
山
が
日
本
の
象
徴
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
い
つ
頃
か
ら
か
、
富
士
山
に
対
す
る
信
仰
は
ど
の
よ
う
に
浸
透
し
て

い
っ
た
の
か
と
い
う
よ
う
な
問
い
に
対
し
て
、
専
門
分
野
を
異
に
す
る
研
究

天
野
紀
代
子
・
澤
登
寛
聡
編

『
富
士
山
と
日
本
人
の
心
性
』

法
政
史
学
第
六
十
九
号

玉
井
ゆ
か
り

者
達
が
様
々
な
ル
ー
ト
か
ら
解
明
を
試
み
た
論
文
集
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

ま
さ
に
我
々
が
富
士
山
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
、
一
一
一
一
口
葉
に
表
し
難
い
よ
う
な

特
別
な
感
情
の
深
奥
を
探
る
テ
ー
マ
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
富
士
山
と
い
う
表

象
を
通
し
て
Ⅱ
本
文
化
の
深
層
に
辿
ろ
う
と
す
る
伽
期
的
な
一
冊
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。

法
政
大
学
は
「
日
本
学
の
総
合
的
研
究
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
よ
り
、
平
成

十
四
年
度
に
文
部
科
学
省
の
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
推
進
拠
点
に
選
定
さ
れ

た
。
こ
の
企
画
の
一
つ
と
し
て
組
織
さ
れ
た
の
が
「
古
典
文
化
と
民
衆
文
化
」

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
チ
ー
ム
で
、
「
富
士
山
を
め
ぐ
る
Ⅱ
本
人
の
心
性
」
を
テ
ー

マ
と
し
て
共
同
研
究
を
推
進
し
二
○
○
七
年
一
一
一
月
に
報
上
川
書
が
提
出
さ
れ

た
。
そ
れ
に
加
筆
・
訂
正
、
改
稿
を
加
え
、
書
名
を
変
え
て
上
梓
さ
れ
た
の

が
本
書
で
あ
る
。
ま
ず
本
書
の
構
成
を
記
し
、
次
に
そ
の
概
要
を
紹
介
す
る

が
、
限
ら
れ
た
紙
数
で
あ
る
た
め
ご
く
簡
略
な
も
の
に
な
る
こ
と
を
最
初
に

お
こ
と
わ
り
し
た
い
。
（
括
弧
内
は
執
筆
者
、
敬
称
略
）
十
六
の
論
文
は
三
部

に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
Ｉ
は
「
描
か
れ
・
語
ら
れ
た
富
士
山
」
、
Ⅱ
は
「
登
肇
・

登
拝
の
対
象
と
し
て
の
富
士
山
」
と
大
別
さ
れ
、
最
後
に
「
外
国
人
の
富
士

山
研
究
」
に
つ
い
て
の
二
編
が
付
さ
れ
て
い
る
。

は
し
が
き

（
天
野
紀
代
子
）

Ｉ

富
士
山
に
対
す
る
縄
文
人
の
意
識
化
に
つ
い
て

（
高
橋
毅
・
金
山
喜
昭
）

古
代
人
の
富
士
山
観
ｌ
火
の
山
・
日
の
本
の
鎮
め
Ｉ
（
天
野
紀
代
子
）

富
士
山
を
め
ぐ
る
民
間
伝
承

（
宮
本
瑞
夫
）

「
三
国
一
」
の
富
士
の
山
ｌ
日
本
人
の
国
家
意
識
と
富
士
山
と
の
か
か
わ
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り
を
考
え
る
端
緒
と
し
て
ｌ

（
小
林
ふ
み
子
）

七
代
目
市
川
団
十
郎
父
子
と
富
士
山
ｌ
「
暫
」
の
つ
ら
ね
に
み
る
観
客

の
心
性
を
め
ぐ
っ
て
ｌ

（
木
村
涼
）

謡
曲
〈
南
士
山
〉
の
演
能
の
場
と
一
一
一
一
ｍ
説
ｌ
江
戸
幕
府
儀
礼
を
中
心
に
ｌ

（
川
上
真
理
）

時
代
小
説
と
富
永
山

（
横
山
泰
子
）

ビ
ゴ
ー
は
富
士
を
描
か
な
い

（
高
橋
覚
）

Ⅱ

盲
国
士
御
法
家
伝
来
文
書
管
見
祖
述

（
岡
田
博
）

富
士
信
仰
と
「
御
大
行
の
巻
」

（
中
山
学
）

寓
士
の
聖
地
と
洞
穴
ｌ
「
人
穴
」
と
「
御
胎
内
」
に
み
る
近
阯
庶
民
の

信
仰
と
旅
ｌ

（
山
本
志
乃
）

身
禄
派
師
職
の
継
続
と
江
戸
十
一
識
の
成
立
ｌ
田
辺
近
江
家
の
跡
目
養

子
一
件
を
め
ぐ
っ
て
ｌ

（
澤
蟹
寛
聡
）

富
士
信
仰
の
股
開
と
秩
序
形
成
’
八
台
勢
力
と
の
接
点
を
め
ぐ
っ
て
ｌ

（
菅
野
洋
介
）

明
治
期
の
不
二
道
孝
心
識
に
つ
い
て
ｌ
皇
肘
御
造
営
御
手
伝
土
持
を
事

例
に
ｌ

（
小
林
秀
樹
）

付

英
米
の
美
術
史
研
究
者
に
よ
る
「
富
士
山
研
究
」
（
山
中
玲
子
）

フ
ラ
ン
ス
の
比
較
文
学
肴
に
よ
る
「
富
ｔ
川
研
究
」
（
天
野
紀
代
子
）

あ
と
が
き

（
澤
登
寛
聡
）

商
橋
・
金
山
両
氏
の
論
考
で
は
、
縄
文
時
代
に
お
け
る
南
士
山
へ
の
意
識

化
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
「
縄
文
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
」
の
視
点
を
応
用
し
た
考

書
評
と
紹
介

古
学
的
方
法
に
よ
っ
て
考
察
し
て
い
る
。
配
石
遺
構
・
巨
木
柱
列
・
盛
土
遺

構
な
ど
、
縄
文
時
代
の
大
規
模
な
土
木
工
事
に
よ
る
公
共
的
人
工
物
（
記
念

物
）
の
配
置
に
自
然
景
観
（
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
）
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
こ

と
に
着
Ⅱ
し
、
こ
こ
で
は
山
梨
・
静
岡
県
内
の
「
爾
士
山
を
見
る
こ
と
が
で

き
、
比
較
的
大
規
模
な
配
石
遺
構
を
持
つ
」
草
創
期
か
ら
後
．
晩
期
の
十
四

遺
跡
を
抽
出
し
て
時
期
的
傾
向
や
分
布
、
遺
構
の
位
置
・
形
態
・
軸
の
向
き
・

単
位
的
な
石
の
配
渭
な
ど
の
分
析
を
行
い
、
富
士
山
へ
の
意
識
化
を
探
る
手

が
か
り
と
し
て
い
る
。

天
野
氏
は
、
奈
良
・
平
安
時
代
の
文
学
作
品
を
通
し
て
古
代
人
の
富
士
山

へ
の
思
い
を
探
り
、
後
世
の
日
本
人
の
富
士
山
観
の
祖
型
を
考
察
し
て
い
る
。

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
「
万
葉
集
」
か
ら
高
橋
虫
麻
州
の
澗
士
山
詠
の

長
歌
、
九
世
紀
の
那
良
香
に
よ
る
「
南
士
山
記
』
平
安
歌
人
に
よ
る
「
燃
え

る
思
い
」
を
詠
っ
た
歌
、
さ
ら
に
、
燃
え
る
山
を
実
見
し
た
菅
原
孝
標
女
「
更

級
日
記
」
で
あ
る
。
奈
良
・
平
安
時
代
は
富
士
の
火
山
活
動
が
活
発
だ
っ
た

時
期
に
あ
た
る
。
文
字
通
り
の
「
燃
ゆ
る
山
」
で
あ
っ
た
樹
上
川
に
対
し
古

代
人
が
抱
い
た
畏
怖
の
念
こ
そ
が
、
人
知
を
越
え
た
神
の
存
在
を
思
わ
ず
に

は
い
ら
れ
な
い
心
性
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
と
読
み
解
い
て
い
る
。

宮
本
氏
の
論
考
で
は
、
中
・
近
肚
に
成
立
し
た
富
士
山
に
関
わ
る
三
つ
の

説
話
ｌ
「
揃
士
浅
間
大
善
隣
事
」
「
寓
士
の
人
穴
」
「
南
ｌ
川
の
本
地
」
ｌ
を

取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
の
分
析
か
ら
説
話
の
源
流
を
為
す
古
来
の
民

間
伝
承
や
史
実
を
導
き
州
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
富
永
浅
間
へ
の

強
い
帰
依
と
霊
威
を
強
調
し
て
お
り
、
近
枇
以
降
の
常
北
信
仰
の
盛
行
を
背

景
に
広
く
民
間
に
伝
承
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
察
し
て
い
る
。

小
林
ふ
み
子
氏
の
論
考
で
は
、
「
三
国
一
」
の
富
士
山
と
い
う
表
現
の
用
例
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を
手
が
か
り
に
、
そ
れ
が
使
わ
れ
た
背
景
を
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
富
士
山

と
日
本
人
の
国
家
意
識
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
論
究
し
て
い
る
。
近
世
に
富

士
山
が
世
界
に
二
つ
と
な
い
名
山
で
あ
る
と
す
る
認
識
が
形
成
・
杵
及
し
た

過
程
を
「
筆
者
が
知
り
え
た
限
り
な
が
ら
」
と
こ
と
わ
り
な
が
ら
も
随
筆
・

戯
作
な
ど
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
の
一
一
一
一
Ｍ
脱
か
ら
掘
り
起
こ
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ

の
認
識
は
明
治
の
日
本
人
の
自
信
を
支
え
、
さ
ら
に
今
円
の
「
日
本
と
い
え

ば
富
士
山
」
と
い
う
発
想
の
根
底
に
流
れ
続
け
て
い
る
と
考
察
し
て
い
る
。

木
村
氏
の
論
考
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
歌
舞
伎
の
漬
Ⅱ
「
暫
」
で

あ
る
。
「
暫
」
は
顔
見
Ⅲ
興
行
と
い
う
江
戸
歌
舞
伎
の
新
年
を
寿
ぐ
祝
祭
的
景

物
・
儀
式
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
と
指
摘
す
る
。
神
事
と
も
い
え
る

よ
う
な
「
哲
」
の
中
で
も
と
り
わ
け
重
視
さ
れ
る
の
が
「
つ
ら
ね
」
と
い
う

長
台
詞
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
八
代
目
団
十
郎
の
「
暫
」
初
演
時
に
七
代
目
が

創
作
し
た
斎
士
山
が
登
場
す
る
つ
ら
ね
の
内
容
の
検
討
か
ら
、
富
北
山
に
対

す
る
江
戸
の
観
客
の
心
性
を
探
り
な
が
ら
江
戸
歌
舞
伎
・
嵐
士
山
・
観
客
の

関
係
を
考
察
し
て
い
る
。

川
上
氏
は
江
戸
時
代
に
お
け
る
謡
曲
〈
耐
北
山
〉
の
ｌ
減
を
通
し
、
作
Ⅱ
叩

が
流
布
し
社
会
に
受
容
さ
れ
た
実
態
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
こ

こ
で
は
〈
富
士
山
〉
の
構
造
分
析
と
、
謡
本
な
ど
の
出
版
物
の
普
及
状
況
か

ら
み
て
〈
富
上
山
〉
が
ほ
と
ん
ど
一
般
化
さ
れ
な
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、
幕
府
の
演
能
記
録
の
分
析
か
ら
、
公
式
に
は
一
度
の
上
演
が
行
わ
れ

た
の
み
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
祝
一
言
の
曲
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

採
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
「
将
軍
家
に
有
意
味
な
作
品
で
は
な
か
っ
た
」
こ

と
が
理
由
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
考
察
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
物
語
の
意
味

と
出
版
物
の
普
及
、
演
能
の
場
と
い
う
三
者
に
有
機
的
な
連
関
を
見
出
す
と

法
政
史
学
第
六
十
九
号

い
う
こ
と
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

横
山
氏
の
論
考
で
は
、
文
学
研
究
に
お
い
て
従
来
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と

の
少
な
い
「
時
代
小
説
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
な
か
で
、
富
士
川
が
ど
の
よ

う
に
描
か
れ
て
き
た
の
か
を
考
察
し
て
い
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
時
代
小
説
で

描
か
れ
る
過
去
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
過
去
で
あ
り
、
富
士
山
も
「
近
現
代

の
作
家
が
過
去
の
富
士
山
は
こ
う
だ
っ
た
ら
面
白
い
」
と
考
え
た
想
像
の
富

士
山
で
あ
る
と
考
え
る
。
「
近
現
代
人
の
夢
の
富
士
山
と
し
て
時
代
小
説
の
作

品
を
読
ん
で
い
こ
う
」
と
い
う
問
題
意
識
を
前
提
と
し
て
、
「
富
士
に
立
つ
影
」

「
神
州
纐
纈
城
」
「
燃
え
る
富
士
」
「
笠
雲
」
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。

高
橋
氏
が
取
り
上
げ
た
ビ
ゴ
ー
は
、
十
九
世
紀
末
に
日
本
に
滞
在
し
風
刺

画
家
と
し
て
知
ら
れ
る
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
。
氏
は
、
熱
烈
な
Ⅱ
本
愛
好
者

で
あ
っ
た
ビ
ゴ
ー
の
行
動
に
当
時
の
日
本
人
の
心
性
を
反
映
し
て
い
る
部
分

が
あ
る
と
考
え
、
そ
の
画
業
と
行
動
に
焦
点
を
当
て
て
富
士
山
を
め
ぐ
る
Ⅱ

本
人
の
心
性
に
辿
ろ
う
と
し
て
い
る
。
ビ
ゴ
ー
の
作
仙
に
は
富
士
山
が
描
か

れ
て
い
る
も
の
も
多
い
が
、
千
葉
・
稲
毛
海
岸
を
題
材
と
し
た
油
彩
風
景
両

に
は
背
景
に
当
然
あ
る
べ
き
富
士
が
描
か
れ
て
い
な
い
も
の
が
多
い
と
い
う

点
に
着
目
し
、
日
本
人
向
け
に
制
作
し
た
作
品
に
は
富
士
を
描
か
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
そ
の
理
山
も
論
究
し
て
い
る
。

岡
川
氏
は
富
士
識
研
究
に
長
年
携
わ
ら
れ
、
本
諜
で
は
富
士
識
村
上
光
淌

派
に
伝
来
し
た
文
書
に
つ
い
て
の
分
析
と
概
要
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
文
書

は
開
祖
長
谷
川
角
行
か
ら
代
々
の
肚
師
の
価
筆
と
い
わ
れ
神
罰
を
畏
れ
て
厳

重
に
秘
匿
さ
れ
て
い
た
の
を
、
研
究
者
で
あ
る
遠
藤
秀
男
氏
の
熱
意
が
実
り
、

昭
和
三
十
年
代
に
、
土
用
一
日
だ
け
の
虫
干
し
の
Ⅱ
、
直
会
の
時
間
の
み
撮

影
を
許
可
さ
れ
た
の
が
掲
救
の
文
書
で
あ
る
。
近
年
、
岡
旧
氏
は
遠
藤
氏
よ
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り
文
書
の
写
真
を
託
さ
れ
、
「
ま
る
は
と
だ
よ
り
」
誌
上
に
掲
載
し
た
。

中
山
氏
の
論
考
で
は
、
富
士
識
開
祖
と
い
わ
れ
る
書
行
藤
仏
（
長
谷
川
角

行
）
の
奇
跡
護
を
記
し
た
巻
物
「
御
大
行
の
巻
」
が
、
近
世
の
富
士
信
仰
に

お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課

題
と
し
て
、
詞
書
の
内
容
構
成
の
検
討
を
し
、
さ
ら
に
近
世
の
富
士
溝
が
同

書
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
た
の
か
を
考
察
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
か
ら
氏

は
、
「
御
大
行
の
巻
」
が
諜
行
の
蛎
絞
に
仮
託
し
て
南
士
信
仰
の
存
在
根
拠
と

旺
当
性
と
を
歴
史
的
に
追
認
す
る
記
憶
の
場
と
し
て
の
意
義
を
持
つ
こ
と
、

さ
ら
に
識
の
信
仰
儀
礼
の
場
で
実
際
に
写
し
取
る
こ
と
に
よ
り
、
記
憶
の
再

生
産
が
試
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

山
本
氏
は
「
人
穴
」
「
御
胎
内
」
と
呼
ば
れ
る
洞
穴
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

ど
ち
ら
も
近
世
の
富
士
講
に
お
い
て
は
聖
地
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
が
、

信
仰
の
歴
史
的
変
遷
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
変
遷
を
辿

る
こ
と
に
よ
っ
て
富
士
信
仰
の
多
様
な
展
開
を
考
察
す
る
と
と
も
に
、
富
士

信
仰
の
本
質
を
富
士
山
が
万
物
を
生
み
出
す
根
元
で
あ
る
と
捉
え
れ
ば
、
こ

れ
ら
の
洞
穴
は
そ
れ
を
象
徴
的
に
体
現
す
る
場
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
胎
内
巡
り
と
い
う
一
種
の
疑
似
門
生
装
潰
・
疑
似
修
験
体
験

が
富
士
参
詣
の
旅
の
魅
力
を
墹
大
さ
せ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
嵐
北
山

行
が
庶
民
の
再
生
へ
の
願
い
が
発
露
す
る
場
で
あ
っ
た
と
考
察
し
て
い
る
。

澤
登
氏
の
論
考
で
は
、
文
化
八
年
に
起
こ
っ
た
富
士
山
北
口
の
身
禄
派
師

職
田
辺
近
江
家
の
跡
目
養
子
問
題
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
一
件
か
ら
、

富
士
講
に
と
っ
て
最
重
要
の
信
仰
拠
点
と
な
っ
て
い
た
富
士
山
北
口
身
禄
派

師
職
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
こ
の
問
題
に
関
わ
っ
た
「
江
戸
十
一

識
」
と
称
さ
れ
る
元
講
の
連
合
体
の
結
成
・
成
立
に
つ
い
て
も
論
究
す
る
こ

書
評
と
紹
介

と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
富
士
山
北
口
の
身
禄
派
師
職
は
三
家
あ
り
、
田
辺

近
江
家
は
そ
の
本
家
筋
で
あ
っ
た
が
こ
の
頃
は
実
子
が
な
く
、
後
継
者
問
題

が
深
刻
化
し
て
い
た
。
曲
折
を
経
て
川
辺
伊
賀
家
次
男
を
養
子
に
迎
え
る
話

が
調
お
う
と
し
て
い
る
と
き
に
、
田
辺
近
江
の
江
戸
同
行
衆
か
ら
こ
の
縁
談

を
不
承
知
と
す
る
姿
勢
が
表
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
富
士
吉
田
の
師
職
家
間

の
動
き
、
江
戸
の
同
行
衆
に
よ
る
養
子
縁
組
撤
凹
運
動
、
そ
し
て
実
は
江
戸

の
Ｍ
行
衆
に
働
き
か
け
て
い
た
身
禄
派
師
職
の
二
家
の
危
機
感
…
と
い
う
よ

う
に
、
文
化
八
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
の
跡
Ⅱ
養
子
問
題
に
つ
い
て
、
澤
綴

氏
は
師
職
の
Ⅱ
記
を
中
心
に
有
機
的
Ⅱ
つ
論
班
的
に
分
析
し
、
富
士
と
江
戸

の
重
層
的
な
フ
ァ
ク
タ
ー
を
再
構
築
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
別
々
の
組
織
と

し
て
活
動
し
て
い
た
江
戸
の
各
講
の
世
話
人
達
が
連
絡
を
取
り
合
う
よ
う
に

な
り
、
江
戸
十
一
講
と
い
う
元
講
の
連
合
体
が
成
立
し
た
の
は
こ
の
跡
Ⅱ
問

題
に
端
を
発
し
て
い
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

衿
野
氏
の
論
考
は
、
天
台
勢
力
が
富
止
信
仰
の
御
師
や
先
達
と
は
関
係
を

有
さ
な
か
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
御
師
や
先
達
の
活
動
か
ら
関
東
で
の
富
上
信

仰
隆
盛
の
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
二
点
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
従
来
の
富
ｔ
信
仰
の
研
究
史
で
は
御

帥
が
京
都
の
吉
川
。
ｎ
川
家
か
ら
免
許
を
受
け
る
こ
と
を
屯
視
し
、
江
戸
よ

り
も
京
都
と
の
関
係
性
が
追
求
さ
れ
て
き
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
氏
は
、
富
士
信
仰
が
江
戸
を
中
心
に
関
東
で
隆
盛
し
た
背
景
を
考
え
、

ま
た
「
幕
府
の
宗
教
権
威
の
あ
り
方
を
考
え
た
場
合
、
寛
永
寺
１
日
光
山
を

捨
象
す
る
こ
と
は
賢
明
で
は
な
か
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
甲
州
郡

内
地
域
を
と
り
あ
げ
て
御
師
と
寛
永
寺
末
寺
院
、
木
食
系
寺
院
と
富
士
信
仰
、

犬
台
系
寺
院
と
先
達
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
論
証
し
、
天
台
勢
力
と
先
達
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と
が
接
点
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
先
達
の
活
動
と

し
て
「
病
気
治
し
」
に
注
目
し
、
寛
永
寺
下
の
羽
黒
修
験
と
富
士
識
先
達
と

の
接
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
そ
し
て
富
士
信
仰
の
展
開
と
関
東
天
台

の
動
向
に
つ
い
て
の
位
置
づ
け
を
今
後
の
課
題
と
し
て
提
起
し
て
い
る
。

小
林
秀
樹
氏
の
論
考
で
は
、
近
代
の
「
不
二
道
孝
心
講
」
に
お
け
る
奉
仕

活
動
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
「
不
二
道
」
の
沿
革
と
小
谷
三
志
に

よ
る
組
織
の
拡
大
、
不
二
道
の
教
義
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
三
志
没
後
、

神
道
実
行
教
と
神
道
化
に
反
対
し
神
仏
儒
に
属
さ
ず
と
し
た
不
二
道
孝
心
識

に
分
裂
す
る
。
孝
心
識
で
は
実
践
活
動
の
一
環
と
し
て
「
家
業
に
励
み
、
余

得
を
貯
え
、
業
余
に
道
路
堤
塘
の
修
築
、
凶
災
救
助
に
充
て
る
」
な
ど
し
て

き
た
と
い
う
。
士
持
と
い
わ
れ
る
土
木
奉
仕
に
は
自
炊
自
弁
で
従
事
し
た
。

こ
こ
で
は
明
治
十
七
年
の
皇
居
造
営
に
際
し
て
の
士
持
に
つ
い
て
考
察
し
て

い
る
。
氏
に
よ
れ
ば
図
恩
に
対
す
る
義
務
か
ら
活
動
の
根
元
が
生
じ
、
一
連

の
奉
仕
活
動
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
し
て
、
こ
の
奉
仕
活
動
が
富
士
川
を

め
ぐ
る
日
本
人
の
心
性
の
一
形
態
を
示
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。

「
外
国
人
に
よ
る
富
士
山
研
究
」
は
、
山
中
・
犬
野
両
氏
に
よ
り
Ⅱ
頭
発
表

し
た
も
の
の
活
字
化
の
再
録
と
の
こ
と
で
あ
る
。
両
氏
と
も
に
論
文
の
内
容

を
要
約
し
て
紹
介
し
私
見
や
考
察
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
報
告

さ
れ
て
い
る
論
文
を
紹
介
す
る
だ
け
に
と
ど
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

山
中
氏
が
紹
介
す
る
の
は
、
ま
ず
、
テ
ィ
モ
シ
ー
・
ク
ラ
ー
ク
氏
に
よ
る

論
文
「
日
本
の
風
景
画
に
お
け
る
富
士
山
を
展
望
す
る
」
と
、
も
う
一
編
は

米
国
人
メ
リ
ン
ダ
・
タ
ヶ
ウ
チ
氏
に
よ
る
「
山
を
作
る
：
富
士
塚
、
江
戸
で

流
行
し
た
宗
教
と
広
重
の
「
名
所
江
戸
百
景
」
」
と
い
う
論
文
で
あ
る
。

天
野
氏
は
フ
ラ
ン
ス
人
比
較
文
学
者
に
よ
る
論
文
を
二
編
紹
介
し
て
い

法
政
史
学
第
六
十
九
号

る
。
パ
ス
カ
ル
・
モ
ン
チ
ュ
ペ
氏
の
「
北
斎
、
エ
ド
モ
ン
・
ド
・
ゴ
ン
ク
ー

ル
、
ミ
シ
ェ
ル
・
ビ
ュ
ト
ー
ル
に
よ
る
富
士
山
の
賞
賛
」
と
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・

シ
ァ
リ
ー
氏
の
「
太
宰
〈
山
〉
百
景
、
太
宰
治
の
「
富
嶽
百
景
」
に
お
け
る

山
の
ト
ポ
ス
と
日
本
の
パ
ト
ス
」
で
あ
る
。

以
上
、
本
書
の
構
成
と
そ
れ
ぞ
れ
の
論
考
に
つ
い
て
概
略
を
述
べ
て
き
た
。

筆
者
の
知
識
と
理
解
の
不
足
か
ら
正
確
に
伝
わ
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
か
と

似
う
が
、
執
筆
者
各
氏
の
ご
寛
恕
を
請
う
次
第
で
あ
る
。

本
評
を
通
読
し
て
、
内
容
の
広
範
朋
な
こ
と
に
ま
ず
圧
倒
さ
れ
た
。
ま
さ

に
い
ろ
い
ろ
な
ル
ー
ト
か
ら
「
富
士
山
」
に
登
肇
し
た
と
い
う
の
が
実
感
で

あ
る
。
一
つ
の
テ
ー
マ
に
向
か
っ
て
専
門
を
異
に
す
る
研
究
者
が
そ
れ
ぞ
れ

の
史
料
に
取
り
組
み
、
題
材
を
駆
使
し
、
長
年
の
研
究
蓄
積
を
背
景
と
し
て

提
示
し
た
、
内
容
の
濃
さ
と
真
塾
さ
に
圧
倒
さ
れ
る
の
は
当
然
と
い
え
ば
当

然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
専
門
分
野
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
広
範
な
読
者
に
本
書
の

御
一
読
を
ぜ
ひ
お
勧
め
し
た
い
所
以
で
あ
る
。
私
事
で
あ
る
が
各
論
考
か
ら

は
新
知
見
を
得
る
こ
と
も
多
々
あ
っ
た
。
た
だ
読
ん
で
納
得
し
て
し
ま
う
の

で
は
な
く
、
自
ら
の
「
富
士
山
を
め
ぐ
る
心
性
」
を
相
対
化
し
て
い
く
た
め

に
、
こ
こ
を
登
山
Ⅱ
、
或
い
は
一
介
Ⅱ
と
し
て
ｎ
分
な
り
に
今
後
も
考
え
て

い
き
た
い
と
思
う
。
岐
後
に
、
執
筆
者
各
氏
の
〈
こ
の
後
〉
の
研
究
成
果
に

つ
い
て
も
拝
読
し
た
い
と
考
え
る
の
は
筆
者
だ
け
で
は
な
い
と
思
う
、
と
お

伝
え
し
て
筆
を
欄
き
た
い
。
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