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天
羽
生
岐
城
に
つ
い
て

有　

馬　

卓　

也

は
じ
め
に

　

大
阪
か
ら
海
を
隔
て
た
徳
島
阿
南
の
地
に
徂
徠
学
・
古
学
の
花

が
開
い
た
。
そ
の
担
い
手
を
高
橋
赤
水
（
一
七
六
九
～
一
八
四
八
）

と
い
う
。
彼
は
江
戸
後
期
に
生
き
た
阿
波
藩
の
平
島
（
現
徳
島
県

小
松
島
市
）
の
儒
者
・
町
医
者
で
あ
っ
た
。
当
時
阿
波
藩
の
平
島

に
は
室
町
時
代
に
細
川
氏
と
の
政
争
に
敗
れ
た
足
利
氏
が
代
々
居

住
し
、
平
島
公
方
（
阿
波
公
方
と
も
）
と
呼
ば
れ
、
阿
波
藩
藩
主

蜂
須
賀
家
と
対
立
的
な
も
う
一
つ
の
中
心
を
形
成
し
て
い
た
。

　

荻
生
徂
徠
に
私
淑
し
、古
学
者
と
し
て
著
述（
刊
本
と
し
て『
古

今
学
話（

１
）

』『
赤
水
文
鈔（

２
）

』
が
あ
る
）
を
残
し
た
赤
水
に
は
、
山
田

該
介
（
生
卒
年
不
詳
）・
岡
本
某
（
生
卒
年
不
詳
）・
天あ

羽も

生う

岐
城

（
一
八
二
五
～
一
八
九
四
）
と
い
っ
た
高
弟
が
あ
っ
た
。
ま
た
赤

水
は
泊
園
書
院
の
藤
澤
東
畡
と
も
交
流
が
あ
り
、
後
に
天
羽
生
岐

城
を
東
畡
の
も
と
に
留
学
さ
せ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
赤
水
と
東
畡
と
往
復
書
簡
、
及
び
岐
城
の
墓
碑
銘

（
藤
澤
南
岳
撰
）・
碑
文
（
新
居
湘
香
撰
）
を
手
掛
か
り
に
、
そ
こ

か
ら
読
み
取
れ
る
赤
水
と
弟
子
た
ち
と
の
交
流
に
つ
い
て
ま
と
め

て
み
た
い
。
な
お
、
赤
水
の
生
涯
と
二
つ
の
著
作
に
つ
い
て
は
、

拙
著
『
近
世
阿
波
漢
学
史
の
研
究 

古
学
者
高
橋
赤
水
』（
中
国
書

店
、
二
〇
〇
七
）
で
既
に
紹
介
し
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

な
お
引
用
文
は
書
き
下
し
文
を
示
し
、
適
宜
現
代
語
訳
を
付
し

た
。
原
漢
文
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
も
拙
著
の
附
録
を
参
照

し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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第
一
章　

赤
水
の
弟
子
た
ち

�

―
山
田
該
介
か
ら
天
羽
生
岐
城
へ
―

　

本
章
で
は
『
古
今
学
話
』『
赤
水
文
鈔
』
両
書
に
散
見
さ
れ
る

弟
子
達
の
中
で
も
、
赤
水
の
学
問
を
継
承
す
る
と
い
う
意
味
で
重

ん
じ
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
山
田
該
介
と
天
羽
生
岐
城
、
そ
し

て
赤
水
の
弟
子
達
と
同
世
代
で
あ
っ
た
藤
澤
東
畡
の
関
係
に
つ
い

て
論
じ
て
み
た
い
。
な
お
、
赤
水
と
そ
の
弟
子
達
に
つ
い
て
は
、

拙
著
第
一
章
「
赤
水
と
六
人
の
漢
学
者
」
第
三
節
「
鈴
本
子
敬
と

藤
澤
東
畡
」
に
お
い
て
も
記
し
て
い
る
。
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

　

①
後
世
を
子
雲
に
望
む

　

赤
水
が
弟
子
の
中
で
最
も
期
待
を
寄
せ
て
い
た
の
が
山
田
該
介

で
あ
る
。『
赤
水
文
鈔
』
の
井
阪
祐
一
に
よ
る
跋
文
に
は

向さ
き
に者

、
山
田
好
文
、
赤
水
先
生
に
就
き
て
古
今
の
学
を
問
ひ
、

退
き
て
筆
記
す
。
業
未
だ
成
ら
ざ
る
に
、
嬰わ

か
く

し
て
病
死
す
。

（『
文
鈔
』「『
学
話
』
附
録
小
引
」）

と
あ
り
、『
古
今
学
話
』
に
は
第
一
〇
条
と
第
一
四
条
に
赤
水
と

山
田
該
介
の
問
答
が
記
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
は
拙
著
を
御
覧
い
た

だ
く（

３
）と

し
て
、
以
下
そ
の
概
略
の
み
示
し
て
お
こ
う
。
第
一
〇
条

は
「
習な

ら
ひ性

と
成
る
」
に
関
連
し
た
問
答
で
あ
り
、
山
田
の
問
い
は

山
田
生
曰い

は
く…

…
敢あ

へ
て問

ふ
、
性
変
化
す
べ
か
ら
ざ
れ
ば
、
性
懦

な
る
者
は
廉
を
な
す
べ
か
ら
ず
、
性
卷
な
る
者
は
正
人
と
な

る
べ
か
ら
ず
。
果は

た
し

て
し
か
ら
ば
、
学
は
人
に
益
な
き
な
り
。

か
つ
『
書
』
に
「
沈
潜
な
れ
ば
剛
克
し
、
高
明
な
れ
ば
柔
克

す（
４
）」、『

論
語
』
に
「
教
あ
り
て
類
な
し（

５
）」、『

中
庸
』
に
「
果

し
て
此
の
道
を
能
く
す
れ
ば
、
愚
と
雖
も
必
ず
明
、
柔
と
雖

も
必
ず
強
な
り（

６
）」、『

孟
子
』
に
「
居
は
気
を
移
し
、
養
は
体

を
移
す（

７
）。」

こ
れ
等
の
数
語
、
気
質
を
変
化
す
と
も
云い

ふ

べ
し
。

如
何
。（『
古
今
学
話
』）

〔
現
代
語
訳
〕
山
田
君
が
言
う
「
…
…
敢
て
質
問
し
ま
す
。

性
が
変
化
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

臆
病
な
性
格
の
者
は
意
志
の
固
い
い
さ
ぎ
よ
い
人
間
に
な
れ

ず
、
よ
こ
し
ま
な
性
格
の
者
は
行
動
の
折
り
目
正
し
い
人
間

に
は
な
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
学
問
は
学
ぶ
者
に
何
の
益
も

な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
『
書
経
』
に
は
「
や
さ
し
す
ぎ
る

性
質
で
あ
れ
ば
剛
に
向
か
う
よ
う
に
し
、
志
や
行
い
が
高
潔

す
ぎ
る
性
質
で
あ
れ
ば
、
柔
に
向
か
う
よ
う
に
す
る
」
と
あ

り
、『
論
語
』
に
は
「
教
育
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ

に
は
貴
賤
の
別
は
な
い
」
と
あ
り
、『
中
庸
』
に
は
「
こ
の

懐徳堂研究　第 8 号　平成 29 年 2 月 28 日

4



寄
東
畡
先
生
書
」）

と
い
う
記
述
が
あ
る
。子
雲
と
は
前
漢
末
の
思
想
家
揚
雄（

９
）を

さ
す
。

こ
れ
は
『
古
今
学
話
』
の
末
尾
に
赤
水
と
の
論
争
に
敗
れ
た
朱
子

学
者
の
性
理
翁
（
詳
細
は
不
明
）
が

翁
憮
然
曰い

は
く「

わ
れ
老お

い

た
り
。
争
論
を
好
ま
ず
。
足
下
は
今
の

楊マ
マ

子
雲
な
る
哉
。
天
下
の
広
き
、
亦
楊マ

マ

子
雲
あ
っ
て
足
下
を

和
せ
ん
」
と
。（『
古
今
学
話
』）

と
言
っ
て
赤
水
を
揚
雄
に
た
と
え
、
赤
水
を
理
解
し
賛
同
し
て
く

れ
る
も
う
一
人
の
揚
雄
が
必
ず
ど
こ
か
に
い
る
だ
ろ
う
と
言
っ
て

い
る
こ
と
に
因
っ
て
い
る
。
赤
水
に
と
っ
て
東
畡
は
も
う
一
人
の

揚
雄
で
あ
っ
た
。
赤
水
は
東
畡
の
古
学
者
と
し
て
の
学
識
を
称
し

て

物
子
に
忠
な
る
者こ

と

、
優
渥
濃
至
に
し
て
、
人
を
し
て
敬
服
せ

し
む
。
嗟あ

乎あ

、
当
今
の
世
、
古
学
の
衰
を
興
す
者
は
、
足
下

に
非
ず
し
て
其
れ
誰
か
。（「
赤
水
先
生
寄
東
畡
先
生
書
」）

と
記
し
て
い
る
。
赤
水
が
山
田
の
死
後
に
出
会
っ
た
も
う
一
人
の

揚
雄
で
あ
っ
た
。

こ
と
（
博
く
学
び
、
詳
し
く
問
う
）
が
実
践
で
き
れ
ば
、
愚

か
者
で
あ
っ
て
も
必
ず
賢
明
な
者
と
な
り
、
柔
弱
な
者
で

あ
っ
て
も
必
ず
勇
者
と
な
る
」
と
あ
り
、『
孟
子
』
に
は
「
居

る
と
こ
ろ
の
地
位
は
、
そ
の
人
の
気
風
を
変
化
さ
せ
、
身
体

の
奉
養
は
そ
の
体
を
変
化
さ
せ
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
語

は
、
気
質
の
変
化
を
説
い
て
い
る
と
も
言
え
ま
す
。
ど
う
で

し
ょ
う
か
」
と
。

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
い
を
見
る
だ
け
で
も
、
山
田
の

学
識
の
高
さ
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
第
一
四

条
で
の
山
田
の
問
い
は

先
生
専
ら
経
を
と
く
。経
を
修

お
さ
む
れば

足
ら
ん
歟か

。（『
古
今
学
話
』）

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
赤
水
は
古
学
者
と
し
て
の
立
場

か
ら
、
そ
の
問
い
に
丁
寧
に
答
え
て
い
る
。
二
人
の
師
弟
関
係
が

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
垣
間
見
る
こ
と
の
で
き
る
問
答

と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
山
田
は
夭
逝
し
て
し
ま
っ
た（

８
）。

恐
ら
く
そ

れ
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
赤
水
は
藤
澤
東
畡
の
『
訂
正
清
版
二
弁
』

を
読
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
赤
水
の
東
畡
宛
書
簡
の
中
に

子
雲
を
後
世
に
望
む
と
は
、
即
ち
是
れ
の
み
。（「
赤
水
先
生
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②
当
時
の
古
学
者
が
置
か
れ
た
状
況

　

さ
て
、
古
学
を
主
軸
と
す
る
彼
ら
が
当
時
置
か
れ
て
い
た
状
況

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
東
畡
の
赤
水
宛
返

書
の
中
に
次
の
よ
う
な
文
が
あ
る
。

独
り
近
世
の
涌
園
学
を
修
む
る
者
は
、
以
て
誉
を
致
す
べ
か

ら
ず
、
禄
を
干も

と

む
べ
か
ら
ず
。
復
古
の
衰
ふ
る
こ
と
極
ま
れ

り
。
然
れ
ど
も
誉
と
禄
と
を
抛

な
げ
う
ちち

て
之
を
修
む
る
者
は
、
真

に
之
を
嗜
む
も
の
な
り
。
真
に
之
を
嗜
む
者
、
海
内
幾い

く

何ば
く

ぞ
。

（「
東
畡
先
生
復
赤
水
先
生
書
」）

〔
現
代
語
訳
〕
現
在
、
徂
徠
先
生
の
涌
園
学
を
修
め
て
い
る

者
は
、
名
誉
を
得
ら
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
仕
事
を
求
め

る
こ
と
も
で
き
な
い
状
態
で
す
。
徂
徠
先
生
の
古
学
も
、
こ

こ
に
衰
退
極
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
名
声
と

職
を
棄
て
よ
う
と
も
、
古
学
を
修
め
よ
う
と
す
る
者
は
、
真

に
古
学
を
好
む
者
で
す
。
現
在
真
に
古
学
を
好
む
者
が
一
体

何
人
い
る
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
れ
に
対
す
る
赤
水
の
直
接
の
コ
メ
ン
ト
は
残
っ
て
い
な
い

が
、『
古
今
学
話
』
の
岡
元
跋
に
当
時
の
状
況
に
対
す
る
赤
水
の

コ
メ
ン
ト
が
見
ら
れ
る
。

赤
水
先
生
は
、
古
学
に
従
事
し
、
恒つ

ね

に
宋
学
に
反
す
。
嘗
て

云
ふ
「
孔
子
曰
く
「
信
じ
て
古
を
好
む）

1（
（

」
と
。
又
曰
く
「
古

の
学
者
は
己
の
為
に
す）

11
（

」
と
。
又
曰
く
「
君
子
は
道
を
謀
り

て
、
食
を
謀
ら
ず）

12
（

」
と
。
我
何
ぞ
性
理
を
唱
へ
て
、
時
好
に

合
せ
ん
や
。（『
古
今
学
話
』
岡
元
跋
）

〔
現
代
語
訳
〕
赤
水
先
生
は
、
古
学
を
修
め
ら
れ
、
い
つ
も

宋
学
を
批
判
し
て
お
ら
れ
る
。以
前
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
。

「
孔
子
は
「
先
王
の
教
え
を
信
じ
好
む
」
と
言
い
、
ま
た
「
昔

の
学
問
す
る
者
は
自
分
の
修
養
の
た
め
に
学
ん
だ
」と
言
い
、

ま
た
「
立
派
な
人
間
は
道
を
得
よ
う
と
つ
と
め
て
も
、
食
を

得
よ
う
と
つ
と
め
る
こ
と
は
な
い
」
と
言
っ
た
。
私
が
ど
う

し
て
宋
学
者
の
よ
う
に
性
理
を
唱
え
て
時
流
に
合
わ
せ
る
こ

と
を
し
よ
う
か
。

　

こ
れ
を
見
れ
ば
、
当
時
の
宋
学
者
た
ち
に
対
す
る
赤
水
の
批
判

的
な
姿
勢
が
よ
く
わ
か
る
。
こ
の
赤
水
の
姿
勢
は
、
墓
碑
銘
に
記

さ
れ
た
銘
の
中
に

銘
に
曰
く
「
利
や
名
や
、
一
髪
よ
り
も
軽
し
。
然
る
后
志
立

ち
、
漬げ

つ

佩ご
つ

せ）
13
（

ざ
る
を
得
。
学
に
根
拠
あ
り
、
確
乎
と
し
て
奪

は
れ
ず
。
…
…
（「
赤
水
高
橋
先
生
墓
碑
銘
」）
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と
あ
り
、
利
益
や
名
声
な
ど
は
他
人
に
奪
わ
れ
る
が
、
身
に
つ
け

た
学
問
は
誰
も
奪
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
彼
へ
の
評
語
は
、

彼
の
姿
勢
を
も
っ
と
も
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
し
、
ま
た
そ
の
姿

勢
が
決
し
て
表
層
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い

る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
姿
勢
は
、
藤
澤
南
岳
の
「
天
羽
生
岐
城
墓
碑
銘
（
以
下
「
墓

碑
銘
」
と
略
記
）」
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
冒
頭

部
に

家
に
恒
産
あ
り
て
以
て
人
を
教
ふ
る
者
は
、
真
儒
な
り
。
句

読
を
授
く
る
に
衣
食
す
る
者
は
、
君
子
は
取
ら
ず
。
是
れ
先

子
の
常
言
な
り
。（「
墓
碑
銘
」）

と
あ
っ
て
、
赤
水
と
同
じ
姿
勢
の
発
言
が
南
岳
の
父
東
畡
（「
先

子
」）に
も
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。そ
し
て
、こ
の
こ
と
は
、

上
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
南
岳
の
「
墓
碑
銘
」
の
冒
頭
部
に
よ
く

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
そ
の
末
尾
に
は

赤
翁
の
遺
範
、
学
は
実
に
人
の
為
に
す
。
材
を
達
し
英
を
育

て
、
以
て
身
を
利
す
る
に
非
ず
。
一
方
の
学
派
、
醇
乎
と
し

て
其
れ
醇
な
り
。（「
墓
碑
銘
」）

と
あ
っ
て
、
こ
れ
も
赤
水
・
東
畡
の
学
党
の
学
問
的
姿
勢
、
即
ち

学
問
と
は
我
が
身
を
利
す
る
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
人
材
の

育
成
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。

　

南
岳
が
「
余
が
家
に
於
て
は
、
奕え

き

世せ
い

の）
1（
（

誼
あ
り
」（
墓
碑
銘
）

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
泊
園
書
院
と
阿
波
漢
学
の
つ
な
が
り

の
深
さ
と
確
か
さ
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
章　

天
羽
生
岐
城
に
つ
い
て

　

先
の
拙
著
で
は
天
羽
生
岐
城
に
関
す
る
記
述
が
不
十
分
で
あ
っ

た
の
で
、
本
章
で
そ
の
補
足
を
行
っ
て
お
き
た
い
。
た
だ
し
、
天

羽
生
の
著
作
は
残
っ
て
お
ら
ず）

15
（

、
手
掛
か
り
と
し
て
は
『
赤
水
文

鈔
』
所
収
の
「
再
復
天
羽
生
」
と
藤
澤
南
岳
に
よ
る
「
墓
碑
銘
」、

及
び
新
居
湘
香
に
よ
る
「
天
羽
生
岐
城
翁
碑
文
（
以
下
「
碑
文
」

と
略
記
）」
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。「
再
復
天
羽
生
」
は
拙
著
第
四

章
に
訳
注
を
掲
載
し
て
い
る
の
で
、
詳
細
は
そ
ち
ら
を
御
覧
い
た

だ
く
と
し
て
、
こ
こ
で
は
そ
の
概
略
の
み
記
し
て
お
く
。

　
「
再
復
天
羽
生
」は
そ
の
表
題
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
複
数

回
の
両
者
の
論
争
の
断
片
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る

も
の
は
「
廟
堂
の
制）

16
（

」「
大
夫
執
羔
の
礼）

17
（

」「
耒
緤
用
物）

18
（

」
と
い
っ
た

礼
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、質
の
高
い
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
「
再
復
天
羽
生
」
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
師
弟
間
で

天羽生岐城について ― 有馬卓也
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意
見
の
相
違
が
あ
っ
た
時
に
、
赤
水
が
岐
城
に
示
し
た
学
者
と
し

て
の
心
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
冒
頭
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

高
見
、
見
示
せ
ら
れ
、
豈
に
其
の
辱

か
た
じ
け
なき

に
謝
せ
ざ
ら
ん
や
。

唯
だ
其
の
言
の
愚
意
に
合
せ
ざ
る
も
の
あ
り
。
而
し
て
藥
を

蔵
し
て
交
を
結
ぶ
は
、
我
が
志
に
非
ず
。
是
を
以
て
従
ふ
べ

か
ら
ざ
る
の
義
を
陳の

べ
て
、
以
て
之
に
復
す
る
の
み
。
豈
に

勝
心
あ
り
て
然
ら
ん
や
。
今
、
再
駁
を
得
て
之
を
読
む
に
、

足
下
、
前
論
を
持
し
て
、
更
に
強
詞
を
加
へ
、
愈い

よ

い
よ
滋ま

す

ま

す
潰
潰
た
り
。
今
、
敢
て
置
き
て
対
へ
ざ
ら
ん
や
。
道
を
争

ふ
を
悪に

く

む
も
、
然
り
と
雖
も
道
に
係か

か

る
者
は
弁
ぜ
ず
し
て
已

む
は
、
亦
我
が
志
に
非
ず
。
謹
ん
で
諸こ

れ

を
聖
経
に
徴
し
、
諸こ

れ

を
事
理
人
情
に
考
へ
、
敢
て
其
の
違
を
弁
ぜ
ん
。
幸

こ
ひ
ね
が
はく

は

寛
胸
も
て
電
覧
を
賜
ら
ん
こ
と
を
。（『
赤
水
文
鈔
』
再
復
天

羽
生
）

〔
現
代
語
訳
〕
君
の
御
高
説
を
賜
り
、
ど
う
し
て
そ
の
厚
情

に
感
謝
し
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
君
の
意
見

の
中
に
は
卑
見
と
合
致
し
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
心
の
乱

れ
を
隠
し
て
今
後
も
交
流
を
続
け
る
こ
と
は
私
の
本
意
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
私
が
君
の
意
見
に
従
え
な
い
理
由

を
し
た
た
め
て
返
書
し
た
次
第
で
す
。
ど
う
し
て
君
に
負
け

ま
い
と
し
て
の
心
か
ら
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
さ
て
君
の
改
め

て
の
反
駁
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
君
は
先
の
持

論
に
固
執
し
、
し
か
も
語
気
を
強
め
て
、
ま
す
ま
す
乱
れ
て

し
ま
っ
て
い
ま
す
。
今
回
ど
う
し
て
反
論
せ
ず
に
置
い
て
お

く
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
先
王
孔
子
の
道
に
つ
い
て
、
今

さ
ら
是
非
を
論
争
す
る
こ
と
は
本
意
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

道
に
関
わ
る
こ
と
を
正
さ
ず
に
置
い
て
お
く
の
も
、
私
の
本

意
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
謹
ん
で
こ
れ
ら
の
問
題
を
経
書
に
照

ら
し
合
わ
せ
、ま
た
物
事
の
道
理
や
人
の
情
と
併
せ
考
え
て
、

敢
え
て
君
の
考
え
違
い
を
論
じ
た
い
と
思
い
ま
す
。
寛
大
な

心
で
見
て
も
ら
え
れ
ば
幸
甚
で
す
。

　

こ
の
部
分
か
ら
、
両
者
の
人
と
な
り
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
思
う
。
岐
城
は
弟
子
と
は
い
え
、
師
赤
水
の
意
見
を
鵜

呑
み
に
す
る
よ
う
な
人
物
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
自
説
の
主

張
に
つ
い
て
は
、
強
引
な
所
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
部
分

を
赤
水
に
た
し
な
め
ら
れ
て
い
る
。
両
者
の
間
に
は
研
ぎ
澄
ま
さ

れ
た
学
問
的
応
酬
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

ま
た
、
最
後
の
一
文
も
赤
水
の
学
問
的
姿
勢
、
そ
し
て
そ
れ
は

天
羽
生
も
受
け
継
い
だ
で
あ
ろ
う
学
統
の
精
神
を
伝
え
る
も
の
と

言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

本
論
は
一
家
言
た
る
こ
と
固
し
。
然
り
と
雖
も
天
下
の
是
と
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す
る
所
を
是
と
し
、
天
下
の
非
と
す
る
所
を
非
と
す
る
は
、

是
れ
亡
論
な
る
の
み
。
唯
だ
天
下
の
是
と
す
る
所
に
し
て
、

吾
独
り
其
の
非
を
見
る
こ
と
あ
り
。
天
下
の
非
と
す
る
所
に

し
て
、
吾
独
り
其
の
是
を
見
る
こ
と
あ
り
。
是
に
於
て
か
論

を
立
つ
。
阮
の
無
鬼
論）

19
（

、
柳
の
四
維
論）

2（
（

、
欧
陽
の
春
秋
論）

21
（

、

皆
、
一
家
言
た
り
。
其
の
当
否
は
暫し

ば
らく

置
く
。
論
体
、
焉こ

れ

を

然
り
と
す
る
者
あ
り
。
仮た

と
い使

、
之
を
駁
せ
ん
と
欲
す
る
も
、

宜
し
く
「
孔
子
の
後
に
聖
人
の
若
き
も
の
の
世
に
出
づ
る
こ

と
あ
ら
ん
」
と
言
ふ
べ
く
し
て
可
な
り
。
然
ら
ず
ん
ば
、
徒た

だ

に
一
家
言
を
以
て
之
を
打
破
す
る
も
、
服
す
る
に
足
ら
ざ
る

な
り
。
余
、
故
に
前
書
に
之
を
斥し

り
ぞく

。
足
下
、
平
心
も
て
諸こ

れ

を
思
へ
。（『
赤
水
文
鈔
』
再
復
天
羽
生
）

〔
現
代
語
訳
〕
以
上
は
私
の
個
人
的
な
見
解
で
す
。
し
か
し

世
間
の
人
々
が
正
し
い
と
す
る
も
の
が
必
ず
正
し
く
、
世
間

の
人
々
が
誤
っ
て
い
る
と
す
る
も
の
が
必
ず
誤
っ
て
い
る
と

み
な
す
の
は
暴
論
で
す
。
世
間
の
人
々
が
正
し
い
と
み
な
す

も
の
で
も
、
私
が
そ
の
中
に
誤
り
を
見
出
す
こ
と
が
あ
り
ま

す
し
、
世
間
の
人
々
が
誤
っ
て
い
る
と
み
な
す
も
の
で
も
、

私
が
そ
の
中
に
正
し
さ
を
見
出
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ

に
議
論
が
成
立
す
る
の
で
す
。
た
と
え
ば
阮
籍
の
「
無
鬼

論
」・
柳
宗
元
の
「
四
維
論
」・
欧
陽
脩
の
「
春
秋
論
」
は
、

す
べ
て
彼
ら
の
個
人
的
な
見
解
を
述
べ
た
も
の
で
す
。
彼
ら

の
議
論
の
正
否
は
当
面
置
い
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
彼
ら
の
論

の
形
式
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
よ
し
と
す
る
者
も
い
ま
す
。

た
と
え
彼
ら
の
論
に
反
駁
を
加
え
よ
う
と
思
っ
て
も
、
こ
こ

は
「
孔
子
の
後
に
再
び
聖
人
が
世
に
現
れ
て
判
断
を
下
す
で

し
ょ
う
」
と
言
う
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
も
し
そ
う
す
る

こ
と
を
せ
ず
に
、
個
人
的
な
見
解
だ
け
で
彼
ら
を
非
難
す
る

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
心
服
す
る
に
足
る
議
論
と
は

な
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
私
は
先
の
手
紙
で
君
の
意
見
を
退

け
た
の
で
す
。
君
も
冷
静
に
な
っ
て
も
う
一
度
考
え
て
み
て

下
さ
い
。

　

何
を
正
し
い
と
見
、
何
を
誤
り
と
見
る
か
。
自
ら
の
見
解
の
正

誤
に
対
す
る
実
に
謙
虚
な
赤
水
の
思
い
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
学
問
に
対
す
る
真
摯
な
姿
勢
は
、
学
究
者
の
有
る
べ
き
姿

を
示
し
て
い
よ
う
。
赤
水
と
は
か
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
そ
の
薫
陶
・
教
化
を
受
け
た
岐
城
も
同
様
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
そ
の
こ
と
を
う
か
が
え
る
資
料
が
「
墓
碑
銘
」
と
「
碑
文
」

に
見
え
る
の
で
、
最
後
に
両
碑
文
の
記
述
を
簡
単
に
追
っ
て
い
こ

う
。

　

天
羽
生
岐
城
は
徳
島
に
帰
っ
た
後
、

藤
澤
東
畡
に
大
阪
に
従
学
し
、
帰
り
て
家
業
を
承
け
、
塾
を
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開
き
て
徒
に
授
く
。
郷
校
講
師
・
小
学
教
員
を
経
て
、
教
部

省
訓
導
と
為
り
、
少
講
義
に
補
せ
ら
る
。（「
碑
文
」）

と
あ
る
か
ら
、
師
赤
水
と
同
じ
よ
う
に
、
当
初
は
家
業
で
あ
る
病

院
を
営
み
つ
つ
、
塾
を
開
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
恐
ら
く
塾
の
評

判
が
高
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
以
後
、
那
賀
郡
郷
学
校
暇
修
館
の

講
師
、
小
学
校
教
員
、
教
部
省
訓
導
な
ど
の
職
を
歴
任
し
て
い
る
。

　

教
員
と
し
て
学
生
に
接
す
る
様
は
、以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

人
と
為
り
沈
実
厳
整
、
確
乎
と
し
て
守
る
所
あ
り
。
人
を
教

へ
て
倦
ま
ず
。
門
人 

敬
し
て
服
従
す
。（「
墓
碑
銘
」）

赤
翁
の
遺
範
、
学
は
実
に
人
の
為
に
す
。
材
を
達
し
英
を
育

て
、
以
て
身
を
利
す
る
に
非
ず
。
一
方
の
学
派
、
醇
乎
と
し

て
其
れ
醇
な
り
。（「
墓
碑
銘
」）

翁
の
教
化
の
篤
き
…
…
。（「
碑
文
」）

　

こ
こ
に
、
こ
れ
ら
の
岐
城
の
姿
勢
は
「
赤
水
の
遺
範
」
で
あ
っ

た
と
言
う
。
南
岳
の
手
に
な
る
文
で
あ
る
か
ら
、
父
東
畡
に
言
及

す
る
の
を
避
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
赤
水
や
東
畡
の
「
人
の
為
に
す
」

る
学
は
、
岐
城
ら
後
継
者
を
得
、
こ
の
後
さ
ら
に
次
の
花
を
咲
か

せ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

附
録

　

最
後
に
附
録
と
し
て
拙
著
に
未
掲
載
で
あ
っ
た
「
天
羽
生
岐
城

墓
碑
銘
」
と
「
天
羽
生
岐
城
翁
碑
文
」
の
全
文
を
掲
げ
て
お
く
。

本
碑
文
は
竹
治
貞
夫
氏
の
『
阿
波
碑
文
後
集）

22
（

』
に
収
録
さ
れ
て
お

り
、
こ
こ
に
示
す
も
の
は
そ
の
転
載
で
あ
る
。

〔
凡
例
〕

一
、  

本
附
録
は
阿
南
市
領
家
の
共
同
墓
地
に
あ
る
「
天
羽
生
岐
城

墓
碑
銘
（
写
真
１
～
４
）」
と
、
阿
南
市
領
家
の
天
満
神
社

の
境
内
に
建
て
ら
れ
た
「
岐
城
天
羽
生
翁
碑
文
（
写
真
５
）」

の
翻
刻
で
あ
る
。
な
お
「
天
羽
生
岐
城
墓
碑
銘
」
の
後
に
〔
附

記
〕と
し
て
天
羽
生
岐
城
の
妻
鷲
崎
氏
の
碑
文
を
載
せ
る
が
、

省
略
し
た
。

一
、  

竹
治
氏
の
『
阿
波
碑
文
後
集
』
は
原
文
・
書
き
下
し
・
注
釈

語
釈
の
順
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
も
そ
れ
に
従
っ
た
。

一
、  

原
則
と
し
て
竹
治
氏
が
施
し
た
注
釈
は
そ
の
ま
ま
表
記
し
た
。

た
だ
し
、「
墓
碑
銘
」
の
天
羽
生
岐
城
・
高
橋
赤
水
・
藤
澤

南
岳
の
三
項
は
削
除
し
た
。

一
、  

竹
治
氏
は
注
釈
語
釈
で
原
典
を
引
用
す
る
場
合
、
引
用
文
に
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返
り
点
・
送
り
仮
名
を
付
し
て
表
記
し
て
い
る
が
、
本
稿
で

は
返
り
点
・
送
り
仮
名
を
省
略
し
、
原
文
＋
書
き
下
し
文
と

し
て
表
記
し
た
。

Ⅰ　

天
羽
生
岐
城
墓
碑
銘
（
藤
澤
南
岳
）

【
原
文
】

岐
城
先
生
墓

　

家
有
恒
産
以
教
人
者
、
真
儒
也
。
衣
食
于
授
句
讀
者
、
君
子
不

取
矣
。
是
先
子
之
常
言
也
。
奉
此
語
而
能
弘
斯
道
者
、
岐
城
先
生

其
人
也
。
先
生
諱
信
章
、
字
子
文
、
稱
内
蔵
太
郎
、
岐
城
其
號
、

天
羽
生
其
姓
、
平
高
望
裔
孫
也
。
祖
甞
食
邑
于
上
總
天
羽
郡
、
因

以
爲
氏
。
後
移
阿
事
三
好
氏
、
食
名
東
郡
。
秦
氏
侵
阿
、
家
破
爲

庶
士
。
及
建
櫜
時
、
給
仕
藩
大
夫
賀
島
氏
。
至
隆
助
君
、
善
軒
岐

術
、
術
大
行
。
君
諱
信
敏
、
實
先
生
之
父
也
。

　

先
生
以
文
政
乙
酉
四
月
十
六
日
生
。
幼
學
赤
水
高
橋
翁
、
又
來

從
先
子
于
大
阪
。
學
成
南
歸
、
唱
古
學
于
其
郷
。
爲
人
沈
實
嚴
整
、

確
乎
有
所
守
。
教
人
不
倦
。
門
人
敬
而
服
從
焉
。
明
治
廿
七
年
十

月
二
日
、
病
歿
。
享
年
七
十
。
初
配
鷲
崎
氏
、
擧
二
男
六
女
而
歿
。

継
配
賀
嶋
氏
、
無
子
。
嫡
子
信
成
、
亦
從
余
學
。
既
葬
先
生
于
先

塋
域
、
乃
以
遺
命
、
求
碣
銘
于
余
。

　

余
曰
、
自
赤
水
翁
歿
後
、
講
道
于
南
方
、
紹
志
述
之
者
五
十
年
。

且
晩
年
爲
本
藩
所
徴
、
列
士
籍
。
故
優
游
卒
歳
、
教
學
自
任
。
其

功
德
、
豈
可
湮
没
乎
。
況
於
余
家
、
有
奕
世
之
誼
。
因
其
可
銘
乎

哉
。
銘
曰
、

　

赤
翁
遺
範
、
學
實
爲
人
。
達
材
育
英
、
非
以
利
身
。
一
方
學
派
、

醇
乎
其
醇
。

　
　

明
治
廿
九
年
七
月　
　
　
　
　
　
　

東
讃　
　

藤
澤
南
岳
撰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
讃　
　

上
田
樹
德
書

【
書
き
下
し
】

岐
城
先
生
の
墓

　

家
に
恒
産
［
①
］
あ
り
て
以
て
人
を
教
ふ
る
者
は
、
真
儒
な
り
。

句
読
を
授
く
る
に
衣
食
す
る
者
は
、
君
子
は
取
ら
ず
。
是
れ
先
子

［
②
］
の
常
言
な
り
。
此
の
語
を
奉
じ
て
能
く
斯
の
道
を
弘
む
る

者
は
、
岐
城
先
生 

其
の
人
な
り
。
先
生 

諱
は
信
章
、
字
は
子
文
、

称
は
内
蔵
太
郎
、
岐
城
は
其
の
号
、
天
羽
生
は
其
の
姓
、
平

た
い
ら
の

高た
か

望も
ち

［
③
］
の
裔
孫
な
り
。
祖 

嘗
て
上
総
の
天
羽
郡
［
④
］
に
食

邑
し
、因
り
て
以
て
氏
と
為
す
。後 

阿
に
移
り
て
三
好
氏
に
事
へ
、

名
東
郡
に
食
む
。
秦は

た

氏
［
⑤
］
の
阿
を
侵
す
や
、
家
破
れ
て
庶
士

と
為
る
。
建
櫜
［
⑥
］
の
時
に
及
び
て
、
藩
の
大
夫
賀
島
氏
［
⑦
］

に
給
仕
す
。
隆
助
君
に
至
り
て
、
軒
岐
の
術
［
⑧
］
を
善
く
し
、

術
大
い
に
行
は
る
。
君 

諱
は
信
敏
、
実
に
先
生
の
父
な
り
。

　

先
生
は
文
政
乙
酉
［
⑨
］
四
月
十
六
日
を
以
て
生
る
。
幼
に
し

て
赤
水
高
橋
翁
に
学
び
、
又
来
り
て
先
子
［
⑩
］
に
大
阪
に
従
ふ
。

学
成
り
て
南
に
帰
り
、
古
学
を
其
の
郷
に
唱
ふ
。
人
と
為
り
沈
実
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厳
整
、
確
乎
と
し
て
守
る
所
あ
り
。
人
を
教
へ
て
倦
ま
ず
。
門

人 

敬
し
て
服
従
す
。
明
治
廿
七
年
十
月
二
日
、
病
ん
で
歿
す
。

享
年
七
十
。
初
配
は
鷲
崎
氏
、
二
男
六
女
を
挙
げ
て
歿
す
。
継
配

は
賀
嶋
氏
、
子
無
し
。
嫡
子
信
成
、
亦
余
に
従
っ
て
学
ぶ
。
既
に

先
生
を
先
塋
の
域
に
葬
り
、乃
ち
遺
命
を
以
て
碣
銘
を
余
に
求
む
。

　

余
曰
く
「
赤
水
翁
歿
し
て
自
り
後
、
道
を
南
方
に
講
じ
、
志
を

紹つ

い
で
之
を
述
ぶ
る
者こ

と

五
十
年
。
且
つ
晩
年
は
本
藩
の
徴
す
所
と

為
り
て
、
士
籍
に
列
す
。
故
に
優
游
［
⑪
］
し
て
歳
を
卒
へ
、
教

学
も
て
自
ら
任
ず
。
其
の
功
徳
、
豈
に
湮
没
［
⑫
］
す
可
け
ん
や
。

況
や
余
が
家
に
於
て
は
、
奕
世
［
⑬
］
の
誼
有
り
。
因
り
て
其
れ

銘
す
可
き
乎か

哉な

」
と
。
銘
に
曰
く
、

　

赤
翁
の
遺
範
、
学
は
実
に
人
の
為
に
す
［
⑭
］。
材
を
達
し
英

を
育
て
、
以
て
身
を
利
す
る
に
非
ず
。
一
方
の
学
派
、
醇
乎
と
し

て
其
れ
醇
な
り
。

　
　

明
治
廿
九
年
七
月　
　
　
　
　
　
　

東
讃　
　

藤
澤
南
岳
撰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
讃　
　

上
田
樹
徳
書

［
① 

］一
定
の
生
業
。『
孟
子
』梁
恵
王
上「
無
恒
産
、而
有
恒
心
者
、

惟
士
為
能
。
若
民
、
則
無
恒
産
因
無
恒
心
。（
恒
産
な
く
し
て
、

恒
心
あ
る
者
は
、惟
だ
士
の
み
能
く
す
と
為
す
。民
の
若
き
は
、

則
ち
恒
産
な
け
れ
ば
因
り
て
恒
心
な
し
。）」集
注「
恒
、常
也
。

産
、
生
業
也
。
恒
産
、
可
常
生
之
業
也
。
恒
心
、
人
所
常
有

之
善
心
也
。（
恒
は
常
な
り
。
産
は
生
業
な
り
。
恒
産
と
は
常

に
生
ず
べ
き
の
業
な
り
。
恒
心
と
は
人
の
常
に
有
す
る
所
の

善
心
な
り
。）」

［
② 

］
死
ん
だ
父
。
藤
澤
東
畡
を
い
う
。
名
は
輔
、
字
は
元
発
、
昌

藏
と
称
し
、
東
畡
・
泊
園
と
号
す
。
讃
岐
の
人
。
中
山
城
山

に
学
び
、
古
学
の
復
興
を
以
て
自
ら
任
じ
た
。
大
阪
に
泊
園

書
院
を
開
い
て
教
え
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
十
二
月
十

六
日
没
、
年
七
十
一
。

［
③ 

］
桓
武
平
氏
の
祖
。
桓
武
天
皇
の
皇
子
葛
原
親
王
の
孫
。
高
見

王
の
子
。
寛
平
元
年
（
八
八
九
）、
平
の
姓
を
賜
り
、
従
五
位

下
、
上
総
介
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
生
没
年
未
詳
。

［
④ 

］
天
羽
は
も
と
ア
マ
ハ
と
よ
む
。
明
治
二
十
九
年
、
望
陀
（
も

う
た
）・
周
淮
（
す
え
、
訛
し
て
シ
ウ
ス
）・
天
羽
の
三
郡
を

合
わ
せ
て
君
津
郡
と
す
。
千
葉
県
内
。

［
⑤ 

］
土
佐
の
長
曽
我
部
氏
は
、
秦
河
勝
（
は
た
の
か
わ
か
つ
、
古

代
、
山
城
に
い
た
帰
化
豪
族
。
聖
徳
太
子
に
仕
え
、
命
に
よ

り
六
〇
三
年 

山
城
国
葛
野
郡
、
今
の
京
都
市
太
秦
に
、
蜂
岡

寺
、今
の
広
隆
寺
を
建
て
た
）の
子
孫
と
い
う
。岡
田
鴨
里『
日

本
外
史
補
』
巻
五
、
長
曽
我
部
氏
に
、「
長
曽
我
部
氏
、
出
於

秦
河
勝
。
河
勝
二
十
五
世
之
裔
、
曰
能
俊
。
自
信
濃
徙
土
佐
、

居
長
岡
郡
長
曽
我
部
、
因
氏
焉
。（
長
曽
我
部
氏
は
、
秦
の
河

勝
に
出
づ
。
河
勝
二
十
五
世
の
裔
を
、
能
俊
と
曰
ふ
。
信
濃

懐徳堂研究　第 8 号　平成 29 年 2 月 28 日

12



よ
り
土
佐
に
徙
り
、
長
岡
郡
長
曽
我
部
に
居
り
、
因
り
て
氏

と
す
。）」
と
い
う
。
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
八
月
、
三
好

長
治
の
弟
で
勝
瑞
城
主
と
な
っ
た
十
河
存
保
（
そ
ご
う
ま
さ

や
す
）
は
、
中
富
川
の
決
戦
に
長
曽
我
部
元
親
の
軍
に
敗
れ
、

九
月
城
下
の
盟
を
結
び
讃
岐
に
退
い
た
。

［
⑥ 

］武
器
武
具
を
袋
に
お
さ
め
て
錠
を
お
ろ
し
、用
い
な
い
こ
と
。

偃
武
に
同
じ
。『
礼
記
』
楽
記
「
名
之
曰
建
櫜
（
之
に
名
づ
け

て
建
櫜
と
曰
ふ
）。」
注
「
兵
甲
之
衣
曰
櫜
（
兵
甲
の
衣
を
櫜

と
曰
ふ
）。」
建
は
鍵
、
か
ぎ
を
か
け
る
こ
と
。
こ
こ
は
元
和

偃
武
を
い
う
。
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
大
阪
夏
の
陣
を
最

後
に
、
戦
乱
が
や
ん
で
太
平
に
な
っ
た
こ
と
。

［
⑦ 

］
初
代
賀
島
政ま

さ

慶よ
し

は
尾
張
の
人
。
母
は
蜂
須
賀
正
勝
の
女
。
天

正
十
三
年
、
十
四
歳
の
時
阿
波
に
来
り
、
富
岡
の
牛
岐
城
に

住
し
、
一
万
石
を
領
し
た
。
後
に
藩
の
家
老
に
列
し
、
寛
永

四
年
（
一
六
二
七
）
没
。
年
五
十
六
。
子
政
重
継
ぎ
、
以
下

子
孫
相
受
け
て
明
治
に
及
ぶ
。

［
⑧ 

］
軒
は
黄
帝
軒
轅
氏
、
岐
は
岐
伯
。
共
に
医
学
の
祖
と
さ
れ
、

医
学
・
医
術
を
軒
岐
と
称
す
る
。『
帝
王
世
紀
』「
黄
帝
使
岐

伯
司
医
薬
（
黄
帝 

岐
伯
を
し
て
医
薬
を
司
ら
し
む
）。」

［
⑨
］
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）。

［
⑩
］
南
岳
の
父
藤
澤
東
畡
。

［
⑪ 

］
ひ
ま
で
ゆ
っ
た
り
す
る
意
。
閑
暇
の
意
。『
詩
』
小
雅
・
采

菽
「
優
哉
游
哉
、
亦
是
戻
矣
（
優
な
る
か
な
游
な
る
か
な
、

亦
是
れ
戻い

た

れ
り
）。」
鄭
箋
「
亦
優
游
自
安
止
於
是
（
亦
優
游

し
て
自
ら
是
に
安
止
す
）。」『
孔
叢
子
』独
治「
徒
能
保
其
祖
業
、

優
游
以
卒
歳
者
也
（
徒
に
能
く
其
の
祖
業
を
保
ち
、
優
游 

以

て
歳
を
卒
ふ
る
者
な
り
）。」
ゆ
っ
た
り
と
し
て
一
生
を
送
る

を
い
う
。

［
⑫
］
う
ず
も
れ
し
ず
む
、
ほ
ろ
び
る
。
湮
は
沈
む
こ
と
。

［
⑬
］
だ
い
た
い
。
奕
は
重
な
る
意
。

［
⑭ 

］『
論
語
』
憲
問
「
子
曰
、
古
之
学
者
為
己
、
今
之
学
者
為
人

（
子
曰
く
、
古
の
学
者
は
己
の
為
め
に
し
、
今
の
学
者
は
人
の

為
め
に
す
）。」
の
語
を
逆
用
し
て
、
句
を
成
し
て
い
る
。

Ⅱ　

岐
城
天
羽
生
翁
碑
文
（
新
居
湘
香
）

【
原
文
】

　

山
高
水
長
。

　

岐
城
天
羽
生
翁
碑
文
。
正
二
位
勲
一
等
侯
爵
。
蜂
須
賀
茂
韶
題

額
。

　

翁
諱
信
章
、
天
羽
生
氏
、
號
岐
城
。
冨
岡
人
。
家
世
仕
國
老
賀

島
氏
。
考
信
敏
善
醫
。
翁
幼
學
先
子
及
高
橋
赤
水
、
從
學
藤
澤
東

畡
於
大
阪
、
歸
承
家
業
、
開
塾
授
徒
。
經
郷
校
講
師
・
小
學
教
員
、

爲
教
部
省
訓
導
、
補
少
講
義
。
明
治
二
十
七
年
十
月
、
病
莠
。
今

茲
己
亥
、
門
人
建
碑
、
謁
余
文
。
曩
者
藤
澤
南
岳
、
既
叙
翁
學
行
、
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作
墓
誌
、
無
用
余
辭
也
。

　

唯
先
生
之
德
、
之
行
、
一
郷
皆
識
之
、
固
非
侍
文
字
而
傳
者
。

而
門
人
皆
感
其
恩
、
至
今
不
衰
、
欲
報
其
德
。
可
無
以
表
欽
慕
之

誠
乎
。
余
益
信
翁
教
化
之
篤
、
非
尋
常
學
究
所
及
也
。
今
世
號
弟

子
者
、
概
不
知
師
恩
爲
何
物
、
或
至
公
然
議
其
非
者
。
獨
翁
門
人

能
如
此
。
豈
非
薫
陶
得
其
宜
而
然
耶
。
翁
幼
受
業
先
子
、
歳
時
存

問
、
事
之
以
禮
。
余
爲
童
子
時
、
常
見
翁
、
儼
乎
其
貌
、
温
乎
其

言
、
今
猶
在
目
。
翁
不
忘
舊
誼
如
彼
。
宜
其
門
人
、
仰
其
德
愈
久

而
不
簷
也
。
乃
作
銘
。
銘
曰
、

　

博
文
約
礼
、
懿
德
斯
則
、
橘
井
杏
林
、
仁
術
斯
得
。
老
而
不
倦
、

死
而
後
息
。
山
高
水
長
、
人
皆
稱
德
。

　
　

明
治
三
十
二
年
冬
日　
　
　
　
　

湘
香
學
人　

新
敦
撰
并
書

【
書
き
下
し
】

　

山
高
く
水
長
し
［
①
］。
岐
城
天
羽
生
翁
碑
文
。
正
二
位
勲
一

等
侯
爵
。
蜂
須
賀
茂
韶
題
額
。

　

翁 

諱
は
信
章
、
天
羽
生
氏
、
岐
城
と
号
す
。
冨
岡
の
人
。

家 

世よ
よ

国
老
賀
島
氏
に
仕
ふ
。
考
信
敏 

医
を
善
く
す
。
翁
は
幼
に

し
て
先
子
［
②
］
及
び
高
橋
赤
水
に
学
び
、
藤
澤
東
畡
に
大
阪
に

従
学
し
、
帰
り
て
家
業
を
承
け
、
塾
を
開
き
て
徒
に
授
く
。
郷
校

［
③
］
講
師
・
小
学
教
員
を
経
て
、
教
部
省
［
④
］
訓
導
と
為
り
、

少
講
義
に
補
［
⑤
］
せ
ら
る
。
明
治
二
十
七
年
十
月
、
病
み
て
莠

す
。
今
茲
己
亥
、
門
人
碑
を
建
て
、
余
に
文
を
謁
［
⑥
］
ふ
。
曩

者
に
藤
澤
南
岳 

既
に
翁
の
学
行
を
叙
し
て
墓
誌
を
作
れ
ば
、
余

の
辞
を
用
い
る
無
き
な
り
。

　

唯
先
生
の
徳
、
の
行
［
⑦
］
は
、
一
郷 

皆 

之
を
識
り
、
固
よ

り
文
字
を
待
［
⑧
］
っ
て
伝
は
る
者
に
非
ず
。
而
し
て
門
人
皆
其

の
恩
に
感
じ
、
今
に
至
る
ま
で
衰
へ
ず
、
其
の
徳
に
報
い
ん
と
欲

す
。
以
て
欽
慕
の
誠
を
表
す
こ
と
無
か
る
可
け
ん
や
。
余
益
ま
す

翁
の
教
化
の
篤
き
、
尋
常
学
究
の
及
ぶ
所
に
非
ざ
る
を
信
ず
る
な

り
。
今
世
弟
子
と
号
す
る
者
、
概
ね
師
恩
の
何
物
た
る
か
を
知
ら

ず
、
或
は
公
然
其
の
非
を
議
す
る
に
至
る
者
あ
り
。
独
り
翁
の
門

人
の
み
能
く
此
の
如
し
。
豈
薫
陶
其
の
宜
し
き
を
得
て
然
る
に
非

ず
や
。
翁
は
幼
に
し
て
業
を
先
子
に
受
け
、
歳
時
の
存
問
［
⑨
］、

之
に
事つ

か

ふ
る
に
礼
を
以
て
す
。
余
童
子
為
り
し
時
、
常
に
翁
を
見
、

儼
乎
た
る
其
の
貌
、
温
乎
た
る
其
の
言
、
今
猶
目
に
在
り
。
翁
の

旧
誼
を
忘
れ
ざ
る
こ
と
彼
の
如
し
。
宜う

べ

な
り 

其
の
門
人
の
其
の

徳
を
仰
ぐ
こ
と
愈

い
よ
い
よ

久
し
く
し
て
忘
れ
ざ
る
や
。
乃
ち
銘
を
作
る
。

銘
に
曰
く
、

　

博
文
約
礼
［
⑩
］、
懿
徳
［
⑪
］
に
斯
れ
則
り
、
橘
井
［
⑫
］

杏
林
［
⑬
］、
仁
術
を
斯
れ
得
た
り
。
老
い
て
倦
ま
ず
、
死
し
て

後
息
む
。
山
高
く
水
長
し
、
人
皆
徳
を
称
す
。

　
　

明
治
三
十
二
年
冬
日　

湘
香
学
人　

新
敦
［
⑭
］
撰
并
に
書

［
① 

］
人
品
節
操
の
高
潔
な
こ
と
を
、
山
の
高
く
流
の
長
い
の
に
譬
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え
て
ほ
め
た
こ
と
ば
。
宋
范
仲
淹
『
厳
先
生
祠
堂
記
』「
歌
曰
、

雲
山
蒼
蒼
、
江
水
泱
泱
、
先
生
之
風
、
山
高
水
長
（
歌
に
曰
く
、

雲
山
蒼
蒼
、
江
水
泱
泱
、
先
生
の
風
、
山
高
く
水
長
し
）。」

［
②
］
湘
香
の
父
、
新
居
水
竹
を
指
す
。

［
③ 

］
那
賀
郡
郷
学
校
。「
暇
修
館
」。
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
二

月
、
藩
主
斉
裕
が
郡
代
高
木
真
藏
に
命
じ
造
築
さ
せ
た
。
家

老
賀
島
出
雲
（
政
延
）
富
岡
の
采
地
五
畝
九
歩
を
以
て
館
の

敷
地
と
し
、
神
原
五
郎
左
衛
門
・
吹
田
与
右
衛
門
等 

開
創
に

尽
力
し
、
学
資
を
醵
出
す
。
岩
本
贅
庵 

講
師
に
任
じ
、
天
羽

生
信
章
・
古
川
宣
助
・
木
田
有
徳
・
井
阪
専
齢
等 

句
読
師
に

任
ず
。
廃
藩
置
県
の
際
、
富
丘
郷
学
校
と
称
し
、
後
ま
た
改

め
て
富
岡
小
学
校
と
称
し
て
、
今
日
に
至
る
。（「
阿
波
国
教

育
沿
革
史
」
に
よ
る
。）

［
④ 

］
明
治
五
年
三
月
、
神
祇
省
の
廃
止
と
と
も
に
設
置
さ
れ
、
神

道
・
仏
教
の
教
義
や
社
寺
・
陵
墓
に
関
す
る
事
務
を
管
理
し

た
官
庁
。
同
十
年
一
月 

廃
止
さ
れ
て
、内
務
省
に
移
さ
れ
た
。

訓
導
は
神
道
教
会
の
職
名
。

［
⑤
］
官
職
に
つ
け
る
こ
と
。

［
⑥ 

］こ
う
、も
と
め
る
。『
左
伝
』昭
十
六
年「
宣
子
謁
諸
鄭
伯（
宣

子 

諸
を
鄭
伯
に
謁
ふ
）。」注「
謁
請
也（
謁
は
請
な
り
）。」『
列

子
』
天
瑞
「
弟
子
敢
有
所
謁
、
先
生
将
何
以
教
（
弟
子
敢
て

謁
ふ
所
あ
ら
ば
、
先
生
将は

た

何
を
以
て
教
ふ
る
）。」

［
⑦
］「
先
生
之
行
」
の
略
。

［
⑧
］
侍
は
待
の
誤
刻
と
考
え
ら
れ
る
。

［
⑨ 

］安
否
を
見
舞
う
こ
と
。心
に
か
け
て
問
い
合
わ
せ
る
意
。『
史

記
』
孟
嘗
君
伝
「
使
使
存
問
献
遺
其
親
戚
（
使
を
し
て
存
問

し
其
の
親
戚
に
献
遺
せ
し
む
）。」

［
⑩ 

］
ひ
ろ
く
学
問
を
修
め
、
物
事
の
道
理
を
き
わ
め
た
上
、
礼
を

も
っ
て
こ
れ
を
ひ
き
し
め
て
、
正
道
を
あ
や
ま
た
ぬ
よ
う
に

す
る
こ
と
。『
論
語
』
雍
也
「
君
子
博
学
於
文
、
約
之
以
礼
、

亦
可
以
弗
畔
矣
（
君
子
は
博
く
文
を
学
び
、
之
を
約
す
る
に

礼
を
以
て
せ
ば
、
亦
以
て
畔
か
ざ
る
べ
し
）。」

［
⑪ 

］
美
徳
。『
詩
』
大
雅
・
烝
民
「
天
生
烝
民
、
有
物
有
則
。
民

之
秉
彝
、
好
是
懿
徳
（
天 

烝
民
を
生
ず
、
物
あ
れ
ば
則
あ
り
。

民
の
彝
を
秉
る
、
是
の
懿
徳
を
好
む
）。」
毛
伝
「
烝
衆
、
物
事
、

則
法
、
彝
常
、
懿
美
也
（
烝
は
衆
、
物
は
事
、
則
は
法
、
彝

は
常
、
懿
は
美
な
り
）。」

［
⑫ 

］
湖
南
省
彬
県
の
東
に
あ
る
。
晋
の
蘇
耽
が
死
に
臨
み
、
明
年

疾
疫
あ
る
を
予
知
し
、
庭
中
の
井
水
及
び
簷
辺
の
橘
葉
を
用

い
て
病
を
癒
や
す
法
を
伝
え
、
人
を
救
う
。
故
に
時
人 

橘
井

と
称
し
た
。
後
に
転
じ
て
医
者
を
い
う
。『
神
仙
伝
』
蘇
仙
公

「
蘇
仙
公
白
母
曰
、
某
受
命
当
仙
。
被
召
有
期
。
云
々
。
母
曰
、

汝
去
之
後
、
使
我
如
何
存
活
。
先
生
曰
、
明
年
天
下
疫
疾
。

庭
中
井
水
、
簷
辺
橘
樹
、
可
以
代
養
。
井
水
一
升
、
橘
葉
一
枚
、
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可
療
一
人
（
蘇
仙
公 

母
に
白
し
て
曰
く
「
某 

命
を
受
け
て

仙
に
当
る
。召
さ
る
る
こ
と
期
あ
り
。云
々
」と
。母
曰
く「
汝

去
る
の
後
、
我
を
し
て
如
何
ぞ
存
活
せ
し
め
ん
」
と
。
先
生

曰
く
「
明
年
天
下 

疫
疾
あ
ら
ん
。
庭
中
の
井
水
、
簷
辺
の
橘

樹
、
以
て
養
に
代
ふ
べ
し
。
井
水
一
升
、
橘
葉
一
枚
、
一
人

を
療
す
べ
し
」
と
）。『
類
書
纂
要
』「
晋
蘇
耽
種
橘
鑿
井
、
以

療
人
疾
。
時
疾
病
者
、
食
橘
葉
、
飲
泉
水
、
即
癒
。
号
橘
井
（
晋

の
蘇
耽 

橘
を
種
え
井
を
鑿
ち
、
以
て
人
の
疾
を
療
す
。
時
に

疾
病
の
者
、
橘
葉
を
食
し
、
泉
水
を
飲
め
ば
、
即
ち
癒
ゆ
。

橘
井
と
号
す
）。」

［
⑬ 

］
三
国
・
呉
の
董
奉
が
人
の
病
を
治
し
て
銭
を
求
め
ず
、
重
傷

に
は
五
本
、
軽
傷
に
は
一
本
の
杏
樹
を
植
え
さ
せ
、
数
年
に

し
て
鬱
林
を
成
し
、
董
仙
香
林
と
号
し
た
故
事
よ
り
、
医
者

の
美
称
と
な
る
。『
五
車
韻
瑞
』「『
神
仙
伝
』、
董
奉
居
廬
山
、

治
病
輒
癒
。
重
者
種
杏
五
株
、
軽
者
一
株
。
遂
成
林
。
号
董

仙
杏
林
（『
神
仙
伝
』
に
「
董
奉
は
廬
山
に
居
り
、
病
を
治
せ

ば
輒
ち
癒
ゆ
。
重
き
者
は
杏
五
株
を
種
え
、
軽
き
者
は
一
株
。

遂
に
林
を
成
す
。
董
仙
杏
林
と
号
す
）。」

［
⑭ 

］
湘
香
は
名
は
敦
二
郎
、
新
居
水
竹
の
子
、
札
幌
農
学
校
の
漢

学
教
官
な
ど
を
勤
め
、
大
正
六
年
没
、
年
六
十
九
。（
こ
の
注

文
は
『
阿
波
碑
文
集
後
集
』
で
は
冒
頭
の
碑
文
の
概
要
を
記

す
部
分
に
記
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。）

注（
１
） 

弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）、
赤
水
が
七
九
歳
の
時
に
刊
行
し
た
も
の
。

本
書
は
赤
水
と
門
人
た
ち
と
の
問
答
の
中
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
） 

天
保
一
二
年（
一
八
四
一
）、赤
水
が
七
三
歳
の
時
に
刊
行
し
た
も
の
で
、

そ
れ
ま
で
の
赤
水
の
主
だ
っ
た
草
稿
や
書
簡
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
３
） 

拙
著
の
第
五
章
二
二
三
頁
、
及
び
二
三
九
頁
。

（
４
） 『
書
経
』
洪
範
に
「
沈
潜
な
れ
ば
剛
克
し
、
高
明
な
れ
ば
柔
克
す
」
と

あ
る
。

（
５
） 『
論
語
』
衛
霊
公
に
「
教
あ
り
て
類
な
し
」
と
あ
る
。

（
６
） 『
中
庸
』
二
〇
章
に
「
果
し
て
此
の
道
を
能
く
す
れ
ば
、
愚
な
り
と
雖

も
必
ず
明
に
、
柔
な
り
と
雖
も
必
ず
強
な
り
」
と
あ
る
。

（
７
） 『
孟
子
』
尽
心
下
に
「
孟
子
、
范
よ
り
斉
に
之ゆ

き
、
斉
王
の
子
を
望
見
し
、

喟
然
と
し
て
嘆
じ
て
曰
く
「
居
は
気
を
移
し
、
養
は
体
を
移
す
。
大
な

る
か
な
居
や
。
夫
れ
尽
く
人
の
子
に
非
ざ
る
か
」
と
」
と
あ
る
。

（
８
） 

井
阪
の
跋
文
に
赤
水
が
山
田
の
ノ
ー
ト
を
見
つ
け
出
し
た
の
が
天
保
六

年
の
こ
と
と
あ
る
か
ら
、
山
田
の
死
は
そ
れ
よ
り
そ
う
遠
く
な
い
前
の

こ
と
と
思
わ
れ
る
。

（
９
） 

前
漢
末
期
か
ら
王
莽
の
新
王
朝
に
か
け
て
生
き
た
思
想
家
で
、『
太
玄

経
』『
法
言
』『
方
言
』
な
ど
の
著
作
を
残
す
一
方
で
、
王
莽
の
政
治
に

与
し
た
点
や
自
殺
未
遂
事
件
を
起
こ
し
た
点
な
ど
か
ら
、
批
判
的
に
見

ら
れ
る
思
想
家
で
も
あ
る
。

（
10
） 『
論
語
』
述
而
に
「
子
曰
く
「
述
べ
て
作
ら
ず
。
信
じ
て
古
を
好
む
。
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…
…
」
と
」
と
あ
る
。
今
の
宋
学
者
た
ち
が
先
王
孔
子
の
教
え
を
な
い

が
し
ろ
に
し
て
い
る
と
批
判
し
た
も
の
。

（
11
） 『
論
語
』
憲
問
に
「
子
曰
く
「
古
の
学
者
は
己
の
為
に
す
。
今
の
学
者

は
人
の
為
に
す
」
と
」
と
あ
る
。
今
の
宋
学
者
た
ち
が
人
に
知
ら
れ
る

こ
と
を
目
的
に
学
問
を
行
っ
て
い
る
と
批
判
し
た
も
の
。

（
12
） 『
論
語
』
衛
霊
公
に
「
子
曰
く
「
君
子
は
道
を
謀
り
て
、
食
を
謀
ら
ず
・

耕
す
や
餒う

え

其
の
中
に
在
り
、
学
ぶ
や
禄
其
の
中
に
在
り
。
君
子
は
道
を

憂
へ
て
貧
を
憂
へ
ず
」
と
」
と
あ
る
。
今
や
宋
学
者
た
ち
だ
け
が
職
に

つ
け
る
状
況
を
批
判
し
た
も
の
。

（
13
） 

危
う
い
こ
と
。

（
14
） 

代
々
の
、
の
意
。

（
15
） 

阿
南
市
在
住
の
子
孫
の
方
に
確
認
し
た
が
、
先
の
戦
災
で
消
失
し
た
と

の
こ
と
で
あ
る
。

（
16
） 

廟
堂
の
建
築
用
式
は
士
の
身
分
で
も
建
て
ら
れ
る
か
否
か
、
と
い
う
論

争
。『
儀
礼
』
と
そ
の
鄭
玄
注
を
め
ぐ
る
議
論
。

（
17
） 

大
夫
は
仔
羊
を
手
土
産
と
す
る
の
は
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
儀
礼
か
、
と

い
う
論
争
。『
春
秋
左
氏
伝
』
や
『
礼
記
』
を
め
ぐ
る
論
争
。

（
18
） 

肉
や
家
畜
を
礼
物
と
し
て
用
い
る
の
は
贅
沢
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
論

争
。

（
19
） 

阮
籍
（
二
一
〇
～
二
六
三
）
は
三
国
魏
の
人
で
、
竹
林
の
七
賢
の
一
人
。

「
無
鬼
論
」
は
鬼
神
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
論
じ
た
も
の
。

（
20
） 

柳
宗
元
（
七
七
三
～
八
一
九
）
は
唐
の
文
人
・
政
治
家
で
、
唐
宋
八
大

家
の
一
人
。「
四
維
論
」
は
『
管
子
』
牧
民
に
見
え
る
「
四
維
」
論
が

間
違
い
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
も
の
。

（
21
） 

欧
陽
脩
（
一
〇
〇
七
～
一
〇
七
二
）
は
北
宋
の
政
治
家
・
文
学
者
で
、

唐
宋
八
大
家
の
一
人
。「
春
秋
論
」
は
『
春
秋
』
を
考
え
る
場
合
に
は
、

三
伝
に
拠
ら
ず
経
文
に
拠
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
も
の
。

（
22
） 

竹
治
貞
夫
氏
は
徳
島
県
内
に
建
て
ら
れ
た
碑
を
探
索
さ
れ
、『
阿
波
碑

文
集
』（
昭
和
五
四
）、『
阿
波
碑
文
続
集
』（
昭
和
五
九
）、『
阿
波
碑
文

後
集
』（
昭
和
六
〇
）、『
阿
波
碑
文
補
集
』（
平
成
七
）
の
四
冊
を
私
家

版
と
し
て
出
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
謄
写
版
、
い
わ
ゆ
る
ガ
リ
版
刷
り
を

製
本
し
た
も
の
で
、
凡
て
一
三
七
一
頁
に
及
ぶ
。

＊ 

本
稿
は
東
ア
ジ
ア
文
化
交
流
学
会
第
８
回
国
際
学
術
大
会
（
二

〇
一
五
年
五
月
七
日
、
於
関
西
大
学
）
で
の
口
頭
発
表
「
藤
澤

東
畡
と
高
橋
赤
水
」
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
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