
岡
本
寧
浦
（
お
か
も
と
ね
い
ほ
） 

 

こ
こ
乗
光
寺
は
幕
末
の
土
佐
学
界
に
一
種
の
学
風
を
残
し
た
贈
正
五
位
岡
本
寧
浦
が
生
ま
れ
た
処
で
あ

る
。
岡
本
寧
浦
は
名
を
退
蔵
、
諱

い
み
な

を
維
密
（
こ
れ
み
つ
、
い
み
つ
）
と
い
い
、
乗
光
寺
第
五
世
弁べ

ん

翁の
う

の
子

と
し
て
寛
政
六
年
（1

7
9

4

）
に
生
れ
、
幼
名
を
有
隣

ゆ
う
り
ん

、
長
じ
て
大
年
と
呼
び
、
号
は
始
め
雄
峯
さ
ら
に
除じ

ょ

闇あ
ん

、

後
に
寧
浦
と
唱
え
た
。 

 

幼
少
の
こ
ろ
父
か
ら
習
字
や
読
書
の
指
導
を
う
け
た
が
、
一
度
目
を
通
す
と
決
し
て
忘
れ
な
か
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
老
年
の
父
は
非
常
に
彼
を
愛
し
、
学
問
に
専
念
さ
す
た
め
、
甥
の
立
然
（
り

つ
ぜ
ん
、
り
ゅ
う
ぜ
ん
）
を
中
継
ぎ
養
子
に
迎
え
、
そ
の
後
に
大
年
に
ゆ
ず
ろ
う
と
考
え
、
寛
政
十
一
年

（1
7

9
9

）
二
月
立
然
に
寺
務
を
つ
が
せ
た
。
大
年
六
才
の
時
で
あ
る
。 

そ
こ
で
大
年
は
土
居
（
高
知
県
安
芸
市
）
の
小
牧
天
山
や
、
安
芸
の
岡
它た

山ざ
ん

に
つ
い
て
詩
文
を
学
ぶ
こ
と

に
な
っ
た
。
し
か
し
、
立
然
に
は
実
子
泰た

い

澄
ち
ょ
う

が
生
ま
れ
た
の
で
、
大
年
は
こ
れ
に
寺
を
つ
が
せ
、
自
分
は

そ
の
天
分
を
の
ば
そ
う
と
志
を
立
て
、
自
由
の
天
地
を
求
め
、
本
山
の
西
本
願
寺
西
六
条
の
僧
寮
に
入
り
、

そ
こ
で
仏
典
を
み
っ
ち
り
研
究
し
て
大
い
に
得
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。 

 

そ
の
後
、
安
芸
国
（
広
島
県
）
へ
行
き
、
当
時
有
名
な
学
者
頼ら

い

杏
き
ょ
う

坪へ
い

兄
弟
や
、
筑
前
の
亀
井
南
溟

な
ん
め
い

そ
の

子
昭
陽
に
つ
き
儒
学
（
孔
子
孟
子
の
学
問
）
を
学
ん
で
い
た
。
そ
の
頃
安
芸
国
浄
土
真
宗
の
僧
石
泉
は
学
徳

高
く
、
仏
典
に
も
通
じ
て
い
た
の
で
そ
の
門
に
入
り
儒
学
と
仏
典
を
学
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
が
、
石
泉
は
彼
を

一
見
し
て
、「
天
下
の
偉
材
と
は
大
年
の
如
き
人
か
」
と
感
心
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
師
弟
互
い
に
心
通



じ
て
教
え
る
者
、
教
え
ら
れ
る
者
た
だ
一
生
懸
命
で
あ
っ
た
。
そ
の
か
い
あ
っ
て
彼
は
石
泉
門
下
で
は
円え

ん

織し
き

と
共
に
二
傑
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

石
泉
の
名
声
が
高
く
な
る
と
“
好こ

う

事じ

魔ま

多
し
“
の
た
と
え
ど
お
り
、
石
泉
に
け
ち

・

・

を
つ
け
る
者
が
あ
ら

わ
れ
た
。
本
山
で
も
石
泉
を
京
都
に
呼
ん
で
、
審
問
す
る
と
い
う
噂
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
寧
浦
は
大

い
に
憤
慨
し
、
自
ら
師
に
代
わ
り
弁
解
す
る
た
め
に
上
京
を
決
意
す
る
と
、
師
石
泉
は
非
常
に
喜
び
彼
の
出

発
に
あ
た
り
、
詩
を
は
な
む
け
と
し
た
。 

寧
浦
は
大
い
に
感
激
し
、
勇
躍
京
都
の
西
本
願
寺
へ
行
き
、「
自
分
は
石
泉
門
下
の
僧
屯
で
あ
る
。
我
が

師
の
説
が
本
山
の
教
義
に
反
す
る
と
そ
し
る
者
が
あ
る
の
で
、
師
石
泉
に
代
わ
っ
て
弁
明
す
る
た
め
に
き

た
。
こ
の
浄
土
真
宗
の
根
本
「
教
行
信
証
」
に
よ
り
何
人
と
で
も
応
答
し
よ
う
。」
と
い
っ
て
本
願
寺
の
虎

の
間
（
大
応
接
室
）
に
ど
っ
か
と
座
り
こ
ん
だ
。 

本
山
で
は
彼
の
意
気
に
呑
ま
れ
た
の
か
、
議
論
の
結
果
を
恐
れ
て
か
、
誰
も
相
手
に
出
て
く
る
者
は
な
い
。

そ
の
上
、
寧
浦
を
太
鼓
堂
の
番
人
小
屋
へ
つ
れ
こ
み
、
翌
朝
な
ん
の
話
も
な
く
議
論
も
せ
ず
、
番
人
が
「
も

う
何
も
用
が
な
い
の
で
出
て
い
っ
て
も
ら
い
た
い
」
と
立
ち
去
っ
た
。
彼
は
本
山
の
処
置
に
憤
慨
し
、「
師

石
泉
に
申
訳
が
な
い
」
と
思
い
つ
め
腹
を
切
っ
て
詫
び
よ
う
と
し
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
僧
と
し
て
の
行
動

で
な
い
ば
か
り
か
、
何
の
役
に
も
立
た
な
い
と
数
日
間
考
え
込
ん
で
い
た
が
、
遂
に
意
を
決
し
、
天
保
六
年

（1
8

3
5

）
五
月
か
ら
翌
年
六
月
ま
で
約
一
ヶ
年
余
り
に
わ
た
り
、
大
阪
天
満
玉
沢
町
正
覚
寺
で
、
教
行
信
証

全
巻
の
大
講
演
を
一
般
に
公
開
し
た
。
そ
れ
は
あ
た
か
も1

5
1

9

年
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
が
ラ
イ
プ
チ
ヒ

の
討
論
に
苦
し
め
ら
れ
、
遂
に
信
仰
上
の
事
は
聖
書
に
よ
り
判
断
す
る
他
は
な
い
と
、
従
来
の
温
和
な
説
を

蹴
飛
ば
し
て
宗
教
改
革
に
の
り
出
し
た
よ
う
に
、
大
年
は
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
説
に
反
る
も
の
は
こ
と
ご
と

く
こ
れ
を
あ
げ
て
我
が
師
石
泉
の
説
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
公
平
に
評
し
判
断
を
下
し
た
。
こ
れ
を
実
に
彼
が



心
血
を
注
い
だ
大
講
演
で
、
そ
の
熱
誠
と
彼
の
博
識
に
感
じ
て
、
こ
れ
を
聞
く
者
が
非
常
に
多
か
っ
た
と
い

わ
れ
る
。 

ル
タ
ー
は
そ
の
討
論
を
き
っ
か
け
に
宗
教
改
革
の
旗
じ
る
し
を
明
ら
か
に
す
る
も
已や

む
な
き
を
悟
っ
た

が
、
寧
浦
は
こ
れ
と
反
対
に
、
仏
法
の
活
社
会
へ
の
実
益
の
少
な
さ
を
悟
り
仏
教
よ
り
儒
学
に
転
向
し
た
。

そ
し
て
名
を
「
退
い
て
密
を
蔵
す
る
」
と
い
う
語
を
と
り
、
岡
本
退
蔵
維
密
と
易

あ
ら
た

め
、
郷
里
安
田
浦
に
ち

な
み
寧
浦
と
号
し
、
こ
れ
よ
り
儒
学
者
と
し
て
世
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
仏
教
が
父
祖
の
崇
敬

す
る
と
こ
ろ
な
の
で
、
そ
の
後
は
仏
教
に
つ
き
一
言
の
悪
口
も
言
わ
な
か
っ
た
程
の
祖
先
崇
拝
と
親
孝
行

者
で
あ
っ
た
。 

 

寧
浦
は
儒
学
に
転
じ
る
と
、
大
阪
の
大
学
者
篠
崎
小
竹
や
大
塩
後こ

う

素そ

（
大
塩
平
八
郎
）
に
つ
き
儒
学
を
学

ん
だ
。
学
友
に
安あ

積さ
か

艮ご
ん

斉さ
い

・
野
田
笛て

き

浦ほ

・
坂
井
虎
山
ら
が
あ
っ
た
。
彼
は
天
保
六
年
（1

8
3

5

）
九
月
郷
里
に

帰
り
、
四
十
二
才
の
時
安
芸
の
医
師
小
野
敬
蔵
の
娘
と
き
（
三
菱
創
業
者
岩
崎
弥
太
郎
実
母
美
和
の
姉
）
を

妻
に
む
か
え
、
再
び
大
阪
に
出
て
儒
学
を
教
授
し
た
が
、
特
に
易
学
を
も
っ
て
聞
え
た
。 

寧
浦
の
評
判
が
高
く
な
る
と
、
備
後
（
岡
山
県
）
の
福
山
侯
の
耳
に
入
り
、
藩
の
儒
学
者
に
迎
え
る
こ
と

に
な
っ
た
が
、
土
佐
藩
主
山
内
豊と

よ

熈ひ
ろ

が
こ
れ
を
聞
き
、「
土
佐
出
身
の
大
学
者
が
他
藩
に
採
用
さ
れ
る
の
は

我
が
土
佐
藩
の
名
お
れ
だ
」
と
し
て
福
山
侯
に
か
け
あ
い
、
天
保
九
年
（1

8
2

6

）
七
月
二
十
四
日
、
用
人
格

上
下
三
人
扶
持
（
年
七
石
六
斗
九
合
）
教
授
館
下
役
と
し
て
採
用
し
た
。
時
に
彼
は
四
十
五
才
の
知
恵
盛
り

で
あ
っ
た
。
寧
浦
は
勤
め
の
か
た
わ
ら
高
知
新
町
で
家
塾
、
紅
友
社
を
開
い
た
。
紅
友
は
酒
の
別
名
で
酒
好

き
の
彼
に
ふ
さ
わ
し
い
。
塾
に
は
講
義
を
受
け
る
者
が
溢
れ
る
ほ
ど
集
ま
り
、
こ
の
紅
友
社
に
入
る
門
人
は

前
後
千
人
を
超
え
た
と
い
わ
れ
る
。 



 

寧
浦
は
、
短
身
で
風ふ

う

彩さ
い

が
あ
が
ら
ず
、
い
つ
も
粗
末
な
着
物
を
き
て
袴
は
継
ぎ
布
が
当
た
っ
た
も
の
を
つ

け
、
身
な
り
に
頓
着
し
な
か
っ
た
。
あ
る
時
、
門
下
生
岩
崎
弥
太
郎
（
東
山
）
を
つ
れ
、
大
阪
で
学
者
の
会

合
に
出
席
し
た
。
会
場
に
は
天
下
の
堂
々
た
る
大
学
者
が
集
ま
っ
て
い
た
が
、
控
室
に
い
た
弥
太
郎
は
、
我

が
師
寧
浦
の
貧
弱
な
風
彩
を
見
て
肩
身
の
狭
い
思
い
を
し
て
い
た
が
、
段
々
議
論
の
末
、
寧
浦
は
堂
々
と
自

分
の
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
弥
太
郎
は
流
石
我
が
師
な
り
と
、
辺
り
に
誇
っ
て
や
り
た
か
っ
た
と
い
う
。 

 

寧
浦
は
道
を
行
く
に
も
常
に
詩
文
等
を
考
え
て
い
た
の
か
、
得
意
の
時
は
、
独
り
笑
い
を
し
て
、
時
に
は

通
行
人
に
突
き
当
た
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
家
に
帰
る
時
に
は
門
口
か
ら
袴
を
と
き
始
め
、
家
中
を
歩

き
な
が
ら
着
物
を
ぬ
ぎ
散
ら
し
、
夫
人
が
後
ろ
か
ら
そ
れ
ら
を
丁
寧
に
始
末
し
て
い
く
の
で
知
ら
ぬ
も
の

は
愚
か
者
か
狂
人
か
と
思
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

し
か
し
一
度
講
座
に
つ
く
や
、
そ
の
態
度
は
う
っ
て
変
わ
っ
て
威
儀

い

ぎ

を
正
し
、
諄

々

じ
ゅ
ん
じ
ゅ
ん

た
る
教
授
ぶ
り
に
は
、

門
人
た
ち
も
姿
勢
を
正
し
て
熱
心
に
受
講
す
る
。
解
ら
ぬ
と
こ
ろ
は
古
今
の
例
を
引
用
し
、
解
釈
が
ど
こ
ま

で
も
親
切
丁
寧
で
あ
っ
た
。 

 

寧
浦
は
酒
好
き
で
毎
日
欠
か
さ
ず
飲
み
、
家
で
た
し
な
む
よ
り
も
夜
毎
に
友
人
知
己
を
訪
問
し
て
盃
を

交
わ
し
、
一
夜
に
二
、
三
軒
飲
み
廻
る
こ
と
も
珍
し
く
な
か
っ
た
。
郷
土
出
身
の
宮
田
用
蔵
と
は
と
く
に
親

し
く
、
あ
る
夜
、
用
蔵
の
家
で
深
酒
し
、
よ
い
気
分
で
家
に
帰
っ
た
。
が
、
早
朝
用
蔵
の
便
が
来
て
、
刀
を

差
し
違
え
て
き
た
と
い
う
の
で
、
さ
す
が
の
寧
浦
も
恐
縮
し
、
さ
っ
そ
く
用
蔵
の
家
に
行
き
、
あ
や
ま
っ
て

刀
を
と
り
か
え
て
き
た
こ
と
が
彼
の
日
記
に
見
え
て
い
る
。
飲
酒
の
た
め
勝
手
も
と
は
い
つ
も
不
如
意
で
、



た
び
た
び
公
金
借
用
の
願
を
出
し
た
こ
と
も
あ
り
、
弘
化
元
年
（1

8
4

4

）
七
月
十
二
日
岩
淵
の
足
軽
の
家
を

買
う
約
束
を
し
た
が
、
金
に
困
り
、
衆
議
講
を
と
り
、
な
お
他
か
ら
も
借
金
し
て
や
っ
と
支
払
い
を
終
え
、

十
二
月
二
日
や
っ
と
そ
の
家
に
移
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
家
計
を
預
か
る
妻
と
き
の
苦
労
は
並

大
抵
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
妻
に
は
余
程
思
い
や
り
が
あ
っ
た
と
見
え
、
妻
の
病
気
の
際
は
、

そ
の
容
態
の
こ
と
が
彼
の
日
記
に
委
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。 

寧
浦
は
酒
を
飲
み
過
ぎ
る
た
め
か
身
体
に
故
障
が
あ
り
、
た
び
た
び
休
講
し
て
い
る
が
、
公
私
の
別
は
明

ら
か
に
し
、
職
務
に
は
忠
実
で
、
公
金
の
収
支
は
少
し
の
誤
り
も
な
く
明
細
に
記
帳
し
、
教
授
館
備

そ
な
え

付つ
け

の

図
書
の
虫
干
な
ど
の
際
は
、
そ
の
書
名
を
丹
念
に
記
し
、
公
用
の
備
品
や
図
書
の
引
き
継
ぎ
に
は
ひ
と
つ
の

誤
り
も
な
か
っ
た
。
彼
は
た
だ
の
酒
飲
み
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

酒
と
交
友
は
寧
浦
の
生
命
で
あ
っ
た
。
幡
多
の
樋
口
真
吉
や
、
武
市
瑞
山
・
鹿か

持も
ち

雅ま
さ

澄ず
み

・
吉
田
東
洋
・
間

崎
滄そ

う

浪ろ
う

ら
を
始
め
、
そ
の
交
友
は
一
ヶ
月
約
百
人
ぐ
ら
い
で
あ
り
、
時
々
、
洗
濯
休
と
い
う
名
目
で
藩
庁
に

願
い
休
暇
を
と
っ
て
安
田
に
帰
っ
た
。 

帰 

国 

宜

 
 

シ
ク

養

 
 

フ
レ

拙

 
 

ヲ

。 
 

春 

至

 
 

レ
バ

意

 

 

渝

 

 

寛

 
 

ナ
リ

。 

不
レ

慣

 
 

レ
二

郷 

人

 
 

ノ

俗

 
 

ニ
一

。 
 

猶 

為
二

客 

子 

看

 
 

テ
一

。 

午

 

 

眠 

雀 

鳴

 
 

リ
レ

戸

 
 

ニ

。 

夕

 
 

ニ

酔

 
 

ヘ
バ

柳 

当

 
 

ル
レ

欄

 
 

ニ

。 

生 

理 

非
二

吾

 
 

ガ

務

 
 

ニ
一

。 
 

硯 

日

 
  

身 

世 

安
。 

安
田
浦
常
行
寺
（
山
号
を
少
林
山
、
禅
宗
曹
洞
派
。
安
芸
の
浄
貞
寺
の
末
寺
。
現
在
は
廃
寺
。）
住
職
釈

し
ゃ
く

志し

静せ
い

は
下
山
（
安
芸
市
）
の
長
国
寺
に
あ
る
遊
雲
楼
に
住
ん
で
い
た
が
寧
浦
は
彼
を
訪
ね
お
互
い
に
盃
を
交

わ
し
且
つ
談
じ
た
ほ
ほ
え
ま
し
い
様
が
日
記
の
一
節
に
見
え
て
い
る
。 



寧
浦
は
相
撲
が
大
好
き
で
、
相
撲
見
物
に
十
市
や
須
崎
、
赤
岡
ま
で
出
か
け
、
主
な
勝
負
や
相
撲
場
の
出

来
事
ま
で
委
し
く
記
し
て
い
る
。
こ
と
に
郷
土
出
身
の
力
士
群
竜
（
片
山
村
蔵
）
が
出
場
す
る
時
に
は
、
い

つ
も
欠
か
さ
ず
見
物
し
て
い
る
。 

 

寧
浦
は
江
戸
に
出
て
天
下
の
大
学
者
と
交
わ
り
学
問
の
奥
義
を
き
わ
め
る
の
が
年
来
の
希
望
で
あ
っ
た

の
で
、
藩
庁
の
許
可
を
や
っ
と
得
て
、
天
保
十
一
年
（1

8
4

0

）
春
三
月
、
北
山
越
し
に
一
ヶ
月
余
の
旅
を
続

け
て
江
戸
に
着
い
た
。
江
戸
の
に
ぎ
や
か
さ
は
四
十
七
才
の
寧
浦
を
驚
か
せ
た
よ
う
で
あ
る
。
同
年
四
月
十

七
日
江
戸
藩
邸
の
御ご

錠
じ
ょ
う

前ま
え

口ぐ
ち

役や
く

を
勤
め
る
こ
と
に
な
り
、
名
高
い
学
者
や
名
僧
を
訪
ね
学
問
に
つ
い
て
語

り
合
う
こ
と
が
で
き
た
。
当
時
、
天
下
の
大
学
者
と
い
え
ば
、
佐
藤
一
斉
と
安あ

積さ
か

艮ご
ん

斉さ
い

で
あ
っ
た
が
、
一
斉

は
天
保
十
一
年
幕
府
の
儒
官
と
な
っ
て
そ
の
名
声
が
高
か
っ
た
。
寧
浦
は
見
識
あ
る
者
は
傑す

ぐ

れ
た
師
を
選

ぶ
に
な
ら
い
佐
藤
塾
に
入
り
、
天
保
十
一
年
九
月
か
ら
同
十
二
年
十
二
月
ま
で
学
ん
だ
。 

天
保
十
三
年
（1

8
4

2

）
五
月
六
日
、
学
問
御
用
係
に
任
命
さ
れ
、
土
佐
藩
江
戸
詰
の
侍
た
ち
に
学
問
を
講

義
す
る
か
た
わ
ら
林

は
や
し

大だ
い

学が
く

頭
の
か
み

や
古
賀
塾
の
講
筵
に
つ
ら
な
り
、
ま
た
、
若
山
荘
吉
よ
り
易
学
の
講
義
を
受

け
て
い
る
。
時
に
は
刀
匠
直な

お

胤た
ね

と
親
交
し
、
互
い
に
盃
を
交
わ
し
た
こ
と
が
彼
の
日
記
に
書
か
れ
て
い
る
。 

そ
の
他
天
下
の
志
士
と
も
交
わ
り
、
彼
の
見
識
は
い
よ
い
よ
高
ま
っ
た
。
天
保
十
四
年
（1

8
4

3

）
五
月
二
十

三
日
、
藩
主
が
江
戸
詰
か
ら
帰
国
す
る
際
、
そ
の
供
を
し
て
江
戸
を
出
発
し
、
七
月
二
日
懐
か
し
い
土
佐
に

帰
着
し
た
。 

 

寧
浦
塾
紅
友
社
の
状
況
は
、
弘
化
五
年
（1

8
4

3

）
の
手
記
、
自
宅

導
み
ち
び
き

方か
た

に
よ
る
と
、
教
授
は
毎
日
辰た

つ

（
午

前
八
時
）
よ
り
午
（
正
午
）
ま
で
と
し
、
奇
数
日
は
勤
人
に
教
え
、
偶
数
日
は
各
個
人
指
導
に
読
書
問
答
を



加
え
、
毎
月
二
日
は
孟
子
、
七
日
は
易
を
筆
記
さ
せ
、
休
日
は
一
日
、
十
五
日
、
二
十
五
日
と
し
、
こ
れ
ら

の
定
め
は
よ
く
守
ら
れ
て
い
た
。
主
な
教
科
は
、
童ど

う

蒙も
う

須す

知ち

・
白は

く

鹿ろ
く

洞ど
う

掲け
い

示し

・
小
学
内
篇
・
四
書
（
大
学
・

中
庸
・
論
語
・
孟
子
）・
易
・
詩
経
・
左
氏
伝
・
十
八
史
略
・
杜と

律り
つ

等
の
句く

読ど
う

や
、
解
釈
を
適
当
に
行
っ
て

い
る
。 

十
九
世
紀
初
期
の
思
想
は
、
ほ
と
ん
ど
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
純
理

一
点
張
り
に
対
し
、
感
情
を
高
調
し
、
個
性
を
重
ん
じ
、
人
間
の
心
に
わ
く
自
然
の
感
情
を
た
っ
と
び
今
ま

で
の
し
き
た
り
を
打
破
し
精
神
の
自
由
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
寧
浦
も
ま
た
従
来
の
格
式
や
方
法
に
こ
だ

わ
ら
ず
、
当
時
行
わ
れ
て
い
た
山
崎
闇
斉
流
の
き
び
し
い
道
学
主
義
と
は
打
っ
て
変
わ
り
、
彼
の
学
問
は
儒

を
根
底
と
し
、
佐
藤
一
斉
の
影
響
を
う
け
、
朱
子
学
に
陽
明
学
を
も
加
え
、
歴
史
に
通
じ
詩
文
を
重
ん
じ
、

易
学
の
大
家
で
も
あ
っ
た
。 

そ
の
指
導
法
は
、
自
由
主
義
を
と
り
、
能
力
に
応
ず
る
個
人
指
導
を
行
い
、
門
人
の
成
績
控
に
も
、
解
し

て
妙
、
意
あ
っ
て
言
葉
足
ら
ず
、
域
は
適
解
、
そ
の
他
丹
念
に
個
人
別
に
成
績
を
批
評
し
、
ま
た
出
席
日
数

も
記
し
、
誠
に
よ
く
手
の
行
き
と
ど
い
た
指
導
で
あ
っ
た
。
し
か
も
講
義
は
平
易
で
、
門
人
小
牧
雪
江
（
安

芸
市
土
居
）
は
「
先
生
は
い
ろ
い
ろ
の
異
な
っ
た
説
を
述
べ
、
こ
れ
を
比
較
し
て
門
人
に
よ
く
考
え
さ
せ
て

講
義
を
す
る
の
で
実
に
面
白
く
、
よ
く
了
解
で
き
る
。」
と
評
し
て
い
る
。 

ま
た
師
弟
の
間
は
実
に
な
ご
や
か
で
、
講
義
が
終
わ
る
と
、
酒
好
き
の
彼
は
高
弟
数
名
を
残
し
酒
を
す
す
め
、

和
気
あ
い
あ
い
と
し
て
常
に
春
風
が
漂
う
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
。
格
式
の
や
か
ま
し
い
当
時
に
あ
っ
て

一
風
変
わ
っ
た
自
由
主
義
に
よ
る
新
土
佐
学
風
を
う
ち
た
て
た
の
で
あ
る
。
ま
た
藩
庁
に
対
し
道
徳
教
育

の
刷
新
や
自
由
主
義
教
育
の
樹
立
等
に
関
す
る
意
見
書
を
提
出
し
て
い
る
。 

弘
化
三
年
（1

8
4

6

）
三
月
十
一
日
、
藩
は
寧
浦
の
積
年
の
講
学
の
功
に
よ
り
切
米
五
石
を
加
増
し
た
。
し



か
し
自
由
人
寧
浦
は
藩
に
仕
え
、
そ
の
暇
に
家
塾
で
門
人
を
指
導
す
る
の
も
繁
に
堪
え
ず
、
ま
っ
た
く
自
由

な
立
場
で
教
授
し
た
い
と
の
理
由
で
辞
職
願
を
出
し
、
藩
庁
も
彼
の
意
の
あ
る
と
こ
ろ
を
容
れ
遂
に
役
目

御
免
と
な
っ
た
。 

 

そ
の
後
寧
浦
は
新
町
の
紅
友
社
で
専
心
学
問
の
研
究
と
教
学
に
精
進
し
、
そ
の
風
を
し
た
っ
て
入
門
す

る
も
の
で
あ
ふ
れ
、
そ
の
門
下
か
ら
は
間
崎
滄そ

う

浪ろ
う

、
森
田
梅ば

い

礀か
ん

、
奥
宮
慥ぞ

う

斉さ
い

、
岩
崎
弥
太
郎
、
清
岡
道
之
助
、

岩
崎
秋

し
ゅ
う

溟め
い

、
松
岡
毅ぎ

軒け
ん

、
森
沢
澹た

ん

、
河
田
小
龍
ら
が
あ
り
、
土
佐
学
界
に
盛
観
を
呈
し
た
の
で
あ
る
。
前

述
し
た
よ
う
に
岩
崎
弥
太
郎
の
母
美
和
は
寧
浦
の
妻
の
妹
に
あ
た
る
関
係
で
、
特
に
訓
育
に
留
意
し
た
。
寧

浦
が
塾
生
に
行あ

ん

燈ど
ん

の
掃
除
を
命
ず
る
と
、
み
な
朝
か
ら
掃
除
を
す
る
が
、
弥
太
郎
は
晩
に
至
り
油
皿
を
火
中

に
投
じ
、
油
を
焼
き
手
を
汚
さ
ず
掃
除
し
た
の
で
、
み
な
そ
の
妙
策
に
感
心
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

嘉
永
元
年
（1

8
4

8

）
藩
主
豊
熈
が
病
歿
し
た
の
で
、
そ
の
知
遇
に
感
じ
て
い
た
寧
浦
は
悲
嘆
に
く
れ
、
藩

主
の
墓
前
に
五
十
日
間
、
雨
の
日
も
風
の
日
も
一
日
も
怠
ら
ず
参
拝
し
た
と
い
う
。
も
と
も
と
健
康
の
す
ぐ

れ
な
か
っ
た
彼
の
晩
年
は
、
失
望
と
衰
弱
が
も
と
に
な
り
、
嘉
永
六
年
（1

8
5

3

）
十
月
四
日
、
六
十
才
を
も

っ
て
生
涯
の
幕
を
閉
じ
、
高
知
城
北
の
泰
泉
寺
村
真
宗
寺
山
に
葬
ら
れ
た
。
寧
浦
は
始
め
親
戚
に
あ
た
る
岩

崎
弥
太
郎
を
養
子
に
迎
え
よ
う
と
し
た
が
、
彼
は
長
男
で
あ
る
の
で
許
さ
れ
ず
、
甥
曉

ぎ
ょ
う

馬ま

が
そ
の
あ
と
を

継
い
だ
。 

寧
浦
は
当
代
一
流
の
大
学
者
で
、
時
々
郷
里
に
も
帰
り
、
土
地
の
育
英
に
も
影
響
し
て
い
た
こ
と
は
見
の

が
せ
な
い
。
大
正
十
三
年
（1

9
3

9

）
贈
正
五
位
に
叙
せ
ら
れ
た
。 

墓
碑
銘
は
、
有
名
な
安
積
艮
斉
の
撰
文
で
あ
る
。 



岡
本
寧
浦
先
生
墓
碑
名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
訳
宮
田
定
繁
） 

  
 

 

寛
永
六
年
十
月
四
日
土
州
寧
浦
君
卒
す
年
六
十
な
り
高
智
城
の
北
真
宗
寺
山
に
へ
ん
す
。

是
よ
り
先
学
者
山
崎
氏
の
説
を
奉
じ
て
其
の
幣
流
固
陋
な
り
。 

二
十
年
来
博
く
経
史
に
渉
り
文
章
を
作
る
。才
藻
蔚
然
と
し
て
傑
出
す
る
者
相
望
む
蓋
し

以
て
君
之
が
倡
為
な
り
。
不
幸
に
し
て
溘
逝
し
一
藩
咸
痛
惜
せ
り
。 

弟
子
哭
す
る
こ
と
哀
を
極
む
。
皆
謂
ふ
先
生
文
學
に
功
有
る
こ
と
偉
な
り
。
苟
も
石
を
建

て
詞
を
鐫
銘
せ
ず
ば
以
て
来
昆
を
昭
眎
す
る
無
か
ら
ん
。而
し
て
先
生
を
知
る
こ
と
久
し

く
且
つ
深
き
者
宜
し
く
安
積
子
に
如
く
莫
る
べ
し
と
是
に
於
て
予
に
請
い
て
之
を
銘
せ

し
む
。 

 
 

 

君
諱
は
維
密
字
は
退
蔵
岡
本
氏
。
家
は
世
々
親
鸞
派
の
僧
と
な
り
安
芸
郡
寧
田
浦
乗
光

寺
に
住
す
。
因
り
て
自
ら
寧
浦
と
号
す
。
考
諱
は
辨
翁
。
妣
は
齊
藤
氏
。
幼
に
し
て
警
敏
。

句
読
を
受
く
る
に
過
日
忘
れ
ず
。
父
老
い
姪
立
然
を
養
ひ
て
法
嗣
と
な
し
、
次
を
以
て
君

に
傳
へ
ん
と
欲
す
。
後
立
然
子
有
り
泰
澄
と
曰
ふ
。
固
く
譲
り
て
継
が
ず
諸
州
に
遊
び
て

京
に
入
り
西
六
條
の
僧
寮
に
寓
す
。竺
墳
を
鑚
研
す
る
こ
と
数
年
緇
衲
其
の
精
詣
に
服
し

推
し
て
叢
林
後
進
の
巨
擘
と
な
り
。既
に
し
て
其
の
教
の
世
に
裨
な
き
を
悟
り
遂
に
蓄
髪

し
て
儒
と
為
り
浪
華
に
教
授
す
聲
名
焯
著
な
り
、
少
将
公
聞
き
て
之
を
嘉
み
す
。
天
保
九

年
召
還
し
て
俸
を
賜
ひ
國
痒
の
教
官
下
僚
と
為
す
。後
江
戸
に
祗
役
し
て
留
る
こ
と
數
歳

乃
ち
歸
る
是
時
養
徳
公
始
め
政
に
莅
む
儒
術
を
崇
め
て
吏
務
を
飾
む
、鳳
教
丕
い
に
興
る
。

君
歓
喜
し
て
以
て
人
材
を
育
せ
ん
と
欲
し
自
ら
誘
掖
を
効
し
力
を
竭
す
業
を
受
く
る
者

踵
相
継
ぐ
。君
遊
道
極
め
て
廣
く
交
る
所
の
者
皆
海
内
知
名
の
士
な
り
相
興
に
経
を
談
じ

文
を
論
ず
。
聞
見
博
く
し
て
識
力
高
し
。
故
に
そ
の
子
弟
を
鼓
舞
勸
奬
す
る
所
以
の
者
は

固
陋
の
弊
を
矯
め
て
之
を
誘
ふ
に
博
大
も
以
て
す
。
操
觸
の
士
彬
彬
如
た
り
。
弘
化
三
年

祿
若
干
石
を
賞
賜
せ
ら
る
。君
簿
書
叢
劇
に
し
て
教
督
に
遑
あ
ら
ざ
る
を
以
て
乃
ち
上
書

し
て
職
を
辞
せ
ん
と
請
ふ
、
允
を
得
て
下
僚
を
解
か
る
。
是
に
於
て
専
ら
學
を
講
じ
人
材

を
育
す
る
を
以
て
己
が
任
と
な
し
無
何
。公
薨
じ
て
君
末
疾
に
遭
ひ
遂
に
起
た
ず
眞
に
惜

し
む
可
し
。
配
小
野
氏
子
無
く
姪
泰
澄
の
子
曉
馬
を
以
て
嗣
と
な
す
。
君
経
学
に
邃
く
其

志
伊
洛
に
遡
り
以
て
鄮
魯
の
源
を
究
め
ん
と
す
る
に
在
り
而
し
て
金
谿
姚
江
の
説
も
亦

辨
柝
精
徽
以
て
歸
一
の
理
を
求
め
ん
と
す
。暇
あ
れ
ば
則
ち
一
室
に
端
坐
し
之
を
仰
げ
は

屹
然
と
し
て
峻
峰
喬
松
の
如
く
就
い
て
之
に
接
す
れ
ば
色
愉
し
く
言
温
か
な
り
。人
を
し

て
春
風
和
氣
の
中
に
坐
せ
し
む
。其
の
文
は
胸
臆
を
直
攄
し
縄
墨
に
縛
せ
ら
れ
ず
し
て
法

度
自
ら
具
は
り
、綽
と
し
て
風
骨
あ
り
壯
年
儒
に
歸
し
人
請
ひ
て
異
教
を
排
し
て
餘
力
を



遺
さ
ず
と
。而
れ
ど
も
未
だ
嘗
て
一
語
も
之
に
及
ば
ず
蓋
し
其
の
祖
考
の
敬
す
る
所
を
以

て
な
り
。
其
の
敦
篤
率
ね
此
の
如
し
。
余
縷
擧
に
遑
あ
ら
ず
如
く
其
の
要
を
つ
み
て
以
て

之
を
掲
ぐ
銘
に
曰
く 

 
 

 
 

卓
な
り
。
闇
齋
聖
學
を
神
京
に
倡
ふ
。
懿
な
る
哉
維
君
南
海
の
文
章
を
開
く
。
彼
に
出 

で
此
に
入
れ
ば
徽
を
疊
み
光
を
紹
ぐ
嗚
呼
是
寧
浦
先
生
之
塋 

 

安
政
四
年
夏
五
月 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

幕
府
儒
員 

安
積
信
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