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はじめに

　
は
じ
め
に
│
│
富
士
山
を
〝
危
機
遺
産
〞
に
し
て
は
な
ら
な
い
！

　　
富
士
山
が
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
、
日
本
中
が
喜
び
に
わ
い
た
二
〇
一
三
年
六
月
二
十
二
日
。
当

初
は
登
録
か
ら
外
れ
る
と
予
測
さ
れ
て
い
た
三み

ほ
の保

松ま
つ
ば
ら原

が
、
大
逆
転
で
の
登
録
に
な
り
、
地
元
を
含
め
て

日
本
中
が
喜
び
に
わ
き
、
い
っ
そ
う
大
き
な
ニ
ュ
ー
ス
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
プ
ノ
ン

ペ
ン
で
開
催
さ
れ
た
「
世
界
遺
産
委
員
会
」
を
傍
聴
し
て
お
り
、
登
録
が
決
ま
っ
た
瞬
間
は
、
長
年
の
念

願
が
成
就
し
て
、
う
れ
し
く
て
、
仲
間
と
と
も
に
万
歳
三
唱
を
し
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
現
実
の
富
士
山
は
、
単
純
に
喜
ん
で
ば
か
り
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま

す
。
み
な
さ
ん
は
、富
士
山
の
世
界
文
化
遺
産
の
登
録
に
伴
っ
て
、難
題
と
い
え
る
六
項
目
に
お
よ
ぶ
〝
宿

題
〞
が
課
せ
ら
れ
た
こ
と
を
ご
存
じ
で
す
か
？
　
世
界
遺
産
の
登
録
の
審
議
に
際
し
て
は
、 

国
際
連
合
教

育
科
学
文
化
機
関
（
ユ
ネ
ス
コ
）
の
諮し

問も
ん

機
関
で
あ
る
国
際
記
念
物
遺
跡
会
議
（
イ
コ
モ
ス
）
の
専
門
家

た
ち
が
、
事
前
に
富
士
山
の
現
地
を
訪
れ
、
念
入
り
に
申
請
し
た
事
実
を
調
査
・
確
認
し
、
評
価
基
準
（
ク
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そ
の
宿
題
と
し
て
、
例
え
ば
、

　
●    

国
や
県
が
作
成
し
た
包
括
的
保
存
計
画
を
抜
本
的
に
見
直
す
こ
と
。

　
●    

富
士
山
信
仰
の
巡
礼
道
と
し
て
、
統
一
感
の
あ
る
登
山
道
を
整
備
す
る
こ
と
。

　
●    

入
山
制
限
に
つ
い
て
検
討
し
、
実
施
す
る
こ
と
。

　
●    

登
山
者
が
引
き
起
こ
し
て
い
る
流
土
へ
の
適
切
な
対
策
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
。

　
●    

富
士
五
湖
な
ど
の
開
発
に
対
す
る
制
御
の
措
置
を
行
う
こ
と
。

　
な
ど
の
勧
告
や
改
善
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
富
士
山
が
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
か
ら
一
年
が
経
と
う
と
し
て
い
る
今
、
こ
の
よ
う
に
難
し
い

〝
宿
題
〞
に
対
し
て
、
静
岡
県
や
山
梨
県
に
よ
っ
て
、
進
め
ら
れ
て
い
る
具
体
的
な
対
応
策
と
し
て
は
、

入
山
料
（
保
全
協
力
金
）
と
し
て
、
五
合
目
以
上
へ
の
登
山
者
か
ら
任
意
で
一
人
一
〇
〇
〇
円
を
徴
収
す

る
と
い
う
も
の
だ
け
で
す
。
も
し
も
、
二
年
後
の
期
限
ま
で
に
対
応
で
き
な
い
場
合
に
は
、
登
録
が
抹
消

さ
れ
、
恥
の
遺
産
と
い
わ
れ
て
い
る
〝
危
機
遺
産
〞
に
格
下
げ
に
な
る
お
そ
れ
に
も
直
面
し
て
い
る
の

で
す
。

　
富
士
山
は
世
界
的
に
見
て
も
、
類
い
ま
れ
な
自
然
美
を
有
す
る
「
魅
力
的
な
山
」
で
す
。
遠
く
か
ら
眺

ラ
イ
テ
リ
ア
）
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
登
録
の
是
非
を
判
断
し
、
問
題
が
な
い
範
囲
に
つ
い
て
は
登
録
の

勧
告
を
出
し
ま
す
。
し
か
し
、
未
解
決
の
問
題
が
あ
れ
ば
、
後
日
、
解
決
す
る
よ
う
に
、
宿
題
を
出
す
の

で
す
。

　
富
士
山
に
つ
い
て
は
、「
登
録
が
望
ま
し
い
」
と
勧
告
し
た
も
の
の
、
二
〇
一
六
年
の
世
界
遺
産
委
員

会
ま
で
に
、
こ
の
六
項
目
の
宿
題
に
対
し
て
解
決
の
見
通
し
を
つ
け
、
改
め
て
、
そ
れ
ら
の
宿
題
を
審
査

し
再
確
認
が
で
き
る
よ
う
、
同
年
二
月
一
日
ま
で
に
「
保
全
状
況
報
告
書
」
の
提
出
が
求
め
ら
れ
ま

し
た
。

　
富
士
山
は
世
界
自
然
遺
産
と
し
て
で
は
な
く
、
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
の
で
す
。
評
価
さ
れ
た

の
は
、
富
士
山
が
持
つ
信
仰
、
芸
術
、
景
観
に
ま
つ
わ
る
類
い
ま
れ
な
普
遍
的
な
価
値
で
あ
り
、
と
く
に

富
士
山
に
内
在
す
る
信
仰
性
が
高
く
評
価
さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
富
士
山
の
〝
過
去
〞
の
価
値

が
評
価
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
す
。

　
同
時
に
、
イ
コ
モ
ス
か
ら
は
、
今
の
富
士
山
が
抱
え
る
多
様
な
問
題
、
例
え
ば
、
環
境
保
全
や
安
全
性

の
確
保
、
開
発
の
抑
止
、
景
観
保
護
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
解
決
す
る
た
め
の
適
切
な
対
応

策
を
明
ら
か
に
し
な
さ
い
と
の
厳
し
い
指
摘
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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め
る
と
、
美
し
い
山
容
は
昔
も
今
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
自
分
の
足
で
登
っ
て
み

る
と
、
そ
の
現
場
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
被
害
が
拡
大
し
て
い
る
の
を
目
の
当
た
り
に
し
ま
す
。
そ
の
詳

し
い
状
況
は
第
二
章
で
記
し
ま
す
が
、
目
の
前
の
富
士
山
は
「
傷
だ
ら
け
の
山
」
な
の
で
す
。

　
そ
れ
に
加
え
て
、
山
開
き
を
し
て
い
る
わ
ず
か
二
か
月
間
の
登
山
者
数
は
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
毎
年

三
〇
万
人
前
後
に
上
り
、
多
い
日
は
一
日
一
万
人
以
上
に
も
な
り
ま
す
。
昨
年
八
月
下
旬
に
私
も
三
回

登
っ
て
実
感
し
た
こ
と
は
、
以
前
に
比
べ
て
登
山
道
が
広
が
り
、
凹
凸
や
浸
食
も
激
し
く
、
登
山
事
故
の

危
険
が
増
し
た
状
態
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
私
は
、
富
士
山
の
裾
野
に
あ
る
静
岡
県
三
島
市
で
育
ち
ま
し
た
。
地
元
の
人
た
ち
に
と
っ
て
、
い
つ
も

身
近
に
見
え
る
富
士
山
は
親
し
み
を
感
じ
る
も
の
の
、
そ
れ
ほ
ど
特
別
な
関
心
を
寄
せ
る
こ
と
は
な
い
当

た
り
前
の
存
在
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
中
学
二
年
の
夏
休
み
に
、
初
め
て
海
抜
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら
頂
上
ま
で

一
人
で
登
っ
て
、
そ
の
大
き
さ
と
五
合
目
ま
で
の
森
林
の
素
晴
ら
し
さ
に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。

　
一
〇
日
間
か
け
て
往
復
し
た
の
で
す
が
、
夜
は
地
元
の
人
が
家
に
泊
め
て
く
れ
て
、
お
弁
当
や
賽さ

い
せ
ん銭
ま

で
渡
さ
れ
る
。
か
わ
り
に
、
私
は
山
頂
の
富
士
山
本ほ

ん
ぐ
う宮

浅せ
ん
げ
ん
た
い
し
ゃ

間
大
社
奥お

く
み
や宮

で
そ
の
人
た
ち
の
た
め
に
御
札
を

い
た
だ
き
、
帰
り
に
泊
ま
っ
た
家
に
立
ち
寄
っ
て
渡
す
の
で
す
。
ま
さ
に
富
士
信
仰
で
あ
る
「
富
士
講こ

う

」

の
共
助
の
仕
組
み
の
大
切
さ
を
体
験
で
き
た
思
い
出
が
、
現
在
の
私
の
市
民
活
動
の
思
い
や
理
念
と
つ
な

が
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
私
が
子
ど
も
の
頃
は
、
三
島
市
は
富
士
山
か
ら
供
給
さ
れ
る
湧
き
水
が
、
美
し
い
水
辺
の
風
景
や
環
境

を
形
成
し
て
い
る
、「
水
の
都
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
上
流
地
域

に
お
い
て
産
業
活
動
が
活
発
と
な
り
、
地
下
水
利
用
型
の
企
業
の
進
出
が
拡
大
。
地
下
水
が
大
量
に
汲
み

上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
よ
く
遊
ん
だ
川
や
湧
水
地
か
ら
湧
き
水
が
消
え
、
環
境
は
悪
化
の
一
途
を
辿

り
ま
し
た
。

  「
水
の
都
・
三
島
」
の
環
境
再
生
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、〝
恵
み
の
山
、
母
な
る
山
〞
で
あ
る
富
士
山

の
環
境
保
全
が
重
要
だ
と
い
う
長
期
的
な
信
念
を
持
ち
、
ま
ず
は
、
足
元
の
活
動
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。
地
元
の
川
の
水
辺
再
生
に
着
手
す
る
た
め
、
市
民
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
行
政
・
企
業
が
連
携
し
た
新
た

な
地
域
協
働
型
の
市
民
組
織
で
あ
る
、「
グ
ラ
ウ
ン
ド
ワ
ー
ク
三
島
」
を
一
九
九
二
年
九
月
に
立
ち
上
げ

た
の
で
す
。
ま
る
で
ゴ
ミ
捨
て
場
の
よ
う
に
汚
れ
て
い
た
源げ

ん

兵べ

え衛
川
を
、
ホ
タ
ル
が
飛
び
交
う
美
し
い
川

に
再
生
し
た
り
、
三
島
の
ま
ち
か
ら
消
え
た
水
中
花
・
三
島
梅ば

い

花か

も藻
を
復
活
さ
せ
る
な
ど
、
二
二
年
に
わ
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た
り
三
島
市
内
六
〇
か
所
で
市
民
た
ち
に
よ
る
実
践
的
な
活
動
を
行
い
、
環
境
改
善
の
成
果
と
実
績
を
残

し
て
き
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
私
な
り
の
市
民
活
動
の
か
た
ち
が
見
え
て
き
た
一
九
九
八
年
に
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
富
士
山
ク

ラ
ブ
」
を
設
立
。
富
士
山
の
ゴ
ミ
や
し
尿
問
題
に
取
り
組
み
、
多
く
の
市
民
や
企
業
の
支
援
を
受
け
、
富

士
山
の
五
合
目
と
山
頂
に
計
三
基
の
バ
イ
オ
ト
イ
レ
を
設
置
し
ま
し
た
。

　
今
で
は
「
富
士
山
学
」
と
い
う
富
士
山
に
関
わ
る
総
合
学
的
な
新
た
な
学
問
分
野
を
提
唱
、
発
意

し
て
、
私
の
職
場
で
あ
る
都つ

る留
文
科
大
学
や
そ
の
他
の
大
学
な
ど
で
教
え
て
い
ま
す
。
始
め
た
当
初
、

都
留
文
科
大
学
で
の
受
講
生
は
、
四
〇
人
ほ
ど
で
し
た
が
、
七
年
目
を
迎
え
た
現
在
で
は
、
学
生
た
ち
の

富
士
山
へ
の
関
心
と
興
味
が
高
ま
り
、一
四
〇
人
ま
で
に
増
え
ま
し
た
。
富
士
山
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

さ
ら
に
自
分
の
故
郷
の
自
然
や
地
域
資
源
、
産
業
な
ど
の
あ
り
方
に
関
心
を
寄
せ
、
課
題
解
決
に
対
し
て

問
題
意
識
を
持
つ
学
生
が
、
そ
れ
だ
け
増
え
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
二
五
年
以
上
も
富
士
山
と
関
わ
っ
て
き
て
感
じ
る
の
は
、
富
士
山
は
世
界
文
化
遺
産
と
し

て
、
本
当
に
ふ
さ
わ
し
い
の
か
、
登
録
さ
れ
て
よ
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
と
懸
念
で
す
。
今
の
富
士
山

は
、
国
内
外
の
人
々
も
認
め
る
素
晴
ら
し
い
魅
力
を
内
在
し
て
い
る
「
光
」
の
部
分
と
、
私
た
ち
が
早
急

に
対
策
を
施
す
べ
き
重
々
し
い
社
会
的
課
題
と
い
え
る
「
影
」
の
部
分
を
併
せ
持
っ
て
い
ま
す
。
は
た
し

て
そ
の
こ
と
が
、
ど
れ
だ
け
認
識
さ
れ
て
い
る
の
か
。

　
今
回
の
世
界
文
化
遺
産
登
録
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
富
士
山
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
今
だ
か
ら

こ
そ
、
も
っ
と
多
く
の
国
民
に
富
士
山
の
現
状
と
課
題
を
知
っ
て
も
ら
い
、
自
分
自
身
の
問
題
と
し
て
具

体
的
に
何
が
で
き
る
の
か
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
を
主
体
的
に
考
え
て
も
ら
い
た
い
。
そ
う
い
う
強
い

願
い
と
思
い
を
込
め
て
、
富
士
山
を
取
り
巻
く
「
光
と
影
」
に
つ
い
て
、
綴
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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14

　
真
の
姿
を
伝
え
る
「
富
士
山
学
」

 

「
富
士
山
│
│
信
仰
の
対
象
と
芸
術
の
源
泉
」。
こ
れ
が
、
二
〇
一
三
年
六
月
二
十
二
日
に
富
士
山
が
世

界
文
化
遺
産
と
し
て
登
録
さ
れ
た
正
式
な
名
称
で
す
。
つ
ま
り
、
ユ
ネ
ス
コ
に
評
価
さ
れ
た
の
は
信
仰
の

山
で
あ
る
点
と
、
芸
術
の
セ
ン
ス
を
刺
激
し
て
き
た
景
観
で
す
。
で
も
、
日
本
の
シ
ン
ボ
ル
、
日
本
人
の

心
と
も
い
わ
れ
る
富
士
山
の
価
値
は
そ
れ
だ
け
で
し
ょ
う
か
。

　
富
士
山
は
、
多
様
な
価
値
が
複
合
的
、
重
層
的
に
か
ら
み
合
っ
て
い
る
山
で
す
。
文
化
、
歴
史
、
宗
教

性
な
ど
を
有
し
、
地
勢
、
地
質
、
水
理
と
い
っ
た
自
然
科
学
か
ら
の
視
点
に
お
い
て
も
大
い
に
魅
力
的
で
、

さ
ら
に
は
周
辺
に
富
士
山
の
恵
み
を
ベ
ー
ス
と
し
た
人
々
の
暮
ら
し
、
産
業
が
あ
り
、
経
済
や
環
境
社
会

学
の
側
面
か
ら
考
え
て
も
た
く
さ
ん
の
要
素
を
含
み
持
っ
て
い
ま
す
。
加
え
て
、
富
士
山
の
姿
を
見
る
こ

と
で
心
穏
や
か
に
な
り
、
裾
野
の
森
を
歩
く
と
気
持
ち
が
落
ち
着
く
な
ど
、
日
本
人
に
は
神
秘
的
と
も
い

え
る
癒
し
効
果
ま
で
そ
な
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
、
言
い
知
れ
ぬ
元
気
と
勇
気
を
受
け
ら
れ
る
、
巨

大
な
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
で
も
あ
り
ま
す
。

　
こ
う
考
え
る
と
、
富
士
山
は
多
数
の
学
部
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
術
的
な
分
野
が
重
な
り
合
っ
て
い

る
総
合
大
学
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
私
は
長
年
、
富
士
山
の
現
場
に
携
わ
っ
て
き
て
、
こ
の
複
雑
多
岐
な

富
士
山
の
真
の
姿
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
膨
大
な
富
士
山
情
報
を
総
合
的
、
体
系
的
に
、
た
く

さ
ん
の
〝
棚
〞
に
整
理
し
て
、
各
分
野
の
〝
棚
〞
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
開
け
な
が
ら
、
人
々
に
富
士
山
情
報

を
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
「
富
士
山
学
」
の
始
ま
り
で
す
。

　
二
〇
〇
四
年
か
ら
、
富
士
山
学
の
講
座
を
始
め
、
そ
の
四
年
後
か
ら
山
梨
県
の
都
留
文
科
大
学
に
お
い

て
も
講
義
を
開
始
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
棚
か
ら
富
士
山
情
報
を
取
り
出
し
、
現
在
の
富
士
山
に
も
た
ら
さ
れ

た
〝
光
と
影
〞

―
光
は
魅
力
や
不
思
議
、
可
能
性
で
あ
り
、
影
は
負
の
遺
産
や
環
境
問
題
を
は
じ
め
と

し
た
傷
つ
い
た
満
身
創
痍
の
状
況

―
を
伝
え
て
い
ま
す
。

  〝
光
と
影
〞
と
は
、
喜
び
や
苦
し
み
の
よ
う
に
、
本
来
、
私
た
ち
の
社
会
や
日
常
生
活
の
中
で
生
じ
て
い

る
も
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
人
間
の
現
実
的
な
有
り
様
や
社
会
問
題
を
、
富
士
山
が
そ
の
ま
ま
背
負
っ
て

し
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
、
多
く
の
日
本
人
は
世
界
文
化
遺
産
登
録
を
単
純
に
喜
び
騒
い
で
い
る

だ
け
で
、
富
士
山
で
今
、
現
実
的
に
何
が
起
き
て
い
る
の
か
、
何
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
ほ
と
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ん
ど
の
人
が
知
り
ま
せ
ん
。
厳
し
い
言
い
方
を
す
れ
ば
、
知
ら
な
い
ま
ま
、
も
し
か
し
た
ら
〝
影
〞
を
つ

く
り
出
す
原
因
者
に
も
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
皮
肉
な
状
況
に
あ
る
と
い
え
る
の
で
す
。

　
だ
か
ら
こ
そ
、
富
士
山
の
現
実
の
姿
を
知
っ
て
も
ら
い
、
と
く
に
、
影
に
つ
い
て
は
残
念
に
恥
ず
か
し

く
思
う
反
省
の
気
持
ち
を
、
今
後
の
自
分
自
身
の
懺ざ

ん

悔げ

の
教
訓
と
し
て
生
か
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
学
生
た
ち
に
は
、「
富
士
山
学
」
を
富
士
山
の
〝
光
と
影
〞
の
多
様
な
情
報
を
学
べ
る
場
と
短
絡
的

に
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
つ
ね
に
自
分
の
故
郷
の
問
題
と
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
、
イ
メ
ー
ジ
す
る
よ
う

に
伝
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
故
郷
に
は
、
魅
力
的
で
美
し
い
里
山
や
森
、
川
、
水
田
、
歴
史
的
な
建

造
物
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
い
ず
れ
も
時
代
の
推
移
と
と
も
に
劣
化
、
荒
廃
し
、
改
変
、
消
滅
し
始

め
て
き
て
い
る
は
ず
で
す
。

　
そ
の
故
郷
の
事
実
と
富
士
山
の
事
実
は
、
同
じ
よ
う
な
要
因
や
原
因
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
て
お
り
、

相
互
の
関
連
性
と
同
類
性
が
高
い
の
で
す
。
富
士
山
で
起
き
て
い
る
ゴ
ミ
や
し
尿
問
題
、
オ
ー
バ
ー
ユ
ー

ス
（
過
剰
使
用
）
に
よ
る
多
様
な
社
会
問
題
は
、
日
本
全
国
の
山
や
地
域
な
ど
で
も
起
き
て
お
り
、
非
常
に

類
似
性
が
高
い
。
そ
ん
な
こ
と
か
ら
、「
富
士
山
学
」
で
学
ん
だ
こ
と
を
ベ
ー
ス
に
、
富
士
山
と
故
郷
を
改

善
、
改
良
し
て
い
く
た
め
の
具
体
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ん
で
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
　

精進峠よりの富士山をのぞむ

＊写真クレジットのないものは、撮影・中川雄三

宝永 4（1707）年に起きた宝永大噴火の火口 ⓒ渡辺豊博

富
士
山
の
信
仰
、
芸
術
、
景
観
が

世
界
文
化
遺
産
と
し
て
評
価
さ
れ
た
。
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富士山本宮浅間大社。全国の浅間神社の総本社であり、富士信仰
の中心地として知られる。「富士山─信仰の対象と芸術の源泉」の
構成資産の一つとして世界文化遺産に登録された。下の写真は本
宮境内の「湧玉池」。この池は富士山の湧水が湧き出し、国の特別
天然記念物に指定されている（写真提供・富士山本宮浅間大社）

富士山本宮浅間大社奥宮。富士山 8合目以上は奥宮境内地で
あり、約 120万坪の広さとなっている。古来、富士山は富士
山本宮浅間大社の御神体として崇められる神聖地である（写真
提供・富士山本宮浅間大社）

荒
ぶ
る
山
を
仰
ぎ
見
な
が
ら
、

噴
火
と
い
う
怒
り
が

鎮
ま
る
よ
う
に
と
願
っ
た
。

河口浅間神社は、貞観大噴火の翌年に建立された。拝殿には「鎮爆」の文字が掲げら
れた額がある（写真提供・公益社団法人やまなし観光推進機構）
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江戸の登山の様子を描いた
「冨士山諸人参詣之図」。歌
川国輝画、慶応元年（1865
年）。江戸時代の登山に関
わる文献を見てみると、登
山者は無理な登り方をせず
に、5～ 8 合目でご来光を
拝んでいた（富士吉田市歴
史民俗博物館蔵）

富士塚・品川富士。東京都内に現存する富士塚は、50ほどといわれている。品川神
社内にあり、都内では最も高い 15メートル級 ⓒ渡辺豊博

山宮浅間神社。富士山をのぞむ遥拝所。全国に約 1300社ある浅間神社の中でこの山
宮浅間神社が最古と考えられている（写真提供・富士宮市役所）

登
拝
信
仰
の
中
で

「
共
助
の
仕
組
み
」
を
作
り
、

地
域
の
一
体
化
、
団
結
力
が
図
ら
れ
た
。



2223

第一章 ❖ 日本人なら知っておきたい「富士山学」

金明水、銀明水。頂上のわずかな落差によって湧く御霊水。登拝者
はこのお水を受けて浅間大神の御神徳を戴く。金明水（写真上）は、
久須志神社の西北方、白山岳の麓に、銀明水（写真下）は、御殿場
口登下山道の起点にある（写真提供・富士山本宮浅間大社）

白糸の滝。富士山の雪解け水が、絶壁から湧き出す。高さ 20m・200ｍの湾曲した
絶壁から、大小数百の滝が流れ落ちる  ⓒ渡辺豊博

天然記念物である忍野八海。富士山の伏流水に水源を発する。この「湧池」
は、湧水量が豊富で、深い水底の景観が美しい（写真提供・忍野村）

「
水
の
山
」
の
恵
み
を

守
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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　24

富士山信仰の代表的な絵画「絹本著色富士曼荼羅図」。室町時代の狩野元信に
よる作品とされる。富士山信仰の代表的な絵画で、登山の情景や、駿河湾や
三保松原なども描かれている（富士山本宮浅間大社蔵）

　
現
実
社
会
の
中
で
自
分
自
身
が
何
が
で
き
る
の
か
、
何
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
、
自
ら
の
社
会

的
な
責
任
を
明
確
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
ほ
し
い
の
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
富
士
山
が
変
わ
る
と
き
に
は
故
郷

も
変
わ
り
、
日
本
全
体
も
変
わ
る
。
受
講
生
の
若
者
た
ち
に
は
、
そ
の
原
動
力
、
牽
引
役
に
な
っ
て
ほ
し

い
と
期
待
し
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
て
い
ま
す
。

　
さ
て
、
富
士
山
の
影
に
つ
い
て
は
第
二
章
で
詳
し
く
説
明
し
ま
す
が
、
こ
う
し
た
悲
し
い
現
状
が
あ
る

も
の
の
、
言
い
換
え
れ
ば
、
富
士
山
は
日
本
の
人
々
に
現
在
の
社
会
の
現
実
を
わ
か
り
や
す
く
知
ら
し
め

る
こ
と
が
で
き
る
「
生
き
た
教
材
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
富
士
山
は
、
当
然
、
限
り
な
く
美
し
く
素

晴
ら
し
い
山
で
あ
る
と
同
時
に
、
母
な
る
山
、
恵
み
の
山
と
し
て
我
々
に
、「
自
分
自
身
の
社
会
的
責
任

を
的
確
に
果
た
し
な
さ
い
」
と
、
優
し
く
、
厳
格
に
「
人
間
教
育
」
を
施
し
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え

て
な
り
ま
せ
ん
。
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富
士
山
の
な
り
た
ち
と
壮
大
な
自
然

　
こ
こ
か
ら
は
富
士
山
の
〝
光
〞
に
つ
い
て
、
そ
の
歴
史
と
自
然
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　
最
近
で
は
、雑
誌
や
テ
レ
ビ
で
も
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、富
士
山
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
「
活

火
山
」
な
の
で
す
。
現
在
は
、
静
か
に
眠
っ
た
ふ
り
を
し
て
い
る
だ
け
で
、
近
々
に
噴
火
し
て
も
お
か
し

く
な
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
国
の
中
央
防
災
会
議
の
予
測
で
は
、
こ
の
三
〇
年
以
内
で
爆
発
す
る
確
率

は
、
七
〇
％
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
世
界
で
も
数
少
な
い
玄げ

ん

武ぶ

岩が
ん

で
で
き
た
巨
大
な
成
層
火
山
で
あ

り
、
年
齢
は
約
一
〇
万
年
歳
で
す
。
日
本
の
火
山
の
年
齢
は
五
〇
万
年
歳
〜
一
〇
〇
万
年
歳
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
か
ら
、
富
士
山
は
ま
だ
若
い
火
山
で
す
。

　
記
録
に
残
っ
て
い
る
も
っ
と
も
古
い
噴
火
は
、
奈
良
時
代
の
『
続
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
て
い
る

七
八
一
年
。
そ
の
後
、
平
安
時
代
に
は
三
度
に
わ
た
っ
て
大
き
な
噴
火
を
繰
り
返
し
、
な
か
で
も
八
六
四

年
の 

貞じ
ょ
う
が
ん観

大
噴
火
は
、
の
ち
の
宝ほ

う
え
い永

大
噴
火
と
並
ん
で
史
上
最
大
の
噴
火
規
模
と
見
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
安
時
代
以
降
は
、
一
〇
〇
〜
一
五
〇
年
ご
と
に
噴
火
が
起
き
て
い
た
の
で
す
が
、
一
七
〇
七
年
の
宝
永

大
噴
火
を
最
後
に
、
現
在
ま
で
三
〇
〇
年
以
上
も
沈
黙
が
続
い
て
い
ま
す
。

　
標
高
三
七
七
六
メ
ー
ト
ル
の
富
士
山
は
、
世
界
的
に
見
て
も
有
数
の
高
山
。
裾
野
を
広
げ
た
美
し
い

円え
ん
す
い錐

形
の
山
容
は
、
過
去
の
た
び
重
な
る
噴
火
に
よ
っ
て
一
万
年
前
か
ら
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

富
士
山
は
こ
の
た
び
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
ベ
ー
ス
に
は
世
界
自
然
遺
産
に
匹
敵

す
る
類
い
ま
れ
な
る
豊
か
な
自
然
美
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
条
件
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
と
り
わ
け
世
界
的
な
規
模
で
素
晴
ら
し
い
の
は
、
富
士
山
の
五
合
目
以
下
に
広
が
る
森
林
地
帯
で
す
。

標
高
に
よ
っ
て
気
象
条
件
が
大
き
く
異
な
る
た
め
、
一
合
目
か
ら
登
る
に
連
れ
て
森
の
表
情
、
植
物
相
が

次
々
と
変
化
し
て
い
く
様
子
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
を
「
垂
直
分
布
」
と
呼
び
ま
す
が
、
富
士
山
か
ら
北

海
道
ま
で
移
動
し
た
と
き
に
見
ら
れ
る
森
林
・
林
相
（
森
の
種
類
・
顔
）
の
水
平
分
布
と
同
じ
変
化
が
見

ら
れ
、
か
た
や
垂
直
に
三
キ
ロ
、
か
た
や
水
平
に
一
〇
〇
〇
キ
ロ
近
く
と
い
う
極
端
な
距
離
の
違
い
を
考

え
る
と
、
富
士
山
が
い
か
に
多
彩
な
「
自
然
の
宝
庫
」
で
あ
る
か
を
実
感
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
豊
穣
な
森
林
こ
そ
富
士
山
の
最
大
の
財
産
、
価
値
で
あ
り
、
昔
の
人
々
は
こ
の
森
林
地
帯
の
中
を

歩
き
な
が
ら
壮
大
な
自
然
に
感
嘆
し
、
こ
の
森
に
身
近
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
森
の
仕
組
み
や
大
切
さ
、
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人
間
と
の
共
生
の
関
係
や
知
恵
な
ど
に
つ
い
て
、
自
然
に
学
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
森

で
の
学
び
と
体
験
の
プ
ロ
セ
ス
が
、
富
士
山
を
登
る
本
質
的
な
意
義
・
意
味
で
あ
り
、
富
士
山
は
私
た
ち

の
人
間
力
を
育
成
し
研
鑽
し
て
く
れ
る
「
生
き
た
教
材
」
と
も
い
え
ま
す
。

　
し
か
し
、
一
九
六
四
年
十
月
一
日
、
山
梨
県
側
に
富
士
ス
バ
ル
ラ
イ
ン
が
開
通
し
て
五
合
目
ま
で
簡
単

に
車
で
行
け
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、富
士
山
は
「
信
仰
の
山
」
か
ら
「
観
光
の
山
」
へ
と
、

劇
的
に
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
富
士
山
観
光
が
五
合
目
観
光
と
な
り
、
観
光
の
一
極
集
中
化
が
始

ま
っ
た
の
で
す
。
大
量
の
観
光
客
が
大
型
バ
ス
や
車
で
富
士
山
五
合
目
に
押
し
か
け
、
お
土
産
物
屋
で
買

い
物
を
楽
し
み
、
ト
イ
レ
を
済
ま
せ
、
簡
単
に
富
士
山
頂
を
眺
め
て
、
裾
野
の
ホ
テ
ル
に
宿
泊
す
る

│

こ
ん
な
観
光
ス
タ
イ
ル
が
富
士
山
観
光
の
定
番
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
こ
の
交
通
や
登
山
ア
ク
セ
ス
の
向
上
が
、
オ
ー
バ
ー
ユ
ー
ス
（
過
剰
使
用
）
を
誘
発
し
、
環
境
問
題
な

ど
の
拡
大
を
助
長
し
た
と
い
え
ま
す
。
も
っ
た
い
な
い
こ
と
に
、
多
く
の
観
光
客
や
登
山
者
が
目
指
す
の

は
〝
は
げ
山
〞
で
す
。
そ
れ
は
自
然
の
面
白
み
の
な
い
五
合
目
か
ら
頂
上
ま
で
の
区
間
で
あ
り
、
五
合
目

の
下
に
広
が
る
魅
力
的
な
森
を
訪
れ
る
人
は
少
な
く
、
歴
史
的
な
古
道
は
い
つ
も
閑
散
と
し
て
い
ま
す
。

ま
さ
に
、
富
士
山
観
光
の
本
質
性
と
は
何
か
が
問
わ
れ
始
め
て
い
ま
す
。

　
噴
火
の
恐
れ
か
ら
「
富
士
講
」
と
い
う
信
仰
へ

　
富
士
山
は
万
葉
時
代
か
ら
「
不
二
山
」「
不
尽
山
」
と
書
か
れ
、
人
々
が
崇
拝
し
、
畏
敬
の
念
と
と
も

に
崇
め
眺
め
る
対
象
で
し
た
。「
不
二
山
」
は
二
つ
と
な
い
美
し
き
山
、「
不
尽
山
」
は
素
晴
ら
し
さ
の
尽

き
な
い
山
と
い
っ
た
意
味
で
し
ょ
う
。

　
確
か
に
あ
の
山
容
は
、
視
界
に
入
る
だ
け
で
私
た
ち
の
心
を
魅
了
し
ま
す
。
た
だ
、
富
士
山
の
存
在
が

社
会
で
大
き
く
注
目
さ
れ
た
最
大
の
理
由
は
、
噴
火
を
起
こ
す
活
火
山
で
あ
っ
た
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
富
士
山
は
た
び
た
び
噴
火
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
噴
火
の
直
前
に
大
き
な
地

震
が
発
生
し
た
り
、
溶
岩
が
流
れ
る
と
周
囲
の
森
や
家
、
畑
が
燃
え
て
、
火
山
灰
に
よ
り
川
底
が
上
が
っ

て
雨
が
降
る
と
氾
濫
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
災
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
大
量
の
火
山
灰
が

噴
き
上
が
り
、
関
東
一
帯
か
ら
時
に
は
東
北
地
方
ま
で
も
広
範
囲
に
飛
び
、
太
陽
の
光
を
遮
り
、
農
作
物

が
大
凶
作
と
な
っ
て
飢
饉
を
巻
き
起
こ
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
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こ
の
よ
う
な
厳
し
い
事
態
に
見
舞
わ
れ
る
た
び
に
、
日
本
人
の
潜
在
意
識
の
中
で
富
士
山
は
噴
火
を
引

き
起
こ
す
恐
い
山
と
い
う
思
い
が
受
け
継
が
れ
、
荒
ぶ
る
山
を
仰
ぎ
見
な
が
ら
、
噴
火
と
い
う
怒
り
が
鎮

ま
る
よ
う
に
と
願
っ
た
の
で
す
。
代
表
的
な
富
士
信
仰
と
い
え
ば
浅
間
信
仰
で
す
が
、
そ
の
拠
点
と
な
る

富
士
山
本ほ

ん
ぐ
う
せ
ん
げ
ん
た
い
し
ゃ

宮
浅
間
大
社
は
、
十
一
代
垂す

い
に
ん仁

天
皇
が
噴
火
の
つ
め
跡
を
憂
い
て
山
霊
を
鎮
め
た
の
が
起
源
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、 

貞
観
大
噴
火
の
翌
年
に
天
皇
の
勅
命
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
河か

わ
ぐ
ち
あ
さ
ま

口
浅
間
神
社
は
、

拝
殿
に
現
在
も
「
鎮
爆
」
の
文
字
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
富
士
信
仰
の
礎
に
は
、
山
体
を

崇
拝
す
る
と
同
時
に
火
を
噴
く
山
を
鎮
め
た
い
と
い
う
願
い
が
あ
り
ま
し
た
。
浅
間
信
仰
の
ご
祭
神
は
日

本
神
話
に
登
場
す
る
女
神
の
木こ

の
は
な花
之の

佐さ

く

や

久
夜
毘ひ

め
の
み
こ
と

売
命
で
、
別
称
は
浅あ

さ
ま
の
お
お
か
み

間
大
神
。
火
の
神
で
あ
り
、
水
の
神

と
も
い
わ
れ
、
ま
さ
し
く
ご
神
体
で
あ
る
富
士
山
を
鎮
め
る
神
で
す
。

　
富
士
信
仰
に
お
い
て
、
富
士
山
は
長
ら
く
麓
か
ら
仰
い
で
祈
る
〝
遙よ

う
は
い拝

〞
の
対
象
で
し
た
が
、
鎌
倉
、

平
安
時
代
か
ら
一
部
の
山
岳
修
行
者
た
ち
が
登
っ
て
荒
行
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
室
町
時
代
に
入
っ

て
火
山
活
動
が
落
ち
着
く
と
、
修
行
者
は
ま
す
ま
す
増
え
て
い
き
、
富
士
山
は
〝
登と

う
は
い拝

〞
す
る
山
へ
と
変

化
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、
江
戸
時
代
に
は
長
谷
川
角か

く
ぎ
ょ
う

行
を
開
祖
と
す
る
「
富
士
講
」
が
盛
ん
と
な
り
、
各
地
か
ら
大
勢

の
一
般
庶
民
が
富
士
山
に
〝
登
拝
〞
す
る
た
め
に
集
ま
り
ま
し
た
。
白

し
ろ
し
ょ
う
ぞ
く

装
束
に
身
を
包
み
金こ

ん
ご
う剛

棒
を
杖
と

し
て
、
各
地
の
水
場
・
お
浄
め
所
で
身
を
清
め
、
一
合
目
か
ら
徒
歩
で
富
士
山
に
登
っ
て
神
に
近
づ
く
の

で
す
。
険
し
い
山
道
を
進
む
苦
し
み
の
中
で
唱
え
る
の
は
、「
懺
悔
懺
悔
、 

六ろ
っ
こ
ん
し
ょ
う
じ
ょ
う

根
清
浄
」
の
言
葉
。
自
分

自
身
を
見
つ
め
直
し
、
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
・
意
の
六
根
を
清
め
れ
ば
、
罪
が
許
さ
れ
新
し
い
自
分
に

生
ま
れ
変
わ
れ
る
と
い
う
信
仰
で
し
た
。
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地
域
に
共
助
の
仕
組
み
を
つ
く
っ
た
「
富
士
講
」

 「
富
士
講
」
と
は
、
富
士
山
を
ご
神
体
と
し
て
組
織
的
に
富
士
山
参
拝
を
行
う
人
々
の
集
ま
り
で
、
江
戸

を
は
じ
め
各
地
に
数
多
く
あ
り
ま
し
た
。
当
時
の
隆
盛
ぶ
り
は
「
江
戸
は
広
く
て
八
百
八
町
、
八
百
八
町

に
八
百
八
講
」
と
謳
わ
れ
た
ほ
ど
。
場
所
に
よ
っ
て
は
自
分
の
脚
で
往
復
一
か
月
以
上
も
か
け
、
道
中
、

禊み
そ
ぎを
し
な
が
ら
麓
に
た
ど
り
着
き
、
修
行
を
し
な
が
ら
登
っ
て
下
り
て
ま
た
帰
る
と
い
う
旅
は
、
か
な
り

の
体
力
と
費
用
を
必
要
と
し
ま
す
。
そ
こ
で
、
地
域
や
集
落
か
ら
代
表
者
を
選
び
、
ほ
か
の
メ
ン
バ
ー
が

お
金
や
食
料
を
出
し
合
っ
て
そ
の
人
を
富
士
山
へ
と
送
り
出
し
ま
し
た
。

　
私
は
「
共
助
の
仕
組
み
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
登
拝
信
仰
の
中
で
助
け
合
い
の
仕
組
み
を
つ
く
り
、

地
域
の
一
体
化
、
団
結
力
が
図
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
遥
か
遠
く
で
は
あ
っ
て
も
、
実
際
に
自
分
た
ち
の
瞳

が
と
ら
え
る
富
士
山
の
姿
は
明
確
な
目
標
と
な
っ
て
、
助
け
合
い
の
精
神
を
育
て
、
支
え
た
こ
と
で
し
ょ

う
。

　
地
域
の
代
表
と
し
て
登
拝
し
た
人
は
、
頂
上
で
メ
ン
バ
ー
全
員
分
の
お
札
を
も
ら
い
、
富
士
山
の
大
き

な
石
を
拾
っ
て
持
ち
帰
っ
て
故
郷
の
富
士
塚
に
積
み
上
げ
ま
す
。
そ
し
て
、登
拝
者
が
富
士
塚
を
「
懺
悔
、

懺
悔
」
と
唱
え
て
登
る
と
、
仲
間
た
ち
は
同
じ
よ
う
に
後
ろ
に
付
い
て
歩
き
、
富
士
塚
を
見
な
が
ら
実
際

に
登
っ
た
人
の
苦
し
み
や
喜
び
、
感
動
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
、
ご
利
益
を
分
配
し
て
も
ら
う
の
で
す
。

　
ま
た
、
登
拝
者
の
身
体
に
触
れ
た
り
、
い
わ
ゆ
る
〝
ハ
グ
〞
を
し
て
、
自
分
に
福
、
ご
利
益
を
呼
び
込

み
ま
し
た
。
東
京
都
内
で
は
方
々
に
い
く
つ
も
富
士
塚
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
大
き
さ
は
み
ん
な
で

助
け
合
い
、
代
表
者
を
送
り
続
け
た
長
い
歳
月
の
証
。
品
川
神
社
に
あ
る
品
川
富
士
は
都
内
で
も
っ
と
も

大
き
な
富
士
塚
で
、
現
在
は
誰
で
も
自
由
に
登
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
私
は
中
学
二
年
の
夏
休
み
に
初
め
て
富
士
山
に
登
り
、
富
士
講
の
仕
組
み
が
地
元
の
伝
統
文
化
や
し
き

た
り
と
し
て
残
っ
て
い
る
こ
と
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
沼
津
市
の
千
本
浜
か
ら
直
線
距
離
で

三
五
キ
ロ
で
す
が
、
須す

ば
し
り
ぐ
ち

走
口
か
ら
御ご

殿て
ん

場ば

を
通
っ
て
右
往
左
往
し
て
い
る
道
を
、
一
〇
日
間
か
け
て
往
復

し
ま
し
た
。
歩
い
て
い
る
と
知
ら
な
い
人
が
車
で
駆
け
つ
け
お
賽
銭
を
渡
さ
れ
、
夜
は
地
元
の
人
た
ち
が

家
に
泊
め
て
く
れ
て
高
級
な
羽
布
団
を
敷
き
、
翌
朝
に
は
お
弁
当
ま
で
作
っ
て
送
り
出
し
て
く
れ
る
。
地

元
の
人
た
ち
に
と
っ
て
私
は
登
拝
の
代
表
者
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
代
わ
り
に
、
頂
上
の
浅
間
大
社
奥
宮
で
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た
く
さ
ん
の
お
札
を
買
い
、大
き
な
判
子
を
押
し
て
も
ら
い
帰
り
に
は
配
っ
て
歩
き
ま
し
た
。
現
在
で
は
、

ほ
ぼ
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
富
士
講
で
す
が
、
い
ま
だ
に
そ
の
ご
く
一
部
が
残
っ
て
登
山
が
続
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
こ
う
な
る
と
、
富
士
講
は
確
か
に
富
士
山
を
信
じ
る
宗
教
で
す
が
、
同
時
に
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を

つ
く
り
、
団
結
力
を
養
っ
て
み
ん
な
で
助
け
合
う
仕
組
み
を
学
ぶ
機
会
で
も
あ
り
ま
す
。
富
士
山
へ
の
出

発
に
向
け
て
愛
郷
心
を
強
め
、
日
本
の
シ
ン
ボ
ル
に
登
る
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
目
標
が
達
成
さ
れ
る

と
、
富
士
山
と
い
う
日
本
の
心
に
近
づ
い
た
喜
び
が
愛
国
心
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
私
は
、
富
士

講
は
日
本
人
と
し
て
の
国
民
意
識
を
醸
成
す
る
た
め
の
、
一
種
の
社
会
教
育
活
動
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
ま
す
。

　
何
し
ろ
日
本
の
人
口
が
現
在
の
四
分
の
一
程
度
だ
っ
た
時
代
に
、
わ
ず
か
二
か
月
で
二
万
人
が
一
合
目

か
ら
歩
い
て
登
っ
て
い
る
。
し
か
も
西
日
本
は
伊
勢
参
り
が
主
流
で
す
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
が
東
日
本
、
な

か
で
も
関
東
地
域
の
人
た
ち
が
中
心
で
す
。
江
戸
中
期
は
文
化
程
度
の
高
い
、
比
較
的
豊
か
な
バ
ブ
ル
の

時
代
で
し
た
か
ら
、
庶
民
の
心
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
て
治
安
体
制
を
確
立
す
る
役
割
も
担
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　
自
然
と
の
共
生
を
登
拝
で
学
ぶ

　
登
拝
が
盛
ん
と
な
る
に
伴
い
、
い
く
つ
か
の
登
山
道
が
開
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
登
拝
者
の
宿
泊
場
所
と

な
る
「
御お

し師
」
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
登
拝
は
「
先せ

ん
だ
つ達
」
と
い
う
修
行
僧
が
率
い
、
神
事
を
行
い
、
い
ろ
い

ろ
な
世
話
を
し
て
く
れ
ま
す
。「
御
師
」
で
は
、
先
達
が
登
拝
者
た
ち
に
富
士
講
の
意
義
や
人
間
の
生
き

る
べ
き
道
を
語
り
、
安
全
な
登
山
の
方
法
や
環
境
に
負
荷
を
か
け
な
い
自
然
と
の
共
生
の
知
恵
を
授
け
ま

し
た
。

　
例
え
ば
、
登
拝
の
際
は
現
在
の
金
額
で
三
五
〇
〇
円
ほ
ど
の
入
山
料
を
払
い
、
杉
チ
ッ
プ
を
敷
き
詰
め

た
小
箱
を
も
ら
っ
て
、
道
中
は
そ
の
中
で
用
を
足
し
て
持
ち
帰
っ
て
く
る
こ
と
が
決
ま
り
で
し
た
。
ご
神

体
で
あ
る
富
士
山
を
汚
す
こ
と
な
ど
も
っ
て
の
ほ
か
で
あ
り
、
今
で
い
う
携
帯
用
ト
イ
レ
を
使
っ
て
い
た

の
で
す
。
先
達
は
現
代
の
エ
コ
ツ
ア
ー
ガ
イ
ド
や
レ
ン
ジ
ャ
ー
（
自
然
保
護
官
）
の
よ
う
な
役
割
も
担
っ
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て
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
ツ
ア
ー
の
よ
う
に
複
数
で
登
る
た
め
お
互
い
を
思
い
や
り
、
助
け
合
う
気
持
ち
も
求
め
ら
れ
ま

す
。
必
ず
し
も
み
ん
な
が
同
じ
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
健
脚
と
は
限
ら
ず
、
優
し
さ
を
持
っ
て
助
け
合
わ
な
け

れ
ば
目
標
を
達
成
で
き
ま
せ
ん
。
こ
う
し
て
、
幾
多
の
こ
と
を
学
ん
だ
登
拝
者
た
ち
は
、
各
自
の
故
郷
へ

と
散
り
散
り
に
戻
り
、
待
っ
て
い
る
仲
間
た
ち
に
教
え
伝
え
る
の
で
す
か
ら
、
富
士
山
の
登
拝
は
日
本
人

に
と
っ
て
旧
き
良
き
精
神
を
学
ぶ
素
晴
ら
し
い
「
人
間
教
育
」
の
場
で
し
た
。
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

化
し
た
、
現
在
の
富
士
登
山
の
ス
タ
イ
ル
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

　
も
う
ひ
と
つ
、私
は
世
界
文
化
遺
産
で
「
信
仰
の
対
象
」
と
し
て
の
富
士
山
が
高
く
評
価
さ
れ
た
の
は
、

富
士
山
の
「
多
神
教
性
」
が
最
大
の
理
由
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
富
士
山
は
古
来
よ
り
霊
峰
と
呼
ば
れ
た

信
仰
の
山
で
あ
り
、
荒
行
を
修
め
た
修
行
者
た
ち
は
山
岳
信
仰
と
密
教
、
道
教
の
流
れ
を
組
む
信
仰
を

持
っ
て
お
り
、
富
士
講
は
仏
教
の
流
れ
を
く
む
新
興
宗
教
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
室
町
時
代
後
期
の
絵

「
絹
本
著
色
富
士
曼ま

ん

荼だ

ら羅
図
」
に
は
当
時
の
登
拝
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
登
山
口
に
は
富
士
山

本
宮
浅
間
大
社
、
村む

ら
や
ま
せ
ん
げ
ん

山
浅
間
神
社
と
と
も
に
御お

室む
ろ

大
日
堂
が
、
山
頂
に
は
浅
間
大
神
の
ほ
か
大
日
如
来
な

ど
三
体
の
仏
像
が
見
ら
れ
、
神
道
と
仏
教
が
混
在
し
て
い
ま
す
。

　
ま
だ
土
着
の
信
仰
が
中
心
だ
っ
た
時
代
、
そ
の
違
い
か
ら
争
い
が
起
こ
る
危
険
性
は
あ
っ
た
は
ず
で
す

が
、
人
々
が
富
士
山
を
拝
み
、
求
め
た
の
は
噴
火
を
し
な
い
よ
う
に
と
い
う
鎮
爆
の
願
い
か
ら
で
し
た
。

そ
し
て
、
富
士
山
信
仰
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
を
統
一
し
た
日
本
の
宗
教
の
よ
う
に
定
義
づ
け
ら
れ
、
ど

の
よ
う
な
信
仰
を
持
っ
て
い
て
も
受
け
入
れ
る
と
い
う
心
の
広
さ
と
寛
容
性
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
ま
す
。

今
の
時
代
で
さ
え
、
世
界
各
地
で
宗
教
の
違
い
を
き
っ
か
け
に
戦
い
や
争
い
が
起
き
て
い
る
現
実
を
考
え

る
と
、
富
士
山
信
仰
は
、
当
時
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
な
精
神
と
心
の
寛
大
さ
を
備
え
て
い
た
こ
と
に
誇
り
を

感
じ
ま
す
。
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　〝
構
成
資
産
〞
で
パ
ワ
ー
を
感
じ
る

　
世
界
文
化
遺
産
と
し
て
認
定
さ
れ
た
二
五
の
「
構
成
資
産
」
も
富
士
山
の
光
で
す
。
八
割
は
神
社
仏
閣

な
ど
信
仰
に
ま
つ
わ
る
遺
構
で
、
な
か
で
も
富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
は
各
地
に
千
三
百
余
り
あ
る
浅
間
神

社
の
総
本
宮
。
地
方
に
あ
る
浅
間
神
社
は
関
東
地
域
が
中
心
で
、
北
は
北
海
道
松
前
町
、
南
は
三
重
県
尾

鷲
市
ま
で
あ
り
、
浅
間
信
仰
と
富
士
講
が
結
び
つ
い
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
広
が
っ
た
よ
う
で
す
。

　
富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
の
本
殿
は
二
重
の
楼
閣
造
、
つ
ま
り
二
階
建
て
に
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
の
神

社
で
同
じ
く
二
階
建
て
の
建
物
が
あ
る
の
は
、
出
雲
大
社
と
伊
勢
神
宮
だ
け
で
す
。
一
般
的
に
は
非
公
開

な
の
が
残
念
で
す
が
、
本
殿
の
内
部
は
何
も
な
い
空
間
で
、
奥
の
扉
を
開
け
た
途
端
に
ご
神
体
で
あ
る
富

士
山
の
崇
高
な
姿
が
劇
的
に
現
れ
る
。
法
律
的
根
拠
は
一
切
な
い
の
に
、
一
千
年
以
上
も
視
野
を
遮
る
建

築
物
が
建
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
現
在
の
本
宮
浅
間
大
社
の
前
身
と
い
わ
れ
る
山や

ま
み
や
せ
ん
げ
ん

宮
浅
間
神
社
も
、
構
成
資
産
の
ひ
と
つ
で
す
。

■富士山世界文化遺産の構成資産一覧

山頂の信仰遺跡群
大宮・村山口登山道（現富士宮口登山道）
須山口登山道（現御殿場口登山道）
須走口登山道
吉田口登山道
北口本宮冨士浅間神社
西湖
精進湖
本栖湖

富士山本宮浅間神社
山宮浅間神社
村山浅間神社
須山浅間神社
冨士浅間神社
河口浅間神社
冨士御室浅間神社
御師住宅（旧外川家住宅）
御師住宅（小佐野家住宅）
山中湖
忍野八海（出口池）
忍野八海（お釜池）
忍野八海（底抜池）
忍野八海（銚子池）
忍野八海（湧池）
忍野八海（濁池）
忍野八海（鏡池）

船津胎内樹型
吉田胎内樹型

忍野八海（菖蒲池）

白糸ノ滝
三保松原

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9

山梨県・静岡県

静岡県
静岡県
静岡県
山梨県
山梨県
山梨県
山梨県
山梨県

山梨県・静岡県

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25

富士山域
名　称 県　名 所在市町村No.

静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
山梨県
山梨県
山梨県
山梨県
山梨県
山梨県
山梨県
山梨県
山梨県
山梨県
山梨県
山梨県
山梨県
山梨県
山梨県
静岡県
静岡県
静岡県

人穴富士講遺跡

富士宮市
御殿場市
小山町

富士吉田市
富士河口湖町
富士河口湖町

富士吉田市
富士吉田市

富士宮市
富士宮市
富士宮市

小山町
裾野市

富士河口湖町
富士河口湖町

富士吉田市
富士河口湖町

身延町
富士河口湖町

山中湖町
富士河口湖町
忍野村
忍野村
忍野村
忍野村
忍野村
忍野村
忍野村

富士吉田市
富士宮市
富士宮市
静岡市

富士河口湖町
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姿
を
描
き
ま
し
た
。

　
芸
術
は
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
感
じ
た
人
が
、
詠
み
、
描
い
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
あ

る
の
は
富
士
山
の
類
い
ま
れ
な
る
美
し
い
壮
大
な
景
観
で
あ
り
、
そ
の
姿
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
域
や

人
と
の
つ
な
が
り
を
学
び
、
自
己
を
反
省
す
る
た
め
に
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
。
す
で
に
過
去
の

も
の
で
あ
る
作
品
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
先
も
ず
っ
と
素
晴
ら
し
い
芸
術
の
源
泉
で
い
ら
れ
る
よ
う
に
、

傷
だ
ら
け
の
富
士
山
を
守
る
た
め
に
行
動
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
そ
れ
が
今
を
生
き
る
私
た
ち
の

義
務
と
責
任
で
も
あ
る
の
で
す
。

暗
い
森
の
中
で
灯
籠
が
灯
る
参
道
を
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
歩
く
と
、
四
角
い
板
が
立
っ
て
い
る
だ
け
な

の
で
す
が
、
顔
を
上
げ
る
と
木
々
の
間
か
ら
富
士
山
の
秀
麗
な
姿
が
見
え
る
。
そ
こ
だ
け
木
が
切
ら
れ
、

富
士
山
が
見
え
る
よ
う
に
演
出
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
と
て
も
神
秘
的
で
壮
厳
な
演
出
が
施
さ
れ
て
い

る
と
い
え
ま
す
。

　
さ
ら
に
富
士
山
の
八
合
目
以
上
は
山
頂
に
あ
る
富
士
山
山
頂
浅
間
大
社
奥
宮
の
境
内
で
、
山
頂
に
は
奥

宮
の
ほ
か
金
明
水
、
銀
明
水
と
い
う
湧
き
水
が
あ
り
、
ご
霊
水
と
し
て
祠

ほ
こ
ら

が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
登
拝
者

は
こ
の
水
を
戴
い
て
ご
神
徳
を
い
た
だ
き
ま
す
。
余
談
で
す
が
、
最
近
で
は
富
士
山
が
世
界
最
大
級
の
パ

ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
い
わ
れ
、
不
思
議
な
力
を
求
め
て
日
本
は
も
ち
ろ
ん
世
界
か
ら
訪
れ
る
人
も
い
る
よ
う

で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
世
界
文
化
遺
産
と
し
て
「
信
仰
の
対
象
」
と
と
も
に
評
価
さ
れ
た
「
文
化
の
源
泉
」
と

し
て
は
、
枚
挙
に
暇

い
と
ま

が
な
い
ほ
ど
文
学
や
絵
画
の
題
材
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
代
表
的
な
作

品
を
挙
げ
る
と
、
文
学
で
は
古
く
は
『
万
葉
集
』
に
は
じ
ま
っ
て
『
伊
勢
物
語
』『
平
家
物
語
』。
松
尾
芭

蕉
や
与
謝
蕪
村
、
小
林
一
茶
な
ど
江
戸
時
代
の
俳
句
に
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
絵
画
で
は
葛
飾
北
斎
の
浮

世
絵
「
富ふ

嶽が
く

三
十
六
景
」
を
は
じ
め
、
安
藤
広
重
、
尾
形
光
琳
、
横
山
大
観
た
ち
が
思
い
思
い
に
名
峰
の
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　〝
水
が
め
〞
は
偶
然
な
る
火
山
の
恵
み

　
富
士
山
の
中
腹
以
上
の
年
間
平
均
降
水
量
は
二
八
六
〇
ミ
リ
。
日
本
の
平
均
の
年
間
降
水
量
は

一
七
〇
〇
ミ
リ
で
す
か
ら
、
日
本
の
平
均
の
一
・
七
倍
近
く
の
雨
や
雪
が
降
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
う
し
た
雨
や
雪
の
恵
み
を
受
け
た
、
富
士
山
域
の
湧
水
量
は
一
日
当
た
り
五
三
四
万
ト
ン
と
推
計

さ
れ
て
い
ま
す
。
一
人
一
日
四
〇
〇
リ
ッ
ト
ル
の
水
を
使
う
と
す
る
と
、
一
日
当
た
り
一
三
四
〇
万
人
も

の
水
を
富
士
山
に
蓄
え
て
い
る
の
で
す
。
ま
さ
し
く
、
富
士
山
は
巨
大
な
〝
水
が
め
〞
と
い
え
ま
す
。

　
富
士
山
は
過
去
に
何
度
も
噴
火
を
繰
り
返
し
、
火
山
弾
、
火
山
岩
、
火
山
礫
、
火
山
灰
な
ど
が
積
み

重
な
っ
て
ス
ポ
ン
ジ
の
よ
う
な
透
水
性
の
層
状
と
な
り
、
最
後
に
溶
岩
が
流
れ
込
ん
で
固
い
岩
盤
を
形
成

し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
再
び
次
の
噴
火
で
ス
ポ
ン
ジ
と
岩
盤
が
重
な
り
、
そ
れ
が
何
層
に
も
積
み
重
な
る
。

そ
こ
に
降
っ
た
雨
や
雪
は
ス
ポ
ン
ジ
層
に
浸
透
し
、
そ
の
間
を
流
れ
て
ろ
過
さ
れ
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
場

所
に
水
が
湧
き
上
が
り
ま
す
。
富
士
山
圏
域
に
水
を
供
給
し
て
く
れ
る
こ
の
地
下
水
供
給
シ
ス
テ
ム
は
、

火
山
学
的
な
偶
然
性
に
よ
っ
て
で
き
上
が
っ
た
も
の
で
、
あ
り
が
た
い
こ
と
に
私
た
ち
は
偶
然
に
〝
水
の

山
〞
と
な
っ
た
富
士
山
の
お
か
げ
で
生
活
で
き
て
い
る
の
で
す
。

　
富
士
山
の
信
仰
上
で
も
湧
き
水
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
き
ま
し
た
。
富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
が
現
在

の
地
に
建
て
ら
れ
た
の
は
、
富
士
山
の
水
が
こ
ん
こ
ん
と
湧
く
場
所
だ
っ
た
か
ら
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

湧わ
く
た
ま玉

池
と
名
付
け
ら
れ
、
水
源
の
岩
の
上
に
は
水
屋
神
社
が
あ
り
、
古
く
か
ら
登
拝
者
は
こ
こ
で
禊
を
し

て
登
る
習
わ
し
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
富
士
山
の
伏
流
水
が
湧
く
忍お

し

野の

八は
っ
か
い海

も
登
拝
者
た
ち
が
け
が

れ
を
払
う
場
所
、
ま
た
、
約
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
っ
て
湧
き
水
が
噴
出
す
る
白
糸
の
滝
は
、
長
谷
川

角
行
の
修
行
の
地
で
、
登
拝
の
際
の
巡
礼
地
と
さ
れ
ま
し
た
。

　
周
囲
に
暮
ら
す
人
々
の
飲
料
水
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
、
農
業
用
水
・
工
業
用
水
と
し
て
も
富
士
山
の
地

下
水
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
は
駿す

る

河が

湾
の
海
中
で
も
湧
き
出
て
い
て
、
桜
エ
ビ
や
し
ら
す
な
ど
の
豊

富
な
海
の
生
き
物
た
ち
に
豊
か
な
酸
素
を
供
給
し
て
い
ま
す
。
沼
津
市
の
平
沢
地
区
の
海
中
に
は
海
岸
近

く
に
水
が
湧
き
出
る
場
所
が
あ
る
の
で
す
が
、
冬
は
僅
か
に
海
面
が
も
り
上
が
り
、
湧
き
水
は
空
気
と
ミ

ネ
ラ
ル
を
た
っ
ぷ
り
と
含
ん
で
い
る
の
で
魚
が
集
ま
り
や
す
く
、
そ
こ
に
生
息
し
て
い
る
珊
瑚
は
緑
色
に

変
色
を
し
て
い
て
、
世
界
的
に
も
珍
し
い
緑
珊
瑚
の
群
落
と
な
っ
て
い
ま
す
。
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こ
の
平
沢
地
区
を
含
め
た
三
浦
・
大
瀬
地
区
エ
リ
ア
の
漁
業
組
合
は
、
古
く
か
ら
、
駿
河
湾
に
水
を
注

ぐ
流
域
と
な
る
愛あ

し
た
か鷹
山
に
森
林
を
所
有
し
、海
の
守
護
神
と
し
て
の
「
水
神
様
」
を
祀
っ
て
き
て
い
ま
す
。

昔
の
人
は
、
自
分
た
ち
の
漁
場
に
流
れ
出
る
黄き

せ瀬
川
を
通
し
て
、
愛
鷹
山
の
森
や
富
士
山
の
森
と
つ
な

が
っ
て
い
る
こ
と
、
森
と
川
と
海
と
の
生
態
系
の
循
環
に
よ
り
豊
か
な
海
が
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
森
の

豊
か
さ
は
海
の
豊
か
さ
と
つ
な
が
り
共
生
し
て
い
る
こ
と
を
生
活
の
知
恵
と
し
て
知
っ
て
い
た
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
富
士
山
の
地
下
水
は
、
一
体
、
ど
の
く
ら
い
の
時
間
を
か
け
て
、
上
流
域
か
ら
下
流

域
に
流
れ
下
っ
て
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ひ
と
つ
は
、二
〇
年
か
ら
三
〇
年
近
く
の
歳
月
を
か
け
て
、

ゆ
っ
く
り
と
溶
岩
の
亀
裂
や
隙
間
を
流
れ
て
く
る
と
の
説
で
あ
る
、
地
下
水
の
「
長
期
流
動
説
」
が
あ
り

ま
す
。
一
方
で
、
上
流
域
の
降
雨
と
下
流
域
の
井
戸
の
地
下
水
位
と
の
相
関
関
係
を
分
析
し
た
結
果
、
双

方
の
ピ
ー
ク
が
七
〇
日
か
ら
九
〇
日
程
度
ず
れ
て
見
事
に
重
な
り
合
う
こ
と
か
ら
、「
短
期
流
動
説
」
も

信
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
下
流
域
の
「
水
の
都
・
三
島
」
に
お
い
て
子
ど
も
の
頃
を
過
ご
し
た
〝
水
餓
鬼
〞
を
自
称
す
る
私
に
と
っ

て
は
、
七
〇
日
か
ら
九
〇
日
く
ら
い
の
時
間
を
か
け
て
、
上
流
か
ら
地
下
水
と
し
て
流
れ
下
っ
て
い
る
と

の
短
期
流
動
説
が
、
現
場
感
覚
と
し
て
整
合
性
が
高
い
の
で
は
と
考
え
て
い
ま
す
。
と
も
あ
れ
、
富
士
山

周
辺
に
お
い
て
、
上
流
と
下
流
の
地
下
水
を
め
ぐ
る
「
南
北
問
題
」
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
上
流
も

下
流
も
「
運
命
共
同
体
」
で
あ
る
と
の
共
有
意
識
や
一
体
感
を
持
つ
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
現
代
に
入
る
と
、
豊
富
で
便
利
な
こ
の
地
下
水
供
給
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
よ
う
と
、
富
士
山
の
周
囲
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
企
業
が
工
場
を
造
り
、
産
業
経
済
活
動
が
活
発
化
し
ま
し
た
。
飲
料
水
を
汲
み
上
げ
る
ほ

か
、製
紙
や
精
密
機
械
な
ど
の
工
業
用
水
も
支
え
て
き
ま
し
た
。
た
だ
し
、企
業
の
地
下
水
の
利
用
に
よ
っ

て
、
湧
水
の
減
少
や
塩
水
化
な
ど
の
問
題
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
豊
か
な
水
資
源
の
現
状
に
甘
え
た
収
奪

的
な
産
業
経
済
活
動
を
改
め
、
資
源
循
環
型
の
活
動
へ
の
転
換
と
節
水
対
策
の
推
進
な
ど
、
新
た
な
地
下

水
供
給
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
富
士
山
の
新
た
な
見
方
と
し
て
、
確
か
に
、
そ
の
標
高
は
三
七
七
六
メ
ー
ト
ル
で
す
が
、
稜
線

は
駿
河
湾
の
海
中
ま
で
延
び
て
い
て
、
驚
く
こ
と
に
そ
れ
は
水
深
三
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で
入
り
込
ん
で

い
ま
す
。
合
わ
せ
る
と
エ
ベ
レ
ス
ト
級
の
山
と
な
る
、
ま
さ
に
巨
大
な
火
山
で
す
。
海
と
共
生
し
、
豊
か

な
自
然
空
間
を
持
つ
森
林
地
帯
が
広
が
り
、
裾
野
に
は
八
〇
万
人
近
く
の
人
々
が
暮
ら
し
、
地
下
水
利
用

型
の
企
業
活
動
が
営
ま
れ
る
な
ど
、
自
然
と
人
間
が
一
体
化
し
た
生
態
、
生
活
空
間
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　
　
そ
の
複
雑
な
空
間
の
中
で
、
人
々
が
、
す
べ
て
の
資
源
の
源
泉
と
な
る
富
士
山
に
対
し
て
、
ど
の
よ
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う
な
認
識
と
問
題
意
識
を
持
ち
生
き
て
い
く
の
か
。
今
、
現
出
し
て
い
る
多
様
な
環
境
問
題
を
ど
の
よ
う

に
解
決
し
て
い
く
の
か
、
そ
し
て
、
世
界
の
宝
物
と
な
っ
た
富
士
山
を
ど
の
よ
う
な
環
境
基
準
に
よ
り
守

り
伝
え
て
い
く
の
か
。
日
本
人
の
心
の
拠よ

り
所
と
も
な
っ
て
い
る
宗
教
的
な
伝
統
文
化
の
継
承
を
含
め

て
、
そ
の
対
応
策
に
、
世
界
か
ら
厳
し
い
評
価
と
刃
が
突
き
つ
け
ら
れ
、
日
本
人
の
真
価
が
試
さ
れ
て
い

る
正
念
場
だ
と
い
え
ま
す
。


