
改
め
ま
し
て
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
早
朝
よ
り
お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
毎
週
二
時
限
目
は
十
時
二

十
五
分
か
ら
で
す
の
で
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
本
日
の
最
終
講
義
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
し
た
。
な
お
本
日
北
は
北
海
道
、
南
は
九
州
、
全
国

各
地
遠
近
を
問
わ
ず
、
お
集
ま
り
い
た
だ
き
本
当
に
恐
縮
し
て
お
り
ま
す
。
た
だ
今
紹
介
に
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
卒
業
し
た
身
延
山
学
園

で
最
終
講
義
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
、
少
し
は
母
校
に
対
し
て
恩
分
の
一
分
が
か
え
せ
た
か
な
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

私
が
御
祈
祷
の
研
究
を
は
じ
め
た
の
は
、
先
ほ
ど
ご
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
『
日
蓮
宗
事
典
』
の
編
纂
主
任
を
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
時
か
ら
で
す
。
祈
祷
の
語
蕊
項
目
を
選
ぶ
時
に
、
は
た
し
て
何
の
本
を
選
ん
で
、
そ
こ
か
ら
ど
う
い
う
言
葉
を
と
る
べ
き
か
、
と
い
う

時
で
あ
り
ま
し
た
。
当
時
あ
ま
り
そ
う
し
た
関
係
の
本
が
出
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
付
き
、
以
来
、
私
は
『
事
典
』
が
終
わ
っ
た
ら

必
ず
本
を
若
い
人
た
ち
に
知
ら
せ
な
い
と
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
昭
和
五
十
七
年
二
月
に
『
日
蓮
宗
祈
祷
聖
典
』
を
刊
行
さ
せ
て
頂

き
ま
し
た
。
以
来
研
究
を
し
て
お
り
ま
し
た
時
に
大
先
生
か
ら
「
御
祈
祷
を
研
究
す
る
と
行
き
詰
る
よ
、
だ
か
ら
や
め
な
さ
い
」
と
い
う

言
葉
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
今
日
の
宗
門
史
を
大
観
し
た
と
き
に
、
は
た
し
て
学
者
先
生
た
ち
だ
け
で
、
こ
れ
ら
五
千
有
余
の
寺
が
建
っ

た
で
あ
ろ
う
か
、
や
は
り
御
祈
祷
の
達
人
に
よ
る
法
力
を
も
っ
て
信
徒
を
集
め
、
寺
を
建
て
て
き
た
の
が
大
半
で
あ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に

日
蓮
宗
修
法
史
概
説
（
宮
川
）

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
七
日
最
終
講
義

日
蓮
宗
修
法
史
概
説

宮

川

了
篤
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日
蓮
宗
修
法
史
概
説
（
宮
川
）

思
い
、
そ
の
ま
ま
続
け
て
ま
い
り
ま
し
た
。

本
日
列
席
の
中
に
は
病
を
お
し
て
参
加
し
て
下
さ
っ
た
方
も
お
り
ま
す
。
日
蓮
聖
人
の
時
も
同
じ
で
す
。
病
で
苦
し
む
人
、
日
蓮
聖
人

に
相
談
し
ま
す
。
そ
し
て
お
産
が
あ
る
妊
婦
の
方
が
来
る
と
日
蓮
聖
人
は
そ
う
い
う
妊
婦
の
方
を
励
ま
し
、
そ
し
て
安
産
の
腹
帯
を
書
い

て
あ
げ
て
い
る
。
時
に
は
妻
に
先
立
た
れ
た
立
場
に
な
っ
て
指
導
し
、
逆
に
夫
に
先
立
た
れ
た
妻
を
指
導
し
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
事
を
思
っ

て
信
徒
を
日
蓮
聖
人
は
指
導
し
て
参
り
ま
し
た
。
そ
の
指
導
し
て
き
た
日
蓮
聖
人
の
祈
り
の
根
底
に
あ
っ
た
も
の
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
っ

た
の
か
と
考
え
る
時
、
法
華
経
第
三
巻
の
第
五
番
目
の
薬
草
職
品
に
説
示
さ
れ
る
「
現
世
安
穏
・
後
生
善
処
」
、
現
世
が
安
穏
で
な
い
限

り
後
生
は
善
処
に
な
ら
な
い
と
い
う
お
考
え
が
日
蓮
聖
人
の
根
底
に
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
「
現
世
安
穏
・
後
生
善
処
」
の
考
え
は
『
立
正

安
国
』
の
精
神
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
し
た
こ
と
を
考
え
て
い
き
ま
し
た
時
、
本
日
与
え
ら
れ
ま
し
た
時
間
は
出
来
る
と
こ
ろ
、

今
か
ら
計
算
し
ま
す
と
約
一
時
間
、
六
十
分
ち
ょ
っ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
の
私
が
話
し
て
い
る
こ
と
は
全
て
テ
ー
プ
に
と
ら
れ
、

本
学
の
『
身
延
論
叢
』
研
究
誌
に
載
せ
る
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
ま
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
た
だ
ご
挨
拶
で
は
い
け
な
い
と
い
う

こ
と
で
資
料
を
配
布
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
皆
さ
ん
の
お
持
ち
の
資
料
が
こ
れ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
資
料
を
全
部
読
む
だ
け
で
六

十
分
位
か
か
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
少
し
荒
削
り
で
す
が
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
初
の
資
料
一
枚
目
目
次
。
一
、
日
蓮
聖
人
に
見
る
祈
祷
の
諸
相
。
二
、
祈
祷
経
に
つ
い
て
六
老
門
跡
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
次
、

三
十
番
神
信
仰
・
別
称
法
華
神
道
と
申
し
ま
す
。
四
、
中
世
の
祈
祷
修
法
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
五
番
目
、
中
山
遠
寿
院
・
智
泉
院
に
入

行
し
た
方
々
が
一
体
ど
の
よ
う
な
修
行
を
し
た
の
か
。
六
番
目
、
明
治
期
の
入
行
者
考
、
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
あ
ら
論
述
さ
せ
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
日
蓮
聖
人
が
御
祈
祷
し
た
数
多
く
の
も
の
の
中
か
ら
代
表
的
な
も
の
を
あ
げ
る
と
、
伊
東
八
郎
左
衛
門
へ
の
祈
り
で
あ
り
ま
す
。
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と
い
う
こ
と
で
、
つ
い
に
伊
東
朝
高
に
祈
り
を
致
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
病
気
が
回
復
に
向
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
伊
東
朝
高
は
日
蓮
聖

人
に
海
中
よ
り
い
ろ
づ
く
の
物
体
、
つ
ま
り
漁
師
の
網
に
か
か
っ
た
お
釈
迦
様
の
像
を
献
上
致
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
生
涯
、
日
蓮
聖
人
は

御
持
仏
と
し
て
、
配
流
さ
れ
た
佐
渡
の
地
に
お
い
て
も
そ
の
釈
迦
仏
を
御
本
尊
と
し
て
拝
み
、
こ
の
身
延
に
入
ら
れ
た
後
も
御
本
尊
と
し

て
拝
み
、
遺
言
の
時
に
私
が
も
し
死
ん
だ
ら
私
の
墓
は
身
延
に
建
て
て
く
れ
、
そ
し
て
そ
の
墓
の
傍
ら
に
必
ず
私
の
持
っ
て
い
た
『
注
法

華
経
』
（
日
蓮
聖
人
の
持
っ
て
い
た
法
華
経
に
色
々
と
書
き
留
め
た
文
を
記
し
て
お
い
た
の
が
注
法
華
経
と
申
し
ま
す
）
。
こ
の
注
法
華
経

と
こ
の
釈
迦
仏
を
必
ず
傍
に
お
い
て
く
れ
、
と
遺
言
を
さ
れ
た
。
し
か
し
日
蓮
聖
人
が
亡
く
な
ら
れ
て
約
百
日
ほ
ど
経
ち
ま
す
と
日
蓮
聖

人
の
お
墓
を
輪
番
、
本
日
輪
番
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
輪
番
を
す
る
と
い
う
弟
子
た
ち
が
決
ま
り
ま
し
た
。
弟
子
の
日
朗
上
人

が
い
ち
早
く
日
蓮
聖
人
の
遺
言
を
破
っ
た
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
、
つ
い
に
身
延
の
地
よ
り
像
を
持
ち
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
後
に
本
圀
寺
、

現
在
京
都
本
圀
寺
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
次
、
領
家
の
尼
へ
の
祈
り
、
こ
れ
は
日
蓮
聖
人
が
大
恩
の
方
と
い
う
く
ら
い
、
御

恩
に
な
っ
た
お
方
で
、
日
蓮
聖
人
の
ス
ポ
ン
サ
ー
と
も
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
領
家
の
尼
に
お
祈
り
致
し
ま
し
た
。

日
蓮
宗
修
法
史
概
説
（
宮
川
）

日
蓮
聖
人
は
伊
豆
川
奈
に
配
流
さ
れ
ま
し
た
、
流
罪
で
す
。
そ
の
配
流
さ
れ
ま
し
た
地
で
、
地
頭
で
あ
る
伊
東
朝
高
が
大
変
な
病
気
で
な

か
な
か
治
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
つ
い
に
鎌
倉
幕
府
か
ら
追
わ
れ
た
日
蓮
聖
人
の
所
に
朝
高
の
使
い
が
参
り
ま
し
て
、
日
蓮
聖
人
は
法

華
経
信
仰
を
一
分
で
も
信
じ
た
人
な
ら
ば
祈
る
、
と
い
う
こ
と
で
祈
り
を
さ
さ
げ
ま
し
た
。

こ
と
に
当
地
頭
の
病
悩
に
つ
い
て
、
祈
せ
い
申
べ
き
よ
し
仰
候
し
間
、
案
に
あ
つ
か
ひ
（
扱
）
て
候
・
然
れ
ど
も
一
分
信
仰
の
心
を

日
蓮
に
出
し
給
へ
ば
、
法
華
経
へ
そ
せ
う
と
こ
そ
を
も
ひ
候
へ
。
此
時
は
十
羅
刹
女
も
い
か
で
か
力
を
あ
わ
せ
給
は
ざ
る
べ
き
と
思

候
て
、
法
華
経
・
釈
迦
・
多
宝
・
十
方
の
諸
仏
並
に
天
照
八
幡
大
小
の
神
祇
等
に
申
て
候
・
定
て
評
議
あ
り
て
し
る
し
を
ば
あ
ら
は

し
（
定
二
三
○
頁
）
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日
蓮
宗
修
法
史
概
説
（
宮
川
）

後
生
に
は
無
間
地
獄
に
堕
さ
せ
給
く
し
。
故
い
か
ん
と
な
れ
ば
、
東
條
左
衛
門
景
信
が
悪
人
と
し
て
清
澄
の
か
い
し
私
（
飼
鹿
）
等

を
か
り
（
狩
）
と
り
、
房
々
の
法
師
等
を
念
仏
者
の
所
従
に
し
な
ん
と
せ
し
に
、
日
蓮
敵
を
な
し
て
領
家
の
か
た
う
ど
と
な
り
、
清

澄
・
二
間
の
二
箇
の
寺
、
東
條
が
方
に
つ
く
な
ら
ば
日
蓮
法
華
経
を
す
て
ん
と
、
せ
い
じ
よ
う
（
精
誠
）
の
起
請
を
か
い
て
、
日
蓮

が
御
本
尊
の
手
に
ゆ
い
（
結
）
つ
け
て
い
の
り
て
、
一
年
が
内
に
両
寺
は
東
條
が
手
を
は
な
れ
候
し
な
り
。
此
事
は
虚
空
蔵
菩
薩
も

い
か
で
か
す
て
さ
せ
給
べ
き
。
大
衆
も
日
蓮
を
心
へ
ず
に
を
も
は
れ
ん
人
（
定
二
三
五
頁
）

よ
う
す
る
に
領
家
の
所
領
で
あ
っ
た
清
澄
・
二
間
の
寺
に
地
頭
東
條
景
信
が
侵
略
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
問
注
所
で
裁
判
に
至

り
、
後
に
裁
判
で
勝
利
す
べ
く
、
日
蓮
聖
人
は
御
本
尊
に
そ
の
書
状
を
手
に
結
い
つ
け
て
祈
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
に
は
日
蓮
聖
人
の
祈
り

の
姿
が
あ
り
、
同
時
に
、
手
に
結
い
つ
け
て
拝
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
当
時
の
日
蓮
聖
人
の
御
本
尊
は
か
な
り
大
き
か
っ
た
と
い

う
ふ
う
に
推
測
さ
れ
ま
す
。
次
に
悲
母
蘇
生
と
安
達
泰
盛
、
南
條
時
光
へ
の
祈
り
、
こ
れ
は
悲
母
蘇
生
と
南
條
時
光
へ
の
祈
り
は
内
容
が

似
て
お
り
ま
す
の
で
悲
母
蘇
生
は
割
愛
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
南
條
時
光
へ
の
祈
り
に
つ
い
て
話
を
進
め
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
静
岡
県
の
現

在
芝
川
の
支
流
を
ず
っ
と
行
っ
た
と
こ
ろ
に
南
條
さ
ん
が
住
ん
で
お
り
ま
し
た
。
そ
の
南
條
さ
ん
が
病
気
に
な
ら
れ
、
日
蓮
聖
人
に
御
祈

祷
の
依
頼
が
参
り
ま
し
た
。
こ
の
御
祈
祷
は
日
蓮
聖
人
六
十
一
歳
の
生
涯
で
最
後
の
御
祈
祷
で
す
。
病
め
る
日
蓮
聖
人
。
い
ま
手
洗
い
に

い
っ
た
か
と
思
う
と
ま
た
渋
る
、
ま
た
手
洗
い
に
、
ま
た
渋
る
。
一
日
に
何
度
と
な
く
手
洗
い
に
行
き
、
痩
せ
病
に
な
っ
て
い
る
。
そ
ん

な
日
蓮
聖
人
の
様
態
を
、
お
手
紙
が
教
え
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。
「
み
そ
を
け
な
め
候
え
ば
、
は
ら
の
け
も
治
り
候
お
わ
ん
い
」
腹
の
調

子
が
悪
い
日
蓮
聖
人
は
一
生
懸
命
味
噌
桶
を
舐
め
る
、
ぺ
ろ
ぺ
ろ
ぺ
ろ
ぺ
ろ
と
舐
め
る
。
す
る
と
腹
の
調
子
が
良
く
な
っ
た
。
お
そ
ら
く

味
噌
の
酵
母
菌
が
日
蓮
聖
人
の
、
そ
の
当
時
の
痩
せ
病
に
効
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
日
蓮
聖
人
は
あ
ま
り
に
も
衰
弱
し
て
い
た
。
信

者
の
苦
し
み
を
放
っ
て
お
け
な
い
。
そ
こ
で
つ
い
に
お
祈
り
を
さ
さ
げ
ま
し
た
。
南
條
さ
ん
が
鹿
毛
の
馬
を
一
頭
つ
れ
て
日
蓮
聖
人
に
お
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布
施
と
し
て
献
上
致
し
ま
し
た
。
日
蓮
聖
人
は
そ
の
馬
を
見
、
そ
し
て
自
分
の
弟
子
、
日
朗
に
代
筆
を
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
が
こ
の

お
手
紙
の
内
容
で
す
。
「
御
布
施
御
馬
一
疋
鹿
毛
令
入
御
見
参
候
了
。
兼
又
此
経
文
は
二
十
八
字
」
（
此
経
則
為
、
閻
浮
提
人
、
病
之
良
薬
、

若
人
有
病
、
得
聞
是
経
、
病
即
消
滅
、
不
老
不
死
）
（
定
一
九
○
九
頁
）
と
い
う
経
文
を
書
い
て
、

法
華
経
の
七
巻
薬
王
品
の
文
に
て
候
。
然
に
聖
人
の
御
乳
母
の
ひ
と
挺
せ
（
一
年
）
御
所
労
御
大
事
に
な
ら
せ
給
い
候
て
、
や
が
て

死
せ
給
い
て
候
し
時
、
此
経
文
を
あ
そ
ば
し
候
て
、
浄
水
を
も
っ
て
ま
い
ら
せ
さ
せ
給
い
て
候
し
か
ば
、
時
を
か
へ
ず
い
き
か
へ
ら

せ
給
い
て
候
経
文
也
。
な
ん
で
う
の
七
郎
次
郎
時
光
は
身
は
ち
い
さ
き
も
の
な
れ
ど
も
、
日
蓮
に
御
こ
駐
ろ
ざ
し
ふ
か
き
も
の
也
。

た
と
い
定
業
な
り
と
も
今
度
ば
か
り
え
ん
ま
わ
う
（
間
魔
王
）
た
す
け
さ
せ
給
へ
と
御
せ
い
ぐ
わ
ん
候
。
明
日
寅
卯
辰
の
刻
に
し
や

う
じ
が
は
（
精
進
河
）
の
水
と
り
よ
せ
さ
せ
給
い
候
て
、
こ
の
き
や
う
も
ん
（
経
文
）
を
は
い
（
灰
）
に
や
き
て
、
水
一
合
に
入
ま

い
ら
せ
候
て
ま
い
ら
さ
せ
給
べ
く
候
・
恐
恐
謹
言
（
定
一
九
○
九
頁
）

と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
日
蓮
聖
人
は
こ
の
薬
王
品
の
文
を
和
紙
に
書
い
て
、
弟
子
日
興
上
人
を
遣
わ
せ
ま
す
。
日
興
上
人
は
日
蓮
聖
人

の
代
筆
を
務
め
た
日
朗
上
人
の
お
手
紙
と
こ
の
要
文
を
も
っ
て
、
南
條
さ
ん
の
と
こ
に
向
か
い
、
お
手
紙
の
内
容
に
示
さ
れ
た
ご
と
く
致

し
ま
す
。
じ
つ
は
こ
れ
に
は
深
い
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
私
は
こ
の
明
日
寅
卯
辰
の
時
間
に
水
を
と
り
よ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
っ
た

い
時
刻
の
問
題
で
、
拝
み
方
な
ど
何
の
行
法
に
よ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
追
求
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
こ
の
結
果
日
蓮
聖
人
は
『
虚
空

蔵
菩
薩
能
満
所
願
最
勝
心
陀
羅
尼
求
聞
持
法
』
と
い
う
、
善
無
畏
三
蔵
が
イ
ン
ド
か
ら
中
国
に
来
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
漢
訳
し
出
し
た

千
八
百
字
程
の
行
法
経
、
こ
の
行
法
は
略
し
て
「
求
聞
持
法
」
と
称
し
ま
す
。
真
言
密
教
に
お
い
て
は
八
千
枚
護
摩
と
並
ぶ
大
変
難
行
苦

行
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
求
聞
持
法
」
を
日
蓮
聖
人
は
取
り
入
れ
ま
し
た
。
水
を
汲
む
時
間
の
指
定
こ
そ
が
そ
の
査
証
で
あ
り
ま

す
。
こ
の
査
証
に
も
う
一
つ
加
え
る
の
は
日
蓮
聖
人
は
お
書
き
に
な
っ
た
『
不
動
愛
染
感
見
記
』
の
図
像
、
そ
の
図
像
の
中
に
書
か
れ
て

日
蓮
宗
修
法
史
概
説
（
宮
川
）

(9）
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い
る
「
正
月
一
日
日
食
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
「
十
五
日
よ
り
十
七
日
に
至
」
の
文
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う

い
う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と
、
「
求
聞
持
法
」
で
も
っ
と
も
重
ん
じ
る
の
は
日
蝕
月
蝕
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
日
蝕
月
蝕
を
書
い
て
い
る
日

蓮
聖
人
の
図
像
は
ま
さ
に
「
求
聞
持
法
」
以
外
に
無
い
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
ま
し
て
い
わ
ん
や
「
求
聞
持
法
」
に
は
毎
日
寅
の
刻
に
水
を

汲
ん
で
修
行
、
行
に
入
る
人
は
水
を
汲
み
そ
の
水
を
も
っ
て
口
を
注
ぎ
、
そ
し
て
顔
を
洗
い
、
自
分
の
体
を
き
れ
い
に
拭
く
と
い
う
次
第

の
一
つ
、
こ
れ
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
点
に
つ
い
て
昨
年
、
立
正
大
学
の
小
松
邦
彰
先
生
の
古
稀
記
念
論
文
に
お
い
て
書
か
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
し
か
し
昨
年
の
十
月
で

し
ょ
う
か
、
横
浜
で
鎌
倉
の
日
蓮
展
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
の
時
に
美
術
の
方
面
か
ら
研
究
し
て
い
る
方
が
日
蓮
聖
人
の
『
不
動
愛
染
感

見
記
』
図
像
と
あ
ま
り
に
も
京
都
三
室
戸
寺
の
「
摩
尼
宝
珠
受
茶
羅
」
図
像
の
不
動
・
愛
染
が
似
て
い
る
か
が
判
り
ま
し
た
。
そ
の
図
像

を
見
て
い
ま
す
と
、
確
認
し
た
く
な
り
早
々
に
三
室
戸
寺
に
伺
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
な
ん
と
別
な
も
の
を
出
し
て
き
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
「
摩
尼
宝
珠
曼
陀
羅
」
図
像
の
不
動
明
王
図
像
よ
り
、
も
っ
と
日
蓮
聖
人
の
不
動
明
王
図
像
に
輪
郭
・
そ
の
他
等
が
類
似
し
す
ぎ
て

い
る
。
と
な
り
ま
す
と
こ
の
研
究
に
つ
い
て
私
は
も
う
一
回
改
め
て
書
き
直
し
を
し
、
自
分
の
過
ち
を
自
分
で
訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

そ
の
ほ
か
に
も
、
資
料
一
枚
目
、
・
そ
の
他
、
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が

一
日
も
い
き
て
を
は
せ
ば
功
徳
つ
も
る
べ
し
。
あ
ら
を
し
の
命
や
命
や
。
御
姓
名
並
御
年
を
我
と
か
か
せ
給
て
、
わ
ざ
と
つ
か
わ
せ
・

大
日
月
天
に
申
あ
ぐ
べ
し
。
い
よ
ど
の
（
伊
予
殿
）
も
あ
な
が
ち
に
な
げ
き
候
へ
ば
日
月
天
に
自
我
偶
を
あ
て
候
は
ん
ず
る
な
り
。

（
定
八
六
三
頁
）
《
中
略
》
最
上
第
一
の
妙
法
を
も
っ
て
御
祈
祷
あ
る
べ
き
歎
（
定
一
四
二
三
頁
）

と
申
し
て
お
り
ま
す
。
よ
う
す
る
に
日
蓮
聖
人
の
と
こ
ろ
ま
で
来
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
自
ら
自
分
の
名
前
と
生
年
月
日
と
を
書

い
問
題
が
残
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
ほ
か
に
も
、
資
料
一
枚
ロ

(〃）



い
て
送
り
な
さ
い
。
日
蓮
聖
人
は
日
天
・
月
天
に
そ
れ
を
祈
る
。
よ
う
す
る
に
そ
の
こ
と
を
一
般
的
に
は
影
祈
祷
と
申
し
ま
す
。
江
戸
時

代
で
は
こ
れ
を
平
加
持
と
い
い
ま
し
た
。
平
ら
な
加
持
と
書
き
ま
し
て
平
加
持
と
い
い
、
い
ま
は
死
語
で
す
。
ど
な
た
に
聞
い
て
も
な
か

な
か
平
加
持
と
は
何
で
し
ょ
う
と
聞
い
て
も
答
え
て
く
れ
る
人
は
お
り
ま
せ
ん
。
平
加
持
は
影
祈
祷
、
そ
う
し
た
こ
と
を
日
蓮
聖
人
が
行
っ

て
い
た
。
そ
の
年
の
厄
年
の
方
々
に
、
厄
と
は
人
間
の
節
々
の
よ
う
な
も
の
。
枡
の
角
の
よ
う
な
も
の
で
、
大
厄
は
法
華
経
に
任
せ
、
小

厄
は
日
蓮
に
任
せ
よ
。
と
い
う
こ
と
で
大
厄
は
法
華
経
・
小
厄
は
日
蓮
に
任
せ
よ
、
と
い
う
力
強
い
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
御
逝
文
で
は
三

三
歳
の
厄
、
三
七
の
大
厄
、
と
い
う
こ
と
で
、
ど
う
も
鎌
倉
期
に
お
い
て
は
三
七
歳
が
大
厄
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来

ま
す
。
こ
れ
は
時
間
が
御
座
い
ま
せ
ん
の
で
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
の
で
以
降
は
割
愛
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

で
は
日
蓮
聖
人
が
御
祈
祷
経
、
ご
祈
祷
す
る
に
は
ど
の
よ
う
な
経
典
を
読
ん
で
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
大
切
な
問
題
で
あ
り
ま
す
。
そ

れ
を
祈
祷
経
と
申
し
て
お
り
ま
し
た
。
つ
ぶ
さ
に
は
皆
さ
ん
の
資
料
（
一
）
で
あ
り
ま
す
。
た
い
へ
ん
細
か
い
字
に
な
り
ま
す
が
、
載
せ

て
お
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
日
蓮
聖
人
が
法
華
経
全
二
十
八
章
中
序
品
第
一
・
方
便
品
第
二
等
、
そ
の
中
で
御
祈
祷
に
意
味
す
る
も
の
、
法

華
の
功
徳
が
説
か
れ
て
い
る
経
文
を
抜
き
と
っ
た
と
申
し
ま
す
か
、
撰
ん
だ
文
字
、
そ
れ
を
撰
法
華
経
と
申
し
て
お
り
ま
す
。
「
読
調
し

奉
る
撰
法
華
経
、
末
法
一
乗
の
行
者
、
息
災
延
命
所
願
成
就
祈
祷
経
の
文
末
法
唱
導
師
、
日
蓮
大
菩
薩
御
撰
」
。
こ
う
い
う
読
み
方
一

つ
を
と
っ
て
も
、
実
は
日
蓮
聖
人
が
そ
の
よ
う
に
読
ん
だ
の
か
、
そ
う
で
は
な
く
こ
れ
は
後
世
の
者
が
こ
う
い
う
読
み
方
だ
、
と
決
め
た

こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
読
み
方
の
中
に
は
、
な
か
に
は
多
く
の
方
が
ご
存
じ
の
、
神
力
品
の
偶
「
滅
度
多
宝
仏
」

と
い
う
経
文
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
「
滅
度
多
宝
仏
」
を
決
し
て
「
め
つ
ど
う
た
ほ
う
ぶ
つ
」
と
は
読
ん
で
は
な
ら
な
い
、
「
滅
度
多
宝
仏
」

と
書
い
て
「
し
よ
う
み
よ
う
た
あ
ほ
う
ぶ
つ
」
と
読
む
の
が
正
し
い
読
み
方
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
口
伝
相
承
し
て
い
る
訳
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
た
ぶ
ん
門
流
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
こ
と
で
読
み
方
一
つ
に
も
口
伝
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
撰

日
蓮
宗
修
法
史
概
説
（
宮
川
）
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法
華
経
こ
と
祈
祷
経
は
、
実
際
に
日
蓮
聖
人
が
書
い
た
の
か
否
か
と
い
う
こ
と
が
論
議
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
と
申
し
ま
す
の
も
祈
祷
経
が

今
日
発
見
さ
れ
る
場
の
多
く
は
朗
門
系
、
日
朗
門
流
の
系
統
で
あ
る
。
ど
う
し
て
日
朗
門
流
だ
け
に
祈
祷
経
が
発
見
さ
れ
る
の
か
と
い
う

こ
と
が
疑
問
視
さ
れ
ま
す
。
浅
井
要
麟
先
生
は
そ
う
い
う
点
に
つ
き
、
祈
祷
経
は
は
た
し
て
本
当
に
日
蓮
聖
人
が
書
い
た
の
か
難
し
い
、

と
い
う
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
歴
史
的
に
も
う
一
つ
日
蓮
聖
人
の
文
章
で
な
け
れ
ば
書
き
表
す
こ
と
の
出
来
な
い
も
の

が
『
祈
祷
経
送
状
』
で
ご
ざ
い
ま
す
。
佐
渡
へ
流
さ
れ
た
日
蓮
聖
人
、
そ
こ
に
い
ま
し
た
の
が
最
蓮
房
と
い
う
お
坊
さ
ん
で
あ
り
、
日
蓮

聖
人
に
帰
伏
し
、
改
衣
致
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
最
蓮
房
さ
ん
病
気
に
な
り
静
養
の
た
め
山
の
中
に
入
っ
て
療
養
し
た
い
、
と
い
う

ふ
う
に
申
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
御
返
事
で
あ
り
ま
す
。

一
御
山
篭
御
志
事
。
凡
錐
背
末
法
折
伏
行
病
者
に
て
御
座
候
上
、
天
下
の
災
・
国
土
の
難
強
盛
に
候
は
ん
時
、
我
身
に
つ
み
知
候
は

ざ
ら
ん
よ
り
外
は
、
い
か
に
申
候
と
も
国
主
信
ぜ
ら
れ
ま
じ
く
候
へ
ば
日
蓮
尚
篭
居
の
志
候
。
ま
し
て
御
分
之
御
事
は
さ
こ
そ
候
は

ん
ず
ら
め
。
仮
使
山
谷
に
篭
居
候
と
も
、
御
病
も
平
癒
し
て
便
宜
も
吉
候
者
捨
身
命
可
令
弘
通
給
。
（
定
六
八
九
頁
）

次
の
文
が
大
事
で
す
。
「
一
蒙
仰
候
末
法
行
者
息
災
延
命
祈
祷
事
。
別
紙
一
巻
註
進
候
。
」
（
定
六
八
九
頁
）
別
に
一
巻
書
い
た
と
い
う

こ
と
は
間
違
い
な
く
祈
祷
経
を
書
い
た
と
い
う
こ
と
の
査
証
で
あ
り
、

毎
日
一
返
無
閾
如
可
被
読
諏
候
。
日
蓮
も
信
じ
始
候
し
日
よ
り
毎
日
此
等
の
勘
文
を
諭
し
候
て
仏
天
に
祈
誓
し
候
に
よ
り
て
、
錐
遇

種
種
大
難
法
華
経
の
功
力
・
釈
尊
の
金
言
深
重
な
る
故
に
今
ま
で
無
相
違
候
也
。
付
其
法
華
経
の
行
者
は
信
心
に
無
退
転
身
無
詐
親

一
切
法
華
経
に
任
其
身
如
金
言
修
行
せ
ば
、
慥
に
後
生
は
不
及
申
今
生
も
息
災
延
命
に
し
て
勝
妙
の
大
果
報
を
得
、
広
宣
流
布
之
大

願
を
も
可
成
就
也
（
定
六
八
九
頁
）

と
申
し
て
お
り
、
日
蓮
聖
人
も
法
華
経
を
信
じ
て
以
来
、
毎
日
こ
の
撰
法
華
経
を
唱
え
続
け
た
。
大
難
・
小
難
は
法
華
経
の
功
力
に
よ
っ

(12）
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て
払
っ
て
こ
ら
れ
た
。
こ
の
様
な
表
言
は
現
体
験
を
重
ね
て
こ
ら
れ
た
日
蓮
聖
人
以
外
に
述
べ
ら
れ
る
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
時
間
の

関
係
上
、
少
し
文
章
に
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
の
で
読
ま
せ
て
頂
き
ま
す
。
で
は
祈
祷
経
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。
一
枚
目
に
、
日
昭
門
流
、

こ
れ
は
日
昭
上
人
の
門
流
で
す
。
祈
祷
修
法
に
関
し
て
は
古
く
は
、
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
一
つ
、
江
戸
期
に
な
っ
て
遠
寿
院
・

智
泉
院
・
身
延
積
善
坊
流
以
外
に
も
う
二
つ
あ
り
ま
す
。
下
山
流
・
身
延
下
山
の
本
国
寺
の
下
山
流
。
玉
沢
八
日
祈
祷
の
玉
沢
流
と
呼
ば

れ
る
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
江
戸
期
に
な
る
と
日
昭
門
流
に
も
は
じ
め
て
祈
祷
相
承
の
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
日
興
門
流
に
は

祈
祷
経
の
伝
承
は
不
明
で
す
。
し
か
し
『
伯
耆
公
御
房
消
息
』
（
一
九
○
九
）
か
ら
推
察
す
れ
ば
、
聖
人
の
代
筆
を
執
っ
た
の
が
日
朗
で
、

消
息
を
伝
え
派
遣
さ
れ
た
の
が
日
興
で
あ
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
祈
祷
修
法
は
伝
承
有
り
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
次

日
頂
・
日
持
。
真
間
山
弘
法
寺
を
お
預
か
り
し
て
い
た
日
頂
、
ま
た
東
北
・
北
海
道
さ
ら
に
唐
に
渡
っ
た
日
持
上
人
。
こ
の
両
人
に
つ
い

て
は
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
次
に
そ
れ
で
は
老
僧
ら
諸
門
流
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、
中
山
法
華
経
寺
日
常
の
あ
と
を
う
け
た
日

高
は
天
下
太
平
異
国
降
伏
、
異
国
降
伏
は
蒙
古
襲
来
が
あ
っ
た
た
め
に
異
国
降
伏
の
祈
り
を
す
る
と
述
べ
、
御
祈
祷
は
先
例
に
任
せ
る
、

と
い
っ
て
い
る
。
日
高
の
あ
と
を
承
け
た
日
祐
も
同
様
に
先
例
に
任
す
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
祈
祷
経
の
伝
承
の
こ
と
は
一
切
ふ
れ

て
お
ら
ず
、
目
録
（
『
宗
全
』
第
一
巻
、
四
七
・
五
○
・
四
三
九
頁
）
に
も
そ
の
名
が
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
し
『
祈
祷
抄
』
が
存
し
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
少
し
時
間
の
関
係
上
、
前
に
進
ま
せ
て
頂
き
ま
す
。
祈
祷
経
が
身
延
に
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
見
方
に
は
二

つ
あ
り
ま
す
。
前
者
は
身
延
一
七
世
慈
雲
日
新
の
記
録
に
依
れ
ば
、
第
三
世
日
進
が
上
洛
し
た
お
り
最
蓮
房
か
ら
伝
承
し
た
と
い
う
。
上

洛
は
永
仁
三
年
と
正
中
二
年
の
二
回
で
あ
り
ま
す
。
い
づ
れ
か
は
判
明
し
が
た
い
の
で
す
が
、
後
者
は
「
身
延
積
善
房
流
祈
祷
血
脈
相
承
」

に
よ
る
も
の
で
、
釈
尊
・
上
行
・
日
蓮
・
日
向
と
系
譜
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
で
は
自
分
の
師
匠
の
系
列
を
た
て
て

い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
た
し
か
な
資
料
的
証
拠
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
や
は
り
前
者
の
日
進
が
京
都
に
行
っ
て
最
蓮
房
が
祈
祷
経
を
書

日
蓮
宗
修
法
史
概
説
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宮
川
）

(〃）



日
蓮
宗
修
法
史
概
説
（
宮
川
）

写
さ
せ
て
頂
い
た
、
と
い
う
の
が
身
延
の
祈
祷
経
の
伝
承
の
は
じ
め
で
あ
ろ
う
と
い
え
ま
す
。
次
に
京
都
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
、
や
は
り

最
蓮
房
を
最
初
に
挙
げ
た
い
。
次
い
で
日
像
で
あ
ろ
う
。
日
像
は
お
そ
ら
く
日
朗
か
ら
伝
え
ら
れ
、
弟
子
の
大
覚
妙
実
に
伝
承
し
て
い
る
。

（
）
は
全
部
出
典
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
本
圀
寺
日
静
、
日
伝
も
写
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
日
朗
か
ら
伝
え
ら
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
祈
祷
経
は
日
蓮
聖
人
滅
後
三
十
七
年
目
の
文
保
二
年
、
日
像
は
祈
祷
経
の
注
釈
書
で
あ
る

『
祈
祷
経
之
事
』
を
早
く
も
著
わ
し
た
。
そ
の
後
、
身
延
第
十
一
世
行
学
院
日
朝
は
、
文
明
十
三
年
に
『
祈
祷
経
口
決
』
『
祈
祷
経
血
脈
之

事
』
『
御
祈
祷
経
之
事
』
『
祈
祷
経
三
頂
口
決
』
を
著
わ
し
、
身
延
一
二
世
円
教
院
日
意
、
こ
の
方
は
天
台
宗
か
ら
日
蓮
宗
に
改
宗
・
改
衣

し
た
方
で
す
。
明
応
五
年
に
『
護
之
口
決
』
、
文
亀
三
年
に
は
『
祈
祷
経
三
ヶ
五
ヶ
相
承
』
、
さ
ら
に
『
九
字
十
字
大
事
』
こ
の
九
字
十
字

と
い
う
こ
と
は
台
密
、
天
台
密
教
の
言
葉
で
す
。
し
た
が
っ
て
円
教
院
日
意
は
天
台
宗
の
僧
侶
で
あ
っ
た
と
い
う
、
台
密
の
人
の
相
伝
を

日
蓮
宗
化
し
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
次
、
『
首
題
剣
形
相
伝
』
。
お
題
目
が
剣
の
形
に
な
る
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
そ
れ
を

「
首
題
剣
形
相
伝
」
、
等
を
著
わ
す
に
い
た
っ
て
い
る
。
ま
た
天
正
二
年
、
身
延
第
二
十
世
一
如
院
日
重
は
三
光
無
師
会
の
日
詮
か
ら
聞
い

た
『
御
祈
祷
経
聞
書
』
を
著
わ
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
祈
祷
経
に
つ
い
て
種
々
、
先
師
は
注
釈
書
等
々
を
著
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
判
り
ま
す
。
さ
て
、
こ
う
し
た
祈
祷
経
を
も
と
に
、
京
都
で
は
日
蓮
聖
人
か
ら
遺
命
さ
れ
た
日
像
が
南
無
妙
法
蓮
華
経
、
法
華

経
を
宣
布
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
京
都
の
町
衆
の
方
々
、
強
い
信
仰
を
も
っ
て
い
る
の
が
京
都
の
数
あ
る
神
社
・
神
祇
に
お
参
り
に
行
く

こ
と
で
し
た
。
そ
の
人
た
ち
を
ど
う
し
た
ら
自
分
た
ち
の
日
蓮
宗
の
方
に
引
っ
張
っ
て
こ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
課
題
で
す
。
た
と
え
ば

日
本
に
は
キ
リ
ス
ト
教
が
か
な
り
入
っ
て
き
て
ま
す
が
、
な
か
な
か
世
界
か
ら
見
れ
ば
キ
リ
ス
ト
教
が
日
本
に
弘
ま
り
に
く
い
。
な
ぜ
な

ら
ば
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
と
仏
教
の
教
え
は
根
本
的
に
「
有
」
と
「
空
」
の
違
い
だ
か
ら
で
す
。
ゆ
え
に
キ
リ
ス
ト
は
「
空
」
を
持
つ
こ

と
が
出
来
ま
せ
ん
の
で
「
有
」
を
説
い
て
い
く
。
そ
こ
に
は
中
々
難
し
さ
が
あ
る
。
中
国
に
仏
教
が
伝
わ
っ
た
の
は
儒
教
の
「
無
」
と
い
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う
思
想
が
あ
り
ま
し
た
。
「
無
」
と
い
う
の
は
仏
教
で
は
な
い
ん
で
す
よ
。
「
無
」
と
い
う
思
想
は
儒
教
で
す
。
そ
こ
に
仏
教
の
「
空
」
と

い
う
思
想
を
持
っ
て
行
き
ま
す
と
、
「
空
」
と
「
無
」
が
非
常
に
似
て
い
る
の
で
「
空
」
を
「
無
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏
教

の
そ
う
し
た
教
え
が
ど
ん
ど
ん
と
中
国
に
浸
透
し
て
い
き
、
仏
教
化
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
日

像
は
三
十
番
神
を
自
分
の
お
曼
茶
羅
の
中
に
書
き
入
れ
ま
し
た
。
こ
の
お
曼
茶
羅
に
書
き
入
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
純
粋
日
蓮
教
学
の
研

究
者
か
ら
見
れ
ば
雑
乱
勧
請
で
あ
り
、
日
蓮
宗
の
雑
乱
勧
請
の
最
初
は
日
像
か
ら
は
じ
ま
っ
た
、
と
い
う
一
方
の
批
判
が
お
こ
る
の
で
す
。

さ
て
そ
の
三
十
番
神
を
祀
っ
た
の
は
後
世
に
日
像
だ
と
い
う
説
も
あ
れ
ば
、
日
蓮
聖
人
説
も
あ
る
。
資
料
（
二
）
を
見
て
下
さ
い
。
例

え
ば
日
蓮
聖
人
説
は
、
比
叡
山
横
川
定
光
院
で
読
経
中
に
三
十
番
神
が
現
れ
た
と
い
う
説
。
こ
れ
は
『
本
化
別
頭
高
祖
伝
』
『
別
頭
統
紀
』

『
高
祖
年
譜
』
な
ど
で
あ
り
ま
す
。
も
う
一
つ
は
吉
田
兼
益
よ
り
三
十
番
神
を
伝
授
さ
れ
た
と
い
う
説
で
あ
り
、
こ
れ
は
『
兼
益
記
』
『
蓮

公
薩
唾
略
伝
』
『
神
祇
正
宗
』
『
番
神
問
答
記
』
『
甲
府
問
答
記
』
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
一
つ
ず
つ
を
吟
味
し
て
お
り
ま
す
と
、
と
て

も
最
終
ま
で
参
り
ま
せ
ん
の
で
こ
こ
は
割
愛
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
次
に
日
像
の
説
。
日
像
よ
り
三
十
番
神
が
始
ま
っ
た
と
す
る
説
は
『
真

流
正
伝
抄
』
『
竜
華
秘
書
』
『
当
宗
相
伝
大
曼
茶
羅
事
』
そ
の
他
法
華
神
道
関
係
書
籍
に
日
像
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
書
い
て
あ
り

ま
す
。
次
に
ち
ょ
っ
と
読
ま
せ
て
も
ら
い
ま
す
。
以
上
の
う
ち
『
本
化
別
頭
高
祖
伝
』
『
別
頭
統
紀
』
『
高
祖
年
譜
』
等
で
の
べ
て
い
る
日

蓮
聖
人
説
は
、
聖
人
が
建
長
元
年
に
比
叡
山
定
光
院
で
読
経
中
、
法
華
経
守
護
の
三
十
番
神
が
衆
列
を
な
し
て
姿
を
現
し
た
と
い
う
。
聖

人
は
神
名
を
記
し
姿
を
画
像
に
か
か
し
め
た
。
神
名
帳
は
沼
津
の
妙
海
寺
に
、
画
像
は
甲
州
の
立
正
寺
に
存
し
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
説
は
ま
っ
た
く
の
伝
説
的
な
も
の
で
、
学
術
的
に
は
認
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
一
方
の
、
聖
人
が
弘
長
元
年

二
月
に
吉
田
兼
益
か
ら
、
三
十
二
神
の
名
号
を
伝
授
さ
れ
た
と
い
う
『
兼
益
記
』
。
こ
の
三
十
二
神
と
い
う
の
は
後
に
明
治
の
時
に
大
活

躍
し
た
大
変
な
も
の
で
す
。
と
申
し
ま
す
の
も
、
こ
れ
が
天
照
大
神
が
天
孫
降
臨
と
い
っ
て
降
臨
し
て
参
り
ま
し
た
。
先
頭
に
立
っ
て
来
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る
の
は
猿
田
彦
命
、
三
つ
目
が
あ
っ
て
そ
の
真
ん
中
の
目
か
ら
一
丈
先
を
照
ら
し
た
と
、
今
時
一
丈
な
ん
て
呼
び
方
は
び
っ
く
り
し
ま
す

け
ど
、
当
時
は
ま
だ
ロ
ウ
ソ
ク
だ
け
の
世
界
で
、
一
丈
な
ん
て
先
を
明
る
く
照
ら
す
こ
と
な
ど
大
変
な
こ
と
で
す
。
そ
の
天
孫
降
臨
の
時

に
降
り
て
き
た
と
い
う
三
十
二
神
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
『
兼
益
記
』
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
『
蓮
公
薩
唾
略
伝
』
『
神
祇

正
宗
』
『
甲
府
問
答
記
』
な
ど
の
説
は
、
日
蓮
聖
人
史
伝
上
あ
り
う
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
三
浦
周
行
先
生
は
大
変
な
国
学

者
で
三
十
番
神
を
研
究
し
て
い
る
博
士
で
、
三
浦
周
行
博
士
の
指
摘
す
る
『
兼
益
記
』
が
兼
倶
の
創
作
で
あ
る
な
ら
ば
論
を
ま
つ
ま
で
も

な
い
。
し
て
み
る
と
、
日
蓮
宗
に
三
十
番
神
を
最
初
に
と
り
入
れ
た
の
は
『
真
流
正
伝
抄
』
の
記
述
と
、
『
竜
華
秘
書
』
に
散
見
さ
れ
る

日
像
か
ら
と
や
は
り
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
三
十
番
神
が
ど
う
し
て
必
要
か
と
申
し
ま
す
と
、
一
日
に
病
気
に
な
っ
た
な
ら
熱
田
大

明
神
、
こ
の
熱
田
大
明
神
に
、
当
病
平
癒
。
そ
の
他
種
々
の
所
願
成
就
の
祈
り
を
捧
げ
る
。
毎
日
毎
日
当
番
の
神
々
に
言
上
申
し
、
祈
る

こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
が
成
就
さ
れ
る
と
い
う
信
仰
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
三
十
番
神
言
上
、
ち
な
み
に
江
戸
中
期
に
鬼
子
母
尊
神
が
一
尊

化
す
る
ま
で
の
間
、
こ
の
三
十
番
神
信
仰
が
日
蓮
宗
の
祈
祷
の
中
核
を
な
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

次
に
時
間
の
関
係
上
、
読
ま
せ
て
も
ら
い
ま
す
。
中
世
の
祈
祷
修
法
。
前
述
の
注
釈
書
等
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
南
北
朝
・
室

町
・
戦
国
の
時
代
に
至
る
と
、
時
世
の
潮
流
に
便
乗
す
る
か
の
よ
う
に
、
種
々
の
要
望
に
応
え
て
い
ろ
い
ろ
な
祈
祷
法
が
生
じ
、
口
伝
相

承
・
相
伝
書
が
重
き
を
な
し
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
相
伝
書
類
の
出
現
に
よ
っ
て
、
諸
門
流
と
も
室
町
期
の
関
西
方
面
に

は
な
ば
な
し
い
布
教
伝
道
の
成
果
の
一
端
を
、
修
法
祈
祷
が
担
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
し
て
、
祈
祷
相
承
の
再
確
認
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

よ
り
一
層
の
高
揚
を
は
か
る
上
で
、
修
験
道
（
山
伏
で
す
ね
）
、
台
密
・
真
言
等
の
相
伝
書
類
ま
で
集
録
し
た
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
ら
れ

る
。
集
録
さ
れ
た
相
伝
書
類
は
整
理
さ
れ
日
蓮
宗
の
祈
祷
法
と
し
て
一
定
の
行
法
儀
軌
に
確
立
制
定
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
祖
山
学
院
、

当
大
学
の
か
つ
て
の
名
前
で
、
祖
山
学
院
版
の
『
本
尊
論
資
料
』
に
お
い
て
充
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
今
日
は
学
生
さ
ん
が
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お
り
ま
す
。
学
生
さ
ん
に
簡
単
に
ど
ん
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
か
、
た
と
え
ば
大
明
神
と
い
う
時
に
神
と
い
う
字
の
右
側
、
申
す
と
書
き

ま
す
が
、
そ
の
申
す
と
い
う
字
に
、
必
ず
点
を
点
々
（
紳
卜
）
と
二
つ
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
日
蓮
宗
で
大
明
紳
卜
と
書
い

た
場
合
は
大
口
伝
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
行
学
院
日
朝
が
そ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
の
が
『
本
尊
論
資
料
』
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ

で
、
中
山
に
お
い
て
は
日
常
・
日
高
・
日
祐
の
三
代
に
わ
た
る
祈
祷
の
関
心
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
歴
代
の
貫
首
に
受
け
継
が
れ
、
祈

祷
修
法
の
口
伝
書
等
の
収
集
に
力
が
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
身
延
と
中
山
は
双
壁
で
あ
っ
た
。
ま
た
従
来
、
身
延
と
中

山
に
お
い
て
は
祈
祷
経
な
ら
び
に
祈
祷
相
承
書
等
は
、
歴
代
の
貫
首
か
ら
貫
首
へ
と
伝
承
さ
れ
て
い
っ
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
安
土
桃
山

こ
ろ
に
な
る
と
限
ら
れ
た
僧
侶
に
で
は
あ
っ
た
が
、
貫
首
が
貫
首
以
外
の
僧
侶
へ
伝
授
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
り
わ
け
中
山
で
は
十
代

日
院
の
と
き
、
一
門
の
う
ち
器
量
あ
る
者
に
相
伝
を
許
す
こ
と
に
な
っ
た
、
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
資
料
（
三
）
を
見
て
下
さ
い
。

『
当
院
御
祈
祷
一
派
制
規
』
と
い
う
明
治
の
最
初
の
伝
師
で
あ
り
ま
し
た
朝
田
日
光
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
す
。
日
院
は
十
歳
で
貫

首
、
稚
児
貫
首
と
い
う
、
十
歳
で
貫
首
さ
ん
に
な
っ
た
ん
で
す
ね
。
十
歳
で
貫
首
と
な
り
、
八
十
四
歳
入
寂
ま
で
の
永
い
年
月
に
わ
た
る

教
化
活
動
に
は
み
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。
天
文
九
年
頃
に
は
、
従
来
か
ら
の
本
妙
寺
・
法
華
寺
の
両
山
一
主
制
を
、
一
寺
に
合
併
し
て

「
妙
蓮
山
法
華
経
寺
」
と
称
し
た
。
ま
た
、
本
寺
と
末
寺
、
本
寺
と
檀
越
・
信
徒
と
の
結
び
つ
き
で
あ
る
講
、
一
結
衆
の
結
合
を
密
に
し
、

本
末
講
組
織
を
確
立
し
て
、
法
華
経
寺
を
名
実
と
も
に
頂
点
と
す
る
本
寺
の
態
勢
を
と
と
の
え
た
の
は
、
日
院
の
在
職
中
の
こ
と
で
あ
っ

た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
天
文
一
四
年
正
月
二
○
日
、
関
東
管
領
足
利
晴
氏
か
ら
「
諸
法
華
宗
之
頂
上
、
可
為
本
寺
」
と
い
う
承
認

を
受
け
て
い
る
足
跡
か
ら
見
て
も
わ
か
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
（
高
木
豊
「
近
世
初
頭
に
お
け
る
日
蓮
教
団
の
動
向
」
『
史
潮
』
第
八
○

号
参
考
・
中
尾
堯
『
日
蓮
宗
の
成
立
と
展
開
』
二
九
二
～
三
○
一
頁
参
考
）
内
は
こ
う
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
先
生
の
論
述
で
す
。

こ
う
し
た
実
績
を
も
っ
日
院
の
祈
祷
公
開
が
、
智
泉
・
遠
寿
院
の
誕
生
と
な
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
近
世
日
蓮
宗
修
法
の
展
開
を
み
て
い

日
蓮
宗
修
法
史
概
説
（
宮
川
）
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く
の
で
あ
り
ま
す
。
法
華
経
寺
の
塔
中
に
遠
寿
院
・
智
泉
院
の
二
つ
の
行
場
が
あ
り
ま
し
た
。
二
院
の
説
明
は
時
間
の
関
係
上
割
愛
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
資
料
の
（
四
）
を
見
て
下
さ
い
。
図
表
は
遠
寿
院
流
の
遠
寿
院
日
久
が
行
に
入
っ
た
時
か
ら
明
治
三
八
年
の
入
行
者

名
簿
一
覧
を
戸
田
日
輝
前
伝
師
に
借
り
受
け
、
コ
ピ
ー
し
整
理
し
た
も
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
今
回
こ
の
資
料
は
初
め
て
私
が
皆
さ
ん
に

公
開
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
最
終
講
義
に
あ
た
り
、
こ
の
資
料
を
整
理
し
た
一
端
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
元
禄
五
年
一
二
月

一
三
日
遠
寿
院
日
久
が
入
行
致
し
ま
し
た
。
他
一
名
が
入
行
し
て
い
る
の
で
す
が
、
ど
な
た
な
の
か
名
前
が
書
い
て
な
い
、
他
一
名
と
書

い
て
あ
る
だ
け
で
す
。
以
来
一
六
九
二
年
か
ら
一
八
○
三
年
ま
で
の
間
、
資
料
の
よ
う
な
時
期
に
入
行
し
て
お
り
、
今
日
の
よ
う
に
二

月
一
日
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
月
で
も
い
い
、
な
に
し
ろ
百
日
間
す
れ
ば
何
月
で
も
い
い
と
い
う
の
が
こ
れ
ら
か
ら
伺
え
る
の
で
あ

り
ま
す
。
ま
し
て
い
わ
ん
や
約
一
五
○
年
の
間
に
五
五
～
六
名
で
あ
り
ま
す
。
と
す
る
と
三
年
に
一
人
く
ら
い
の
行
者
さ
ん
が
入
行
す
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
今
年
は
荒
行
僧
が
一
七
○
人
近
く
入
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
時
代
で
、
当
時
は

一
人
で
や
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
行
は
出
た
も
の
の
実
際
は
行
者
の
質
、
善
し
悪
し
が
あ
り
ま
す
。
い
い
行
者
さ
ん
も
い
れ
ば
、
ち
ょ
っ

と
物
足
り
な
い
よ
う
な
お
坊
さ
ん
も
い
た
、
こ
れ
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
資
料
（
五
）
の
真
ん
中
か
ら
で
す
。
翌
天
保
十

三
年
、
幕
府
は
智
泉
院
に
寄
祈
祷
を
禁
止
し
た
。
さ
ら
に
嘉
永
五
年
、
幕
府
は
遠
寿
院
、
智
泉
院
に
対
し
、
病
患
の
者
の
み
に
許
可
制
と

す
る
旨
を
布
達
し
た
。
翌
六
年
こ
こ
に
お
い
て
両
院
は
従
来
の
規
定
を
改
革
し
ま
し
た
。
よ
う
す
る
に
寄
祈
祷
と
い
う
こ
と
は
霊
を
の
せ

て
発
言
（
口
寄
せ
・
寄
代
）
さ
せ
る
人
等
々
を
禁
止
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
ま
し
て
や
病
気
の
者
に
お
い
て
は
薬
を
飲
ん
で

い
る
か
い
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
確
認
し
た
上
で
御
祈
祷
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
資
料
（
五
）
に
み
る
三
行
目
の
列
の
方

で
こ
の
よ
う
に
申
し
ま
し
た
、
「
中
村
飯
高
小
西
三
檀
林
三
之
側
以
上
余
檀
者
玄
能
以
上
如
法
実
意
云
々
」
と
制
約
し
ま
し
た
。

よ
う
す
る
に
当
時
の
学
問
の
中
で
、
檀
林
と
い
う
学
問
所
の
中
に
お
い
て
最
高
に
か
か
っ
て
十
六
～
七
年
の
歳
月
が
必
要
で
し
た
。
と
こ
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ろ
が
中
に
は
十
六
～
七
年
も
そ
の
学
校
に
行
く
こ
と
が
出
来
な
い
、
檀
林
で
学
ぶ
こ
と
の
出
来
な
い
、
経
済
的
事
由
も
あ
っ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
人
た
ち
が
多
く
荒
行
、
よ
う
す
る
に
行
に
入
っ
て
い
く
の
で
す
か
ら
、
質
の
低
下
が
だ
ん
だ
ん
と
顕
著
に
な
る
。
い

い
坊
さ
ん
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
た
め
に
中
村
・
飯
高
・
小
西
こ
れ
ら
は
今
日
の
大
学
で
、
だ
い
た
い
大
き
な
檀
林
で
は
五
、

六
百
人
の
学
徒
を
集
め
て
い
た
所
、
余
檀
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な
く
数
十
人
程
度
、
時
に
は
一
百
人
程
度
の
所
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ

の
よ
う
な
小
規
模
の
檀
林
の
場
合
に
は
玄
能
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
玄
能
と
い
う
の
は
、
天
台
大
師
智
顎
が
書
い
た
『
法
華

文
句
』
『
法
華
玄
義
』
『
摩
訶
止
観
』
の
三
大
部
の
中
の
『
法
華
玄
義
』
を
講
義
す
る
方
で
あ
り
ま
す
。
大
学
の
現
代
の
組
織
で
い
え
ば
学

長
が
文
能
、
『
法
華
文
句
』
を
講
義
す
る
。
学
部
長
が
『
法
華
玄
義
』
を
講
義
す
る
。
よ
う
す
る
に
他
大
学
で
は
学
部
長
以
上
で
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
い
う
よ
う
に
決
め
た
わ
け
で
す
。
大
変
厳
し
い
と
思
い
ま
す
。
中
村
・
飯
高
・
小
西
の
三
檀
林
は
三
之
側
、
今
日
私
が
講

義
し
て
い
る
こ
の
よ
う
な
講
堂
の
中
で
一
之
側
・
二
之
側
・
三
之
側
・
四
之
側
・
・
…
・
と
い
き
ま
し
て
幾
つ
か
の
側
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
三

之
側
以
内
の
人
で
な
け
れ
ば
行
に
入
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
日
の
学
校
制
度
に
あ
て
は
め
る
と
難
し
い
け
れ
ど
も
、
研

究
科
課
程
云
々
と
な
る
と
ド
ク
タ
ー
コ
ー
ス
を
出
た
人
で
な
け
れ
ば
行
に
入
れ
な
い
規
制
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
な
り
ま
す
と
資
料
（
六
）

を
見
て
く
だ
さ
い
。
嘉
永
六
年
の
制
度
改
革
後
、
翌
嘉
永
七
年
か
ら
つ
い
に
各
檀
林
の
玄
能
ば
か
り
約
な
ん
と
十
有
余
年
、
明
治
元
年
に

至
る
ま
で
こ
の
よ
う
な
最
高
の
肩
書
き
を
も
っ
た
方
々
の
み
が
入
っ
て
き
た
と
い
う
、
一
つ
の
修
法
の
道
が
あ
り
ま
し
た
。
備
考
の
方
を

見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
「
該
当
歴
判
明
せ
ず
」
と
い
う
こ
と
は
各
檀
林
の
玄
能
以
上
の
記
録
を
今
日
紛
失
し
て
い
る
が
た
め
に
、
そ
の

人
が
ど
こ
の
お
寺
の
住
職
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
確
認
で
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
鶏
冠
井
・
東
山
・

山
科
・
南
谷
・
三
昧
堂
・
松
ヶ
崎
・
鷹
ヶ
峯
云
々
の
檀
林
を
出
た
方
々
は
玄
能
を
務
め
た
方
々
の
み
が
荒
行
に
入
っ
て
き
た
。
こ
う
し
て

つ
い
に
明
治
を
む
か
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

日
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あ
ら
ひ
と
が
み

明
治
政
府
は
平
田
篤
胤
等
の
、
国
学
思
想
を
中
核
と
し
て
樹
立
し
ま
し
た
。
天
皇
を
現
人
神
と
し
て
君
臨
さ
せ
る
国
を
作
る
。
そ
れ
が

明
治
政
府
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
平
田
神
道
が
つ
い
に
明
治
元
年
十
月
に
発
し
た
布
告
は
日
蓮
宗
に
対
し
、
特
に
幕
末
期
に
平
田
篤
胤
は

一
向
宗
と
日
蓮
宗
が
神
の
敵
だ
と
し
て
『
神
敵
二
宗
論
』
と
い
う
批
判
書
を
出
版
し
ま
し
た
。
こ
の
神
敵
二
宗
と
い
う
お
考
え
の
方
々
が

明
治
政
府
の
中
核
で
す
。
そ
う
そ
う
に
十
月
、
明
治
元
年
一
○
月
に
三
十
番
神
の
名
称
、
さ
ら
に
は
よ
く
皆
様
方
の
行
衣
に
書
か
れ
て
い

る
天
照
・
八
幡
の
名
、
そ
の
天
照
・
八
幡
を
死
人
に
着
せ
る
と
は
何
事
だ
、
天
照
・
八
幡
を
汚
す
と
し
て
今
後
一
切
日
蓮
の
党
類
に
は
天

照
八
幡
を
書
き
入
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
禁
止
令
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
な
に
せ
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
は
太
鼓
を
た
た
い
て
は
い
け
な
い
と

い
う
よ
う
な
事
が
、
さ
ら
に
仏
教
を
つ
ぶ
し
た
対
応
、
富
山
藩
に
お
い
て
は
三
十
二
の
日
蓮
宗
の
寺
が
た
っ
た
１
ヶ
寺
に
合
寺
に
さ
せ
ら

れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
薩
摩
藩
等
で
は
、
勤
王
方
で
す
の
で
、
日
蓮
宗
の
寺
が
一
三
二
ヶ
寺
が
つ
ぶ
さ
れ
、
ま
た
千
葉
県
大
多
喜
藩
で
は
四

ヶ
寺
、
明
治
政
府
に
よ
っ
て
寺
が
つ
ぶ
さ
れ
、
高
知
県
で
は
日
蓮
宗
の
お
寺
八
ヶ
寺
が
つ
ぶ
さ
れ
、
松
本
で
は
四
ヶ
寺
、
日
蓮
宗
の
お
寺

が
つ
ぶ
さ
れ
る
と
い
う
廃
仏
殴
釈
に
あ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
日
蓮
宗
の
み
な
ら
ず
真
言
宗
、
御
祈
祷
を
し
て
い
た
宗
派
は
す
べ
て
明
治
政

府
が
、
資
料
（
七
）
の
如
く
祈
祷
取
締
規
定
の
発
布
が
下
さ
れ
ま
し
た
。
簡
単
に
い
い
ま
す
と
最
初
の
資
料
の
所
は
読
み
ま
せ
ん
。
「
禁

厭
祈
祷
之
義
明
治
七
年
六
月
教
部
省
乙
」
乙
で
す
が
、
「
第
三
十
三
号
及
十
五
年
七
月
内
務
省
戌
第
三
号
達
二
基
キ
、
同
年
七
月
達
書

甲
第
十
一
号
ヲ
以
テ
相
達
置
候
処
、
近
来
往
々
禁
厭
祈
祷
ヲ
為
ス
’
一
当
り
、
医
療
其
他
伝
染
病
之
予
防
ヲ
妨
ヶ
、
若
ク
ハ
湯
薬
ヲ
止
ム
ル

者
有
之
哉
二
付
、
其
筋
ヨ
リ
厳
重
二
取
締
注
意
可
致
旨
、
被
達
候
條
本
宗
験
者
ハ
勿
論
、
一
般
寺
院
二
於
テ
心
得
違
無
之
様
一
厨
注
意
」

云
々
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
次
で
す
。
「
梓
巫
市
子
懇
祈
祷
」
、
こ
れ
は
寄
代
祈
祷
と
申
し
ま
す
が
、
「
狐
下
ヶ
禁
止
ノ
件
」
で
あ
り

ま
す
。
従
来
梓
巫
市
子
な
ら
び
寄
代
祈
祷
狐
下
云
々
、
こ
れ
は
す
べ
て
明
治
政
府
の
政
策
に
妨
げ
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の

で
し
た
。
明
治
政
府
は
、
維
新
と
い
い
、
復
古
神
道
と
い
い
、
ま
さ
に
維
新
と
復
古
と
い
う
矛
盾
し
た
出
発
が
当
初
の
明
治
政
府
で
あ
る

("）



最
後
に
一
つ
だ
け
忘
れ
て
お
り
ま
し
た
の
が
、
再
度
資
料
（
四
）
を
見
て
下
さ
い
。
こ
れ
は
文
化
十
三
年
か
ら
明
治
ま
で
の
入
行
者
分

で
す
。
最
初
は
何
月
入
っ
て
も
よ
か
っ
た
。
そ
の
（
）
内
の
は
智
泉
院
流
で
あ
り
ま
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
か
な
り
の
行
僧
人
の
数
が
、

当
初
は
三
年
に
一
人
の
行
僧
人
の
数
が
文
化
文
政
期
に
は
、
遠
寿
院
・
智
泉
院
を
ト
ー
タ
ル
し
ま
し
て
合
計
七
・
五
・
五
・
九
・
九
・
六
・

一
○
と
い
う
よ
う
に
い
き
な
り
行
僧
の
数
が
増
え
て
参
り
ま
す
。
特
に
天
保
八
年
一
五
人
、
翌
九
年
二
一
人
と
大
変
行
僧
人
が
増
え
て
お

り
ま
す
。
そ
れ
は
同
時
に
質
の
低
下
が
著
し
く
顕
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
査
証
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
様
な
状
況
の
中
で
、
智
泉
院
の
事

件
が
起
こ
り
ま
す
。
天
保
二
年
（
一
八
四
○
）
大
奥
を
巻
き
込
む
も
の
で
、
智
泉
院
日
啓
の
代
で
あ
り
ま
す
。
大
奥
の
女
性
の
方
々
は

御
祈
祷
し
て
も
ら
う
と
き
に
自
分
の
体
に
着
て
い
る
儒
祥
を
、
長
持
に
入
れ
て
大
奥
か
ら
中
山
の
智
泉
院
・
遠
寿
院
な
ど
の
祈
祷
所
へ
運

び
お
祓
い
を
し
て
も
ら
う
。
そ
れ
を
着
る
。
ま
あ
大
奥
で
は
将
軍
様
の
お
手
付
き
に
な
っ
て
第
一
子
出
産
と
も
な
れ
ば
将
軍
様
の
ご
生
母

と
し
て
大
変
な
権
威
、
名
誉
で
あ
り
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
か
ら
自
分
に
将
軍
様
の
種
が
宿
る
よ
う
に
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
て
、

着
物
そ
の
他
等
々
が
お
祓
い
を
さ
れ
る
。
こ
れ
は
今
日
で
も
な
お
か
つ
行
な
っ
て
お
り
ま
す
ね
。
た
と
え
ば
痔
や
喘
息
・
ほ
う
ろ
く
灸
・

星
祭
り
等
々
。
ま
あ
い
ろ
い
ろ
な
祈
祷
の
種
類
に
よ
り
ま
す
が
、
そ
の
時
に
下
着
な
ど
を
持
っ
て
こ
ら
れ
る
と
い
う
習
慣
と
同
じ
感
じ
で

日
蓮
宗
修
法
史
概
説
（
宮
川
）

と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
大
ま
か
に
い
い
ま
す
と
禁
厭
祈
祷
は
医
師
に
施
療
中
の
も
の
に
限
る
等
々
の
も
の
で
す
。
禁
止
令
が
出
さ
れ
る
と
、

入
行
時
に
書
く
起
請
文
に
変
化
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
資
料
（
八
）
を
見
て
下
さ
い
。
自
分
が
い
つ
死
ん
で
も
い
い
、
死
ん
で
も
訴
え
ま

せ
ん
と
い
う
よ
う
な
事
で
、
何
か
が
有
れ
ば
守
護
神
の
御
罰
を
被
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
死
を
覚
悟
し
て
入
る
わ
け
で
す
。
こ
の
様
に

起
請
文
が
変
化
を
遂
げ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
「
当
山
ノ
門
流
改
伝
ノ
刻
ハ
稟
承
ノ
巻
軸
御
府
抄
寄
之
巻
其
ノ
他
総
テ
ノ
伝
書
ハ
ー
字
一
点

モ
残
ラ
ス
当
院
へ
返
上
可
仕
候
事
。
」
次
に
、
「
古
制
新
制
」
古
い
時
代
の
制
度
。
新
し
い
時
代
の
制
度
。
「
及
上
政
府
ノ
、
候
事
」
云
々

と
な
っ
て
ま
す
。
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日
蓮
宗
修
法
史
概
説
（
宮
川
）

あ
り
ま
す
。
時
に
、
智
泉
院
か
ら
帰
る
と
き
大
奥
の
長
持
ち
の
中
に
智
泉
院
の
坊
さ
ん
が
入
っ
て
い
た
と
い
う
事
を
言
わ
れ
、
大
奥
に
は

将
軍
様
以
外
男
性
禁
止
な
の
で
、
そ
の
長
持
ち
の
中
に
、
智
泉
院
の
坊
さ
ん
が
い
た
と
い
う
こ
と
を
で
っ
ち
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し

そ
れ
を
幕
府
権
力
に
反
抗
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
同
時
に
大
奥
の
廃
退
を
日
蓮
宗
の
そ
の
事
件
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
処
理
さ
れ

た
一
件
。
こ
れ
が
後
の
問
題
と
な
っ
て
修
法
上
で
の
大
き
な
事
件
が
そ
こ
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
ろ
そ
ろ
時
間
も
参
り

ま
し
た
。
資
料
を
雑
ぱ
く
に
読
み
ま
し
た
。
実
は
こ
う
い
う
資
料
一
つ
ず
つ
で
も
ま
だ
ま
だ
整
理
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た

と
え
ば
何
歳
位
の
人
が
入
っ
た
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
一
番
若
い
人
で
十
八
歳
六
ヶ
月
で
入
っ
た
人
が
最
年
小
で
あ
り
ま
す
。
次
に
は
二

十
歳
。
で
一
番
高
齢
者
の
方
で
五
十
歳
。
平
均
し
て
二
十
五
～
六
歳
の
入
行
者
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
十
八
歳
六
ヶ
月

の
方
と
い
え
ば
ま
だ
ま
だ
勉
強
を
一
杯
つ
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
方
が
入
行
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
調
べ
上
げ
て
、
当
時
の
檀
林
と
入

行
者
の
関
係
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
こ
れ
か
ら
の
研
究
課
題
で
あ
り
ま
す
。
私
の
最
終
講
義
と
な
り
ま
し
た
が
こ
こ
で

も
う
一
つ
は
今
後
の
自
分
の
研
究
が
そ
う
い
う
方
向
に
少
し
ず
つ
の
ん
び
り
と
し
な
が
ら
歩
ん
で
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
を
皆
さ
ん
の
前

に
報
告
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
最
終
講
義
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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ま
つ
ぽ
う
い
ち
じ
ゃ
う
ぎ
よ
う
じ
や
そ
く
さ
い
え
ん
め
い
し
よ
が
ん
じ
ゃ
う
じ
ゆ
う
さ
と
う
も
や
う
も
ん

末
法
一
乘
の
行
者
息
災
延
命
所
願
成
就
祈
祷
經
文

ま
つ
ぽ
う
し
や
う
だ
う
の
だ
い
し
に
ち
れ
ん
だ
い
ぼ
さ
っ
き
よ
せ
ん

日

蓮
撰

く
わ
ん
じ
ゃ
う
し
た
て
ま
つ
る

勧
請

南
無
遜
山
浄
土
鐸
迦
牟
尼
佛
一
魑

南
無
賓
浄
世
界
多
賓
佛
一
禮

南
無
十
方
分
身
諸
稗
迦
牟
尼
佛
一
禮

南
無
薬
王
薬
上
、
普
賢
文
殊
、
妙
音
観
音
等
八
萬
の
大
士
、
身
子

目
連
等
霞
山
會
上
の
諸
賢
聖
衆
、
仰
ぎ
願
く
ば
願
主
の
心
中
の
所

願
を
し
て
決
定
成
就
圓
満
な
ら
し
め
給
へ
、

妙
法
蓮
華
經
巻
第
一

今
見
此
瑞
、
與
本
無
異
、
是
故
惟
付
、
今
日
如
來
、
當
説
大
乘
經
、

名
妙
法
蓮
華
、
教
菩
薩
法
、
佛
所
護
念
、
佛
所
成
就
、
第
一
希
有
、

難
解
之
法
、
唯
佛
與
佛
、
乃
能
究
蓋
、
諸
法
實
相
、
所
謂
諸
法
、

如
是
相
、
如
是
性
、
如
是
鴎
、
如
是
力
、
如
是
作
、
如
是
因
、
如

是
縁
、
如
是
果
、
如
是
報
、
如
是
本
末
究
寛
等

日
蓮
宗
修
法
史
概
説
（
宮
川
）

ど
く
じ
ゆ
し
た
て
ま
つ
る
せ
ん
ほ
つ
く
ゑ
き
や
う

撰
法
華
經

資
料
（
一
）

舎
利
弗
當
知
、
諸
佛
語
無
異
、
於
佛
所
説
法
、
當
生
大
信
力
、
世

尊
法
久
後
、
要
當
説
眞
資
、
我
本
立
誓
願
、
欲
令
一
切
衆
、
如
我

等
無
異
、
如
我
昔
所
願
、
今
者
已
満
足
、
聞
法
歓
喜
讃
、
乃
至
發

一
言
、
則
為
巳
供
養
、
一
切
三
世
佛

法
華
妙
理
騨
尊
金
言
當
生
信
心
無
有
虚
妄

妙
法
蓮
華
經
巻
第
二

我
有
如
是
七
寶
大
車
其
数
無
量
應
當
等
心
各
各
與
之

便
得
無
量
安
穏
快
楽
今
此
三
界
皆
是
我
有
其
中
衆
生

悉
是
吾
子
而
今
此
虚
多
諸
患
難
唯
我
一
人
能
為
救
護

深
自
慶
幸
獲
大
善
利
無
量
珍
賓
不
求
自
得
。

法
華
妙
理
稗
尊
金
言
當
生
信
心
無
有
虚
妄

妙
法
蓮
華
經
巻
第
三

皆
令
歓
喜
快
得
善
利
是
諸
衆
生
聞
是
法
已
現
世
安
穏

後
生
善
虚
以
道
受
楽
亦
得
聞
法
既
聞
法
已
離
諸
障
擬

皆
令
離
苦
得
安
穏
楽
世
間
之
楽
及
浬
藥
楽

無
有
魔
事
、
錐
有
魔
、
及
魔
民
、
皆
護
佛
法
、
如
以
甘
露
瀧
、

(”）



日
蓮
宗
修
法
史
概
説
（
宮
川
）

除
熱
得
清
凉
、
如
従
飢
國
來
、
忽
遇
大
王
膳
、
告
衆
人
言
、
汝
等

勿
怖
、
莫
得
退
還
、
今
此
大
城
、
可
於
中
止
、
亦
可
得
去
、
是
時

疲
極
之
衆
、
心
大
歓
喜
、
歎
未
曾
有
、
我
等
今
者
、
免
斯
悪
道
、

快
得
安
穏

見
緯
迦
牟
尼
佛
、
如
従
佛
口
、
聞
此
經
典
、
當
知
是
人
、
供
養
鐸

迦
牟
尼
佛
、
當
知
是
人
、
佛
讃
善
哉
、
當
知
是
人
、
為
稗
迦
牟
尼

佛
、
手
摩
其
頭
、
當
知
是
人
、
為
縄
迦
牟
尼
佛
、
衣
之
所
覆
、
所

願
不
虚
、
亦
於
現
世
、
得
其
福
報
、
若
有
供
養
、
讃
歎
之
者
、
當

於
今
世
、
得
現
果
報
、
是
故
普
賢
、
若
見
受
持
、
是
經
典
者
、
當

迦
牟
尼
佛
、
當
知
是
‐

佛
、
手
摩
其
頭
、
當
缶

願
不
虚
、
亦
於
現
世
、

於
今
世
、
得
現
果
報
、

起
遠
迎
、
當
如
敬
佛
、

南法起於願佛
無華遠今不 、
妙妙迎世虚手
法理 、 、 、摩
蓮 、當得亦其
華稗如現於頭
經尊敬果現 、

稗尊

一
部
八
巻
、
二
十
八
品
、
六
萬
九
千
三
百
八
十
餘
字
、
品
品
之
内
、

威
く
躰
等
を
具
し
、
句
句
の
下
通
じ
て
妙
名
を
結
す
、
二
の
文

文
は
是
れ
眞
佛
也
、
眞
佛
の
説
法
は
衆
生
を
利
す
、
一
た
び
聞
け

ば
能
く
一
切
の
法
を
持
つ
が
故
に
未
だ
六
波
羅
蜜
を
修
行
す
る
こ

と
を
得
ず
と
錐
も
、
六
波
羅
蜜
自
然
に
在
前
せ
ん
、
一
切
の
業
障

金
言
、

當
生
信
心
、
無
有
虚
妄

海
は
皆
な
妄
想
よ
り
生
ず
、
衆
罪
は
霜
露
の
如
く
、
慧
日
能
く
消

除
す
、
若
し
末
法
弘
經
廣
宣
流
布
の
志
あ
ら
ん
行
者
は
法
華
金
口

の
明
説
に
於
て
信
心
を
致
さ
ば
、
現
當
二
世
の
所
願
必
ず
決
定
圓

満
す
る
こ
と
を
得
せ
し
む
可
き
也
、
我
が
不
信
を
以
て
金
言
を
疑

は
ざ
れ
、
若
し
其
れ
信
心
強
盛
に
し
て
、
深
重
な
ら
ば
、
息
災
延

命
決
定
得
楽
な
ら
ん
。

末
法
法
華
一
乘
の
行
者
、
息
災
延
命
所
願
成
就
、
祈
祷
經
文
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資
料
（
二
）
三
十
番
神
（
法
華
神
道
）

日
蓮
宗
修
法
史
概
説
（
宮
川
）

上
記
の
図
に
よ
っ
て
も
判
明
す
る
如
く
、
伝
教
の
五
神
六
日
結
番
説
と
、
慈
覚
の

三
十
番
神
説
は
時
代
的
考
察
の
上
で
は
信
懇
し
が
た
い
。
し
か
し
、
慈
覚
の
註
で
記

し
た
干
支
十
二
を
十
二
神
に
配
当
し
た
番
神
説
は
、
番
神
信
仰
の
形
成
過
程
を
知
る

上
に
お
い
て
非
常
に
大
き
な
意
味
と
信
懸
性
を
も
つ
と
い
え
よ
う
。
や
は
り
三
十
番

神
信
仰
は
延
久
五
年
（
一
○
七
三
）
に
横
川
の
良
正
が
勧
請
し
た
と
い
う
、
鎌
倉
期

に
入
っ
て
か
ら
の
説
が
妥
当
と
い
え
よ
う
。

か
か
る
番
神
信
仰
が
日
蓮
宗
に
い
つ
頃
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
た
か
を
考
察
す
る
と
、

左
図
の
如
く
大
別
さ
れ
る
。比

叡
山
横
川
定
光
院
で
読
経
中
に
三
十
番
神
が
姿
を
現
わ
し
た
、

Ｆ
諦
鰄
頭
高
祖
伝
」
「
別
頭
統
紀
」
『
高
祖
年
譜
』
な
ど

日
遮
聖
人

一
剛
職
域
蛎
鮒
陥
津
削
詳
縄
悶
答
記
』

説神番十
一
一
一

一
示蓮日

日
像
１
日
像
よ
り
三
十
番
神
勧
請
が
は
じ
ま
っ
た
、
と
す
る
説

『
真
流
正
伝
抄
』
『
竜
蕊
秘
書
」
『
当
宗
相
伝
大
受
茶
羅
事
』
そ
の

他
の
法
華
神
道
書

(お）

三二二二二二二二二二二十十十十十十十十十十九八七六五四三二一
十九八七六五四三二一十九八七六五四三二一
日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日

熱
田

諏
訪

広
Ⅲ

気
比

気
多

鹿
島

北
野

江
文

貴
布
弥

伊
勢

石
清
水

賀
茂

松
尾

大
原
野

が
日

平
野

大
比
叡

小
比
叡

型
真
子

客
人

八
王
子

稲
荷

住
吉

祇
園

赤
山

建
部

三
上

兵
主

苗
鹿

吉
備

禁
閑
守
護

法
堆
守
護

仁
王
経
守

捜（
良
正
ノ
紀
）

ー

大
比
叡

小
比
叡

型
真
子

客
人

八
王
子

一

法
華
守
護

（
低
敬
ノ
記
）

伊
勢

石
清
水

賀
茂

松
尾

平
野

稲
荷

春
日

大
比
叡

小
比
叡

聖
真
子

客
人

八
王
子

大
原
野

大
神

石
上

大
倭

広
田

竜
Ⅲ

住
吉

鹿
島

赤
山

建
部

三
上

兵
主

苗
鹿

吉
備

熱
田

諏
肪

広
瀬

気
比

加
法
経
守

護（
慈
鉱
ノ
妃
）

伊
勢

石
滑
水

賀
茂

松
尾

大
原
野

春
日

平
野

大
比
叡

小
比
叡

聖
真
子

客
人

八
王
子

稲
荷

住
吉

祇
園

赤
山

建
部

三
上

兵
主

苗
鹿

吉
備

熱
田

諏
訪

広
田

気
比

気
多

鹿
島

北
野

江
文

貴
船

守同護法
護内 華
侍経
所守



日
蓮
宗
修
法
史
概
説
（
宮
川
）

以
上
の
う
ち
『
本
化
別
頭
高
祖
伝
』
『
別
頭
統
紀
』
『
高
祖
年
譜
』
等
で
の
べ
て
い
る
日
蓮
聖
人
説
は
、
聖
人
が
建
長
元
年
（
一
二
四
九
）

に
比
叡
山
定
光
院
で
読
経
中
、
法
華
経
守
護
の
三
十
番
神
が
衆
列
を
な
し
て
姿
を
現
わ
し
た
と
い
う
。
聖
人
は
神
名
を
記
し
姿
を
画
像
に

か
か
し
め
た
。
神
名
帳
は
沼
津
の
妙
海
寺
に
、
画
像
は
甲
州
の
立
正
寺
に
存
し
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
説
は
ま
っ
た
く
の

伝
説
的
な
も
の
で
、
学
術
的
に
は
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
一
方
の
、
聖
人
が
弘
長
元
年
二
月
に
吉
田
兼
益
か
ら
、
三
十
二
神
の
名
号
を
伝
授
さ
れ
た
と
い
う
『
兼
益
記
』
。
さ
ら
に
『
兼
益

記
』
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
『
蓮
公
薩
唾
略
伝
』
『
神
祇
正
宗
』
『
甲
府
問
答
記
』
な
ど
の
説
は
、
日
蓮
聖
人
史
伝
上
あ
り
う
る
べ
き
こ
と

で
は
な
い
。
ま
し
て
や
三
浦
周
行
博
士
の
指
摘
す
る
、
『
兼
益
記
』
が
兼
倶
の
創
作
で
あ
る
な
ら
ば
論
を
ま
つ
ま
で
も
な
い
。
し
て
み
る

と
、
日
蓮
宗
に
三
十
番
神
信
仰
を
最
初
に
と
り
入
れ
た
の
は
、
『
真
流
正
伝
抄
』
の
記
述
と
、
『
竜
華
秘
書
』
に
散
見
さ
れ
る
日
像
（
一
二

六
九
～
一
三
四
二
）
か
ら
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(妬）



資
料
（
三
）当

院
御
祈
祷
一
派
制
規

一
夫
当
山
御
祈
禰
者
蓮
祖
大
士
建
長
六
年
丙
寅
春
於
子
当
山
従

最
初
転
法
輪
剛
開
祖
日
常
大
上
人
連
々
御
相
承
之
音
而
実
千

金
莫
伝
之
一
大
事
也
依
之
従
蓮
祖
大
士
至
日
院
上
人
迄
代
々

貫
主
連
綿
而
伝
法
水
来
早
爾
宗
風
日
行
而
諸
山
共
貫
主
威
重

日
盛
月
高
差
以
貫
主
入
自
碑
賎
家
益
之
難
突
然
蓮
祖
大
士
正

流
祈
祷
何
□
口
高
貴
而
不
救
貧
賎
之
理
乎
是
有
化
導
大
關
美

子
時
天
正
十
九
年
春
日
院
上
人
退
去
之
剛
召
経
王
院
日
実
日

令
付
属
此
大
法
莫
於
汝
謹
奉
行
令
法
命
断
絶
也
今
巳
貫
主
尊

貴
而
救
貧
賎
不
任
干
意
口
代
益
重
則
大
法
留
貴
口
家
而
不
能

利
貧
賎
是
豈
非
蓮
祖
大
士
御
本
意
也
汝
謹
感
念
貧
窮
芙
也
故

当
院
当
山
御
祈
祷
根
本
所
云
是
也
伝
来
蓋
如
是
爾
近
来
於
両

院
相
伝
互
怠
相
承
之
占
不
択
其
法
器
於
不
器
之
仁
狼
許
用
之

大
背
祖
承
音
頗
似
為
法
□
口
芙
已
来
相
得
意
如
古
制
之
深
察

法
器
而
令
成
就
行
法
而
後
可
許
伝
法
者
也
為
已
来
格
別
相
定

条
々
如
左

日
蓮
宗
修
法
史
概
説
（
宮
川
）

一
御
先
師
御
定
新
古
両
制
急
度
可
相
守
事

一
仮
令
錐
相
伝
弟
子
至
後
日
不
如
法
義
有
之
願
亦
於
苛
怪
修
法

者
則
吟
味
之
上
取
戻
伝
抄
等
可
為
御
祈
祷
停

一
門
弟
之
徒
於
御
祷
レ
祈
一
派
義
万
一
公
難
等
有
之
当
院
及
引

合
出
府
刻
諸
雑
用
等
万
事
可
意
附
事

一
入
行
之
徒
行
中
故
障
有
之
者
無
拠
致
出
行
再
行
登
山
之
刻
前

行
可
無
功
事

入
行
之
徒
行
中
故
障
於
有
之
者
万
事
其
引
請
人
致
登
山
可
致

始
末
事

門
弟
之
徒
如
古
制
年
首
暑
寒
移
転
吃
度
可
及
音
信
事
一
門
弟

之
徒
於
病
家
祈
祷
号
神
酒
飲
酒
可
相
謹
事

但
助
経
僧
可
相
謹
音
可
申
含
事

一
助
経
僧
軽
法
席
乱
行
儀
或
休
息
剛
雑
談
等
無
之
様
可
申
含
事

右
之
条
々
錐
為
古
制
近
来
漸
々
狼
相
成
為
法
難
入
候
依
今
般

先
輩
評
議
之
上
件
之
条
々
相
定
所
也
巳
来
吃
度
相
守
不
可
違

犯
若
於
相
背
徒
者
過
失
可
由
時
了
簡
者
也

(27）



日
蓮
宗
修
法
史
概
説
（
宮
川
）

資
料
（
四
）
遠
寿
院
日
久
入
行
以
後

(詔）

入行を 三月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計

元禄5 1692 *12月13日遠ラ f院日久入行・他－4 3入行月不明 2

10 1697 一名入行・月不明 1

11 1698 一名入行・月不明 1

15 1702 一名入行・月不明 1

宝永7 1710 二名入行・月不明 2

享保3 1718 三名入行・月不明 3

4 1719 -f 入行・月不明 1

7 1722 1 3 4

8 1723 1 1

11 1726 1 1 2

12 1727 1 1

13 1728 1 1

14 1729 1 1

元文4 1739 1 1

5 1740 1 1

寛保2 1742 1 1

延享2 1745 1 1

3 1746 1 1 2

5 1748 1 1

宝暦2 1752 1 1

6 1756 1 1

7 1757 1 1 2

10 1760 1 1

13 1763 1 1

明和2 1765 1 1 2

7 1770 1 1

安永1 1772 2 2

3 1774 1 1

4 1775 1 1

5 1776 1 1

7 1778 1 1

8 1779 I 1 2

9 1780 1 1

天明2 1782 1 1

3 1783 1 1

7 1787 1 1 2

寛政3 1791 1 1

5 1793 1 1 2

6 1794 2 2

11 1799 1 1

享和1 1801 1 1

3 1803 1 1

合計 5 6 0 2 1 0 3 10 6 3 5 6 58



遠寿院・智泉院入行者月別統計表 （ ）内の数字は智泉院の入行者

へ

尉
一

画穀脹塾填副題潟（蜘三）

入行f 菖月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 智泉院 遠寿院 合計

文化13 1816 1 0 1 1

14 1817 (1） 1 (1） (2） (2） 6 1 7

文政1 1818 (1) (1） 1 2 2 3 5

2 1819 1 1 1 (2） 2 3 5

3 1820 1 2 （1）1 （3）1 4 5 9

4 1821 (1） （1） 1 1 （3）1 1 5 4 9

5 1822 2 1 (3） 3 3 6

6 1823 1 2 1 (1） (3） (2） 6 4 10

7 1824 1 1 (1） (2） 4 2 6

8 1825 (1） 1 0 1

9 1826 1 (1） (1） (2） 4 1 5

10 1827 1 0 1 1

11 1828 1 0 1 1

12 1829 1 1 1 1 0 4 4

天保1 1830 1 3 0 4 4

2 1831 0 0 0

3 1832 1 1 2 0 4 4

4 1833 1 1 0 2 2

5 1834 1 2 0 3 3

6 1835 2 2 1 0 5 5

7 1836 2 1 (2） (2） （1）2 (3） (2） 10 5 15

8 1837 1 2 (1) （1）1 (4)1 （1）2 8 7 15

9 1838 1 1 （2）2 （3）1 (1)3 (2） （1）4 9 12 21

10 1839 1 1 （2）4 (1） 3 6 9

11 1840 (1） （2）2 3 2 5

12 1841 4 1 1 1 （1）2 1 9 10



、製脹塾坦副題龍（価三）

へ

罵
一

入行4 三月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 智泉院 遠寿院 合計

天保13 1842 1 2 0 3 3

14 1843 5 1 (2） 2 6 8

弘化1 1844 （1）1 （1）1 (1） 3 2 5

2 1845 1 2 1 1 1 5 6

3 1846 （3）2 2 （1）1 1 4 6 10

4 1847 (1)2 （1）2 2 4 6

嘉永1 1848 （4）4 (1)1 5 5 10

2 1849 （2）3 (1） (1） 1 4 4 8

3 1850 (1） （2）4 （1）2 (2） 6 6 12

4 1851 （3）5 3 （1）3 4 11 15

5 1852 （3）3 （1）1 (1） 5 4 9

6 1853 (1) 1 1 1 2

安政1 1854 1 0 1 1

2 1855 1 (3)1 （2）2 5 4 9

3 1856 （4）2 (1） 5 2 7

4 1857 （2）2 （2）2 （2）1 6 5 ll

5 1858 1 (2） （1）2 （1）2 (1)1 5 6 11

6 1859 （2）3 （2）2 （2）5 1 6 1l 17

万延1 1860 1 （1）1 （1）1 （2）1 (1)2 7 6 13

文久1 1861 （2）3 （2）8 (2） 1 6 12 18

2 1862 （3）5 4 1 3 10 13

3 1863 (4） （1）1 1 5 2 7

元治’ 1864 （2）1 （4）1 （1）2 7 4 11

慶應1 1865 （3）6 3 1 1 3 11 14

2 1866 （2）6 （6）2 (5） 13 8 21

3 1867 （5）8 (1)1 5 6 14 20

明治1 1868 （7）9 (2） (2） 11 9 20



行堂入行者一覧表

明
治
期
の
入
行
者

日
遮
宗
修
法
史
概
説
（
宮
川
）

（ ）内は智泉院

(鉦）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
智
泉
遠
寿
合
計

１
２
３
４
５
６
７
８

峠
同
同
同
同
同
同
同

－

(2）

1

9

(7）

3

（2）

2

（1）

1

(2）

(2）

1

4

1

(1）

１

１
４
１

１

９
５
２
２
４

０

２
６
６
３
４



資
料
（
五
）

翌
天
保
十
三
年
、
幕
府
は
智
泉
院
に
寄
祈
祷
を
禁
止
し
た
。
さ
ら
に
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
、
幕
府
は
遠
寿
院
、
智
泉
院
に
対
し
、

病
患
の
者
の
み
に
許
可
制
と
す
る
旨
を
布
達
し
た
。
翌
六
年
、
こ
こ
に
お
い
て
両
院
は
従
来
の
規
定
を
改
革
し
、

一
、
御
祈
祷
相
承
之
制
規
近
来
狼
二
相
成
無
行
無
相
伝
之
輩
中
山
相
伝
卜
申
偽
祓
緋
細
御
公
儀
江
奉
掛
御
苦
労
事
宗
門
之
暇
謹
且

行堂入行者一覧表

今
般
山
主
院
中
評
儀
之
上
当
丑
三
月
府
内
録
所
惣
会
之
上
定
条
々

一
、
御
祈
祷
相
承
之
僧
侶
古
如
例
山
制
者
勿
論
伝
師
之
制
戒
厳
重
二
相
守
真
実
護
法
可
為
如
法
事

附
於
加
行
堂
苦
修
練
行
相
伝
之
時
之
志
口
平
日
無
忘
失
色
心
共
可
為
堅
固
在
家
二
祓
稔
宿
法
席
ヲ
称
祈
祷
堅
無
用

入
之
事
二
候

日
蓮
宗
修
法
史
概
説
（
宮
川
）

(鉛）

行数

年号

初
行

再
行

3

行
4

行
5

行
合
計

明治9

同10

同11

同12

同13

同14

同15

同16

同17

同18

同19

同20

同21

同22

同23

同24

同25

同26

同27

同28

同29

同30

同31

同32

同33

同34

同35

同36

同37

同38

８
５
皿
陥
躯
聰
犯
肥
加
皿
Ⅳ
別
師
路
凹
肥
別
６
９
岨
妬
訂
拠
羽
躯
配
妬
Ⅳ
皿
蝸

２
６
１
３
２
５
９
９
５
６
４
４
１
１
４
８
８
胆
加
ｕ
６
３
２
３

１

１
１
１
１
３
１
３
３
２
２
１
２
５
４
３
３
５
３

１

１
２
５
２
１
３
２
１
１
１
１

３
２
１
１
１
１
１

１

８
５
週
岨
躯
岨
釦
弱
躯
過
皿
邪
説
鉛
妬
妬
瓠
週
岨
別
鈍
団
妬
記
釦
妬
錨
妬
皿
”



一
、
中
村
飯
高
小
西
三
檀
林
三
之
側
以
上
余
檀
打
玄
能
以
上
如
法
実
意
之
僧
人
撰
之
上
役
寺
妙
法
寺
之
添
翰
願
出
可
申
事

但
生
国
師
位
階
年
令
身
元
如
先
例
事

一
、
相
承
御
願
之
僧
者
前
以
伝
師
江
願
込
十
月
迄
二
可
致
登
山
事

一
、
行
法
日
数
一
百
日
成
就
之
事
尤
入
行
僧
数
天
保
度
為
定
其
余
者
不
時
願
込
口
共
不
可
許
容
事

附
自
在
之
額
願
強
謝
以
上
可
申
事

右
之
条
々
為
法
令
法
久
住
堅
可
相
守
若
違
犯
之
輩
現
世
荷
蒙
冥
謂
来
世
於
可
為
随
獄
者
也

干
時

日
蓮
宗
修
法
史
概
説
（
宮
川
）

嘉
永
六
癸
丑
年
九
月

両
験
者 当

山
百
二
世

浄
光
院

法
宣
院

安
世
院

本
行
院

遠
寿
院

智
泉
院

日 日 日 日 日 日 日

真照直宗妙照正
判判判判判判在

判

(”）



過
避

へ

舗
一

入行年月日 西暦 玄能者名 檀林名 智 遠 備 考

嘉永7年9月15日 1854 貫道院日省 東山 ○ 462世、字忍三、熊本智運院17世

安政2年9月15日 1855 俊光院日運 鶏冠井 ○ 該当歴判明せず、340世に俊光院あるも没年が入行前

安政2年10月12日 1855 本性院本龍 東山 ○ 該当歴判明せず、九州柳川台照院住職

安政2年11月28日 1855 福寿院日道 山科 ○ 550世、字英寛、日尊とも、安政6年に再行

安政3年10月16日 1856 妙成院日進 山科 ○ 555世遠盛院日●（西が上、神が下）ではないか、蓮乗院改め妙成院、蓮成院とも

安政4年9月3日 1857 龍乗院日避 南谷 ○ 該当歴判明せず、字泰興

安政4年9月15日 1857 本光院日仁 三昧堂 ○ 該当歴判明せず、字全請

安政4年10月11日 1857 神明院日鏡 松ヶ崎 ○ 該当歴判明せず、字慈聞

安政4年10月15日 1857 是観院日峯 鷹峯 ○ 該当歴判明せず、字是観、聚連

安政5年1月2日 1858 恵光院日卸 山科 ○ 該当歴判明せず

安政5年9月2日 1858 妙寿院日栄 求法 ○ 該当歴判明せず

安政5年10月5日 1858 一乗院日行 松ヶ崎 ○ 該当歴判明せず

安政5年10月21日 1858 智鶴院日解 飯高 ○ 該当歴判明せず、智泉院文書67才、遠寿院文書57才

安政5年11月6日 1858 慈円院日遥 西谷 ○ 該当歴判明せず

安政5年10月5日 1858 真正院日善 鷹峯 ○ 該当歴判明せず

安政4年10月14日 1857 興運院日丈 三昧堂 ○ 該当歴判明せず

安政5年11月17日 1858 遠妙院日栄 南谷 ○ 該当歴判明せず

安政5年11月17日 1858 本妙院日近 東山 ○ 該当歴判明せず、院号のみ同じならば437世

安政6年9月11日 1859 勇教院日定 鶴冠井 ○ 該当歴判明せず

安政6年10月12日 1859 勇猛院日鋭 求法 ○ 該当歴判明せず、法華経寺107世日穏の弟

安政6年10月24日 1859 大寿院日静 山科 ○ 該当歴判明せず

安政6年10月24日 1859 遠盛院日登 山科 ○ 555世、遠寿院文書には遠成院と、安政3年入行の妙成院と同一か



へ

謁
営

国鐵鵬塾斑倒盛總（純三）

入行年月日 西暦 玄能者名 檀林名 智 遠 備 考
安政6年10月28日 1859 松寿院日東 東山 ○ 該当歴判明せず、遠寿院文書には龍顕院と。512世龍寿院？
安政6年11月1日 1859 歓喜院日要 西谷 ○ 該当歴判明せず

安政6年11月22日 1859 智応院日尊 鶏冠井 ○ 該当歴判明せず

安政7年1月11日 1859 開示院日相 飯高 ○ 538世、のち日悟、日実とも五段加行の35日間のみ

萬延1年9月6日 1860 本修院日英 麹冠井 ○ 504世、別に信性院日定とも、字英山

萬延1年10月17日 1860 妙解院日達 鷹峯 ○ 該当歴判明せず

萬延1年11月25日 1860 修照院日編 三昧堂 ○ 該当歴判明せず

萬延1年12月19日 1860 泰智院日利 西谷 ○ 西谷檀林玄能歴不詳のゆえ判明不可能

文久1年10月2日 1861 了玄院日明 三昧堂 ○ 該当歴判明せず、鎌倉妙法寺36世

文久1年10月2日 1861 證光院日敬 山科 ○ 該当歴判明せず、字文海・澄光

文久1年10月2日 1861 進龍院日奉 東山 ○ 該当歴判明せず、字学詮

文久1年10月8日 1861 妙浄院日怡 東山 ○ 515世、字観皎

文久1年10月8日 1861 妙周院日承 求法 ○ 279世、字周直

文久1年10月18日 1861 誠孝院日静 求法 ○ 該当歴判明せず

文久1年10月28日 1861 慈運院日順 西谷 ○ 西谷檀林玄能歴不詳のゆえ判明不可能

文久2年9月23日 1862 養泰院日静 松ヶ崎 ○ 該当歴判明せず

文久2年10月3日 1862 本寿院日延 山科 ○ 該当歴判明せず

文久2年10月16日 1862 体観院日賢 東山 ○ 該当歴判明せず

文久2年11月12日 1862 甜旭院日曜 求法 ○ 該当歴判明せず

元治1年9月6日 1864 示顕院日淵 松ヶ崎 ○ 該当歴判明せず、慶応2年に再行

元治1年9月21日 1864 融心院日雍 西谷 ○ 西谷檀林玄能歴不詳のゆえ判明不可能

慶応1年9月3日 1865 遠照院日光 南谷 ○ 該当歴判明せず

慶応1年9月27日 1865 慈眼院日視 南谷 ○ 該当歴判明せず



へ

穏
一

入行年月日 西暦 玄能者名 檀林名 智 遠 備 考

慶応1年10月18日 1865 真妙院日掌 山科 ○ 該当歴判明せず

慶応1年10月28日 1865 現寿院日足 求法 ○ 該当歴判明せず

慶応2年9月3日 1866 明徳院日運 南谷 ○ 該当歴判明せず

慶応2年9月18日 1866 了解院日尊 南谷 ○ 該当歴判明せず、東京八王子法蓮寺20世

慶応2年9月21日 1866 文泉院日昧 求法 ○ 該当歴判明せず

慶応2年9月21日 1866 顕妙院日康 求法 ○ 該当歴判明せず

慶応2年9月24日 1866 慈妙院日良 求法 ○ 該当歴判明せず

慶応2年10月8日 1866 妙運院日啓 鶏冠井 ○ 252世

慶応2年10月8日 1866 本昌院日妙 求法 ○ 262世、本里院日妙ではないか

慶応2年10月28日 1866 元妙院日解 求法 ○ 該当歴判明せず

慶応2年10月28日 1866 妙静院日慈 南谷 ○ 該当歴判明せず

慶応2年10月28日 1866 鰻妙院日意 東山 ○ 該当歴判明せず

慶応2年11月1日 1866 称導院日宮 鶏冠井 ○ 該当歴判明せず

慶応2年11月2日 1866 本行院日明 鶏冠井 ○ 該当歴判明せず

慶応2年11月9日 1866 遠静院日理 東山 ○ 該当歴判明せず

慶応3年9月1日 1867 本高院日昶 東山 ○ 516世、病気のため80日で出行

慶応3年9月16日 1867 養仙院日祁 松ヶ崎 ○ 該当歴判明せず

明治1年9月5日 1868 能寿院日郵 東山 ○ 該当歴判明せず
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文
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