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増
野
家
文
書

国
本
論

増
野
虎
発
記

・
読
み
や
す
く
、
わ
か
り
や
す
さ
を
め
ざ
し
た

・
か
な
や
漢
字
が
続
く
と
こ
ろ
は
、
適
宜
使
い
分
け
た

・
写
本
の
間
違
い
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
は
各
種
参
考
書
か
ら
訂
正
し
た

・
脱
字･

脱
文
は[

]

内
に
入
れ
た

・
字
を
補
い
、
読
み
方
、
簡
単
な
説
明
は(

)
内
に
入
れ
た

1
天
明
八
戊
申
の
孟
夏

こ
れ
を
写
す増

野
虎
発
記

国
本
論

2
国
本
論
序(

略)

34
天
明
元
年
秋
八
月
二
十
一
日

白
川
世
子

源

定
信(

松
平
定
信)

国
本
論
巻
之
一

白
川
世
子

源

定
信
撰

一

剥
の
象(

易
経
、
は
く
の
し
ょ
う)

に
曰
く
、
山
附
於
地
剥
、
上
以
厚
下
安
宅(

山
の

地
に
つ
く
は
剥
な
り
、
上
は
以
て
下
を
厚
く
し
宅
を
安
ん
ず
）
と
、
こ
こ
に
上
と

い
う
は
君
を
言
え
り
、
人
の
上
た
る
を
言
う
な
り
、
そ
れ
下
は
上
の
本
な
り
、
其

の
も
と
堅
け
れ
ば
上
や
す
し
、
剥
の
卦
は
艮
を
上
に
し
て
坤
を
下
に
す
、
艮
は
山

な
り
、
坤
は
地
な
り
、
山
の
高
く
地
に
お
こ
り
、
か
え
り
て
地
に
附
着
す
る
の
憂

い
な
し
、
民
を
厚
く
す
れ
ば
人
君
危
亡
の
禍
な
し
、
書(

書
経)

に
い
う
、
民
惟
邦

本
、
本
固
邦
寧(

民
は
こ
れ
国
の
も
と
な
り
、
も
と
固
け
れ
ば
国
や
す
し)

、
と
は

こ
の
い
い
な
り

一

益(

え
き)

の
象
に
曰
く
、[

益
、]

損
上
益
下
民
説
无
彊(

え
き
は
、
か
み
を
損
じ
て

し
も
を
ま
せ
ば
、
民
は
よ
ろ
こ
ぶ
こ
と
か
ぎ
り
な
し)

と
、
是
も
又
、
も
と
堅
け
れ

ば
国
安
き
の
理
な
り
、
夫
れ
益
と
は
増
加
す
る
の
言
い
な
り
、
今
増
加
せ
ず
し
て

か
え
っ
て
損
す
、
然
る
を
益
と
い
う
は
い
か
に
ぞ
、
な
れ
ば
孔
子
は
、
子
富
て
父

貧
は
あ
ら
ず
と
宣
い
、
有
若(

ゆ
う
じ
ゃ
く
、
孔
子
の
門
人)

は
、
百
姓
足
ら
ば
君

誰
と
と
も
に
足
ら
ざ
ら
ん
、
と
言
え
り
、

5

即
ち
此
の
意
な
り
、
人
君
こ
の
理
を
知
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
天
職
を
う
け
、
天
民

を
治
む
る
事
な
ら
ざ
る
な
り

一

大
禹
謨(

禹
王)

曰
く
、
可
愛
非
君
、
可
畏
非
民
、
衆
非
元
后
何
戴
、
后
非
衆
罔
共

守
邦(

愛
す
べ
き
は
君
に
あ
ら
ず
や
、
お
そ
る
べ
き
は
民
に
あ
ら
ず
や
、
衆
は
げ
ん

こ
う
に
あ
ら
ず
ん
ば
何
を
か
戴
か
ん
、
后
は
衆
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
共
に
く
に
を
守

る
な
し)

と
、
夫
れ
人
君
は
至
っ
て
貴
く
小
民
は
至
っ
て
賤
し
、
実
に
天
地
の
ひ
と

し
か
ら
ざ
る
が
如
し
、
さ
れ
ど
も
君
な
く
ば
、
民
な
に
を
か
仰
ぎ
な
に
を
か
戴
か

ん
、
民
な
く
ば
君
な
に
に
依
っ
て
其
の
邦
を
守
り
、
其
の
位
を
保
た
ん
や
、
君
民

一
体
な
る
こ
と
□
□(

元
首)

股
肱
の
離
る
べ
か
ら
ざ
る
が
如
し
、
人
君
た
る
も
の

是
れ
を
躰
と
し
て
忘
る
べ
か
ら
ず

一

五
子
の
歌
に
曰
く
、
予
視
天
下
、
愚
夫
愚
婦
、
一
能
勝
予
、
一
人
三
失
、
怨
豈
在

明

不
見
是
図

予
臨
兆
民

懍
乎
若
朽
索
之
馭
六
馬

為
人
上
者

奈
何
不
敬(

予

、

、

、

、

、

天
下
を
視
る
に
、
愚
夫
愚
婦
も
い
つ
に
よ
く
予
に
勝
る
、
い
ち
に
ん
さ
ん
し
つ
あ

る
、
怨
み
あ
に
め
い
に
あ
ら
ん
や
、
あ
ら
わ
れ
ざ
る
に
こ
れ
図
れ
、
予
ち
ょ
う
み

ん
に
臨
む
に
、
り
ん
こ
と
し
て
き
ゅ
う
さ
く
の
り
く
ば
を
馭
す
る
が
如
し
、
人
の

か
み
た
る
者
、
い
か
ん
ぞ
敬
せ
ざ
ら
ん)

と
、
夫
れ
人
に
君
た
る
も
の
は
、
人
心
を

失
う
時
は
独
夫
と
な
る
、
独
夫
と
成
る
時
は
、
即
ち[

愚
夫]

愚
婦
と
い
え
ど
も
我

に
勝
べ
き
者
な
り
、
其
の
民
心
を
失
う
こ
と
多
け
れ
ば
、
実
に
善
者
有
り
と
い
え

ど
も
如
何
ん
と
も
す
る
こ
と
な
し
、
故
に
幾
微
の
未
だ
あ
ら
わ
れ
ざ
る
の
時
に
、

超
然
と
し
て
是
を
知
り
て
是
を
は
か
る
な
り
、
民
心
の
向
背
は
即
ち
治
乱
の
か
か

る
所
な
り
、
故
に
兢
々
業
々
と
し
て
、
こ
の
民
に
臨
み
朽
敗
の
索
を
以
て
並
び
駕

し
、
驚
き
安
き
の
馬
を
馭
す
る
の
思
い
を
な
す
と
な
り

一

天
、
自
ら
民
を
治
む
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
故
に
、
天
子
を
し
て
是
を
治
め
し
む
、

天
子
、
自
ら
治
む
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
故
に
、
諸
侯
を
た
て
て
是
を
治
め
し
む
、

諸
侯
、
邦
内
を
治
む
る
は
即
ち
天
子
の
命
に
し
て
、
こ
れ
天
の

6

命
な
る
所
な
り
、
こ
れ
に
よ
り
て
治
む
る
職
は
天
の
職
に
し
て
、
治
む
る
民
は
天
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、

、

、

の
民
な
り

其
の
器
そ
の
徳

誠
に
天
職
に
た
え
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
な
り
が
た
し

然
る
に
私
智(

邪
智)

を
用
い
て
天
民
を
虐
げ
、
天
職
を
空
し
く
せ
ば
、
天
即
ち
其

の
人
を
廃
し
、
又
更
に
徳
器
あ
る
人
に
与
う
べ
し
、
孟
子
に
曰
く
、
天
之
所
廃
必

若
桀
紂
者
也(

天
の
廃
る
所
、
か
な
ら
ず
桀
紂
の
如
き
も
の
な
り)

と
あ
り
て
、

天
職
を
は
じ
め
て
う
く
る
人
は
、
必
ず
徳
器
備
わ
る
所
の
人
な
り
、
さ
て
其
の
子

孫
に
至
っ
て
は
、
昏
愚
な
り
と
い
え
ど
も
先
祖
の
法
を
守
る
に
堪
え
れ
ば
、
天
の

廃
す
る
所
に
て
あ
ら
ざ
る
な
り
、
是
ま
た
祖
先
の
余
沢
に
し
て
、
継
躰
守
文
の
君

と
言
う
べ
き
な
り
、
夫
れ
諸
侯
た
る
も
の
は
、
私
の
国
な
く
み
な
天
の
土
な
り
、

私
の
財
な
く
み
な
天
地
の
財
な
り
、
私
の
民
な
く
み
な
天
の
民
な
り
、
然
れ
ど
も

、

、

少
し
も
お
ろ
そ
か
に
な
す
ま
じ
き
な
り

況
や
祖
先
の
余
沢
を
以
て
一
国
を
保
ち

、

、

万
民
の
上
に
有
る
こ
と
な
れ
ば

い
よ
い
よ
敬
欽
し
て
其
の
国
民
を
治
む
る
こ
と

是
れ
一
つ
は
祖
先
の
恩
に
報
ず
る
所
な
り
、
嗚
呼
、
諸
侯
た
る
人
、
是
を
思
い
て

忘
る
べ
か
ら
ず

一

君
と
民
と
は
同
じ
人
に
し
て
、
其
の
異
な
る
所
は
、
其
の
徳
器
の
上
に
お
る
べ
き

と
、
其
の
下
に
居
る
べ
き
と
以
て
な
り
、
た
だ
形
を
以
て
異
な
り
と
せ
ば
、
農
夫

を
し
て
端
章
甫(

た
ん
し
ょ
う
ほ)

し
て
、
大
厦
高
堂
の
上
に
坐
せ
し
め
、
君
を
し

て
幣
衣
を
身
に
し
、
耒
耜(

ら
い
し
、
鋤)

を
手
に
し
て
丘
隴(

き
ゅ
う
ろ
う)

の
上

に
た
た
し
め
ば
、
誰
か
夫
れ
を
見
て
し
か
ら
ず
と
い
わ
ん
、

7

こ
こ
を
以
て
見
れ
ば
、
金
衣
玉
食
を
以
て
君
と
し
、
幣
衣
糲
飯
を
以
て
民
と
な
す

べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
知
る
べ
し
、
然
る
に
人
君
、
往
々
お
も
え
ら
く
、
安
逸
し
て

人
を
使
う
は
君
な
り
、
苦
労
し
て
人
に
使
わ
る
る
は
民
な
り
、
民
は
至
っ
て
愚
な

り
、
至
っ
て
賤
し
と
、
夫
れ
君
も
民
も
同
じ
く
天
の
生
ず
る
所
に
し
て
、
耳
目
鼻

口
身
支
百
躰
こ
と
な
る
こ
と
な
し
、
徳
器
其
桀
の
任
に
た
え
る
を
以
て
天
職
を
う

け
、
又
は
祖
先
の
余
沢
に
依
っ
て
天
職
を
受
く
、
か
る
が
故
に
、
安
逸
し
て
人
を

使
う
こ
と
を
得
る
な
り
、
其
の
使
わ
る
る
人
、
其
の
才
、
其
の
力
、
天
に
受
く
る

と
い
え
ど
も
、
覬
覦
の
心
な
く
区
々
と
し
て
服
し
、
靡
々(

び
び)

と
し
て
従
う
は

こ
れ
又
民
の
天
職
を
行
う
所
な
り
、
然
る
を
知
ら
ず
し
て
是
を
賤
し
み
、
是
を
愚

と
す
る
は
其
の
愚
い
う
に
た
ら
ず
、
民
も
し
耒
耜
を
捨
て
、
其
の
業
を
な
さ
ざ
れ

ば
三
木(

さ
ん
ぼ
く
、
罪
人
の
枷)

か
な
ら
ず
至
り
、
鞭
苦
か
な
ら
ず
至
る
、
人
君

其
の
天
職
に
か
な
わ
ざ
れ
ば
、
国
家
墟
と
な
り
て
身
死
し
名
亡
ぶ
、
然
れ
ど
も
天

の
罪
す
る
所
は
、
寸
々
尺
々
今
日
の
罪
、
今
日
に
至
る
に
あ
ら
ざ
る
所
、
人
君
あ

る
い
は
其
の
罪
た
る
所
を
知
ら
ず
し
て
恐
れ
か
え
り
見
ず
、
人
の
罪
す
る
所
は
片

言
隻
辞
一
歩
一
行
、
其
の
令
に
た
が
え
ば
即
ち
罪
す
、
故
に
民
、
其
の
罪
に
あ
わ

ん
こ
と
を
恐
が
り
て
其
の
職
を
失
う
こ
と
希
な
り
、
人
君
は
恐
れ
ざ
る
故
に
、
や

や
も
す
れ
ば
其
の
爵
を
失
い
天
罰
を
受
く
、
む
か
し
夏
の
桀
、
天
職
に
た
え

8

ざ
り
し
か
ば
、
天
こ
れ
を
廃
し
て
湯
王
に
与
え
、
殷
紂
、
天
職
に
た
え
ざ
り
し
か

ば
、
天
こ
れ
を
廃
し
て
武
王
に
与
え
、
百
王
興
廃
、
み
な
天
命
に
あ
ら
ざ
る
こ
と

な
し
、
人
君
た
る
も
の
恐
れ
慎
む
べ
き
こ
と
な
り

一

天
命
不
寧
、
天
の
命
ず
る
所
は
即
ち
民
の
帰
す
る
所
な
り
、
民
の
帰
す
る
所
は
徳

器
の
備
わ
る
人
な
り
、
書
曰
く
、
天
視
自
吾
民
視
天
聴
自
吾
民
聴(

天
の
視
る
は
わ

、

、

、

が
民
の
視
る
に
し
た
が
い

天
の
聴
く
は
わ
が
民
の
聴
く
に
し
た
が
う)

孟
子
に

堯
の
天
下
を
舜･

禹
に
与
う
を
い
う
に
、
民
の
訟
獄
謳
歌
、
こ
れ
に
帰
す
る
を
以
て

天
よ
り
与
う
る
を
明
か
す
、
夫
れ
一
人
一
族
一
郷
一
邑
の
善
悪
願
欲
は
、
或
い
は

私
に
わ
た
る
も
多
け
れ
共
、
億
兆
の
人
み
な
善
と
し
悪
と
す
る
所
は
一
个
の
私
心

に
あ
ら
ざ
る
故
、
皆
天
下
の
公
理
な
り
、
天
下
の
公
理
は
則
ち
天
の
心
な
り
、
人

君
一
个
の
私
に
か
か
ら
ず
し
て
、
公
理
を
以
て
心
と
な
す
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
天
命

を
受
け
て
天
職
を
治
す
と
は
言
い
が
た
し
、
書
曰
く
、
無
偏
無
党
、
王
道
蕩
々
、

無
党
無
偏
、
王
道
平
々(

偏
な
く
党
な
く
、
王
道
と
う
と
う
た
り)

と
言
え
り
、
王

道
は
則
ち
天
の
道
な
り
、
人
君
耳
目
の
欲
に
従
い
て
土
木
を
事
と
し
、
軍
旅
を
お

こ
し
、
奢
侈
放
肆
に
し
て
、
天
民
を
虐
ぐ
る
も
の
豈
天
罰
を
受
け
ざ
る
べ
け
ん
や

一

人
君
の
暖
衣
飽
食
す
る
は
こ
れ
誰
が
功
ぞ
や
、
則
ち
民
の
功
な
り
、
民
も
し
耕
さ

ず
織
ら
ざ
れ
ば
、
人
君
も
ま
た
飢
寒
に
ま
ぬ
が
れ
が
た
し
、
人
君
も
し
自
耕
し
て

、

、

、

食
と
し

自
織
し
て
衣
と
せ
ば

則
ち
こ
れ
民
に
し
て
人
君
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り

然
ら
ば
民
は
則
ち
君
、
君
は
則
ち
民
に
し
て
、
不
窮
の
民
な
く
不
窮
の
君
な
し
、

9

秦
の
二
世
天
下
を
暴
す
、
漢
の
高
祖
は
泗
水
の
亭
の
長
よ
り
起
こ
り
て
秦
を
亡
ぼ

す
、
漢
高
は
則
ち
二
世
の
賎
し
む
所
の
民
な
り
、
一
日
登
極
す
れ
ば
則
ち
二
世
の

自
尊
と
す
る
所
の
位
な
り
、
此
の
道
理
を
よ
く
弁
え
深
淵
に
臨
み
、
薄
き
氷
を
踏

む
の
お
そ
れ
を
な
さ
ば
、
長
く
天
職
を
た
も
つ
べ
し
、
書
曰
く
、
匹
夫
匹
婦
、
不

獲
自
尽
、
民
主
罔
与
成
厥
功(

ひ
っ
ぷ
ひ
っ
ぷ
、
自
ら
尽
く
す
こ
と
を
獲
ざ
れ
ば
、

民
主
と
も
に
そ
の
功
を
成
す
な
し)

と
言
え
り

、

、

、

一

詩(

詩
経)

曰
く

投
我
以
木
桃

報
之
以
瓊
瑶(

我
に
投
ず
る
に
桃
を
以
て
す
れ
ば

、

、

こ
れ
に
報
ゆ
る
に
瓊
瑶
を
以
て
す)

と

お
よ
そ
此
の
功
あ
れ
ば
必
ず
此
の
賞
あ
り

此
の
徳
あ
れ
ば
此
の
報
あ
り
、
た
だ
思
う
べ
し

、
民
あ
り
て
衣
食
に
供
す
る
故
に

、

こ
そ
饑
寒
の
憂
い
を
ま
ぬ
か
る
、
此
の
功
莫
大
な
れ
ど
も
、
万
に
一
つ
も
こ
れ
を

報
ず
る
こ
と
な
く
、
か
え
っ
て
其
の
租
税
を
増
し
、
其
の
給
し
難
き
を
督
責
し
、

、

、

傲
然
と
し
て
下
民
を
下
視
し
て

其
の
功
の
大
な
る
を
思
わ
ざ
る
は
い
か
に
ぞ
や

人
君
常
に
衣
を
き
て
は
、
□
□(

縷
々
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ)

に
な
し
、
す
ぐ
に
織
り
て
終

に
其
の
功
を
な
す
、
ま
た
織
女
蚕
婦
の
労
に
し
て
寒
き
を
知
ら
ず
と
思
う
べ
し
、
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其
の
食
に
向
い
て
は
耕
耰
耘
穫
終
歳
、
其
の
力
を
尽
く
す
、
我
農
人
曰
く
、
夫
れ

の
勤
に
よ
り
て
飢
え
は
知
ら
ず
と
思
う
べ
し
、
誠
に
か
く
の
如
く
思
わ
ば
、
い
か

、

、

、

、

ん
ぞ
逸
す
る
こ
と
あ
ら
ん
や

周
公
曰
く

君
子
所
其
無
逸

先
知
稼
穡
之
艱
難

乃
逸
則
知
小
人
之
依(

君
子
つ
と
め
て
、
そ
れ
逸
す
る
無
か
れ
、
先
に
稼
穡
の
艱
難

を
知
れ
ば
、
す
な
わ
ち
小
人
の
依(

い
た
み
、
苦
し
み)

を
知
る)

と
言
え
り
、
一
衣

一
食
、
民
の
功
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
な
し
、
祖
先
の
恩
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
な
し
、
天

子
の
恵
み
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
な
し
、
上
天
の
命
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
な
し
、
反
覆
し

て
是
を
思
い
是
を
か
え
り
み
て
其
の
職
を
あ
げ
、
其
の
恩
に
報
じ
、
其
の
功
に
報

わ
ん
こ
と
を
思
う
べ
し

10一

い
に
し
え
、
天
子
自
耕
し
て
祭
祀
の
粢
盛(

し
せ
い)

に
供
し
、
王
后
自
ら
蚕
し
て

祭
服
と
す
、
こ
れ
上
た
る
人
、
農
業
を
な
し
て
下
を
導
く
な
り
、
今
人
君
貴
ぶ
所

、

、

、

は
金
銀
珠
玉
に
し
て

賎
し
む
所
は
米
粟
な
り

貴
ぶ
所
は
強
富
の
商
売
に
し
て

、

、

賎
し
む
所
は
苦
貧
の
農
民
な
り

人
君
是
を
賤
し
め
ば
国
民
競
い
て
是
を
賎
し
む

こ
こ
に
お
い
て
農
民
化
し
て
商
売
と
な
る
、
有
司
是
を
禁
ず
れ
ど
も
、
も
と
よ
り

人
君
の
使
令
す
る
所
な
れ
ば
止
む
こ
と
な
し
、
古
語
に
も
黄
金
珠
玉
飢
不
可
食
と

い
え
り
、
今
其
の
本
を
捨
て
其
の
末
を
好
む
、
実
に
お
ろ
そ
か
な
り
と
言
い
つ
べ

し

国
本
論
巻
之
二

白
川

世
子

源

信
定

撰

一

い
に
し
え
よ
り
愁
う
る
所
は
人
君
の
下
民
の
情
を
知
ら
ざ
る
に
あ
り
、
こ
の
故
に

周
公
は
、
無
逸
及
び
七
月
の
篇
を
作
り
て
成
王
に
進
め
給
う
も
是
な
り
、
故
に
漢

の
高[

祖]
･

光
武･

唐
の
太
宗
の
ご
と
き
類
、
み
な
下
民
よ
り
お
こ
る
主
は
、
よ
く

下
情
に
達
す
る
故
に
、
其
の
治
を
な
す
事
盛
ん
な
り
、
幼
よ
り
囲
居
宮
処
し
て
は

い
か
で
下
情
に
達
し
、
稼
穡
の
苦
を
知
る
べ
き
な
り
、
今
の
人
君
常
に
見
る
所
は

、

、

、

、

膝
行
舞
踏

聞
く
所
は
唯
々
諾
々

行
う
所
は
奢
侈
放
肆

い
う
所
は
鴟
張
大
言

こ
れ
に
長
じ
こ
れ
に
化
し
、
習
い
て
性
と
な
り
て
、
つ
い
に
天
心
を
達
す
る
こ
と

あ
た
わ
ざ
る
に
至
る
、
た
ま
た
ま
人
臣
稼
穡
の
事
を
語
れ
ば
、
人
、

11

全
耳
を
掩
て
其
の
語
の
下
卑
を
に
く
む
、
左
右
も
又
失
色
し
て
其
の
失
言
を
と
が

む
、
嗚
呼
、
君
民
一
躰
の
理
を
知
ら
ざ
る
の
甚
だ
し
き
や
、
人
君
た
ま
た
ま
治
道

に
志
有
り
て
、
小
民
稼
穡
の
事
を
問
え
ば
、
左
右
耳
言
阿
諛
し
て
曰
く
、
民
常
に

高
山
を
見
、
広
野
に
出
て
目
を
放
に
し
、
心
を
遊
ば
し
め
、
且
つ
又
勤
動
し
て
飽

食
す
故
に
、
民
は
多
く
其
の
寿
を
た
も
つ
、
夫
れ
寿
は
人
の
好
み
願
う
所
な
り
、

民
其
の
願
う
所
を
得
、
君
又
な
ん
ぞ
是
を
哀
れ
む
や
と
、
嗚
呼
お
も
わ
ず
や
、
金

殿
玉
堂
は
人
の
楽
し
む
所
、
君
常
に
こ
こ
に
お
り
、
君
に
お
い
て
は
敢
え
て
楽
し

ま
ず
、
珍
膳
芳
羞
は
人
の
悦
ぶ
所
、
君
常
に
喰
う
、
君
に
お
い
て
は
敢
え
て
悦
ば

ざ
る
は
、
是
な
る
を
以
て
な
り
、
金
殿
玉
堂
珍
膳
芳
羞
な
る
れ
ば
、
猶
こ
れ
を
美

、

、

、

、

と
せ
ず

民

常
に
山
野
を
は
な
る
る
事
な
し

何
ぞ
山
野
の
景
勝
を
悦
ぶ
べ
き

人
君
た
ま
た
ま
郊
野
に
出
て
其
の
景
勝
を
楽
し
む
を
以
て
、
共
に
農
民
の
心
を
見

る
、
大
い
に
も
と
れ
り
と
言
い
つ
べ
き
な
り
、
そ
れ
霜
雪
を
お
か
し
て
高
山
に
入

り
、
薪
樵
を
と
り
、
風
雨
の
日
に
箕
笠
を
や
ぶ
れ
、
露
躰
に
し
て
広
野
に
出
て
馬

に
秣
か
い
、
或
い
は
草
を
刈
り
、
其
の
苦
労
は
い
か
ん
ぞ
や
、
人
君
衣
を
重
ね
、

炉
火
を
近
づ
け
、
玉
杯
を
含
み
、
珠
簾
を
か
か
げ
て
遥
か
に
是
を
見
れ
ば
、
興
あ

る
に
似
た
り
、
こ
れ
辛
毘
の
陛
下
に
お
い
て
は
甚
だ
楽
し
く
、
群
臣
に
お
い
て
は

甚
だ
苦
し
と
言
い
し
類
に
て
、
景
公
の
重
裘
し
て
、
雨
雪
す
る
天
の
寒
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か
ら
ざ
る
を
あ
や
し
む
の
心
な
り
、
且
つ
又
動
作
節
に
か
な
う
は
、
生
を
養
う
の

道
な
り
、
そ
れ
は
華
他(

華
佗
、
魏
の
名
医)

の
五
禽
の
戯
れ
の
如
き
を
い
え
る
事

に
し
て
、
動
作
節
を
失
い
、
筋
骨
疲
労
し
て
百
躰
倦
憊(

け
ん
ば
い)

し
て
、
朝
よ

り
夕
に
至
る
ま
で
休
息
す
る
こ
と
な
き
は
、
如
何
ん
ぞ
生
を
養
う
の
道
な
ら
ん
、

其
の
食
う
所
の
糲
飯
、
腹
に
満
た
ざ
れ
ば
、
草
木
の
葉
を
ま
じ
え
て
是
を
喰
う
、

か
く
の
如
き
を
飽
食(

飯)

と
言
う
べ
か
ら
ず
、
苛
政
を
恐
る
る
こ
と
虎
の
如
く
、

貧
吏
を
恐
る
る
こ
と
狼
の
如
く
、[

賦]

税
給
せ
ざ
れ
ば
、
或
い
は
撻
楚(

楚
撻)

せ

ら
れ
、
或
い
は
繋
囚
せ
ら
れ
、
邑
を
離
れ
田
を
刈(

売)

り
、
妻
子
四
方
に
散
し
、

、

、

、

老
者
は
溝
壑
に
転
死
す

其
の
悲
哀
憂
惧
に
よ
り
て

命
も
す
で
に
絶
え
ん
と
す

、

、

民
は
必
ず
耈(

老
い
る)

な
り
と
は
言
う
べ
か
ら
ず

幸
い
に
し
て
寿
耈
な
る
者
も

此
の
悲
し
み
に
逢
う
て
は
夭
没
の
人
を
う
ら
や
み
て
、
其
の
年
に
お
い
て
此
の
憂

、

、

、

い
に
逢
う
を
不
幸
と
す
る

か
か
る
事
ど
も
を
言
わ
ず
し
て

其
の
言
阿
諛
し
て

終
に
人
君
の
仁
心
を
し
て
下
に
通
ぜ
ざ
ら
し
む
、
其
の
不
忠
い
わ
ん
か
た
な
く
、

君
も
又
不
明
な
り
と
言
う
べ
し
、
人
君
深
窓
に
居
て
下
情
を
知
ら
ん
と
な
ら
ば
、

よ
ろ
し
く
学
文
し
、
六
経･

歴
史･

諸
子
百
家
の
書
を
洽
見
す
れ
ば
、
下
民
の
情
、

稼
穡
の
苦
し
み
、
章
々
と
し
て
明
ら
か
な
る
べ
し
、
唐
の
内
官･

仇
子
良
、
其
の
徒

に
権
窮(

寵)

を
固
く
す
る
の
術
を
教
え
て
曰
く
、
人
君
を
し
て
書
を
読
ま
し
む
る

こ
と
な
か
れ
、[

儒
生
を
近
づ
け
し
む
る
事
な
か
れ]

と
言
え
り
、
姦
臣
邪
臣
の
憎

む
所
な
れ
ば
、
其
の
治
道
に
益
あ
る
事
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い
わ
ず
し
て
知
る
べ
し
、
人
臣
と
し
て
其
の
君
の
学
文
を
禁
ず
る
は
子
良
が
徒
た

る
事
を
知
る
べ
し

つ
づ
く
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