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富
士
五
十
句

前

北

馨

は
じ
め
に

富
士
五
十
句

 
授
業
で
富
士
の
発
句
を
集
め
る
機
会
が
あ
り
、
本
文
の
怪
し
い
も
の
も

含
め
て
二
百
数
十
句
が
手
元
に
あ
る
。
全
て
を
論
じ
る
に
は
実
力
不
足
な

の
で
、
五
十
句
だ
け
抽
出
し
て
簡
単
な
注
釈
を
試
み
た
。

・
五
十

句

は
、

な
る

べ
く
季
題

の
バ
リ

エ
ー

シ

ョ
ン
に
富

む
よ

う

に
選

ん

だ

。

・
配
列

は
概

ね
作
者

の
生

年

順
と

な

っ
て
お

り
、
生
年

の
わ

か
ら
な

い
場

合

は
、
同

時
代

の
作
者

の
間

に
適

当

に
挿

入
し

た
。

・
句

の
引
用

に
あ

た

っ
て
、
前

書

は
省

き
、
必

要
な

も

の
は
注
釈

の
中

で

触

れ
た
。

濁
点

、
半
濁

点

は
補

っ
た
。

・
句
集

名

に
付

し

た
丸
数

字

は
、
使

用

し
た

テ
キ

ス
ト
を

示
す

た
め

の
も

の
で
、
引

用
文
献

一
覧

と
し

て
ま
と

め
て
出

所
を

明
ら

か

に
し
た
。

・
煩
項

な

の

で
、

発
句

以
外

の
引

用

に

つ
い
て
、
使

用
し

た

テ
キ

ス
ト
を

示

す

こ
と
は

し
な

か

っ
た

。

 
 

元
朝

の
見

る
物

に
せ

ん
富

士

の
山

 

 

 

 

 

宗

鑑

 

『俳

譜
古

選
』
①

所
収

。

季
題

は

「
元

朝
」
で
春
。

と

こ
ろ

で
、

「初

富

士
」

と

い
う
季
題

を
最

初

に
収

録

し
た

歳
時
記

は
、

天
保

九
年
刊

の

『東

都
歳

時
記

』
だ
。

「
初
夢

」

に
関
連

し

て

で
は
な
く
、

「
景

物
」

と

し
て
収

め
て

い
て
、

こ
の
句

を
引

い
て

い
る
。

そ

の
後

の
、

網
羅

的

に
季
題

を
集

め

て

い
る

『
増
補

俳
譜

歳
時

記
栞

草
』

や
新

し

い
季
題

に
敏

感

な

『
季
寄

新
題

集
』

に
入

っ
て

い
な

い
の
は
、

ど

の
よ
う
な
事

情

か
ら
だ

ろ
う

か
。

 
 

武
蔵

野

の
雪

こ
ろ
ば

し
か
冨

士

の
山
 

 

 
 

 
徳

元

 

『
犬

子
集
』
②

所
収

。
季

題

は

「
雪

こ
ろ
ば

し

」

で
冬

。
雪

の
玉
を
作

り
、

雪

の
上
を
転

が

し

て
大

き
な

か

た
ま

り

に
し

た
も

の
。
武

蔵

野
と
富

士

を

一
つ
の
景

と
捕

ら
え

て
詠

む
こ

と
は
、

『
新
後
拾

遺
集

』
の

「富

士

の

ね
を

ふ
り
さ
け

み

れ
ば

白
雪

の
尾

花

に
続

く
武
蔵

の

の
原

(
九

二
二

・
藤

原
長

秀
)
」
あ
た

り

に

ル
ー

ツ
を

た
ど

れ
る
。
以
降
も
度

々
行

わ
れ

て
お

り
、

「武

蔵

野
や
富

士

の
霰

の
こ
け
所

 

其
角

」

(
『
五
元
集
拾

遺

』
③

)
な

ど

の
例

が

あ

る
。
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前
書

に

「
武

州
江

戸

に
て
」

と
あ

り
、

ま
た
徳

元

の
句

集

『
塵
塚
誹

譜

集

』
に

「
同

(寛

政

五
)
年

霜
月

、
於
武

州

江
戸

人

々
御

所
望

に
よ

り
て
、

つ
か

ふ
ま

つ
り
し
千

句

の
発
句

」

と
あ

る
。

江
戸

の
景
物

と

し
て
、
富

士

を

詠

ん
だ

こ
と
が

わ
か

る
。

 
 
鴬

の
題
目
の
み
や
冨
士
門
徒
 
 
 
 
 
 
 
 
貞
徳

 

『毘
山
集
』
②
所
収
。
季
題
は

「鴬
」
で
春
。
「冨
士
門
徒
」
は
、
日
蓮

宗
の
一
派
で
あ
る
富
士
派
の
門
徒
。鳴
き
声
と
題
目
を
洒
落
た
だ
け
だ
が
、

「鴬
」
と

「冨
士
」
の
取
り
合
わ
せ
が
新
し
い
。

 

 
雪
汁

も
湖

ほ
ど

や

ふ
じ

の
山

 

 

 

 

 

 

 

重
頼

 

『犬

子
集
』
②

所
収

。
季

題

は

「
雪
汁
」

で
春

。
雪

ど
け
水

の
こ
と
。

富

士
五
湖

を
念

頭

に
置

い
て
詠

ん
だ

も

の
だ

ろ
う
。
重
頼

の

『
毛
吹

草
』

で
は

「誹

譜

四
季
之
詞

」
の

「霜

月
」

に
入

れ

ら
れ

て

い
る

が
、

「
連

歌
四

季

之
詞
」

の

「初

春

」

に

「
雪
解

」

を
入

れ

て
お
り
、

ま
た

こ

の
句

に
照

ら
し
合

わ
せ

て
も

お
か
し

い
。

 

富
士

の
雪
汁

は
、

『
源
平

盛
衰

記
』

巻

三
十

四
、

「佐

々
木

賜
生
暖

」

に

「
正
月
十

日
余

ノ
事

ナ

レ
バ
、
富

士

ノ

ス
ソ

ノ

・
雪
汁

二
、
富

士

ノ
川
水

マ
サ

リ
ツ

・
、
東
西

ノ
岸

ヲ
浸

タ

レ
バ
、

タ

ヤ

ス
ク
渡

ス
ベ
キ
様

ナ

シ
。
」

と
そ

の
甚

だ

し

い
様

が
描

か
れ

て

い
る
。

こ

こ
も
、
正

月
と

な

っ
て

い
る

の
で
、
春

。

 

冨
士
山
や
や
く
武
蔵
野
〉
煙
出
し
 
 
 
 
 
 
安
明

 

『毘
山
集
』
②
所
収
。
季
題
は

「野
焼
」
で
春
。
武
蔵
野
と
富
士
を

一

つ
に
詠
む
こ
と
は
、
前
に
書

い
た
が
、
富
士
の
煙
を
野
焼
の
煙
に
見
立
て

た
趣

向

が
珍
し

い
。

 

 
も

ち

に
消

ゆ

る
氷
砂

糖

か

ふ
じ

の
雪

 

 

 

 

 
梅

翁

 

『
梅
翁

宗
因

発
句

集
』
④

所

収
。

季
題

は

「
ふ
じ

の
雪

消

」
で
夏
。

『
万

葉
集

』

の

「
富

士

の
嶺

に
降

り
置
く

雪

は
六
月

の
十

五
日

に
消

ぬ
れ
ば

そ

の
夜

降

り
け

り

(
三

二
〇

)
」
を
下
敷

き

に
し

て

い
る
。

そ

れ

に
、

餅

に

か

け
た
氷
砂

糖

が
解

け

て
消

え

る
と

い
う

の
が
掛

け

て
あ
る
。

 

「
富

士

の
雪

解
」

は
、

今

も
昔
も

夏

の
季
題

と
し

て
歳

時

記

に
収

め
ら

れ
て

い
る
。

だ
が
、

「
ふ
じ

の
雪
」
を
季
題

と
す

る
か

に

つ

い
て

は
、
歳

時

記

に
よ

っ
て
大

き

く

二

つ
の
立

場

が
あ

っ
た
。
貞

徳

の

『御

傘
』

は

こ

の

『
万
葉
集

』

の
歌

を
引

き
、

ま
た
宗

舐
、

宗
長

の
説

を
重
視

し

て

「雑

」

と
す

る
立
場
、

梅

翁

の

『俳
無

言
』

は

『
新
古
今

集
』

や

そ

の
後

の

『
風

雅
集

』

『
新
千

載
集

』
の
冬

の
部

に
歌

が
見

え

る
こ
と

か
ら

「
冬

」
と

す
る

立

場
を

と

っ
て

い
る
。

以
降

、
徐

々

に

「
冬
」

に
落

ち
着

い
て

い
く
。

 

 
市

中

や
木

の
葉
も
落

ず

ふ
じ
颪

 

 
 
桃

隣

 

『炭

俵
』
⑤

所
収

。

季
題

は

「木

の
葉
」

で
冬
。
桃

隣

は
、

伊
賀

上
野

の
人

で
、
後

に
江
戸

に
移

る
。
「市

中

」
は
、
江
戸

と
考

え

て
良

い
だ

ろ
う
。

遠

く
見

え

て

い
る
富
士

の
方

か

ら

の
木

の
葉

も
落

と
さ
な

い
弱

々

し

い
風

を
、

さ
ぞ

か
し
厳

し

い

「
ふ
じ
颪

」
だ

ろ
う

と
想

像

し
た
句

だ
。

『
芭
蕉

七

部
集
』

(新

日
本
古

典
文

学
大

系

)
の
注

に

「巻

き
あ
げ

た
木

の
葉

一
枚

地

上

に
落

さ
ず

吹

き
抜

け
て

い
く
。
」
と
あ

る
が

、
木

の
葉
が
落

ち
る

と

い
え

ば

「
落

葉
」

と
取

る

の
が
自

然
だ

ろ
う

。

ま
た
、
木

の
葉

を
巻

き
あ
げ

て

い
る
の

で
は
、

わ
ざ

わ
ざ
、

「
市
中

や
」
と
富

士

か
ら

の
遠

さ
を

打

ち
出
し

て

い
る
意
味

が

な

い
。
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唐

土

に
富

士
あ

ら
ば

け

ふ

の
月

も

み
よ
 

 
 

 
素
堂

 

『
あ
ら
野
』

⑤
所

収
。

前
書

に

「
九
月

十

三
夜
」

と
あ

る

の
で
、

こ
れ

が
季
題

。
秋
。

『増
補

俳

譜
歳
時

記
栞

草
』
に

「高

潔

云
、
十

三
夜

の
月

見

は
我
朝

の
風
也

。
」

と
あ

る
。
徳

元

の

「武

蔵

野

の
」
や
前

の

「市

中

や
」

の
句

に
見
ら

れ
た

「
江
戸

の
富
士

」
に
対

し

て
、

「
日
本

の
富
士

」
と

い
う

格
。

 
 
富

士

ひ
と

つ
こ

〉
う
が

》
り
よ

河
豚
汁

 

 
 

 
如
泉

 

『千

鳥
掛
』
⑥

所

収
。

季
題

は

「
河
豚
汁

」

で
冬
。

美
味

だ
が

毒

の
あ

る
河
豚

汁
を
食

べ
る

に
あ

た

っ
て
、

ま
だ
富

士

を
見

て

い
な

い
こ
と
が

心

残

り
だ

と

い
う

句

だ
。

「
鰻
食

は
ぬ

人
と
富

士

見

ぬ

人
愚

な

り
/
重

厚

」

(
『俳

譜
発
句

題
叢
』
⑦

)
と

い
う
句

も
あ

る
が

、

こ
ち
ら

は
河
豚

も
富

士

も
知

っ
て
い
る
人

の
句
だ

。
河

豚

と
富

士

は
、
音

が
似

て

い
る

こ
と
も

対

照

さ
れ

る

一
因
だ

ろ
う

か
。

 
 

目

に
か

》
る
時

や
殊

さ

ら
五
月

富
士
 

 

 

 

 
芭
蕉

 

『芭

蕉
句
選

』
⑧

所
収

。
季

題

は

「
五

月
」

で
夏

。
現
在

、
多

く

の
歳

時
記

で
、
「
五
月
富

士
」
と

い
う

題
を

立

て
て

い
る
。

雪
解
頃

の
富

士

の
こ

と
だ

が
、
そ

の
初

め
が

こ

の
句

だ

ろ
う
。

雪
を

か

ぶ

っ
て

い
た
富

士
が

、

夏
を

迎
え

て
黒

々
と
し

て
き

た

の
が
新
鮮

だ

と

い
う

こ
と
。

『万

葉
集
』
で

「
時

じ
く
そ
 

雪

は
降

り
け

る

(コ
=

七

)
」
と

詠

ま
れ

て
以
来

の
伝
統

的

な
詠

み
方
を

打

ち
破

っ
て
、
夏

に
な
る

と
雪

の
消

え
る
実

際

の
富

士
山

を

詠

ん
で

い
る
点
が
新

し

い
。

も

ち
ろ
ん
、

用
語

も
新

し

い
。

 
 

一
尾
根

は
し

ぐ

る

〉
雲

か
富

士

の
雪

 

 

 

 

 
芭
蕉

 

『芭

蕉
翁

発
句

集
』
④

所
収

。

季
題

は

「
し
ぐ

れ
」

で
冬

。

雪

に
覆

わ

れ
た
富

士

に

か
か
る
雲

が
、

ま

る

で
尾

根

の
よ
う

に
見

え
る

と

い
う

こ
と

だ
。

「
し
ぐ

る

〉
」
と

し
た

の
は
、

雲

に
動

き
が
あ

る
と

い
う

こ
と
だ

ろ
う

か
。

そ
う

な
る

と

「
一
尾
根

は
」
の
表
現

と

し

っ
く

り

こ
な

い
。

「
富

士

の

雪
」
で
は
季

が
あ

や
う

い
の
で
、

「
し
ぐ

れ
」
で
季

を
固

め
た

と

み
る

べ
き

だ

ろ
う
。

 
 
霧

し

ぐ
れ
富

士
を

見

ぬ
日
ぞ

面
白

き
 

 

 

 

 
芭

蕉

 

『
野
ざ

ら
し
紀

行
』
⑨

所
収
。

季

題

は

「
霧

」
で
秋

。

「
霧

し
ぐ
れ

」
と

は
、
時
雨

が
降

る

よ
う

に
、
深

く
立

ち

こ
め
た
霧

の
こ
と
。
「関

越

ゆ
る
日

は
雨
降

り

て
、
山

皆
雲

に
か
く

れ
た

り
」

と
あ

り
、

箱
根

の
関

か

ら

の
景

色
だ
。

几
董

の

「富

士

に
添

て
富

士
見

ぬ
空

ぞ
雪

の
原
」

(
『井

華
集

』
⑩

)

も
同

じ
趣
向

だ

が
、
芭

蕉

の
句

は

「
日
」

と

い

っ
た

こ
と

で
、

そ

れ
ま

で

の
富

士
を

見
な

が
ら

の
旅
路

が
想

像

さ
れ

て
面
白

い
。

『
野
ざ

ら
し

紀
行
』

に
は
、
他

に

「深

川

や
芭
蕉

を
富

士

に
預

け
行

く
/

千

里
」

も
あ

る
。

 
 
鳴

千
鳥

富
士

を
見

か

へ
れ
塩

見
坂
 

 

 
 

 
 
杉

風

 

『
続
虚

栗
』
⑪

所
収

。

季
題

は

「
千
鳥

」
で
冬
。

『
杉
風

句
集

』
の
前
書

に

「
ば
せ

を
翁

へ
饒
別

」

と
あ

る
。
旅

立

っ
て
い
く
芭
蕉

を

「
千
鳥

」

に

見
立

て
た

わ
け

だ
。

「
塩
見

坂
」

は
、
東

海

道

で
富

士

の
見

え
る
西

端

で
、

今

の
静

岡

県
湖
西

市

に
あ

る
。
逆

ル
ー
ト
だ

が
、
尭

孝

の

『覧

富
士

記
』

に

「今

日

な

む
遠

江
国

塩
見

坂

に
至

り

お
は
し

ま
す
。

(中

略

)
雲
水

 

々

た

る
遠
方

に
、
富

士

の
嶺

ま
が

ひ
な

く
現

れ
侍

り
。
」

と
出

て
く

る
。
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雪
見

る
や

必
ら
ず

富

士

の
物

が

た
り
 

 

 

 

 
正
甫

 

『
俳
譜
古

選

』
①

所

収
。

季
題

は

「雪

」
で
冬
。

こ

の
場

合
、

「富

士

の

雪

」
と

は
な

ら
な

い
。

「富

士

と

い
え
ば

雪

」

は
珍

し
く

な

い
が

、
「
雪

と

い
え
ば
富

士
」

は
珍

し

い
。
「
富

士
と

い
え
ば

雪
」

の
方

に
な

る
が
、

「
い

つ
も
な

が
ら
雪

は
降

り

け
り
富

士

の
山

/
鬼

貫
」

(『
鬼
貫
句

選
』
①

)

も

あ

る
。

の
花

が
山

道

の
道

し
る

べ

の
よ
う

に
咲

い
て

い
る
。

 

 
雪

の
富

士
藁

屋

一
つ
に
か
く

れ
け

り
 

 

 

 

 
濡

水

 

『あ

ら
野
』

⑤
所

収
。

季
題

は

「
雪
」

で
冬
。

大
き

な
富

士
を

小

さ
く

詠

ん
だ
。
後

の
時
代

に
は
、
「
不
尽

か
く
す
木

も

く
た
び

れ

て
落

葉

哉
/

白

枝

」

(
『古

今

俳
譜

明
題
集

』
⑯

)

と

い
う
擬

人
法

の
句

も
あ

る
。

 
 

お
も
し

ろ
く
富

士

に
す
ち

か

ふ
花

野
哉

 

 

 

 
嵐

雪

 

『玄
峰

集
』
④

所
収

。

季
題

は

「
花

野
」

で
秋
。

江
戸

か
ら
京

へ
東

海

道

を
上

る
時
、

道

の
付

き
具
合

の
せ

い
で
た
だ

一
ヶ
所
富

士
が
左

側

に
見

え

る
と

こ
ろ
が

あ

る
。
広

重

の

「
東
海

道

五
十
三
次

」
中

の

「吉

原
」

に

描

か
れ

て

い
る
。

こ

の
句

も
、
道

の
付

き

具
合

で
花

野

と
富

士

の
配
置

が

お
も
し

ろ
く
見

え

る
と

い
う

の
だ

ろ
う
。

 
 

し

ら
雲

や
富
士

の
峡

よ

り
江
戸
幟

 

 

 

 

 

 
長

旺

 

『虚

栗
』
⑪

所
収

。

季
題

は

「幟

」
で
夏
。

「
江
戸

幟
」
は
、

端
午

の
節

句

で
、

江
戸

の
町

に
立

っ
て

い
る
幟
。

古

く

は
紙

で

つ
く
り
、

鍾
旭

な
ど

を
描

い
た
。

た
な
び

く
雲

を

こ

の
「
江

戸
幟

」
に
見

立

て
た
。

「富

士

の
峡
」

と

い
う

の

は
、

富
士

川
流

域
を

考
え

れ
ば
良

い
だ

ろ
う

か
。
厳

密

に
言

え

ば

、
富

士
山

と
他

の
山

に
挟

ま
れ
た
地

域

で

は
な

い
が
、

他

に
見
当

た
ら

な

い
。

 

 
夕
貌

は
す

〉
け

ぬ
富

士

の
枝
折
哉

 

 

 

 
 

 
藤

匂

 

『虚

栗
』
⑪

所
収
。

季
題

は

「
夕
貌

」
で
夏
。

「
枝
折

」
は
道

し

る

べ
の

こ
と
。

煙

に
も
す

す
け

ず

に
白

い
富

士
、

そ

れ
と
同

じ
よ
う

に
白

い
夕
顔

 

 
帰

る

か
り
冨

士

の
裾

田

の
砂

ふ
る

へ
 

 

 

 

長
雅

 

『其

袋
』
⑥
所

収
。

季
題

は

「
帰

る
か
り

」
で
春

。

「帰

雁

」
と

の
組

み

合

わ

せ
が
珍

し

い
。
「
裾

田
」
で
、
山

並

を
な
さ
ず

独
立

し

て

い
る
富
士

の

山

容
が
表

現

さ

れ
て

い
る
。

 

 
白

雪

に
黒

き
若
衆

や
富

士
詣

で
 

 

 

 

 

 

其
角

 

『花

摘
』
⑪

所

収
。

季
題

は

「富

士
詣

で
」

で
夏
。

富
士

山

に
詣

で

る

こ
と

で
、
六
月

一
日

か
ら

二
十

日

に
か
け

て
行

わ
れ
た
。
こ

の
句

、
『
五
元

集

拾
遺

』
③

で
は

「白

雲

に
黒

き
若
衣

や

ふ
し
詣
」

の
形

で
収

め
ら

れ

て

お
り

、
「
黒

き
」
と
は
衣

服

の

こ
と
だ

と
わ

か
る
。
講

を
組

ん

で
登
山

す

る

の
に
、
揃

い
の
黒

い
服

を
着

る
習

慣
が

あ

っ
た

の
だ

ろ
う

か
。

 
 
富

士

の
雪
蝿

は
酒

屋

に
残

り
け

り
 

 

 

 

 

 
其
角

 

『
五
元
集

』
③

所
収

。
季

題

は

「
蝿

」
で
夏

。
雪

が
見
え

て

い
る
の

で
、

「
残

る
」

と

い

っ
た

の
だ

ろ
う
。

夏

の
富
士

は
、

さ
す
が

に
雪

が
消

え

て

き
た

、

又
は
消

え

て
し
ま

っ
た

と

い
う

詠

み
方

と
、

ま
だ

雪

が
残

っ
て
い

る

と

い
う

詠

み
方

が
あ

る
。

伝
統

的

な
後
者

の
詠

み
方

を
、

「
蝿
」
と

い
う

季
題

で
俳

諸
化

し

た
。
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馬

は

ゆ
け
ど
今
朝

の
富

士

見

る
秋

路
哉

 

 

 

 
鬼
貫

 

『鬼

貫
句
選

』
①
所

収
。

季
題

は

「
秋
路

」

で
秋
。

「
夕

ぐ
れ

に
ま
た

」

と
前
書

が

あ

る
。
裾

野

の
広

さ

は
、

「富

士

に
添

う

て

三
月

七
日

八

日

か

な
/
信

徳
」

(『
俳
譜
古

選
』

①

)
な

ど
、
多

く
詠

ま

れ

て

い
る
。
古

い
も

の

で
は
、

『本
朝

文
粋

』
に
収

め
ら

れ
た
都

良
香

の

「富

士
山

記
」
に

「
其

の
霊
基

の
盤
連

す

る
所
を
観

る

に
、
数

千

里

の
間

に
亙

る
。

行
旅

の
人
、

数

日
を

経
歴

し
て
、

乃
ち
其

の
下
を
過

ぐ
。

之
を

去
り

て
顧

み
望

め
ば
、

猶

し
山

の
下

に
在
り
。

蓋

し
神
仙

の
遊

葦

す
る
所

な
ら

む
。
」
と
書

か
れ

て

い
る
。
ど

の
辺

り
ま

で
が
裾

野

と
考

え
ら

れ
て

い
た

か
に

つ
い
て
は
、
『東

海

道
中

膝
栗
毛

』

に

「
降

く
ら

し
富
士

の
根

ぶ
と
を
う

ち
す
ぎ

て
江

尻

に

雨

の
霧

あ
が

り
た
り
」

と

い
う

狂
歌

が
あ

る
。
江

尻

(清
水
市

)
あ

た

り

ま

で
と
考
え

ら
れ

て

い
た

よ
う

だ
。

 

 

八
雲
立
京

に
秋

た

つ
富

士

に
立
 

 

 

 

 

 

 
鬼
貫

 

『俳

譜
七
車

』
⑫
所

収
。

季

題

は

「
秋

た

つ
」

で
秋

。
前

書

に

「
出
雲

国
風
水

、
東
武

に
行

な
ん

と

て
、
京

に
の
ぼ
り

け
る

に
あ

ひ
て
」
と
あ

り
、

饅

別

の
句

。

「
八
雲
立

」
は

「出

雲
」
の
枕
詞

だ

か
ら
、

地
名

を
順

に
詠

み

込
ん

で
あ

る
。
「
立

つ
」
で
韻

を
踏

ん

で

い
て
調
子

が
良

い
。
こ

の
句

も
「
江

戸

の
富

士
」

と
し

て
詠

ん

で

い
る
。

 

 
に
よ

つ
ぼ
り

と
秋

の
空

な

る
富

士

の
山

 

 

 

 
鬼
貫

 

『鬼

貫
句
選

』
①

所

収
。

季
題

は

「
秋

の
空
」

で
秋

。
前
書

に

「
富
士

の
形

は
画

る
に

い
さ
さ

か
か

は
る

と
な
し

…
…
」

と
あ

り
、

富
士

を
目

に

し

た
感

動
を
詠

ん
だ

も

の
だ
。

秋

の
句

は
、
特

に

こ
と
わ

り
が

な
け
れ
ば

「
天
高

く
馬

肥

ゆ
る
」

と

い
う
よ

う

に
空

が

き
れ

い
で
、
裾

野
ま

で
く

っ

き
り

と
見

え
て

い
る
富

士
を
想

像

す
る

べ
き

で
、

こ

の
句

は
他

の
句

の
解

釈

の
助

け

に
も
な

る
。
鬼

貫

に
は
富

士

の
句

が
多

い
。

 

 

品
川

に
富
士

の
影

な

き
し
ほ

ひ
哉

 

 

 

 

 

 
闇

指

 

『続

猿
蓑

』
⑤

所
収

。
季

題

は

「
し

ほ

ひ
」

で
春

。
潮

が
引

い
て
、

い

つ
も
海

面

に
映

っ
て

い
る
富

士
が

、
今

日

は
見
え

な

い
。

は

っ
き

り

こ
の

句

か
ら
と

い
う

わ
け

で
は
な

い
が

、
次
第

に
名

所

と
し

て
で

は
な

く
、

日

常

の
富

士

の
姿
が

詠
ま

れ

る
よ
う

に
な

る
。

 
 

も

の

〉
ふ

に
川
越

問

ふ
や
富

士
ま

う

で
 

 

 

 
望

翠

 

『続

猿
蓑

』
⑤
所

収
。

季
題

は

「富

士

ま
う

で
」
で
夏
。

「
川
越

」
は

「
か

は
こ

え
」

で
は

な
く

「
か

は
こ

し

」
。

「
も

の

〉
ふ
に
」

と
言

っ
て

い
る

の

で
、
作

者

は
町
人

か
農

民

か
だ

ろ
う
。

こ

の
よ
う

な
句
が

、

『続

猿

蓑
』
に

入

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
富

士
詣

の
広

く
行

わ
れ
知

ら

れ
て

い
た

こ
と

が

想
像

さ
れ

る
。
「垢

離

へ
来

て
道
教

け

り
不

二

の
影
/

涼
袋

」
(
『
古
今

俳
譜

明
題
集

』
⑯

も
同

じ
趣

向
。

 
 
門

口
に
富

士

見
え

ぬ
日

の
寒

さ
哉

 

 

 

 

 

沽

洲

 

『俳

譜
古

選
』
①

所
収

。

季
題

は

「寒

さ

」

で
冬

。
芭

蕉

の

「霧

し

ぐ

れ
」

の
句

が

「
面

白

き
」

と
言

っ
て

い
る

の

に
対

し

て
、

こ

ち
ら

は

「
寒

さ
」
を
感
じ

て

い
る
。

そ

こ
に
、
旅

と

日
常

の
違

い
が
読

み
と

れ

る
。

「富

士
白

う
闇

に
讐

へ
て
夜
寒

哉
/

萬

鈴
」

(『
俳

諸
発
句

類
聚

』
⑬

)

も
あ

る

が
、

こ

ち
ら
は
旅

と

も
日
常

と
も

解
釈

で

き
る
。
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今

や
牽
く
富

士

の
裾

野

の
蝸
牛

 
 

 

 

 

 

 
仙
鶴

 

『
俳
譜
古

選
』
①

所
収

。
季

題

は

「
蝸
牛

」

で
夏
。

前
書

に

「象

の
わ

た

り
け

る
年
」

と
あ

る
。

享
保

十
三
年

の
こ

と
だ

ろ

う
。

こ

の
時

の
こ
と

は
、
多

く

の
文
献

に
見

ら
れ

る
が
、

『
江
戸

名
所

図
会

』
巻

之

四
、
第
十

一

冊

の
中

野
宝
仙
寺

に
よ
れ
ば
、

牝
牡

二
頭

が
六

月
十

九
日

に
長
崎

に
上

陸

し

、
翌
十

四
年
、

大
坂
、

京

を
経

て
五
月

二
十

五
日

に
江
戸

に
到

着

し
た

と
あ

る
。

こ

の
句

は
、
大

き

な
象
を

小

さ
な
蝸
牛

に
見
立

て

て
、
富
士

の

雄

大
な
様

を
詠

っ
た
も

の
。

 
 

は

つ
雪

の
富

士
を
軒

端

に
す

〉
み

か
な
 

 

 

 
也
有

 

『
薙
葉
集

』
⑭

所
収
。

季
題

は

「
す

ゴ
み
」

で
夏
。

富
士

の
初

雪

は
実

際

に

は
秋

で
、

こ

の
句

は
前
出

の

『
万
葉

集
』

の
歌

に
拠

っ
た

も

の
か
。

或

い
は
、

雪
解

け
し

つ
つ
あ

る
も

の
を
勘
違

い
し
た

も

の
か
。

も
う
少

し

ス
ト

レ
ー
ト

だ
が
、

「
不

二

の
雪

た
し

か

に
見

え

て
あ

つ
さ

哉
/
崔

蹉

」

(
『古

今
俳

譜
明
題

集
』
⑯

)

も
同

じ
趣
向

。

 
 
富
士

に
雪
見

る

日
や
笠

は
重

か
ら
ず

 

『
薙
葉
集

』
⑭

所
収
。

季
題

は

「
雪
」

で
冬
。

に
」

と
あ

り
、
画

賛
。
也

有

の
富
士

の
句

に
は
、

 
 
也
有

前
書
に

「富
士
見
西
行

画
賛
や
饒
別
が
多
い
。

 

 

四
方

山

の
錦

や
富

士

に
は
つ

か
し

き
 

 

 

 

 
也
有

 

『
う
づ

ら
衣
』
⑮

所
収

。
季

題

は

「
山

の
錦
」

で
秋
。
富

士

は
雪
化

粧

し

て

い
る
。
紅
葉

し
た
山

が
気

後
れ

す
る

ほ
ど

の
美

し
さ

だ
と

い
う
句

だ
。

同

じ
趣
向

の
句

で
、

『羅

葉
集

』
⑭

に
は

「
富
士

は

た

ゴ
袴

に
着

た

る
錦

か

な
」

が
収

め
ら

れ

て

い
る
。

 

富
士
の
笑
ひ
日
に
く
高
し
桃
の
花

 
『千
代
尼
句
集
』
⑩
所
収
。
季
題
は

「山
笑
ふ
」
が
あ
り
、
「富
士
の
笑
ひ
」

 

 
 
 
 

千

代

「
桃

の
花

」

で
春

。

春

の
季
題

に

は
そ

の
こ
と

を
言

っ
て

い
る
。

 

 
名
月

や
何

所
ま

で

の
ば

す
冨

士

の
裾
 

 

 

 

 
千

代

 

『
千
代

尼
句
集

』
⑩

所
収

。
季

題

は

「
名

月
」
で
秋
。

「
に
よ

つ
ぼ

り
と
」

の
句

で
書

い
た

の
と
同
じ

く
、
澄

ん

だ
月
夜

に
富

士

の
裾

が

は

っ
き

り
見

え
る
と

い
う
句

。
反
対

を

詠
ん

だ
も

の

に

「
ふ
じ
山

を
根

引

に
し
た

る

か

す

み
哉
」

(
『箆

山
集
』
②

)
が
あ

る
。

ま
た

、
「
月

の
照

い
つ

く

に
富
士

の

か
げ

ぼ

う
し
/

泳
花
」

(
『其

袋
』
⑥

)

も

あ
る

が
、
見

え
な

い

「
か
げ

」

を
詠

む

よ
り
も

見
え

て

い
る

「裾

」

を
詠

ん
だ
方

が
印
象

鮮

明

だ
。

 
 

み
じ

か
夜

や
雲
引

残

す
富
士

の
峯

 

 

 

 

 

 
太
舐

 

『
太

舐
句
選

後
編
』
⑩

所

収
。

季
題

は

「
み
じ

か
夜

」
で
夏

。

『
万
葉

集
』

巻

三

に

「
白
雲

も
 

い
行

き
は
ば

か
り

(
三

一
七

)
」
、

「
天
雲

も
 

い
行

き

は
ば

か
り

(
=
=

九

、
三

二

一
)
」

と

い
う
表
現

が
見

ら
れ

る
。

「
雲
引

残

す

」
は
、

こ
れ
を
意
識

し

た
も

の
だ

ろ
う

か
。

 
 

不

二

ひ
と

つ
う

つ

み
残

し

て
わ

か
ば

か
な
 

 

 
蕪

村

 

『蕪

村
句
集

』
④

所
収

。
季

題

は

「
わ
か
ば

」

で
夏

。

こ

の
場
合

は
、

富

士
が
雪

を

か
ぶ

っ
て

い
て
も

よ

い
し
、

か

ぶ

っ
て

い
な
く

て
も

よ

い
。

也
有

の

「
四
方
山

の
」
と
同
趣

向
だ

が
、

「
は

つ

か
し
き
」
と
印

象
を

詠

み

込

ん
だ

也
有

に
比

べ
て
蕪

村

の
方
が

叙
景

的
、
色

彩

的
だ
。
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湖

へ
富
士

を
も

ど
す

や
さ

つ
き
雨
 

 

 

 

 

 
蕪
村

 

『蕪

村

句
集

』
④

所
収
。

季
題

は

「
さ

つ
き
雨

」
で
夏
。

『富

士

山

の
本

地
』

に
は
、

「
こ

の
天
皇

(孝
安

天
皇

)
の
御
宇

、
九
十

二
年

、

か

の

へ
さ

る
、
夏

六

月
、
駿
河

國
富

士

の
郡

に
、

一
夜

の
内

に
、
大

山
涌

出
、
(中

略
)

そ

の
時

、
あ

ふ

み
の
國

の
水
海
。

一
夜

の
う

ち

に
、
出

き

た

り
け

る
と
な

ん
。

申

な
り
。
」
と

い
う

よ
う

に
、
富

士

山
と
同

時

に
琵
琶

湖

の
誕

生

が
書

か
れ

て

い
る
。
こ
の
よ
う

な
伝
説

が
、
下

敷
き

に
な

っ
て

い
る

の
だ

ろ
う
。

 
 
不
尽
の
影
摺
ん
で
う
つ
す
清
水
か
な
 
 
 
 
 
麦
水

 

『古
今
俳
諸
明
題
集
』
⑯
所
収
。
季
題
は

「清
水
」
で
夏
。

雪
も
参
拝
登
山
も
意
識
し
て
い
な
い
の
は
、
珍
し
い
。

夏

の
句

で
、

 
 
富

士

の
雪

見

て
造

り
け
ん

一
夜
酒

 
 

 

 

 

 
蓼

太

 

『俳

譜
発
句

類
聚

』
⑬

所
収

。
季
題

は

「
一
夜
酒

」

で
夏
。

一
夜

酒

と

は
甘
酒

の
こ
と

で
、
歳

時
記

に
は
「
け

ふ

つ
く

れ
ば

あ
す

は
供
す

る
故
也

。
」

(
『増

山
井

』
ほ

か
)

と
説

明

し
て

い
る
。

 

 
中

天

へ
不
尽

お
し
あ

げ

て
潮

ひ
哉

 

 

 

 

 

 涼

袋

 

『古

今
俳

譜
明
題

集
』
⑯

所
収

。
季

題
は

「
潮

ひ
」

で
春
。
海

岸

か
ら

潮

が
引

い
て
、
富
士

が
高

く

な

っ
た
。

波
打

ち
際

ま

で
下

が

っ
て
み
る

と

高

く
見

え

る
と

い
う

よ

り
は
、
船

か
ら

見
た
景

と
解

す

る

べ
き

か
。

 
 
手

に
の
せ
て
富
士
を
憐
む
か
れ
野
哉
 

 
 
 
春
来

 

『俳
譜
新
選
』
⑩
所
収
。
季
題
は

「か
れ
野
」
で
冬
。
富
士
を
小
さ
く

詠
む
と
い
う
趣
向
。
「武
蔵
野
と
富
士
」
の
句
と
考
え
て
よ
い
。

 

 

不

二
見

ん
と
氷

に
立

や
諏
訪

の
海

 

 

 

 

 

 
閑

更

 

『半

化
坊

発
句
集

』
⑩
所

収
。

季
題

は

「
氷
」

で
冬

。
諏

訪
湖

は
富

士

の
名
所

だ

っ
た

よ
う
で
、

「鴨

の
巣

や
富

士

の
上

こ
ぐ
諏

訪

の
池

/
素

堂
」

(
『
と
く
く

の
句
合

』
⑫
)
な
ど
他

に
も
詠

ま
れ

て

い
る
。

ま
た
、

小

山

田

与

清

の

『松

屋
筆
記

』

に

「
信
濃

諏
訪

の
池

に
う

つ
れ
る
富

士

の
形

は
逆

さ
ま
也

。
逆

富
士

と

い
ふ
。

(巻

八
十

、
計

一
)
」

と
あ

る
。

下
諏

訪

側

か

ら
だ

と
、
諏

訪
湖

を
挟

ん
で
富
士

と
向

き
合

う

の
で
、

手
前

に
頂

上

が
見

え

る
と

い
う

こ

と
だ
ろ
う

か
。

 
 

一
日

の
冬

に
む
か

ふ
や
不
尽

詣

 
 

 

 

 

 
 
巳
十

 

『古

今
俳

譜
明
題

集
』
⑯

所
収

。
季

題

は

「
不

尽
詣

」

で
夏
。

江

戸
時

代
、
富

士
登

山

の
紀
行
文

が
数
多

く
書

か
れ

て

い
て
、

登
山

ル
ー

ト
や
山

上

で

の
過
ご

し
方

な
ど

が
克
明

に
記

録

さ
れ

て

い
る
。

ど

れ
も
多

少

の
誇

張
が

あ

る
だ
ろ

う
が
、

「
一
日

の
冬

に
む

か
ふ
」
と

い
う

様

子
が

う

か
が

え

る
。

一
例

と
し

て
、
植
村

政
勝

の

『
本
朝
奇

跡
談

』

を
引

用
し

て

お
く
。

「
享

保
九
辰

年

六
月
廿

九
日
未
刻

予
富

士

山
江
登

る
。

六

七
分

登

り
た

る

時
。
左

右

に
大

雷

三

ヶ
所
鳴

。
大
風

雨
な

り
。
此

大
雨

山

の
下

よ
り
降

り

。

段

々
山
上

へ
降

上
る
。
雨

次
第

に
雪

に
成

て
。
其

夜
寒

き
事

厳
寒

の
ご

と

し
。

富
士

の
山

上
岩
窟

に
草
鮭

は

き
な

が
ら
其
侭

上
下

押
合

こ
ぞ

り
居

て

夜

を
明
す
。

岩
窟

の
口
に
積

る
雪
。

壱

尺
弐

寸

に
及

べ
り
。

六

月
雪

の
降

有
様

珍
敷
事

に
覚

ゆ
。
」

晩
鐘
に
ふ
じ
を
ゆ
り
出
す
野
わ
き
哉
 
 
 

 
 末
了

『古
今
俳
譜
明
題
集
』
⑯
所
収
。
季
題
は

「野
わ
き
」
で
秋
。
芒
か
何
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か
が
揺

れ

て
、
そ
う

見
え

る

の
だ

ろ
う

か
。
そ
う
考

え

る
と
、

動

か
す
や
雪

の
富

士
/

不
幕

」

(
『俳

譜
発
句

類

聚
』
⑬

)

の

り

「
野
わ

き
」

の
方

が

し

っ
く
り

く
る
。

「春

風

の
押

 

 

一
点
景

だ
。

ど

ち
ら

も
、
春

の
の
ん
び

り

と
し

た
旅

の
景

を
描

こ
う

と
し

「春

風
」

よ
 

 

た
ら
偶

然

に
も
富

士

が
あ

っ
た

と

い
う
形

の
句
だ

。
焦
点

を
定

め
て
富
士

 
 
 

 
 

 

を
詠

ん
だ
句

の
他

に
、

こ

の
よ

う
な

詠

み
方

も

現
れ

て
く

る
。

 

 
伸
上

る
富
士

の
わ

か
れ

や
花

す

〉
き
 

 

 

 

 
几

董

 

『
井
華
集

』
⑩

所
収

。
季

題

は

「
花

す

〉
き
」

で
秋
。

花
穂

を
付

け
る

の
で
、
芒

は
尾
花

と
も

い
い
、
「
花

す

〉
き
」
も

「
す

〉
き
」
と
同
じ
も

の

を
指

す
。
芒

の
上

に
見

え

る
小
さ

な
富
士

を
、

背
伸

び
し

て
別

れ
を
告
げ

る
よ
う

に
眺

め

た
と

い
う

こ
と
だ

ろ
う
。

 
 
晴

る

〉
日
や
雲

を
貫

く
雪

の
富

士
 

 

 

 

 

 
几

董

 

『井

華
集
』

⑩
所

収
。

季
題

は

「
雪
」

で
冬

。
冬

の
晴

れ
た
朝

に
は
、

私

の
通
学
す

る
地
下

鉄
東

西
線

か
ら
も
富

士
山

が
見

え

る
こ

と
が
あ

る
。

鬼
貫

の

「
に
よ

つ
ぼ
り

と
」

の
句

も
あ

る
が
、

正
面

か
ら
富

士

を
詠

ん
だ

句

は
意

外

に
少

な

い
。

 
 
秋

風

の
ふ
く
程

白

し
富
士

の
山

 

『俳

譜
新

選
』
⑩

所
収

。
季

題

は

「
秋

風
」
。

白
く

な

っ
て

い
く
。

「
門

口

に
」

の
句

と
同

様
、

 
 

李
丈

次
第

に
雪

が
積

も

っ
て
、

「
日
常

の
富

士

」
。

 
 
水

鳥

の
富

士
引

寄

せ
て
椀

か
な
 

 

 

 

 

 

 
吐
月

 

『
俳

譜
発
句

類

聚
』
⑬

所

収
。

季
題

は

「
水
鳥

」
で
冬
。

「
塊

」
は

「
ま

く
ら

」
の
当

て
字

ら

し

い
。

「
浮
寝

鳥

」
と

い
う
呼

び
方

も
あ

り
、

眠

っ
て

い
る
水

鳥

が
、
富

士

の
影

に
引

き
寄

せ
ら

れ

る
よ
う

に
流

さ
れ

て

い
る
様

子
。

小

さ
く
詠

ん
だ

面
白

さ
と

と
も

に
、
枕

に
す

べ
き
信
頼
感

が

あ
ら

わ

れ

て

い
る
。

 
 
初

夢

に
猫

も
不

二
見

る
寝

や
う
哉

 

 

 
 

 

 

一
茶

 

『
一
茶

発
句
集

』
④

所
収

。
季

題

は

「
初

夢
」
で
春
。

コ

富

士

二
鷹

三

茄

子
」

の
富

士

だ
。

し

か
し
、

こ
れ

に

は
諸

説
あ

っ
た
よ
う

で
、

百
井
塘

雨

の

『
笈
埃

随
筆

』
に
は

「
世

の
人
此

山

を
夢
見

る
時

は
吉
瑞

な

り
と

て
、

一
ふ
じ

二
鷹

三
茄
子

と

て
同
く
吉

兆

と

す
。
或

人
云
、

此

三
事

夢

の
判

に

は
あ

ら
ず

。
皆

駿
州

の
名
産

の
次

第

を

い
ふ
事
也

。
」
と

い
う

説
も

載

せ
て

い
る
。

こ

の
句

は
、
気

持

ち
よ

さ
そ

う

に
眠

る
猫

を
詠

ん

で

い
る
。

一
茶

の
、

動
物

に
対

す

る
暖

か

い
視
線

が

、
あ

ら

わ
れ

て

い
る
。
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駅
々
の
富
士
画
き
行
く
春
日
哉

『俳
譜
発
句
類
聚
』
⑬
所
収
。
季
題
は

「
春

日

」
。

甘

谷

春

の

一
日

の
意
。

馬
方
の
見
せ
て
乗
せ
け
り
春
の
富
士
 
 
 
 
 
午
心

『俳
譜
発
句
類
聚
』
⑬
所
収
。
季
題
は

「春
」。
前
の
句
と
同
様
、
旅
の

引
用
文
献

一
覧

①
佐
々
醒
雪
他
校
訂

『名
家
俳
句
集
』

②
中
村
俊
定
他
校
注

『貞
門
俳
譜
集
』

俳
譜
叢
書
第
三
冊

 

(
一
九

=
二
年

・
博
文
館
)

古
典
俳
文
学
大
系
第

一
巻

 

(
一
九
七
〇
年

・
集
英
社
)



③
老
鼠
堂
永
機
他
校
訂

『其
角
全
集
』
俳
譜
文
庫

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
一
九

=

年

・
博
文
館
)

④
藤
井
紫
影
校
訂

『名
家
俳
句
集
』
有
朋
堂
文
庫
第
87

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二

九
二
七
年

・
有
朋
堂
書
店
)

⑤
白
石
悌
三
他
校
注

『芭
蕉
七
部
集
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
70

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
一
九
九
〇
年

・
岩
波
書
店
)

⑥
大
野
酒
竹
校
訂

『元
禄
名
家
句
集
』
俳
譜
文
庫

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
一
九

一
二
年

・
博
文
館
)

⑦
尾
崎
紅
葉
校
訂

『俳
譜
類
題
句
集
』
前
編

・
俳
譜
文
庫

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
一
九
〇
九
年

・
博
文
館
)

⑧
大
芭
蕉
全
集
刊
行
会
編

『大
芭
蕉
全
集
』
第

一
巻

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
一
九
三
五
年

・
大
芭
蕉
全
集
刊
行
会
)

⑨
富
山
奏
校
注

『芭
蕉
文
集
』
新
潮
日
本
古
典
集
成
第

一
七
回

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
一
九
七
八
年

・
新
潮
社
)

⑩
島
居
清
他
校
注

『中
興
俳
諸
集
』
古
典
俳
文
学
大
系
第

一
三
巻

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
一
九
七
〇
年

・
集
英
社
)

⑪
石
川
八
朗
他
編

『宝
井
其
角
全
集
』
編
著
篇

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
一
九
九
四
年

・
勉
誠
社
)

⑫
大
野
洒
竹
校
訂

『素
堂
鬼
貫
全
集
』
俳
譜
文
庫

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
一
九
〇
九
年

・
博
文
館
)

⑬
尾
崎
紅
葉
校
訂

『俳
譜
類
題
句
集
』
後
編

・
俳
譜
文
庫

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
一
九
〇
九
年

・
博
文
館
)

⑭
岡
野
知
十
校
訂

『也
有
全
集
』
俳
譜
文
庫

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
一
九

=

年

・
博
文
館
)

⑮
清
水
孝
彦
他
校
注

『中
興
俳
論
俳
文
集
』

 
 
 
 
 
古
典
俳
文
学
大
系
第

]
四
巻

(
一
九
七

】
年

・
集
英
社
)

⑯
建
部
綾
足
著
作
刊
行
会
編

『建
部
綾
足
全
集
』
第
二
巻

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
一
九
八
六
年

・
国
書
刊
行
会
)
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