
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』

稿
（
一
一
十
六
）

下
　
　
房

俊

　
　
　
凡

本
稿
に
は
、

例
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』

の
中
、
第
五
十
五
番
お
よ
び
第
五
十
六
番
の
注
解
を
収
め
た
。

五
十
五
番

墓
目
割
　
行
縢
造

〔
職
人
尽
〕

　
　
〔
謁
諸
職
人
尽
〕
ひ
き
め
く
り
　
く
り
鉋
ひ
き
目
も
分
か
ね
さ
つ
き
雨
〈
二
世
　
沽
凍
〉
　
秋
風
や
目
に
は
さ
や
か
に
ひ
き
め
く
り
〈
豊
水
〉

　
弓
張
の
心
ひ
き
め
や
ま
め
男
〈
蓼
和
〉
　
／
む
か
ば
き
作
り
　
む
か
ば
き
や
か
か
る
山
路
の
菊
の
露
〈
兀
峰
〉
　
当
世
に
む
か
ば
き
作
れ
射

　
場
始
め
〈
如
此
〉
　
蘭
の
花
や
襟
作
る
離
れ
里
〈
沽
涼
〉
　
む
か
ば
き
や
妻
も
見
ま
が
ふ
夜
興
引
〈
路
道
〉
　
む
か
ば
き
や
裾
野
の
晴
れ
に
桐

　
の
花
〈
一
尺
〉
　
む
か
ば
き
の
毛
色
を
鹿
の
尻
目
哉
〈
蓼
和
〉

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
二
十
六
）
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五



七
六

【
本
文
】

五
十
五
番

く
り
か
ん
な
か
た
い
り
し
た
る
や
ふ
れ
め
の

そ
の
ま
・
に
す
む
引
目
や
の
月

秋
ふ
か
き
ほ
し
は
く
も
れ
と
む
か
は
き
の

白
毛
の
つ
き
の
さ
や
か
な
る
か
な

　
左
右
と
も
に
、
よ
ろ
し
か
ら
す
。
可
為
持
。

わ
か
恋
は
か
さ
か
け
ひ
き
め
ぬ
り
こ
め
て

い
と
め
も
見
え
す
な
く
な
み
た
哉

祈
て
も
あ
ふ
せ
や
あ
る
と
町
人
の

む
か
は
き
か
は
の
な
て
も
の
も
か
な

　
左
右
、
猶
無
風
情
。
為
持
。

　
　
　
　
◇
　
　
　
　
　
　
　
◇

　
ひ
き
め
く
り

一
尺
に
あ
ま
る

御
ひ
き
め
は
、
く
り

に
く
・
て
、
道
か

ゆ
か
ぬ
。

　
む
か
は
き
つ
く
り

あ
は
れ
、
御
む
か
は
き
や
。

く
り
か
ん
な
ー
〔
類
〕
く
り
鉋

そ
の
ま
・
－
〔
類
〕
其
ま
・
　
引
目
や
1
〔
類
〕
ひ
き
め
や

秋
ふ
か
き
ほ
し
1
〔
類
〕
秋
深
き
星

っ
き
ー
〔
類
〕
月
　
さ
や
か
な
る
か
な
1
〔
類
〕
さ
や
か
成
哉

わ
か
恋
－
〔
類
〕
我
恋

見
え
す
ー
〔
類
〕
み
え
す

あ
ふ
せ
1
〔
類
〕
逢
瀬

ぬ
り
こ
め
て
1
〔
類
〕
塗
こ
め
て

　
な
み
た
哉
1
〔
類
〕
涙
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
き
め

ひ
き
め
く
り
1
〔
白
〕
〔
類
〕
募
目
く
り
〔
忠
〕
五
十
五
番
募
目
く
り

御
ひ
き
め
－
〔
白
〕
〔
忠
〕
御
ひ
き
目

む
か
は
き
つ
く
り
－
〔
白
〕
〔
忠
〕
〔
類
〕
む
か
は
き
造

fig.10.03.01.pdf


け
い
ろ
も

よ
し
。

け
い
ろ
－
h
白
〕
〔
忠
〕
毛
い
ろ

〔
語
注
〕

　
　
　
　
　
お
お
か
ぶ
ら

◎
募
目
は
、
大
鏑
の
一
種
。
朴
・
桐
な
ど
の
軽
い
材
質
を
用
い
、
紡
錘
形
の
中
を
割
り
抜
い
て
、
数
個
の
穴
（
「
目
」
と
い
う
）
を
開
け
る
。

こ
れ
を
付
け
た
募
目
矢
を
射
る
と
、
中
に
風
が
入
っ
て
大
き
な
響
き
を
生
じ
る
。
笠
懸
（
後
述
）
や
犬
追
物
に
用
い
る
。

　
行
縢
は
、
騎
馬
で
の
遠
行
や
狩
猟
の
際
に
腰
か
ら
下
に
着
け
る
は
き
も
の
。
鹿
の
皮
な
ど
で
作
っ
た
。

◎
く
り
か
ん
な
　
「
割
鉋
」
で
、
『
日
葡
辞
書
』
補
遺
に
、
「
9
島
彗
ρ
　
何
か
に
孔
を
く
り
ぬ
く
た
め
に
、
た
と
え
ば
、
笛
な
ど
の
よ
う
に
、

内
側
を
円
く
中
空
に
す
る
た
め
に
使
う
刃
物
の
一
種
」
と
あ
る
工
具
で
あ
ろ
う
。
（
同
本
篇
に
は
、
「
9
屠
彗
曽
大
工
が
滑
ら
か
に
削
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
リ
ダ
イ

に
使
う
刃
物
の
一
種
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
、
『
和
漢
船
用
集
』
に
見
え
る
「
反
台
　
合
類
節
用
、
曲
鉋
、
く
り
か
ん
な
と
読
せ
り
。
反
台
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ぶ
ら
え
り

云
は
、
短
台
に
反
り
を
付
た
る
者
、
く
り
か
ん
な
な
り
」
と
あ
る
「
曲
鉋
」
の
こ
と
か
。
）
「
鏑
鏑
」
と
い
う
、
刃
が
薙
刀
の
刃
の
よ
う
に

反
っ
た
刃
物
と
同
じ
、
ま
た
は
同
種
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
史
料
　
日
本
職
人
史
o
』
に
よ
れ
ば
、
絵
に
見
え
る
、
先
の

曲
が
っ
た
工
具
が
そ
れ
で
あ
る
（
「
募
目
割
H
」
の
項
）
と
い
う
。

◎
か
た
い
り
し
た
る
　
『
角
川
古
語
大
鮮
典
』
の
「
か
た
い
り
〔
片
入
〕
」
の
項
に
、
「
技
術
の
方
面
で
、
そ
の
一
部
分
を
修
得
し
た
に
と
ど

ま
る
こ
と
。
例
え
ば
、
馬
や
鷹
な
ど
が
、
ま
だ
十
分
に
調
教
さ
れ
て
い
な
い
状
態
に
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
人
が
道
具
な
ど
を
よ
く
使
い
こ
な

し
て
い
な
い
こ
と
」
と
し
て
、
こ
こ
の
用
例
を
上
げ
、
ま
た
、
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
　
室
町
時
代
編
』
の
「
か
た
い
り
〔
片
入
〕
」
の
項
に
、

「
片
方
に
片
寄
っ
て
入
る
こ
と
」
と
し
て
、
こ
こ
の
用
例
を
上
げ
る
が
、
い
ず
れ
も
し
っ
く
り
来
な
い
。
あ
る
い
は
、
「
か
た
い
り
」
は
「
か

た
ゑ
り
〔
片
彫
〕
」
の
転
で
、
片
寄
っ
て
く
り
抜
く
意
か
。
た
だ
し
、
「
か
た
ゑ
り
〔
片
彫
〕
」
の
用
例
は
管
見
に
入
ら
な
い
。

◎
や
ふ
れ
め
　
　
「
破
れ
目
」
の
「
目
」
に
、
募
目
の
「
目
」
を
掛
け
る
か
。

◎
そ
の
ま
㌧
に
す
む
引
目
や
の
月
　
　
「
そ
の
支
ま
に
済
む
」
は
、
募
目
に
は
も
と
も
と
目
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
破
れ
目
が
出
来
て
も
差
し
支

え
な
い
、
の
意
か
。
「
済
む
」
に
「
澄
む
」
を
掛
け
る
。
募
目
矢
が
そ
の
ま
ま
に
済
む
よ
う
に
澄
む
月
。

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
一
二
十
六
一

七
七



七
八

◎
秋
ふ
か
き
ほ
し
は
く
も
れ
と
　
天
体
の
「
星
」
に
、
鹿
の
上
毛
の
斑
点
の
意
の
「
星
」
を
掛
け
る
。
後
者
の
意
の
「
星
」
は
、
「
五
月
雨

の
ひ
ま
な
き
こ
ろ
も
さ
を
し
か
の
う
は
げ
の
ほ
し
は
く
も
ら
ざ
り
け
り
〈
家
良
〉
」
一
新
撰
六
帖
、
二
）
、
「
さ
を
し
か
の
わ
が
ま
っ
っ
ま
や
秋

二
毛
あ
ひ
見
ま
ほ
し
（
助
動
詞
「
ま
ほ
し
」
と
掛
け
る
）
の
稀
に
な
り
行
く
」
（
草
根
集
）
な
ど
、
ま
ま
歌
に
詠
ま
れ
た
。
『
貞
丈
雑
記
』
十

四
、
皮
類
之
部
に
よ
れ
ば
、
鹿
の
上
毛
は
、
旧
暦
五
月
こ
ろ
か
ら
全
体
が
黄
色
く
な
り
、
白
い
斑
点
が
出
て
、
だ
ん
だ
ん
鮮
や
か
に
な
る
が
、

秋
か
ら
冬
に
か
け
て
は
全
体
が
黒
く
な
り
、
斑
点
も
消
え
て
い
く
、
と
い
う
。
右
の
引
用
歌
に
も
、
そ
の
事
実
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

も
、
秋
が
深
ま
っ
て
斑
点
が
目
立
た
な
く
な
る
こ
と
を
、
「
星
は
曇
れ
ど
」
と
表
現
し
て
い
る
。
な
お
、
同
雑
記
に
よ
れ
ば
、
行
縢
に
は
そ

れ
ぞ
れ
の
季
節
の
毛
皮
を
用
い
た
が
、
若
年
者
ほ
ど
明
る
い
色
の
も
の
、
老
年
者
ほ
ど
暗
い
色
の
も
の
を
用
い
た
と
い
う
。

◎
む
か
は
き
の
白
毛
の
つ
き
　
「
行
縢
の
白
毛
」
は
、
前
項
に
述
べ
た
鹿
の
上
毛
の
斑
点
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
白
毛
の
よ
う
な
白
い
月
、

と
続
け
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
先
に
、
こ
の
斑
点
を
「
星
」
と
表
現
し
て
い
る
か
ら
、
分
か
り
に
く
い
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
「
行
縢
」
は
、

「
夏
野
踏
む
勢
子
が
行
縢
裾
朽
ち
て
干
す
暇
も
な
く
さ
み
だ
る
る
比
〈
源
仲
正
〉
」
の
よ
う
な
例
が
な
い
で
は
な
い
が
、
あ
ま
り
歌
に
詠
ま
れ

な
い
言
葉
。
「
白
毛
の
月
」
も
異
様
な
造
語
。

◎
わ
か
恋
は
…
…
　
　
「
我
が
恋
は
…
…
」
と
い
う
形
式
は
、
恋
の
歌
の
典
型
の
一
（
五
番
語
注
「
わ
が
恋
は
」
の
項
参
照
）
。

◎
か
さ
か
け
ひ
き
め
ぬ
り
こ
め
て
　
　
「
笠
懸
募
目
」
は
笠
懸
（
馬
を
走
ら
せ
な
が
ら
馬
上
か
ら
遠
方
の
的
を
射
る
射
芸
。
も
と
射
手
の
笠
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
し
ぎ
め

か
け
て
的
と
し
た
こ
と
に
よ
る
名
）
に
用
い
る
募
目
。
募
目
の
筒
の
下
部
に
挫
目
と
呼
ぶ
縦
の
割
れ
目
十
二
列
を
入
れ
る
の
を
特
徴
と
す
る
。

「
塗
り
込
む
」
は
、
募
目
を
漆
で
塗
り
固
め
る
こ
と
。
『
貞
丈
雑
記
』
十
、
弓
矢
之
部
に
、
「
募
目
を
赤
う
る
し
に
ぬ
る
と
云
ふ
は
、
朱
う
る

し
の
事
に
て
は
な
し
。
う
る
し
に
絵
の
具
を
ま
ぜ
ず
、
う
る
し
斗
り
に
て
ぬ
れ
ば
、
お
の
づ
か
ら
赤
黒
く
な
る
を
い
ふ
也
。
今
た
め
ぬ
り
な

ど
・
い
ふ
色
の
ご
と
し
」
と
あ
る
。
こ
こ
は
、
必
要
以
上
に
塗
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

◎
い
と
め
も
見
え
す
　
　
「
い
と
め
」
は
「
糸
目
」
で
、
笠
懸
募
目
の
挫
目
の
こ
と
か
。
漆
を
塗
り
す
ぎ
た
た
め
に
、
挫
目
も
見
え
な
く
な
っ

た
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
に
、
ま
っ
た
く
目
も
見
え
な
い
意
の
「
い
と
目
も
見
え
ず
」
を
掛
け
る
。

◎
祈
て
も
あ
ふ
せ
や
あ
る
と
町
人
の
　
　
「
町
人
」
は
、
「
ま
ち
び
と
」
あ
る
い
は
「
ま
ち
う
ど
」
と
読
ん
で
、
「
待
人
」
の
宛
字
か
。
「
待
人
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
チ
ウ
ド

は
、
元
亀
二
年
京
大
本
『
運
歩
色
葉
集
』
に
、
「
待
人
葬
」
と
あ
り
、
易
占
の
用
語
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
勿
論
、
雅
語



で
は
な
い
。
和
歌
で
は
、
「
宿
近
く
梅
の
花
植
ゑ
じ
あ
ぢ
き
な
く
待
っ
人
の
香
に
あ
や
ま
た
れ
け
り
〈
よ
み
人
し
ら
ず
〉
（
古
今
集
、
一
、
春

歌
上
）
の
よ
う
に
、
「
待
つ
人
」
の
語
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
こ
は
、
、
下
の
「
撫
物
」
の
縁
で
、
あ
え
て
不
自
然
塗
言
葉
を
使
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
祈
っ
た
と
こ
ろ
で
逢
う
機
会
な
ど
あ
ろ
う
か
と
思
い
つ
つ
も
、
な
お
来
て
く
れ
る
の
を
待
つ
相
手
の
、
の
意
か
。

◎
む
か
は
き
か
は
の
な
て
も
の
も
か
な
　
　
「
む
か
は
き
か
は
」
は
、
「
行
縢
皮
」
で
、
要
す
る
に
行
縢
そ
の
も
の
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
「
撫

物
」
は
、
祓
な
ど
の
と
き
用
い
る
、
身
代
わ
り
の
人
形
や
小
袖
な
ど
の
衣
類
。
こ
れ
で
体
を
撫
で
て
稜
れ
を
移
し
、
川
に
流
す
な
ど
し
た
。

「
行
縢
皮
の
撫
物
」
は
、
小
袖
な
ら
ぬ
行
騰
の
撫
物
、
と
い
う
滑
稽
を
狙
っ
た
表
現
か
。
あ
る
い
は
、
「
行
縢
皮
」
に
架
空
の
川
名
「
む
か
ば

き
川
」
を
掛
け
、
そ
の
「
む
か
ば
き
川
」
に
流
す
撫
物
、
の
意
か
。
一
そ
の
場
合
は
、
上
句
の
「
逢
ふ
瀬
」
は
「
川
」
の
縁
語
。
）
い
ず
れ
に

し
て
も
、
相
手
に
逢
え
な
い
ま
で
も
、
せ
め
て
そ
の
身
代
わ
り
で
あ
る
撫
物
が
欲
し
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
東
屋
の
、
薫

の
歌
、
「
見
し
人
の
形
代
な
ら
ば
身
に
添
へ
て
恋
し
き
瀬
々
の
撫
物
に
せ
む
」
を
念
頭
に
お
く
表
現
か
。

◎
無
風
情
　
　
「
風
情
」
は
、
歌
の
趣
向
な
い
し
着
想
。

◎
一
尺
に
あ
ま
る
御
ひ
き
め
　
『
騎
射
秘
抄
』
に
、
犬
追
物
に
用
い
る
募
目
に
つ
い
て
、
「
引
目
大
小
の
事
、
是
又
昔
今
事
に
懸
隔
也
。
彼

是
愚
意
に
お
い
て
は
、
い
づ
れ
も
不
可
然
。
其
故
は
、
昔
様
と
て
四
五
寸
の
引
目
、
余
に
見
所
な
く
覚
ゆ
。
又
、
当
世
様
と
て
、
よ
は
弓
に

さ
の
み
の
大
引
目
も
見
に
く
・
お
ほ
ゆ
。
…
…
余
の
大
小
、
共
に
不
可
然
。
但
、
人
に
よ
り
弓
に
よ
る
べ
し
。
無
相
違
は
、
一
尺
二
尺
に
も

す
べ
し
」
と
あ
り
、
時
代
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
大
型
化
し
、
時
に
一
尺
、
二
尺
の
大
募
目
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
覗
わ
れ

る
。
「
御
ひ
き
め
」
と
「
御
」
を
冠
す
る
の
は
、
こ
の
募
目
が
貴
顕
か
ら
の
注
文
品
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

◎
道
か
ゆ
か
ぬ
　
「
道
が
行
く
」
は
、
物
事
が
は
か
ど
る
こ
と
。
仕
事
の
能
率
が
悪
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

◎
あ
は
れ
、
御
む
か
は
き
や
　
あ
あ
、
い
い
行
縢
だ
、
と
自
分
の
作
っ
た
行
縢
に
満
足
す
る
言
葉
。
「
御
む
か
は
き
」
と
「
御
」
を
冠
す
る

の
は
、
こ
の
行
縢
が
貴
顕
か
ら
の
注
文
品
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

◎
け
い
ろ
　
毛
色
。

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
二
十
六
一

七
九



八
○

〔
絵
〕

　
募
目
割
は
、
烏
帽
子
を
着
、
諾
肌
脱
ぎ
で
袴
を
履
き
、
左
手
に
募
目
を
持
ち
、
右
手
の
工
具
で
割
り
抜
く
と
こ
ろ
。
前
に
、
募
目
三
個
、

工
具
二
種
、
削
り
津
。
前
の
工
具
の
う
ち
先
の
曲
が
っ
た
方
は
割
鉋
か
。
白
石
本
は
、
削
り
津
を
描
か
な
い
。

　
行
縢
造
は
、
鳥
帽
子
を
着
、
諸
肌
脱
ぎ
で
袴
を
履
き
、
鹿
皮
の
行
縢
一
対
の
片
方
を
撫
で
て
い
る
様
子
。
前
に
、
も
う
片
方
の
行
縢
。

五
十
六
番
　
金
掘

禾
掘

〔
職
人
尽
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ね
ほ
り
　
き
ん
　
　
ぎ
ん
　
　
あ
か
が
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
ぷ
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
り
て
　
　
げ
ざ
い

　
　
〔
人
倫
訓
蒙
図
彙
〕
銀
　
金
、
銀
、
銅
等
、
石
中
よ
り
出
づ
る
。
此
の
穴
を
真
吹
と
号
す
。
堀
手
を
下
在
と
い
ふ
。
穴
の
う
ち
に
て
は
、
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
や
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ろ
が
ね

■
ざ
い
の
殻
に
て
火
を
と
ぼ
す
。
金
山
所
々
多
し
。
金
は
は
じ
め
て
奥
州
よ
り
出
づ
る
な
り
。
黒
金
は
備
中
よ
り
出
だ
す
と
か
や
。
　
〔
誹
諸
職

　
人
尽
〕
金
掘
　
水
か
ね
掘
　
山
吹
は
山
に
も
捨
て
ぬ
こ
が
ね
か
な
〈
憲
文
〉
　
草
の
露
ゆ
り
よ
せ
て
見
よ
只
の
水
く
作
者
不
詳
V
　
金
ほ
り
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
㌔
ら

　
な
を
行
き
行
き
て
千
鳥
聞
く
〈
玉
栄
〉
　
金
掘
が
捨
て
た
る
山
の
松
に
月
〈
馬
光
〉
　
金
ほ
り
の
闇
き
を
出
で
て
ほ
と
と
ぎ
す
〈
金
舛
〉
　
か

　
ね
ほ
り
の
眼
は
休
ま
れ
ず
菊
の
宿
〈
疎
蓬
〉
　
時
を
得
て
蔓
に
も
咲
く
や
金
銀
花
〈
文
笑
〉
　
か
ね
ほ
り
や
綱
に
取
り
つ
く
銀
真
桑
〈
其
木
〉

　
　
金
掘
も
穴
を
出
で
た
る
彼
岸
哉
〈
上
州
桐
生
　
青
里
〉
　
金
掘
や
あ
た
た
か
に
寝
る
雪
の
暮
れ
〈
全
朝
〉
　
金
ほ
り
や
煙
草
き
ら
し
て
秋
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る

　
暮
れ
〈
大
輔
〉
　
か
ね
ほ
り
や
山
口
淳
き
春
待
ち
ぬ
〈
葉
五
〉
　
さ
み
だ
れ
や
な
ほ
日
に
疎
き
こ
が
ね
掘
り
〈
卯
雲
〉
　
金
ほ
り
も
わ
が
一
日

　
や
と
し
の
市
〈
歩
東
〉
　
ひ
い
や
り
と
蔓
に
あ
た
る
や
秋
の
音
〈
大
室
〉
　
頼
も
し
や
か
ね
掘
る
山
の
高
笑
ひ
〈
蓼
和
〉
　
水
か
ね
は
斯
く
は

　
掘
ら
れ
じ
蓮
の
雨
〈
里
百
〉
　
葛
の
花
水
か
ね
ほ
り
の
窒
な
れ
や
〈
蓼
和
〉
　
追
加
　
水
か
ね
の
戸
樋
を
こ
ぼ
れ
て
こ
ほ
る
哉
〈
茂
林
〉
　
〔
職

　
人
尽
狂
歌
合
〕
左
　
金
ほ
り
　
千
金
に
し
か
へ
て
聞
か
ん
と
金
ほ
り
の
耳
の
垢
ほ
る
は
っ
時
鳥
　
左
、
物
め
で
す
る
心
な
ら
ば
、
千
々
の
こ
が

　
ね
に
も
か
へ
つ
べ
し
。
右
、
：
…
勝
と
ぞ
申
べ
き
。
　
／
　
左
　
金
ほ
り
　
こ
が
ね
て
ふ
外
に
も
耳
の
穴
ほ
り
て
聞
き
ぬ
る
佐
渡
の
山
郭
公



左
、
金
ほ
る
人
の
耳
の
穴
ほ
る
と
い
へ
る
歌
、
た
ぐ
ひ
多
け
れ
ば
、
い
づ
れ
を
よ
し
と
も
定
め
が
た
く
や
。
右
、
…
…
勝
と
は
き
は
め
て
侍
り
。

／
　
右
　
金
ほ
り
　
金
を
ほ
る
岩
に
響
け
ば
一
声
を
二
っ
に
割
り
て
聞
く
郭
公
　
右
、
詞
花
集
に
見
へ
た
る
、
；
戸
鳴
け
ば
二
声
ぞ
聞
く
、
と

い
へ
る
に
も
通
ひ
て
、
さ
る
山
の
わ
た
り
は
、
山
彦
も
う
る
さ
き
ま
で
こ
そ
こ
た
ふ
べ
け
れ
。
二
っ
に
割
り
て
な
ど
お
か
し
く
こ
そ
。
勝
負
わ

い
た
め
が
た
く
侍
れ
ば
、
持
と
定
め
て
侍
り
。

【
本
文
】

五
十
六
番

な
か
む
と
て
こ
か
ね
も
ほ
ら
ぬ
つ
つ
さ
ひ
の

さ
ひ
て
そ
見
ゆ
る
秋
の
夜
の
月

み
つ
か
ね
の
草
に
を
く
か
と
み
ゆ
る
か
な

つ
ゆ
に
や
と
れ
る
月
の
ひ
か
り
を

　
左
可
可
、
月
み
る
と
て
金
ほ
ら
ね
は
、
つ
ん
さ
ひ
の

　
さ
ひ
た
る
ら
む
、
こ
と
は
り
叶
て
聞
ゆ
。
つ
さ
ひ
と
は

　
金
ほ
る
具
足
に
や
。
右
も
、
に
せ
物
に
よ
み
か
な
へ

　
た
れ
と
、
し
ゐ
て
申
さ
は
、
左
か
つ
へ
く
や
。

一
さ
ほ
に
あ
ま
る
こ
か
ね
の
を
も
は
か
り

い
く
目
と
も
な
く
人
そ
見
ら
る
・

あ
ち
き
な
や
に
ふ
の
み
山
に
ほ
る
か
ね
の

み
つ
か
ら
人
に
お
も
ひ
い
り
ぬ
る

　
左
歌
、
た
く
み
也
。
右
、
水
と
か
ね
と
を
二
に
い
ひ

　
き
り
て
、
題
の
心
お
も
ひ
入
た
る
に
・
た
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ

こ
か
ね
－
〔
類
〕
金
　
っ
つ
さ
ひ
1
〔
忠
〕
〔
明
〕
っ
ん
さ
ひ
〔
類
〕
っ
ん
さ
ひ

見
ゆ
る
1
〔
類
〕
み
ゆ
る
　
秋
の
夜
－
〔
類
〕
秋
夜

を
く
1
〔
類
〕
置
か
な
－
〔
類
〕
哉

つ
ゆ
1
〔
類
〕
露
　
ひ
か
り
－
〔
類
〕
光

つ
ん
さ
ひ
の
－
〔
白
〕
つ
ん
さ
□
の

ら
む
1
〔
明
〕
〔
類
〕
ら
ん
　
つ
さ
ひ
1
〔
忠
〕
〔
明
〕
〔
類
〕
つ
ん
さ
ひ

し
ゐ
て
1
〔
類
〕
強
て

一
さ
ほ
1
〔
類
〕
一
樟

い
く
目
－
〔
類
〕
幾
目

左
か
つ
へ
く
や
1
〔
類
〕
左
可
勝
や

を
も
は
か
り
ー
〔
類
〕
お
も
は
か
り

見
ら
る
・
－
〔
類
〕
み
ら
る
・

お
も
ひ
い
り
ぬ
る
1
〔
類
〕
思
ひ
い
り
ぬ
る

心
－
〔
類
〕
こ
・
ろ
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八
二

価
為
持
。

　
　
　
◇

金
ほ
り

水
か
ね
ほ
り

◇

金
ほ
り
1
〔
忠
〕
五
士
一
番
金
ほ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
か
ね
ほ
り

水
か
ね
ほ
り
－
〔
白
〕
〔
忠
〕
禾
堀
〔
類
〕
禾
ほ
り

〔
語
注
〕

◎
金
掘
は
、
砂
金
を
採
掘
す
る
職
人
。
中
世
末
期
ま
で
は
、
砂
金
洗
取
に
よ
る
産
金
法
が
支
配
的
で
あ
っ
た
（
国
史
大
辞
典
「
金
」
の
項
）
。

　
禾
掘
は
、
禾
（
水
銀
の
こ
と
一
を
採
掘
す
る
職
人
。

◎
な
か
む
と
て
こ
か
ね
も
ほ
ら
ぬ
　
美
し
い
月
に
見
と
れ
て
、
本
来
の
仕
事
を
し
な
い
の
で
あ
る
。
同
想
の
歌
は
、
二
番
左
、
壁
塗
の
月
の

歌
「
故
里
の
壁
の
崩
れ
の
月
影
は
ぬ
る
夜
な
く
て
ぞ
見
る
べ
か
り
け
る
」
、
三
番
右
、
塗
士
の
月
の
歌
「
眺
む
と
て
ぬ
る
夜
も
な
き
に
あ
ら

漆
刷
毛
目
も
合
は
ぬ
村
雲
の
月
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
イ

◎
つ
つ
さ
ひ
の
　
　
「
っ
っ
さ
ひ
」
は
、
忠
寄
本
・
明
暦
板
本
は
「
っ
ん
さ
ひ
」
。
類
従
本
は
「
っ
ん
さ
ひ
」
と
す
る
が
、
「
っ
ん
さ
ひ
」
の
誤

写
か
。
な
お
、
判
詞
に
は
「
っ
ん
さ
ひ
」
、
「
っ
さ
ひ
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
「
ツ
ッ
ー
」
と
い
う
促
音
形
一
「
っ
さ
ひ
」
は
促
音

の
無
表
記
で
あ
ろ
う
）
と
「
ツ
ン
ー
」
と
い
う
援
音
形
が
併
存
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
「
－
さ
ひ
」
の
「
ひ
」
は
、
清
濁
未

考
。
「
つ
つ
さ
ひ
」
と
同
類
か
と
思
わ
れ
る
語
が
、
古
く
正
倉
院
文
書
に
、
「
都
岐
佐
備
」
（
造
石
山
寺
所
鉄
用
帳
・
天
平
宝
字
六
・
一
⊥
二

fig.10.03.02.pdf


○
〈
大
日
本
古
文
書
五
〉
）
、
「
都
久
佐
備
」
一
造
石
山
寺
所
鉄
用
井
作
帳
・
天
平
宝
字
六
・
一
・
三
〇
〈
大
日
本
古
文
書
一
五
〉
）
と
、
濁
音

表
記
で
見
え
る
が
、
同
文
書
に
は
ま
た
、
「
築
佐
比
」
一
山
作
所
作
物
雑
工
散
役
帳
・
天
平
宝
字
六
・
三
二
二
〇
〈
大
日
本
古
文
書
五
〉
）
と
、

清
音
表
記
の
例
も
見
え
、
い
ず
れ
と
も
決
定
し
が
た
い
。
（
た
だ
し
、
「
備
」
は
乙
類
、
「
比
」
は
甲
類
の
仮
名
で
あ
る
の
で
、
こ
の
両
者
は

別
語
か
も
し
れ
な
い
。
一
「
つ
つ
さ
ひ
」
の
実
態
に
つ
い
て
も
、
未
考
。
判
詞
に
も
、
「
つ
さ
ひ
と
は
金
掘
る
具
足
に
や
」
と
あ
り
、
判
者
に

も
詳
細
は
不
明
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
前
に
「
金
も
掘
ら
ぬ
」
と
あ
り
、
後
に
「
錆
び
」
と
続
く
こ
と
か
ら
、
砂
金
を
掘
る
の
に
用
い
る
金
属

製
の
道
具
で
あ
る
こ
と
は
問
違
い
な
か
ろ
う
。
『
貞
丈
雑
記
』
士
二
、
馬
之
部
に
は
、
「
旧
記
に
、
馬
の
印
を
記
し
た
る
条
に
、
つ
く
さ
い
、

金
襲
、
か
ね
ほ
り
道
具
也
、
絵
や
う
不
二
見
知
一
也
、
と
あ
り
。
鞭
隷
鮎
雛
雌
つ
く
さ
い
は
、
つ
ん
さ
い
と
も
い
ふ
也
」
と
し
て
、
本
職
人
歌

合
を
引
き
、
絵
の
金
掘
の
膝
元
に
あ
る
手
斧
形
の
道
具
を
、
「
是
っ
ん
さ
い
と
い
ふ
物
也
」
と
す
る
。
上
句
全
体
で
、
序
詞
的
に
下
句
に
続

く
O◎

さ
ひ
て
そ
見
ゆ
る
秋
の
夜
の
月
　
つ
つ
さ
ひ
が
、
使
わ
れ
な
い
の
で
「
錆
び
て
」
の
意
に
、
「
寂
び
て
」
を
掛
け
る
。
「
寂
ぶ
」
は
、
勢
い

が
衰
え
て
寂
し
げ
な
趣
に
な
る
こ
と
。
月
が
「
寂
ぶ
」
と
表
現
す
る
歌
は
多
く
は
な
い
が
、
「
長
月
も
い
く
有
明
に
な
り
ぬ
ら
ん
浅
茅
の
月

の
い
と
ど
寂
び
行
く
〈
慈
円
〉
」
（
新
古
今
集
、
五
、
秋
歌
下
）
（
た
だ
し
、
『
拾
玉
集
』
な
ど
は
、
第
四
句
「
浅
茅
の
霜
の
」
一
、
「
住
吉
の
岸

の
松
風
音
さ
え
て
寂
び
た
る
夜
半
の
月
の
か
げ
か
な
〈
季
広
〉
」
（
万
代
和
歌
集
、
四
、
秋
歌
上
）
な
ど
の
よ
う
に
、
深
夜
な
い
し
明
け
方
の

月
に
っ
い
て
い
う
例
が
見
え
る
。
こ
こ
も
、
明
け
方
の
月
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
「
錆
ぶ
」
と
い
う
俗
語
を
掛
け
る
の
は
、
本
職
人
歌
合
第

三
番
右
研
の
月
の
歌
と
同
想
で
あ
る
が
、
歌
と
し
て
は
勿
論
異
例
。
っ
つ
さ
ひ
が
錆
び
て
い
る
よ
う
に
、
寂
び
て
見
え
る
秋
の
夜
の
月
。

◎
み
つ
か
ね
の
草
に
を
く
か
と
み
ゆ
る
か
な
つ
ゆ
に
や
と
れ
る
月
の
ひ
か
り
を
　
草
葉
の
露
が
月
影
を
宿
し
て
光
っ
て
い
る
の
が
、
水
銀
の

よ
う
に
見
え
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
露
に
宿
る
月
影
を
詠
ん
だ
歌
は
、
「
浅
茅
原
葉
末
に
結
ぶ
露
ご
と
に
光
を
分
け
て
宿
る
月
影
〈
親

盛
〉
」
（
千
載
集
、
四
、
秋
歌
上
）
な
ど
、
枚
挙
に
邊
が
な
い
が
、
た
だ
し
、
そ
れ
を
水
銀
に
見
立
て
る
の
は
、
「
曇
り
な
く
池
の
鏡
を
磨
か

な
ん
た
だ
水
銀
ぞ
蓬
葉
の
露
」
一
草
根
集
一
の
例
が
な
い
で
は
な
い
が
、
異
例
。

◎
つ
ん
さ
ひ
の
　
白
石
本
は
「
つ
ん
さ
□
の
」
と
判
読
不
能
。

◎
つ
さ
ひ
　
忠
寄
本
・
明
暦
板
本
・
類
従
本
は
「
つ
ん
さ
ひ
」
。
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八
四

◎
こ
と
は
り
叶
て
聞
ゆ
　
　
「
理
叶
ふ
」
は
、
理
屈
が
通
っ
て
い
る
こ
と
。
「
金
鳳
の
西
に
か
へ
る
に
よ
せ
て
、
あ
か
ぬ
な
ご
り
ぞ
お
ほ
え
山

あ
き
は
い
く
の
の
か
た
を
な
が
め
て
、
と
い
へ
る
は
、
こ
と
わ
り
か
な
ひ
て
や
き
こ
え
侍
ら
ん
」
一
千
五
百
番
歌
合
、
八
百
十
五
番
判
詞
一
な

ど
、
歌
合
判
詞
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
言
葉
。

◎
に
せ
物
に
よ
み
か
な
へ
た
れ
と
　
「
似
せ
物
」
は
、
あ
る
物
を
他
の
物
に
見
立
て
て
表
現
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
表
現
一
三
十
三
番
語

注
「
に
せ
物
さ
る
事
な
れ
と
」
の
項
参
照
一
。
こ
こ
は
、
露
を
水
銀
に
見
立
て
た
表
現
。
「
詠
み
叶
ふ
」
は
、
歌
を
思
い
ど
お
り
に
詠
み
お
お

せ
る
意
で
あ
ろ
う
。
歌
合
判
詞
に
、
「
俊
恵
法
師
と
申
せ
し
も
の
、
あ
し
の
や
の
な
だ
、
と
お
き
て
、
た
け
た
か
く
い
み
じ
か
る
べ
き
に
、
す

ゑ
の
句
の
か
な
ふ
ほ
ど
な
る
が
か
た
き
な
り
。
そ
れ
に
よ
み
か
な
へ
た
ら
ん
は
め
で
た
か
る
べ
し
、
と
っ
ね
に
申
し
侍
り
し
」
一
千
五
百
番

歌
合
、
千
百
五
十
六
番
判
詞
一
の
例
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
が
ね

◎
一
さ
ほ
に
あ
ま
る
こ
か
ね
の
を
も
は
か
り
　
「
一
竿
」
は
、
一
つ
の
竿
秤
で
計
れ
る
最
大
の
重
さ
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
「
金
の
重

一
し
）
」
か
ら
「
思
量
」
と
続
け
、
「
秤
」
を
掛
け
る
。
一
あ
る
い
は
、
「
重
秤
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
秤
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の

点
、
未
考
。
一
「
お
も
ば
か
り
」
は
「
お
も
ん
ば
か
り
」
の
転
。
㌧
」
こ
は
、
恋
の
思
い
の
意
で
用
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
特

殊
化
し
た
用
法
は
例
を
見
な
い
。
ま
た
、
「
お
も
一
ん
一
ば
か
り
」
は
漢
文
訓
読
系
の
言
葉
で
、
通
常
、
歌
に
用
い
る
言
葉
で
は
な
い
。
こ

こ
は
、
「
金
」
の
縁
で
あ
え
て
不
自
然
塗
言
葉
を
用
い
た
の
で
あ
る
。
一
竿
で
計
り
き
れ
な
い
ほ
ど
の
金
の
重
さ
の
よ
う
な
私
の
思
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ん
め

◎
い
く
目
と
も
な
く
人
そ
見
ら
る
㌧
　
「
目
」
は
、
重
さ
の
単
位
「
匁
」
の
略
。
そ
の
意
に
、
見
る
こ
と
の
回
数
を
示
す
「
目
」
を
掛
け
る
。

金
の
重
さ
が
い
く
目
と
も
知
れ
な
い
よ
う
に
、
い
く
目
と
も
な
く
相
手
を
見
て
し
ま
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
目
」
は
ま
た
、
目
盛
り
を

意
味
し
、
「
秤
」
の
縁
語
。

◎
に
ふ
の
み
山
　
丹
生
の
み
山
。
伊
勢
国
飯
高
郡
丹
生
一
現
三
重
県
多
気
郡
勢
和
村
丹
生
一
の
山
地
。
古
来
水
銀
を
産
出
し
た
。

◎
か
ね
の
み
つ
　
「
み
づ
か
ら
」
と
続
け
る
た
め
に
、
「
み
づ
か
ね
」
を
言
い
換
え
た
造
語
で
あ
ろ
う
。

◎
み
つ
か
ら
人
に
お
も
ひ
い
り
ぬ
る
　
　
「
丹
生
の
み
山
に
掘
る
か
ね
の
水
」
か
ら
、
序
詞
的
に
「
み
づ
か
ら
」
と
続
け
る
。
「
水
」
に
「
み

づ
か
ら
」
を
掛
け
る
こ
と
自
体
は
、
「
ね
ぬ
縄
の
寝
ぬ
名
は
か
け
て
っ
ら
さ
の
み
ま
す
だ
の
池
の
み
づ
か
ら
ぞ
う
き
〈
為
氏
〉
」
一
続
拾
遺
集
、

十
二
、
恋
歌
二
）
な
ど
、
例
は
少
な
く
な
い
。
「
思
ひ
入
る
」
（
自
動
詞
・
四
段
）
は
、
こ
こ
は
、
深
く
恋
い
慕
う
こ
と
。
こ
の
意
味
の
「
思



ひ
入
る
」
は
、
「
恋
ひ
わ
び
て
思
ひ
入
佐
の
山
の
は
に
出
づ
る
月
日
の
っ
も
り
ぬ
る
か
な
〈
公
長
〉
（
金
葉
集
、
七
、
恋
部
上
一
、
「
わ
が
恋
は

吉
野
の
山
の
奥
な
れ
や
思
ひ
入
れ
ど
も
あ
ふ
人
も
な
し
〈
顕
季
〉
」
一
詞
花
集
、
七
、
恋
上
一
の
よ
う
に
、
出
家
を
決
意
す
る
な
ど
し
て
山
に

入
る
意
を
掛
け
る
こ
と
が
多
い
。
こ
こ
も
、
あ
る
い
は
、
「
丹
生
の
み
山
」
に
入
る
意
を
響
か
せ
る
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
自
分
の
方
か

ら
惚
れ
込
ん
だ
の
だ
と
思
え
ば
、
恋
の
つ
ら
さ
も
い
た
し
か
た
の
な
い
こ
と
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

◎
水
と
か
ね
と
を
二
に
い
ひ
き
り
て
　
　
「
言
ひ
切
る
」
は
、
一
っ
の
言
葉
を
切
り
離
し
て
言
う
意
か
。
「
み
づ
か
ね
」
を
、
「
み
づ
」
と
「
か

ね
」
と
に
分
け
て
詠
み
込
ん
だ
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
「
言
ひ
切
る
」
の
そ
の
よ
う
な
用
例
は
管
見
に
入
ら
な
い
。

◎
題
　
こ
こ
で
は
、
歌
に
詠
み
込
ん
だ
「
み
づ
か
ね
」
の
こ
と
を
指
す
か
。

◎
お
も
ひ
入
た
る
　
　
「
思
ひ
入
れ
た
る
」
と
読
む
の
で
あ
ろ
う
。
「
思
ひ
入
る
」
一
他
動
詞
・
下
二
段
一
は
、
．
素
材
を
愛
着
を
も
っ
て
詠
み
込

む
こ
と
。
「
く
れ
な
ゐ
の
浪
、
も
み
ぢ
の
ふ
ち
は
、
ま
こ
と
に
ふ
か
く
お
も
ひ
い
れ
て
、
心
の
色
も
そ
め
ま
し
て
こ
そ
侍
ら
め
」
（
千
五
百
番

歌
合
、
七
百
五
十
五
番
判
詞
一
な
ど
、
歌
合
判
詞
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
言
葉
。
か
っ
、
こ
こ
は
、
歌
に
「
思
ひ
入
り
ぬ
る
」
と
あ
る
の

を
茶
化
し
た
の
で
あ
る
。

〔
絵
〕

　
金
掘
は
、
頭
巾
を
被
り
、
袖
・
裾
の
短
い
筒
袖
を
着
、
脚
絆
を
履
く
。
前
に
、
板
状
の
物
二
枚
。
横
に
、
曲
物
と
、
砂
金
を
掘
る
道
具
ら

し
い
物
二
種
。
道
具
類
に
つ
い
て
、
『
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
史
料
　
日
本
職
人
史
o
』
は
、
採
鉱
道
具
と
し
て
の
襲
と
璽
、
淘
汰
道
具
と
し
て
の

カ
ネ
エ
と
い
う
板
と
飾
と
解
す
る
一
「
金
掘
目
」
の
項
一
。

　
禾
掘
は
、
頭
巾
を
被
り
、
袖
・
裾
の
短
い
筒
袖
を
着
、
手
甲
・
脚
絆
を
着
け
る
。
両
脇
に
鍬
と
竹
筒
様
の
物
。
後
者
は
、
『
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア

ル
史
料
　
日
本
職
人
史
0
』
に
よ
れ
ば
、
採
取
し
た
水
銀
を
入
れ
る
竹
筒
と
い
う
一
「
禾
掘
H
」
の
項
一
。
尊
経
閣
本
・
忠
寄
本
・
明
暦
板
本

は
、
筒
袖
に
三
鱗
模
様
。

〔
参
考
〕

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
一
二
十
六
一

八
五



八
六

○
（
大
島
の
第
二
の
地
方
区
の
一
第
九
の
国
は
伊
豆
巨
昌
で
、
豆
州
豪
き
と
も
い
い
、
三
つ
の
地
区
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
…
…
こ
の
国

に
は
、
わ
れ
わ
れ
も
見
た
が
、
金
銀
の
鉱
山
が
数
多
く
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
日
本
教
会
史
、
一
巻
、
六
章
一

〇
一
大
島
の
第
三
の
地
方
区
の
一
第
七
の
国
は
陸
奥
竃
暮
毛
で
、
奥
州
ま
き
と
も
い
い
、
日
本
中
で
最
大
の
国
で
あ
っ
て
、
五
十
四
の
地

区
に
分
け
ら
れ
る
。
…
…
こ
の
国
に
は
金
や
銀
の
鉱
山
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
同
一

〇
日
本
の
国
土
に
は
多
く
の
鉱
山
が
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
金
属
を
産
出
す
る
。
例
え
ば
多
量
の
鉄
、
銅
、
ま
た
少
量
で
は
あ
る
が
、

こ
れ
ら
と
銀
や
鉛
や
錫
や
水
銀
と
の
混
合
物
を
産
す
る
。
…
…
ま
た
山
の
一
部
に
は
金
山
が
あ
っ
て
、
金
は
銀
と
一
緒
に
な
っ
て
い
る
の
で

銀
と
共
に
採
取
し
、
そ
れ
を
水
銀
で
分
離
す
る
。
一
部
は
金
山
の
地
域
で
と
れ
、
一
部
は
川
沿
い
の
低
地
に
あ
る
泥
中
の
ご
く
狭
い
地
域
で

最
良
の
も
の
が
と
れ
る
。
最
も
多
量
の
金
は
関
東
ρ
冨
ま
な
り
、
奥
州
ま
曽
の
国
な
り
に
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
一
同
、
七
章
一


