
「
施
印
」
と
は
何
か
。
近
世
文
学
も
し
く
は
書
物
文
化
研
究
に
携

わ
る
者
に
と
っ
て
は
、
馴
染
み
あ
る
用
語
で
は
あ
る
が
、
そ
の
正

体
は
必
ず
し
も
明
確
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
と
い
う
の
も
、
教

化
目
的
で
無
料
配
布
さ
れ
た
印
刷
物
と
い
う
大
雑
把
な
定
義
は
定

着
し
て
い
る
よ
う
だ
が
CI

、
そ
の
作
成

・
形
態

・
内
容
・
流
通
・
受

容
な
ど
の
総
体
は
不
明
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
を
解
明
し

よ
う
と
す
る
試
み
は
、
乙
竹
岩
造
著
『
施
印
と
ポ
ス
タ
ー
』
と
い

う
小
冊
子
し
か
確
認
で
き
な
い
。
教
育
史
学
者
の
乙
竹
氏
は
、
施

印
を
社
会
教
化
の
方
法
と
し
て
評
価
し
た
上
、
そ
の
分
類
化
を
図

り
、
欧
米
の
ポ
ス
タ
ー
と
の
比
較
を
通
し
て
、
内
容
・
用
途
・
形

は
じ
め
に

施
印
と
い
う
メ
デ
ィ
ア

近
世
後
期
京
都
「
孝
学
所
」
施
印
の
流
通
と
意
味

態
的
特
質
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
意
欲
作
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

石
門
心
学
の
施
印
に
限
定
し
た
史
料
的
制
約
と
、
日
本
対
欧
米
と

い
う
恣
意
的
か
つ
不
安
定
な
分
析
軸
と
、
そ
も
そ
も
十
分
な
史
料

的
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
相
ま
っ
て
、
現
在
、
そ
の
研

究
成
果
を
有
意
義
に
活
か
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る

g
乙
竹
氏
の
ほ

か
に
も
、
施
印
を
取
り
挙
げ
る
研
究
は
僅
か
な
が
ら
は
存
在
す
る

が
、
そ
の
い
ず
れ
も
問
題
意
識
が
不
明
確
な
た
め
、
史
料
紹
介
の

域
を
出
な
い
ゅ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
施
印
を
検
討

は
し
て
い
る
が
、
施
印
そ
の
も
の
を
検
討
は
し
て
い
な
い
。

な
ぜ
施
印
を
体
系
的
に
検
討
し
た
研
究
が
こ
れ
だ
け
乏
し
い
の

か
。
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
施
印
な
ら
で
は
の
資
料
的
特
徴
も
あ

る
が
、
そ
れ
よ
り
も
学
界
の
商
業
出
版
へ
の
執
着
が
あ
ろ
う
。
と

い
う
の
は
、
商
業
出
版
こ
そ
が

「中
世
」
と
「
近
代
」

フ
ァ
ン
ス
テ
ー
ン
パ
ー
ル

を
ま
た
ぐ

ニ
ー
ル
ス
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「
近
世
」
を
象
徴
す
る
、
極
め
て
重
要
な
歴
史
的
出
来
事
で
あ

っ

た
。
商
業
出
版
は
、
従
来
公
家
や
五
山
僧
が
独
占
し
て
き
た
秘
伝

か
つ
口
伝
の
知
を
広
く
民
衆
に
開
放
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
世

と
異
な
る
近
世
時
代
を
可
能
た
ら
し
め
た
。
ま
た
、
そ
う
い

っ
た

「
古
典
」
と
新
た
な
書
物
の
知
が
社
会
に
広
く
浸
透
し
、

共
有
さ

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
意
識
や
パ
プ
リ

ッ
ク
圏
、
い
わ
ば
近
代

の
基
礎
が
形
成
さ
れ
た
炉

以
上
の
よ
う
な
商
業
出
版
の
意
義
に
つ
い
て
異
論
は
な
い
が
、

も
し
そ
れ
が
「
無
料
配
布
」
と
い
う
要
素
が
今
ま
で
見
落
と
さ
れ

た
、
あ
る
い
は
棚
上
げ
さ
れ
た
理
由
な
の
で
あ
れ
ば
、
腑
に
落
ち

な
い
。
商
業
出
版
の
画
期
性
は
そ
の
書
物
の
有
料
性
に
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
そ
の
開
放
性
に
あ
る
。
た
し
か
に
、
資
本
原
理
に
基

づ
い
て
成
立
し
た
書
陣
と
い
う
生
産

・
流
通
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
、

書
物
の
知
は
一

層
広
く
普
及
で
き
た
が
、
そ
れ
は
書
陣
を
経
由
し

な
い
も
の
は
普
及
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
必
ず
し
も
意

味
し
な
い
。
実
際
、
施
印
も
大
量
か
つ
広
範
囲
で
流
通
し
て
い
た

の
で
、
従
来
の
研
究
関
心
か
ら
み
て
も
、
十
分
着
目
に
値
す
る
は

ず
で
あ
る
①
゜

し
か
し
、
施
印
に
脚
光
を
浴
び
さ
せ
た
い
と
考
え
る
の
は
、
決

し
て
そ
う
い

っ
た
消
極
的
な
理
由
で
は
な
い
。
実
は
、
施
印
な
ら

で
は
の
、

ず、

書
物
史
・
思
想
史
的
問
題
と
し
て
の
魅
力
が
あ
る
。
ま

書
物
史
の
問
題
と
し
て
み
る
と
、
施
印
の
流
通
が
着
目
す
べ

き
で
あ
る
。
市
販
の
書
物
の
場
合
、
そ
の
流
通
は
書
陣
を
軸
に
展

開
さ
れ
る
の
だ
が
、
営
利
目
的
で
な
い
施
印
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。

世
に
届
け
た
い
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
無
事
書
物
の
形
ま
で
仕
上
げ
て
も
、

そ
れ
を
い
か
に
読
者
へ
届
け
る
の
か
、
と
い
う
ロ
ジ
ス
テ
ィ

ッ
ク

ス
な
問
題
を
施
主
が
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
市
場
経
済

の
「
見
え
ざ
る
手
」
を
借
り
ら
れ
な
い
状
況
の
も
と
、
施
印
の
「
価

値
」
は
誰
が
決
め
、
ど
の
需
要
を
ど
の
よ
う
に
満
た
そ
う
と
し
た

の
か
。
施
印
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
商
業
出
版
と
交
錯
す
る
、
も

ぅ
―
つ
の
書
物
世
界
を
露
わ
に
す
る
糸
口
に
な
れ
る
と
考
え
る
。

第
二

に
、
施
印
を
思
想
的
問
題
と
し
て
み
る
と
、
そ
れ
を
施
し

た
人
の
意
図
が
何
で
あ

っ
た
の
か
と
い
う
問
い
が
生
じ
る
。
施
印

と
い
う
の
は
、
私
費
を
投
じ
て
で
も
世
に
届
け
た
い
、
と
い
う
熱

い
志
が
込
め
ら
れ
た
メ

ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
人
を
こ
れ
だ
け
熱
く

さ
せ
る
背
景
に
は
何
が
あ

っ
た
の
か
。
世
の
中
の
何
に
絶
望
し
、

未
来

へ
ど
の
よ
う
な
希
望
を
抱
い
た
の
か
。
そ
し
て
、
そ
の
メ

ッ

セ
ー
ジ
を
何
故
あ
え
て
無
料
で
配
布
し
た
の
か
。
商
業
出
版
の
研

究
は
、
資
本
原
理
に
動
く
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
を
前
提
と
し
て

き
た
と
い
え
る
が
、
施
印
は
む
し
ろ
社
会
原
理
に
駆
り
立
て
ら
れ
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孝
学
所
の
発
端

バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
近

る
人
々
の
視
点
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、

世
書
物
文
化
史
へ
の
糸
口
と
な
れ
る
。

以
上
、
施
印
と
は
何
か
と
い
う
問
題
意
識
を
踏
ま
え
、
本
稿
で

は
、
近
世
後
期
京
都
に
あ
っ
た
「
孝
学
所
」
の
施
印
を
事
例
に
、

当
所
の
社
約
『
〈
孝
学
社
中
〉
実
明
記
』
と
、
施
印
自
体
に
記
さ
れ

て
い
る
「
施
印
マ
ー
ク
」
を
主
な
史
料
と
し
て
、
そ
の
流
通
（
書

物
史
的
問
題
）
と
意
味
（
思
想
史
的
問
題
）
を
検
討
し
て
い
き
た

4ヽ

0
し

施
印
の
糸
口
と
し
て
着
目
す
る
「
孝
学
所
」
と
は
ど
の
よ
う
な

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
か
。
簡
単
に
い
え
ば
、
河
瀬
友
山
（
一
七
九
一

s
一
八
五
七
）
と
い
う
人
物
が
京
都
の
水
火
天
満
宮
境
内
に
お
い

て
設
置
し
た
、
孝
道
を
広
め
る
た
め
の
組
織
で
あ
っ
た
。
残
念
な

が
ら
、
孝
学
所
に
関
す
る
大
部
分
の
第
一
次
史
料
は
紛
失
さ
れ
て

し
ま
っ
た
た
め
、
そ
の
発
端
の
詳
細
を
窺
い
知
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る

CU

゜
友
山
が
養
老
の
滝
伝
説
に
登
場
す
る
孝
子
の
子
孫
で
あ
る

と
い
う
由
緒
書
が
現
存
し
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
伝
説
自
体
に
も

信
憑
性
が
な
く
、
友
山
以
前
に
、
河
瀬
家
の
誰
か
が

「孝
学
」
め

い
た
活
動
を
行
っ
た
資
料
的
根
拠
も
な
い

g
孝
道
を
広
め
は
じ
め

た
時
期
も
詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
が
、
友
山
の

二
男
友
明
(
-
八

二
七
S
一
九
一
七
）
と
の
聞
き
取
り
調
査
を
踏
ま
え
て
で
き
た
『
朝

日
新
聞
京
都
附
録
』
（
大
正
五
(
-
九
一
六
）
年
七
月
二
八
日
）

の
記
事
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

幼
い
頃
の
友
山
翁
に
付
て
は
漢
学
者
の
関
屋
佐
一
に
文
字
を

学
ん
だ
と
い
ふ
よ
り
外
に
何
も
知
ら
れ
て
居
な
い
。
関
屋
家

は
今
現
に
本
巣
郡
の
烏
場
村
に
居
り
ま
す
。
文
字
を
知
つ
て

か
ら
の
友
山
は
幼
き
眼
に
映
る
養
老
の
蛾
眉
山
脈
を
無
限
の

崇
敬
を
以
て
仰
ぎ
見
た
に
違
ひ
あ
り
ま
せ
ん
。
姜
老
の
山
に

湧
き
出
づ
る
滝
の
水
、
そ
れ
を
汲
ん
だ
遠
い
先
祖
の
友
人
の

姿
、
ま
め
／
＼
し
く
親
に
奉
仕
す
る
孝
養
の
家
庭
、
此
等
が

一
々
友
山
の
優
し
い
感
情
に
刻
み
付
け
ら
れ
た
に
違
ひ
あ
り

ま
せ
ん
。
斯
く
刻
み
込
ま
れ
た
諸
々
の
印
象
が
一
の
抱
負
と

、、

、
、、

し
て
体
現
さ
れ
た
時
彼
は
孝
の
宣
伝
者
と
し
て
天
保
九
年
の

春
の
頃
始
め
て
京
に
上
っ
た
の
で
し
た
。
実
に
四
十
八
歳
の

分
別
盛
り
で
、
そ
の
著
「
孝
行
鏡
」
の
自
序
に
よ
る
と
、
西

洞
院
通
下
立
買
上
る
所
に
孝
学
堂
を
開
い
た
は
同
年
六
月
二

十
五
日
だ
と
あ
り
ま
す
。
燃
ゆ
る
が
如
き
熱
烈
な
弁
は
直
に

聴
者
を
魅
す
る
に
足
る
も
の
が
あ
っ
た
で
し
や
う
。
寺
院
や
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神
社
や
私
人
の
宅
を
借
り
受
け
て
到
る
処
に
孝
道
を
説
き
廻

り
ま
し
た
。

一
度
孝
学
堂
の
門
を
潜
つ
た
も
の
は
不
孝
を
や

ら
れ
ぬ
証
拠
に
孝
行
皿
一
枚
宛
を
く
れ
ま
し
た
。
孝
養
門
と

名
く
る
印
刷
物
を
も
頒
け
ま
し
た
。
斯
く
し
て
そ
の
教
へ
を

享
く
る
も
の
日
々
に
増
加
し
て
今
は
学
堂
も
狭
き
を
訴
へ
る

や
う
に
な
っ
た
の
で
、
天
保
十
二
年
正
月
二
十
九
日
に
堀
川

頭
水
火
天
神
の
処
に
引
移
つ
て
新
に
講
堂
を
開
い
て
之
を
孝

学
所
と
名
づ
け
ま
し
た
。
其
年
三
月
二
十
四
日
養
父
（
従
弟
）

友
義
か
ら
家
督
を
譲
り
受
け
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
事
実
関
係
の
す
べ
て
を
現
存
史
料
で
裏
付
け
る
こ
と
は

で
き
て
い
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も
矛
盾
は
し
て
い
な
い
た
め
、

新
た
な
史
料
が
浮
上
し
な
い
か
ぎ
り
、
こ
の
記
事
に
従
い
た
い
。

孝
学
所
の
活
動

孝
学
所
の
活
動
を
展
望
で
き
る
史
料
と
し
て
、
『
〈孝
学
社
中
〉

実
明
記
』
（
の
ち
、
『
実
明
記
』
と
略
す
）
が
あ
る
。
題
名
か
ら
も

う
か
が
え
る
よ
う
、
孝
学
所
の
社
約
と
い
う
性
質
の
も
の
で
、
十

一
丁
に
わ
た
っ
て
、
そ
の
思
想

・
制
度

・
活
動
を
か
な
り
町
呻
に

述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
河
瀬
友
山
が
普
及

し
よ
う
と
し
た
孝
道
は
、

こ
と
が
わ
か
る
。

幻

叡

恥

[[
す
れ
バ
‘

叩
彰
配
醗

出
5
り
て
彰
邸
な
り
。

そ

の

こ

う

だ

い

つ

も

せ

ん

う

ち

せ

ん

づ

ゞ

ほ

ど

こ

其
孝
代
も
積
り
、
銭
の
内
に
て

一
日
に
一
銭
宛
の
施
し
を

こ

う

と

く

つ

む

こ
う

が

く

し

や

ち

う

つ

ら

な

し

よ

せ

ん

し
て
、
孝
徳
を
積
が
孝
学
の
社
中
に
連
り
た
る
所
詮
な
り

（
一
丁
ウ

・
ニ
丁
オ
）

①

要
は
、

孝
学
所
の
所
属
会
員
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
二
つ
の

こ
と
で
あ
る
。

す
る
よ
う
に
、

第
一
に
、
倹
約
し
て
、
「
孝
銭
」
を
貯
金
す
る
。
そ

か

い

も

の

と

う

な

ほ

さ

ら

も

ん

か

い

も

の

も

ん

の
倹
約
方
法
と
は
、
「
買
物
等
ハ
猶
更
に
十
銭
の
買
物
も
八
文
と

こ

う

か

う

ひ

や

く

も

ん

い
り
よ

う

こ

A

こ

う

か

う

も

ん

孝
行
し
、
百
文
の
入
用
も
妥
が
孝
行
じ
ゃ
と
思
ひ
、
八
十
文
に

し
ん
ぽ
う

て
辛
抱
」

と
で
あ
る
。
貯
金
の
用
途
に
つ
い
て
、

「
嫁
入
り
の
栴
へ
」、

ら
れ
て
い
る
が
、

各
家
庭
の
判
断
に
任
さ

れ
た
。
む
し
ろ
、
孝
学
所
の
立
場
か
ら
し
て
、

「衣
類

・
食
事
・

し

よ

ど

う

ぐ

ば

ん

じ

い

た

ま

で

わ

が

ぶ

ん

げ

ん

か

え

り

ミ

を

ご

よ

う

こ

A

ろ
が
け

諸
道
具

・
万
事
に
至
る
迄
、
我
分
限
を
顧
て
奢
ら
ぬ
様
心
掛
、

て

ん

ち

ふ

ぽ

ミ

こ

A

ろ

や

す

こ

う

か

う

天
地
の
父
母
の
御
心
を
安
ん
ず
る
の
が
孝
行
な
り
」
と
い
う
の
で
、

節
約
を
通
し
て
養
わ
れ
る
分
限
意
識
や
私
欲
抑
制
力
が
狙
い
で
あ

っ
た
と
考
え
る
。

こ
の

「孝
銭
」

具
体
的
に

男
子
は

「
倹
約
の
孝
徳
」

日
常
生
活
の
出
費
を
八
割
で
抑
え
る
こ

例
え
ば
、

「世
帯
の
入
用
」

詳
細
な
規
定
は
な
く
、

で
あ
っ
た

女
子
は
自
分
の

と
い
う
例
は
挙
げ

の
ほ
か
に
孝
学
所
会
員
に
求
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
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一
日
一
銭
を
孝
学
所
に
寄
付
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
寄
付
金
は
、

い
わ
ば
会
費
で
あ
り
、
孝
学
所
が
運
営
さ
れ
る
資
金
と
な

っ
た
。

そ
の
用
途
は
、
大
体
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
に
、
孝
学
所
が

行
う
祈
願

・
祈
祷
・
供
養
の
経
費
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、

て
ん
が
た
い
へ
い
し
ょ
こ
く
ほ
う
と
う
ご
こ
く
か
あ
ん
せ
ん
こ
う
か
う
ハ
ん
じ
ゃ
う

こ
う

天
下
泰
平
・
諸
穀
豊
穣

・
御
国
家
安
全

・
孝
行
繁
昌

・
孝

し

ん

じ

ゃ

う

じ

ゅ

ご

き

と

う

り

や

う

こ

う

れ

ん

に

ん

に

ん

せ

ん

ぞ

だ

い

r＼
り
よ
う
し
ん

心
成
就
の
御
祈
祷
料
〇
孝
連
人
々
の
先
祖
代
々
両
親
へ

こ

う

よ

う

た

め

ゑ

い

た

い

ご

く

よ

う

り

や

う

ゑ

い

l
＼

ご

ぜ

ん

を

と

う

め

う

り

や

う

孝
養
の
為
、
永
代
の
御
供
養
料

0
永
々
御
膳
・
御
燈
明
料

を

ミ

き

を

も

ち

く

ハ

し

そ

の

ほ

か

い

っ

さ

い

の

を

そ

な

も

の

り

や

う

な

る

〇
御
神
酒

・
御
餅

・
菓
子
其
外
一
切
御
備
へ
物
料
と
成

（二
丁
ウ
・
三
丁
オ
）

第
二
に
、
河
瀬
友
山
が
各
地
で
行
う
「
孝
席
」
（
講
席
）
で
あ

る
。
「
孝
席
」
自
体
は
無
料
で
提
供
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
ら
に
か
か

る
経
費
（
宿
泊
と
飲
食
費
で
あ
ろ
う
か
）
は
孝
学
所
が
負
担
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
神
戸
・
大
阪

・
美
濃

・
飛
騨
・
江
戸
な

ど
に
も
出
張
し
た
が
n
‘
伏
見
奉
行
の
内
藤
豊
後
守
の
支
援
を
え
て
、Ol 

「
伏
見
孝
釈
所
」
で
の
孝
席
が
も
っ
と
も
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
;::o

第
三
に
、
出
版
物
で
あ
る
。
孝
学
所
が
発
行
し
た
出
版
物
を
、

そ
の
用
途
に
お
い
て

二
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
孝
学
所

会
員
向
け
の
も
の
と
、
一
般
向
け
の
も
の
で
あ
る
。
前
者
の
検
討

は
本
稿
に
て
省
略
す
る
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
施
印
も
そ
の
範

疇
に
入
る
の
で
、
次
節
以
降
に
詳
述
す
る
。

孝
学
所
の
施
印

孝
学
所
が
い
つ
ま
で
続
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
設
立
者
友

山
は
安
政
四
(
-
八
五
七
）
年
三
月
に
没
す
る
が
、
安
政
五
年
の

刊
記
を
持
つ
出
版
物
も
存
在
し
て
い
る
た
め

q
孝
学
所
は
天
保
十

二

（
一
八
四
一
）
年
開
所
か
ら
、
少
な
く
と
も
十
六
年
間
は
活
動

を
続
け
て
い
た

g
そ
の
間
、
数
多
く
の
私
家
版
を
世
に
出
し
た
た

め
、
そ
の
分
の
運
営
費
、
転
じ
て
会
員
数
が
確
保
で
き
る
ほ
ど
に

繁
昌
し
て
い
た
と
考
え
る
。

し
か
し
、
孝
学
所
の
盛
ん
な
出
版
活
動
を
整
理
し
よ
う
と
す
る

と
、
い
く
つ
か
の
難
題
に
直
面
す
る
。
第
一
に
、
私
家
版
で
あ
る

た
め
刊
記
情
報
が
乏
し
い
こ
と
。
書
陣
仲
間
を
経
由
せ
ず
に
出
版

さ
れ
た
た
め
、
刊
年
な
ど
を
明
記
す
る
義
務
も
な
く
、
不
記
の
場

合
が
多
い
。
よ
っ
て
、
出
版
順
を
特
定
す
る
こ
と
が
極
め
て
困
難

で
あ
る
。
第
二
に
、
再
版

・
改
版
が
多
い
こ
と
。
営
利
目
的
で
な

い
私
家
版
で
あ
る
た
め
、
大
量
生
産
の
必
要
性
も
な
く
、
必
要
な

時
に
、
必
要
な
部
数
を
増
刷
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
に

生
じ
た
内
容
と
装
丁
に
お
け
る
異
同
も
ま
た
整
理
し
に
く
い
の
で

あ
る
。
第
三
に
、
河
瀬
友
山
本
人
で
は
な
く
、
弟
子
に
よ
る
出
版
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表1孝学所出版物一覧

題名 丁数 寸法 刊年

1 孝養門全 7 半紙本 1832 

2 孝学感応録和合編 8 半紙本 不記

3 孝学感養記和合編 15 半紙本 1847・改再版

4 孝学食礼記 和合編全 13 半紙本 不記

5 孝学祭礼記 5 半紙本 不記

6 孝学食慎録和合編 23 半紙本 1847・再改版

7 〈孝学社中〉実明記全 10 半紙本 1849・再改版

8 費八分記完 8 中本 1851 ， いろは歌孝行鏡 6 半紙本 不記

10 〈水火和合〉灯明記 2 半紙本 不記

11 孝学衣t真録和合編 37 半紙本 1858・再改版

12 孝掟 1 31.8x68.7 1841・再改版

13 いろは歌孝行鏡 1 27.9x39.3 1855 

14 孝学講釈 1 19.Sx26.7 不記

15 大聴利徳の最上 1 24.8x34.7 不記

16 孝行繁昌・孝心成就 1 23.8xl6.7 不記

物
も
多
い
。
こ
れ
ら
書
物
を
孝
学
所
の
も
の
と
し
て
見
る
べ
き
か

ど
う
か
も
判
定
し
づ
ら
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

以
上
の
理
由
か
ら
、
現
時
点
で
細
部
ま
で
行
き
届
い
た
出
版
物

一
覧
を
提
示
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
の
趣

旨
か
ら
し
て
、
孝
学
所
の
出
版
活
動
全
体
を
あ
る
程
度
捉
え
る
必

要
が
あ
る
た
め
、
以
上
の
難
点
を
述
べ
た
上
で
、
孝
学
所
の
出
版

物
を

【表
1
】
に
整
理
し
た
。

で
は
、
孝
学
所
の
書
物
の
う
ち
、
果
た
し
て
ど
れ
が
施
印
に
当

た
る
の
か
、
そ
れ
を
識
別
す
る
の
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
と
い

う
の
も
、
も
し
施
印
を
教
化
目
的
で
無
料
配
布
さ
れ
た
印
刷
物
と
、

従
来
ど
お
り
に
定
義
す
る
な
ら
ば
、
教
化
の
範
疇
を
ど
う
設
定
す

る
か
と
い
う
問
題
を
と
り
あ
え
ず
さ
て
お
い
て
も
、
配
布
方
法
に

関
す
る
確
定
的
な
証
拠
が
な
い
以
上
、
施
印
と
断
定
す
る
こ
と
が

不
可
能
で
あ
る
。
万
一
、
無
料
配
布
の
つ
も
り
で
出
版
さ
れ
た
こ

と
が
印
刷
物
に
書
か
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
実
際
に
行
わ
れ
た
か

ど
う
か
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
同
版
の
書
物
が
、
一

部
は
無
料
で
配
布
さ
れ
た
り
、
一
部
は
有
料
で
配
布
さ
れ
た
り
し

た
こ
と
も
論
理
上
に
あ
り
う
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
最
初
に
無
料

で
配
布
さ
れ
た
書
物
が
、
そ
の
後
誰
か
に
販
売
さ
れ
、
転
売
さ
れ
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表2孝学所施印一覧

題名 所蔵 施印マーク

2 孝学感応録 A 東洋大学 施主西村氏

同 B 京都女子大学 施主西村氏

同 C 水火天満宮 施主西村氏

3 孝学感養記 A 岐阜県図書館 自他法界／平等利益／尾州春日井郡王野村／小嶋小十郎印施

同 B 水火天満宮 自他法界／平等利益／大阪堺筋南久太郎町／菅野直次郎

同 C 国学院大学 自他法界／平等利益／大阪堺筋南久太郎町／菅野直次郎

同 D 私蔵 自他法界／平等利益／尾州熱田駅／新桔梗屋喜三郎印施

同 E 私蔵 自他法界／平等利益／尾州熱田駅／新桔梗屋喜三郎印施

同 F 私蔵 自他法界／平等利益／尾州熱田駅／新桔梗屋喜三郎印施

同 G 私蔵 自他法界／平等利益／尾州熱田駅／新桔梗屋喜三郎印施

同 H 水火天満宮 自他法界／平等利益／尾州熱田駅／新桔梗屋喜三郎印施

同 I 奈良教育大学 自他法界／平等利益／尾州熱田駅／新桔梗屋喜二郎印施

同 J 滝中学校・滝局等学校 自他法界／平等利益／尾州熱田駅／新桔梗屋喜＝郎印施

同 K 筑波大学 自他法界／平等利益／尾州熱田駅／新桔梗屋喜三郎印施

同 L 筑波大学
孝学に入便りにも成かしと／浮世の風にちらす言の菜

尾州熱田駅／新桔梗屋／施主喜三郎

同 M 水火天満宮 施主某

4 孝学食礼記 A 筑波大学
孝学に入便りにも成かしと／浮世の風にしらす言の某

尾州熱田駅／新桔梗屋／施主喜＝郎

同 B 水火天満宮
六十越て一孝立る食礼記／本卦帰りの家土産にせん

京都西村卯の母／恵順尼／彫板施主

同 C 内藤記念くすり博物館
六十越て一孝立る食礼記／本卦帰りの家土産にせん

京都西村卯の母/!'JI厠尼／彫板施主

5 孝学祭礼記 A 国学院大学 京都上堀川水火天神孝学所／施配方／施主

同 B 内藤記念＜．すり博物館 示都上堀川水火天神孝学所／施配方／施主

6 孝学食慎録 A 水火天満宮 名古屋車之町／丑田喜兵衛印施

同 B 玉川大学 名古屋車之町／丑田喜兵衛印施

8 費八分記完 A 水火天満宮 施主堅田浦酉年女

同 B 玉川大学 施主堅田浦酉年女

10 〈水火和合〉灯明記 私蔵
水火天神孝学所孝弟／孝湖堂法橋友義施印

北野天満宮工大願成就為恩礼報謝婦女施印

11 孝学衣慎録 岐阜県図書館 濃州不破郡表佐村／孝学社中施板

12 孝掟 水火天満宮 孝学道人孝弟／湖東孝湖堂友義印施

13 いろは歌孝行鏡 私蔵 濃州郡上八幡御城下孝間中施板

14 孝学講釈 国学院大学 施配方孝弟中

15 大聴利徳の最上 私蔵 尾州熱田駅／孝聞中施板

16 孝行繁昌・孝心成就 水火天満宮 飛州局山孝学社中施印

る
こ
と
も
ま
た
可
能
性
と
し
て
否

め
な
い
。
一

冊
の
書
物
が
、
そ
の

寿
命
に
お
い
て
、
た
ま
に
施
印
と

し
て
、
た
ま
に
有
料
の
書
物
と
し

て
流
布
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

こ
れ
ら
の
可
能
性
を
考
え
る
と
、

教
化
目
的
で
無
料
配
布
さ
れ
た
印

刷
物
、
と
い
う
定
義
は
施
印
の
分

析
を
困
難
に
さ
せ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

よ
っ
て
、

本
稿
に
お
い
て
は
、

分
析
の
実
用
性
を
重
視
し
、
別
の

定
義
を
採
用
す
る
。
施
印
を
、
施

印
で
あ
る
こ
と
を
明
記
す
る
書
物

と
す
る
。
要
は
、
一
っ
の
書
物
は

実
際
に
は
無
料
で
配
布
さ
れ
た
確

定
的
な
証
拠
が
な
く
て
も
、
施
印

で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
限

り
、
そ
れ
を
施
印
と
捉
え
る
。
そ

の
表
明
は
、
孝
学
所
の
書
物
の
場
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孝
学
所
の
施
印
は
、
そ
れ
を
施
し
た
人
す
な
わ
ち
施
主
に
と
っ

て
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
ど
う
い

っ
た
手
段
で
読
者
に
届
け
ら
れ
た
の
か
。
こ
の
流
通
と
意
味
の
問

題
を
解
明
す
る
た
め
、
本
節
は
主
に
孝
学
所
の
社
約
『
実
明
記
』

と、

「施
印
マ
ー
ク
」
と
い
う
二
つ
の
史
料
を
利
用
す
る
が
、
そ
の

分
析
を
分
け
て
行
う
こ
と
と
す
る
。
と
い
う
の
は
、
前
者
は
孝
学

所
の
理
念
を
体
系
的
に
述
べ
る
も
の
に
対
し
て
、
後
者
は
孝
学
所

の
実
践
を
断
片
的
に
表
す
も
の
で
あ
り
、
史
料
的
性
質
は
異
な
る

か
ら
で
あ
る
。
分
析
こ
そ
は
別
に
進
め
る
が
、
そ
の
結
果
は
合
わ

せ
て
孝
学
所
の
実
態
を
物
語
っ
て
い
る
と
考
え
る
。

四

合
、
文
章
の
末
尾
や
見
返
し
（
前

・
後
と
も
）
に
「
0
0施
主
」
「
O

〇
施
印
」
「

0
0
印
施
」
「

0
0
施
板
」
の
印
が
付
い
て
い
る
形
を

取
る
。
こ
れ
ら
の
印
を
「
施
印
マ
ー
ク
」
と
名
付
け
た
い
。
孝
学

所
の
書
物
の
全
国
調
査
の
中
で
、
施
印
マ
ー
ク
が
付
い
て
い
る
も

の
だ
け
を
整
理
し
た
の
は

【表
2
】
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
施
印
の

流
通
と
意
味
に
つ
い
て
、
『
実
明
記
』
と

「施
印
マ
ー
ク
」
を
手
掛

か
り
に
、
次
節
に
お
い
て
分
析
し
て
い
く
。

施
印
の
流
通
と
意
味

『実
明
記
』
が
物
語
る
施
印

孝
学
所
の
施
印
は
会
員
に
も
渡
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
問
題
は
非

会
員
へ
の
流
通
で
あ
る
。
会
員
で
あ
る
以
上
、
連
絡
が
取
れ
る
つ

て
が
あ
り
、
ま
た
本
人
が
孝
学
所
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
に
共
鳴
し
、
施

印
の
内
容
に
関
心
が
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
会
員

で
な
い
、
そ
の
他
の
不
特
定
多
数
の
人
々
か
ら
、
施
印
が
渡
さ
れ

て
も
真
摯
に
受
け
止
め
て
く
れ
る
人
を
ど
う
見
つ
け
る
の
か
、
こ

れ
が
普
及
活
動
の
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
と
な
る
。
孝
学
所
は
そ
の
難
点

を
く
く
る
た
め
に
「
施
配
方
」
と
い
う
配
布
担
当
役
職
を
設
け
、り

そ
れ
を
「
施
配
惣
締
方
」
の
監
督
の
も
と
、
配
布
に
努
め
さ
せ
た
Clo

配
布
を
監
督
す
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
流
通
管
理
上
の
メ
リ
ッ
ト

も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
他
、
公
儀
を
意
識
し
た
対
策
で
も
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
施
印
と
は
書
物
仲
間
を
経
由
し
て
流
通
し
て
い

な
い
以
上
、
法
律
的
な
縛
り
が
薄
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
孝

学
所
は
伏
見
奉
行
の
支
援
も
受
け
て
い
た
た
め
、
発
信
し
て
い
る

メ
デ
ィ
ア
に
あ
る
程
度
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ

（一）

流
通
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の
憚
り
は
『
実
明
記
』
に
お
い
て
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。

こ

う

か

う

み

ち

び

を

か

ほ

う

か

う

か

る

が

ゆ

へ

こ

う

が

く

孝
行
を
尊
く
を
御
上
ミ
ヘ
の
奉
公

と

す

。

故

に

孝

学

叫
叩
ビ
叩
‘
厨
翫
の
配
鮨
四
候
ハ
ゞ
、
配
声
を

lU
て、

ゑ

ん

り

よ

な

く

し

ん

も

ん

き

た

る

ぺ

し

も

し

そ

ね

ミ

そ

し

り

と

う

も

つ

こ

う

ど

う

無
遠
慮
尋
聞
に
て
被
成
候
。
若
妬
誹
等
を
以
て
孝
導
を

さ

ま

た

ぜ

ん

ぎ

や

う

さ

し

を

さ

へ

な

と

ふ

こ

う

も

の

こ

れ

あ

る

妨
げ
善
行
を
差
押
る
杯
の
不
孝
者
有
之
に
お
ゐ
て
ハ
、

よ
ん
ど
こ
ろ
な
く
そ
の
し
だ
い
あ
い
た
つ
も
う
し
あ
げ
た
て
ま
つ
る
ぺ
く
な
り
あ
り

無

拠

其

次

第

相

達

し

可

奉

申

上

候

成

と

有

（

五

丁
ウ
）

孝
学
所
の
活
動
を
悪
く
い
う
人
が
い
れ
ば
、

応
す
る
の
で
は
な
く
、

孝
中
施
配
方
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、

ざ
る
」

報
告
す
る
よ
う
に
と
促
し
て
い
る
。

情
報
の
濫
用
を
防
ぎ
、

悪
口
を
も
っ
て
反

会
員

は
勝
手
に
孝
学
所
を
代
弁
し
よ
う
と
す
る
と
、

し
、
孝
学
所
の
印
象
が
悪
く
な
る
心
配
か
ら
生
じ
た
規
定
で
あ
ろ

う
。
同
じ
懸
念
は
施
印
に
関
し
て
も
存
在
し
た
こ
と
は
、

も
め
ご
と
が
悪
化

『
孝
掟
』

か
ら
も
わ
か
る
。

岨
ね
の
〖
知
叩
叫
．
耐
じ
鴫
．
配
バ
畠

m
·
i
[
5

え
い
ー
＼

ご

き

と

う

ざ

う

よ

う

御
膳
そ
な
へ
も
の
永
栄
御
御
祈
祷
の
雑
用
と
な
り
。

布
叩
厨
砧
加
の
国
叫

こ
れ
を
応
、あ

町
ふ
°

つま
記
うか

な
ら
ず
四

け

つ

し

と

り

も

ち

こ

う

が

く

い

つ

ば

し
か
ら
ざ
る
事
ハ
、
決
て
取
用
ひ
ざ
る
が
孝
学
一
派
の

じ
ゃ
う
し
き

こ
う

つ

ミ

ゑ

き

ほ

ど

こ

さ

い

り

定
式
に
し
て
、
孝
を
積
、
益
を
施
す
の
最
上
也
。

「
審
な
ら
ず
正
し
か
ら

個
人
が
確
か
な
る
功
徳
を
積
め
る

こ
と
、

国
益
を
も
た
ら
せ
る
こ
と
と
同
時
に
、

な
ト
ラ
プ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ
う
に
も
読
め
る
記
述
で
あ
る
。

で
は
、
施
配
方
は
ど
の
よ
う
に
施
印
を
配
布
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
実
明
記
』

に
引
用
さ
れ
て
い
る
、

．
接
待
所

・
市
中
茶
屋
門
」

は
ま
ず
二
つ
の
手
段
を
明
記
す
る
。

け
う
と
う
ほ
り
か
ハ
が
し
ら
す
い
く
わ
て
ん
じ
ん
を
ん
や
し
ろ
こ
う
が
く
し
や
う
こ
う
か
う

京
都
堀

川

頭
水
火
天
神
の
御
社
孝
学
性
よ
り
、
孝
行

も

と

づ

く

よ

う

し

よ

る

い

す
り
も
の
ほ
ど
こ

い

だ

あ

い

だ

に
基
附
べ
き
様
の
書
類

・
摺
物
施
し
に
出
し
候
間
、

を

ほ

し

め

し

を

ん

か

た

ゑ

ん

り

よ

な

く

う

け

を

ん

こ
し

な

さ

る

ぺ

＜

思

召

の

御

方

ハ

無

遠

慮

受

に

御

越

可

被

成

候

。

芍
翌

平
応
配
叩
パ
犀
れ
に
町
配
彰
瞬
‘
糾
紅

．
町

印

胴

い

つ

せ

つ

う

け

ふ

せ

い

ん

す

り

も

の

せ

き

ご

と

い

だ

ハ
一
切
受
不
申
候
。
施
印
の
摺
物
ハ
席
毎
に
出
し
候
な
り

ん
で
、

（
六
丁
オ
）

要
は
、

第
一
に
、

関
心
の
あ
る
者
が
直
接
孝
学
所
ま
で
足
を
運

施
印
を
取
り
に
行
く
手
段
が
あ
っ
た
。

孝
学
所
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
講
釈
の
際
、

ン
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

孝
学
所
が

こ
れ
ら
に
加
え
て
、

孝
学
所
が
世
間
的

「
諸
国
辻

・
小
路

な
ど
に
貼
り
だ
し
た

「
施
印
弘
め
」

ま
た
、

第
二
に
、

聞
き
手
に
配
る
パ
タ
ー

第
三
に
、

施
印
版

木
の
貸
し
出
し
も
行
わ
れ
た
。
『
費
八
分
記
』
の
末
尾
の
注
意
書
で、

そ
の
行
為
が
こ
の
よ
う
に
促
さ
れ
て
い
る
。

此
記
印
の
記
ぷ
‘
叫
酎
出
『
し

m加
叫
ハ
齊
ぷ
耐
i

な
く

ご
さ

い
は

ん

さ

ん

か

か

い

ひ

ん

ひ

ろ

ひ

ろ

た

＜

御
再
板
被
成
、
山
家
・
海
浜
ま
で
も
広
く
御
弘
め
下
さ
れ
度
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孝
学
所
の
多
く
の
書
物
は
な
ぜ
施
印
と
し
て
出
さ
れ
た
の
か
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
「
功
徳
を
積
む
」
と
「
名
を
後
世
に
揚
げ
る
」

と
い
う
、
孝
学
所
の
会
員
に
と
っ
て
の

二
つ
の
課
題
と
関
係
す
る
。

孝
学
所
は
孝
道
を
広
め
る
た
め
の
組
織
で
あ
っ
た
こ
と
は
上
述

し
た
が
、
そ
の
具
体
的
な
実
践
は
「
功
徳
を
積
む
」
こ
と
に
あ
っ

た
。
と
い
う
の
は
、
河
瀬
友
山
の
「
孝
」
理
解
と
は
、
両
親
へ
の

孝
養
と
い
う
狭
い
意
味
を
超
え
た
、
壮
大
な
ス
ケ
ル
の
も
の
で
、

「
孝
」
は
「
出
記
叫
配
‘

鰐

由
の
胆
冠
‘

印
叡
の
町
し

竺

で

さ

い

な

ん

し

や

う

め

つ

ふ

つ

き

は

ん

じ

ゃ

ぅ

あ
り
、
そ
の
実
践
は
、
「
災
難
消
滅

・
富
貴
繁
昌
」
や
、

む
び
や
う
ゑ
ん
め
い
し
ん
（
じ
ょ
う
じ
ゅ

て

ん

が

た

い

へ

い

こ

く

か

か

う

こ
う

し

よ

こ

く

「
無
病
延
命
・
信
心
成
就
・
天
下
泰
平
・
国
家
孝
行
・
諸
穀

意
味 せ

し

ゅ

こ

A

ろ

さ

し

は

ん

こ
う

施
主
の
御
志
あ
る
御
方
ヘ
ハ
板
行
御
か
し

こ

れ

ご

ゑ

ん

り

よ

是
ま
た
御
遠
慮
な
く
御
つ
か
ひ
可
被
下
候
（
九

か
つ

候
。
且
又
、

申
上
候
間
、

丁
オ
）

書
類
上
に
確
認
で
き
る
パ
タ
ー
ン
は
こ
の
三
つ
の
み
だ
が
、
こ

の
ほ
か
に
も
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
パ
タ

ー
ン
は
全
て
の
施
印
に
実
施
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
な
ん
ら
か

の
事
情
に
よ
り
使
い
分
け
ら
れ
た
か
ど
う
か
も
課
題
と
し
て
残
る
。

ほ
う
と
う

豊
穣」

っ
た
。

（
一
丁
オ
）

を
も
た
ら
す
効
果
が
あ
る
と
い
う
立
場
で
あ

道
徳
の
す
べ
て
が

は
世
の
中
を
全
体
的
に
良
く
す
る
。

「
功
徳
」

で
は
、

に
近
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、

の
著
作
の
中
で

め
、
も
と
よ
り

「
功
徳
」
を

「
功
徳
」

築
し
た
と
考
え
る
。

「孝」

に
始
終
し
て
お
り
、

こ
の
よ
う
な

「
孝
徳
」

を
発
端
に
、

そ
の
実
践

「孝」

理
解
は

友
山
自
身
も
、

そ

に
モ
ジ
る
こ
と
が
多
い
た

自
分
の

「孝」

思
想
を
構

功
徳
は
施
印
と
ど
う
関
係
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、

『実

明
記
』
は
は
っ
き
り
と
こ
う
書
い
て
い
る
。

よ

く

ど

く

つ

む

さ

い

じ

ゃ

う

た

づ

ぬ

ひ

と

あ

り

こ

う

し

こ

た

ヘ

世
に
功
徳
を
積
の
最
上
を
尋
る
人
有
し
に
、
孝
師
答
て

い

ハ

く

こ

く

ゑ

き

な

る

ぜ

ん

ぎ

や

う

し

よ

も

つ

ま

た

し

よ

に

ん

た

め

す

じ

曰
、
「
国
益
に
成
べ
き
善
行
の
書
物
、
又
諸
人
の
為
筋

な
る

こ
う

し

よ

よ

ひ

ろ

ほ

ど

こ

さ

い

じ

ゃ

う

の

た

ま

に
成
べ
き
孝
書
を
世
に
広
く
施
す
が
最
上
な
り
」
と
宣

へ
り
（
三
丁
ウ
）

「
孝
師
」
と
は
孝
学
所
内
の
肩
書
で
あ
り
、
そ
れ
が
具
体
的
に

誰
を
差
し
て
い
る
か
は
不
明
だ
が
、
そ
の
主
張
は
お
そ
ら
く
河
瀬

友
山
の
立
場
を
代
弁
し
て
い
る
。

書
物
を
施
す
の
は
、
「
功
徳
を
積

の
最
上
」
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
書
物
は
、
文
章
に
表
紙
を
つ
け

て
綴
じ
れ
ば
何
で
も
よ
い
類
の
も
の
で
は
な
く
、
「
国
益
」
も
し
く

は
「
諸
人
の
為
筋
」
に
役
立
っ
た
め
の
本
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
『
孝
学
感
応
録
』
に
は
次
の
よ
う
な
補

40 



足
が
あ
る
。

ゑ

き

し

よ

も

つ

な

ど

け

つ

し

あ

ら

ハ

す

も

の

い

と

ま

あ

る

益
な
き
書
物
杯
ハ
決
て
施
す
べ
か
ら
ず
。
著
者
ハ
暇
有

よ

ミ

ひ

ま

つ

い

ゑ

か

ミ

お

A

に
も
せ
よ
、
読
見
る
人
の
日
間
費
紙
の
費
が
大
イ
な
り
。

む

え

き

し

よ

も

つ

か

え

つ

い

ん

や

ぷ

そ

の

ほ

か

無
益
の
書
物
を
施
し
て
ハ
却
て
陰
徳
を
破
る
べ
し
。
其
外

ま

き

が

ミ

と

う

む

え

き

し

ろ

か

ミ

か

き

つ

い
や

巻
紙
等
に
て
も
無
益
に
白
紙
を
書
費
す
べ
か
ら
ず

ウ
・

三
丁
オ
）

施
印
は
軽
々
し
く
出
す
も
の
で
は
な
い
。

準
備
で
き
な
け
れ
ば
、

や
す
こ
と
と
な
り
、

の
い
く
主
張
だ
が
、

あ
れ
ば
、

そ
れ
な
り
の
内
容
を

却
っ
て
読
者
の
時
間
と
、

紙
の
資
源
を
費

世
に
不
益
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
る
。

人
の
暇
と
世
の
資
源
を
気
に
す
る
ほ
ど
の
で

そ
も
そ
も
口
頭
で
伝
え
て
も
よ
か
っ
た
。

（二
丁

納
得

に
も
か
か
わ

ら
ず
、
な
ぜ
孝
学
所
は
あ
え
て

「書
物
」
に
こ
だ
わ
っ
た
の
か
。
『
実

明
記
』
は
こ
う
説
明
し
て
い
る
。

し

よ

く

ほ

ど

こ

と

も

し

パ

ら

こ

う

ふ

く

や

し

の

き

ん

ぎ

ん

食
を
施
す
共
、
暫
く
の
口
服
を
養
ふ
ま
で
也
。
金

・
銀

せ

ん

ほ

ど

こ

と

も

と

う

じ

き

う

な

ん

ふ

せ

ま

で

ひ

ろ

こ
く
ゑ
き

・
銭
を
施
す
共
、
当
時
の
窮
難
を
防
ぐ
迄
也
。
広
く
国
益

な

り

な

が

こ

う

せ

い

ま

で

こ

う

と

く

な

る

ほ

ど

こ

と
成
、
永
く
後
世
迄
の
孝
徳
に
ハ
成
べ
か
ら
ず
。
施
し
も

出
恥
に
よ
っ
て
叡
を
虹
戸
盆
子
贔
べ

し
。
記
叫
ハ
加
邸
に

の

こ

く

ち

ゑ

き

ほ

う

よ

よ

ひ

と

ミ

た

び

こ
と

ぜ
ん
と
う

残
り
朽
ざ
る
の
益
宝
な
り
。
代
々
の
人
が
見
る
度
毎
に
善
道

か
ん

た
と

へ

も

ち

ひ

ま

で

い

た

と

も

を

の

づ

い

ち

に
感
ず
れ
バ
、
醤

用
る
迄
に
至
ら
す
共
、
自
か
ら
一

も

し

い

つ

か

じ

ゃ

う

も

ち

ひ

と

善
生
し
て
一
悪
去
べ
し
。
若
一
ケ
条
に
て
も
用
ひ
る
人

あ

る

と

き

そ

の

こ

う

ど

く

こ
う

だ

い

む

り

や

う

つ

く

有
時
ハ
、
其
功
徳
は
孝
太
無
量
に
し
て
尽
す
べ
か
ら
ず
。

ま

た

け

ん

も

ん

か

ん

う

つ

も

ち

ゆ

ひ

と

あ

る

ま

た

か

り

う

け

よ

ん

又
見
聞
に
感
じ
て
写
し
用
る
人
も
有
べ
し
。
又
借
受
て
読

か

ん

ひ

と

あ

る

し

か

れ

こ

う

せ

い

い

た

つ

ま

い

か

き

も

の

で
感
ず
る
人
も
有
べ
し
。

然

ハ
後
世
至
て
一
枚
の
書
物

も

つ

い

く

に

ん

ぜ

ん

ど

う

か

ん

は

か

が

た

に
ん
か
ん

を
以
て
幾
十
人
善
道
に
感
ず
る
も
計
り
難
し
。
一
人
感
じ

ぜ

ん

し

ゃ

う

あ

く

さ

る

そ

の

か

ん

と

く

ミ

な

せ

し

ゅ

も

と

て
も
一
善
生
じ
て
一
悪
去
。
其
感
徳
ハ
皆
施
主
の
身
元
へ

か

へ

ふ

し

ぎ

く

ど

く

こ
う

む

か

る

が

ゆ

へ

と

う

こ

う

が

く

も

ん

帰
り
不
思
議
の
功
徳
を
蒙
る
べ
し
。
故
に
当
孝
学
門

こ

し

や

ち

う

つ

ら

な

ひ

と

せ

し

ゅ

も

と

に
お
ゐ
て
ハ
孝
の
社
中
へ
連
り
し
人
を
施
主
の
元
と
し

こ
く

か

ば

ん

ミ

ん

た

め

こ

う

よ

う

し

よ

も

つ

ひ

ろ

よ

ほ
ど
こ

て
、
国
家
万
民
の
為
に
孝
養
の
書
物
を
広
く
世
に
施
し

こ

う

か

う

す

す

む

だ

い

い

ち

孝
行
を
勧
る
を
第
一
と
す

書
物
は

間
に
拡
充
し
て
い
く
機
能
性
が
あ
る
。

さ
れ
る
こ
と
を
通
し
て
消
耗
さ
れ
な
い
た
め
、

者
へ
譲
ら
れ
、

容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

写
筆
、

し
て
い
る
。

「
万
代
に
残
り
朽
ざ
る
の
益
宝
」

代
々
伝
承
さ
れ
て
い
く
。

読
み
聞
か
せ
な
ど
を
通
し
て
、

書
物
の
功
徳
は
時
空
に
広
が
り
、

い
く
も
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、

そ
し
て
、

し
た
者
に
還
元
さ
れ
て
い
く
。

（三
丁
ウ

•

四
丁
オ
）

功
徳
を
積
む
こ
と
は
、

ら
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
あ
り
、

時
間
と
は
、

時
間
と
空

書
物
が
読
書

所
有
者
か
ら
所
有

空
間
と
は
、

書
物
の
内

所
有
者
は
も
ち
ろ
ん
、

借
用
や

他
人
ま
で
及
ぶ
こ
と
を
表

だ
ん
だ
ん
増
し
て

膨
大
な
功
徳
は
す
べ
て
書
物
を
施

配
布
す
る
以
前
の
段
階
か

孝
学
所
に
は
、

以
下
の
よ
う
な
興
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味
深
い
実
践
が
あ

っ
た
。

．

冠

も
叫
叫
し
皿
矛
犀
が
距
科

．
叩

i

も
の

5
に
ハ
[
5
＜
叫

麟
を
込
め
、
生
麦

．
明
凱
の
町

mを
印
め
『
叩
配
匁
』

し

ん

ど

く

き

ん

ぎ

や

う

こ

う

と

く

つ

ミ

し

こ
う

し

て

の

ち

ほ

ど

こ

い

だ

真
読
勤
行
の
孝
徳
を
積
、
而
後
に
施
し
出
す
な
り
（
四

丁
オ
・
五
丁
ウ
）

施
印
は
、
単
な
る
書
物
と
違
っ
て
、
そ
こ
に
精
力
を
込
め
る
必

要
が
あ
り
、
そ
の
手
段
と
し
て
『
孝
養
文
』
の
真
読
勤
行
が
実
践

さ
れ
た
。
『
孝
養
文
』
は
、
孝
学
所
入
会
の
際
、
会
員
に
渡
さ
れ
た
、

僅
か
四

0
0字
弱
の
文
章
で
あ
る
（
【翻
刻
1
】)
。
文
章
の
冒
頭
に

「
奉
清
浄
拝
読
」
と
あ
り
、
本
文
の
「
孝
」
字
が
一
貫
し
て
台
頭

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
種
の
「
聖
」
な
る
性
質
を
帯
び
た

テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
朗
読
を
通
し
て
、

そ
の
「
聖
」
を
施
印
に
も
注
入
し
よ
う
と
し
た
実
践
で
あ
ろ
う
。
『
孝

養
文
』
の
朗
読
効
果
に
つ
い
て
、
同
じ
く
新
会
員
に
渡
さ
れ
た
『
孝

養
文
功
徳
書
』
も
詳
し
い
の
で
、
併
せ
て
参
照
し
て
い
た
だ
き
た

い
（
【翻
刻
2
】
)。

以
上
、
施
印
と
「
功
徳
を
積
む
」
こ
と
と
の
関
係
を
解
明
し
た

が
、
「
名
を
後
世
に
揚
げ
る
」
こ
と
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
表
現
自
体

は
も
ち
ろ
ん
『
孝
経
』
（
開
宗
明
義
章
）
に
由
来
し
、
そ
こ
に
「
身

を
立
て
道
を
行
い
、
名
を
後
世
に
揚
げ
、
以
て
父
母
を
顕
す
」

こ

‘
、
~
、

と
カ

「
孝
の
終
わ
り
」

の
命
題
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
る
。

か
ら
授
か
っ
た
身
体
に
傷
を
つ
け
な
い
の
が

が
、
立
身
出
世
し
て
、

善
業
や
偉
業
を
通
し
て
、

ら
授
か
っ
た
名
を
世
間
に
轟
か
せ
、

う
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

「
衣
を
慎
む
」

両
親

「
孝
の
始
ま
り
」
だ

同
じ
く
両
親
か

後
世
に
も
忘
れ
ら
れ
な
い
よ

こ
の
命
題
は
、

そ
の
著
作
に
一
貫
し
て
い
る
。

友
山
に
も
強
く

例
え
ば

べ
き
理
由
も
、

以
下
の
よ
う

意
識
さ
れ
、

録
』
の
主
題
で
あ
る

に
、
名
を
揚
げ
る
措
置
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

な

あ

げ

み

ち

お

こ
な

こ
う

せ

い

さ

か

ね
が
う

ひ
と

l
¥

名
を
揚
、
道
を
行
ひ
て
、
後
世
の
栄
へ
を
願
ふ
人
々
ハ
、

ま

ず

い

る

い

つ

A

し

や

か

す

て

つ

ぎ

ぎ

れ

先
衣
類
よ
り
慎
し
む
べ
し
。
釈
伽
ハ
捨
れ
る
継
切
を
拾
ひ
、

こ

れ

つ

ぎ

や

ハ

い

ふ

く

ふ

ん

ぞ

う

い

と

な

へ

い

ま

是
を
縫
合
せ
、
衣
服
と
す
屎
葬
衣
と
か
号
て
、
今
の

ひ

ち

じ

ゃ

う

げ

さ

す

な

ハ

ち

こ

れ

い

さ

き

み

つ

A

七
條
袈
裟
則
是
な
り
。
衣
を
先
と
し
て
身
を
慎
し
ミ
‘

ほ

ん

ち

ゃ

う

そ

の

な

た

か

し

や

く

そ

ん

う

や

ま

ハ

を

う

ご

い

つ

バ

本
朝
ま
で
其
名
高
く
釈
尊
と
敬
る
。
又
往
古
よ
り
一
派

を
配
ひ
て
、
釦
を
距
瞑
犀
へ
る
距
卸
ハ
‘
齢
印
―
冠
翌
腿

っ
A

や

ぶ

ご

ろ

も

ち

ぎ

れ

げ

さ

が

ま

は
パ

き

き

れ
ぞ

う
り

よ
り
慎
し
ミ
、
破
れ
衣
ー
一千
切
袈
裟
、
蒲
の
腔
布
二
切
草
履
、

み

か

ざ

つ

A

こ
う
め
い

こ
う

せ

い

あ

げ

ふ

ぽ

あ

ら

ハ

身
の
飾
り
を
慎
し
ミ
、
孝
名
を
後
世
に
揚
て
、
父
母
を
顕

し

ゅ

じ

ん

な

が

さ

ん

は

い

そ

ん

け

い

あ

づ

か

し
、
衆
人
よ
り
永
く
参
拝
の
尊
敬
二
預
ら
れ
し
な
り

『
孝
学
衣
慎

十
七
丁
ウ
）

釈
迦
が
日
本
に
知
り
渡
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
施
末
な

服
装
の
た
め
で
あ
っ
た
論
理
は
や
や
強
引
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
む
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し
ろ
友
山
の
「
孝
」
構
想
の
醍
醐
味
で
も
あ
る
。
要
は
、
如
何
に

些
細
に
み
え
る
物
事
で
も
、
実
際
「
孝
」
の
範
囲
内
に
あ
り
、
思

わ
ぬ
ほ
ど
大
き
な
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
服
装
を
慎

み
さ
え
す
れ
ば
、
誰
だ
っ
て
釈
迦
の
よ
う
に
な
れ
る
可
能
性
さ
え

秘
め
て
い
る
論
理
で
あ
る
。
施
印
の
意
義
も
ま
た
こ
の
論
理
の
延

長
線
に
あ
る
こ
と
は
、
以
下
の

『
孝
学
感
応
録
』
の
記
述
か
ら
も

う
か
が
え
る
。

魁
藁
も
叫

v叫
双

巳

胆

し

て

勾
ち
配
ま
で
即

<mと
っ幻
ハ

こ

う

し

け

い
し
よ

ほ

ど

こ

ぶ

ん

せ

ん

を

う

わ

か

く

に

と

う

と

れ
、
孔
子
も
経
書
を
施
し
て
文
宣
王
と
国
家
ま
で
尊
む

ミ

な

こ

れ

し

よ

あ

る

ゆ

ゑ

し

よ

な
り
。
皆
是
書
の
施
し
有
が
故
な
り
。
書
の
施
し
な
か
り

そ

の

く

に

そ

の

な

し

る

も

の

ま

れ

な

る

こ

れ

ら

せ
バ
、
其
国
に
て
も
其
名
を
知
る
人
稀
成
べ
し
。

是
等
も

ミ

な

お

や

せ

ん

ぞ

や

皆
親
先
祖
へ
の
孝
行
な
ら
ず
哉
（
二
丁
オ
・
ニ
丁
ウ
）

書
物
は
人
の
為
に
な
る
情
報
を
時
空
超
え
て
伝
達
さ
せ
る
メ
デ

ィ
ア
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
著
者
の
姓
名
を
広
く
後
世
に
伝
え

る
も
の
で
あ
る
。
釈
迦
と
孔
子
の
よ
う
な
聖
者
で
も
、
書
物
の
カ

な
く
し
て
そ
の
存
在
は
忘
れ
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
一
冊
の
施

し
で
も
、
名
を
揚
げ
、
親
孝
行
の
命
題
を
果
た
す
た
め
の
一
歩
で

あ
る
と
い
う
孝
学
所
の
主
張
は
、
名
を
後
世
に
残
す
手
段
が
さ
ほ

ど
多
く
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
庶
民
層
に
と
っ
て
、
大
変
魅
力

的
な
テ
ー
ゼ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

な
ら
ば
、
デ
ザ
イ
ン
の
統
一
性
の
も
っ
と
も
納
得
が
い
く
説
明

施
印
マ
ー
ク
を
見
渡
す
と
、
そ
の
一
部
が
極
め
て
類
似
し
て
い

る
こ
と
が
目
に
つ
く
。
た
と
え
ば
、
『
孝
学
感
養
記
』

【3
A
】【
3
8
】

【31-1
】
や
、
『
孝
学
食
礼
記
』
の

【4
A
】
【
4
B
】
の
マ
ー
ク
は
同

様
な
意
匠
の
も
と
で
作
ら
れ
た
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
（
資
料

の
施
印
マ
ー
ク
固
画
は
本
稿
本
文
の
末
尾
に
付
し
た
）
。
こ
の
統
一

性
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
一
っ
の
可
能
性
と
し
て
、
上
述
し
た

孝
学
所
の
統
括
が
考
え
ら
れ
る
が
、
デ
ザ
イ
ン
の
統
一
性
は
施
印

マ
ー
ク
の
一
部
に
し
か
見
ら
れ
な
い
以
上
、
説
明
が
付
き
に
く
い

の
で
あ
る
。
も
う
―
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
施
主
が
す
で
に
流
布

し
て
い
る
施
印
マ
ー
ク
を
真
似
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ

デ
ザ
イ
ン
は
、
同
名
の
書
物
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。
も
し
単
に
デ

ザ
イ
ン
を
個
人
的
に
真
似
る
こ
と
が
よ
く
行
わ
れ
た
行
為
だ
と
す

れ
ば
、
も
っ
と
広
い
範
囲
に
お
け
る
類
似
性
が
確
認
で
き
る
は
ず

で
あ
る
。

（二）

流
通

「
施
印
マ
ー
ク
」
が
物
語
る
施
印
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と
し
て
、
施
主
同
士
が
合
意
し
て
、
集
団
と
し
て
デ
ザ
イ
ン
を
決

め
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
た
と
え
ば

【3
A

】
【
3
B

】
【
3
=

】
に

見
え
る
「
自
他
法
界
／
平
等
利
益
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
の
集
団

は
あ
る
程
度
、
孝
学
所
の
統
括
か
ら
独
立
な
立
場
で
あ
っ
た
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
表
現
は
一
っ
の
行
為
が
宇
宙
全
体
に
平

等
に
益
す
る
と
い
う
意
味
の
仏
語
で
あ
り
、
宗
派
を
問
わ
ず
、
祈

願
や
塔
婆
に
よ
く
使
わ
れ
る
文
言
で
あ
る
。
そ
の
趣
旨
は
、
孝
学

所
が
施
印
に
対
し
て
懐
い
た
ス
タ
ン
ス
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
文
言
自
体
は
孝
学
所
の
書
物
に
一
切
表
れ
て
い
な
い
。
な
ら

ば
、
そ
の
提
言
は
孝
学
所
か
ら
降
り
て
き
た
よ
り
も
、
施
主
本
人

か
ら
考
案
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
要
は
、
孝
学

所
は
、
施
印
の
流
通
を
あ
る
程
度
監
督
し
よ
う
と
し
た
が
、

詳
細

な
規
定
は
設
け
な
か
っ
た
か
、

実
施
し
な
か

っ
た
か
、
で
き
な
か

っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
施
主
行
為
は
、
あ
る
自
主
性
の
も

と
で
行
わ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

施
印
マ
ー
ク
が
押
さ
れ
た
位
置
も
検
討
す
べ
き
対
象
で
あ
る
。

上
述
し
た
よ
う
に
、
マ
ー
ク
が
あ
る
の
は
、
た
い
て
い
、
末
尾
か

見
返
し
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
マ
ー
ク
が
複
数
の
本
に
あ
る
場
合、

た
い
て
い
同
じ
頁
か
つ
同
じ
位
置
に
あ
る
の
で
、
何
ら
か
の
拘
り

が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
私
費
を
出
し
て
、
せ

っ
か
く
施
主
と

な
っ
た
書
物
に
マ
ー
ク
を
付
け
る
際
、
そ
れ
を
適
当
に
押
し
た
と

は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
位
置
の
差
を
ど
う
説
明
す

べ
き
か
。
二

つ
の
事
例
を
通
し
て
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、
【
3

L

】
と
【
4
A
】
を
み
て
い
た
だ
き
た
い
。
同
じ
マ
ー

ク
が
異
な
る
書
物
に
、
異
な
る
頁
に
押
さ
れ
て
い
る
。
発
行
順
序

は
断
定
で
き
な
い
が
、
お
そ
ら
く

【4
A
】
が
先
、

【3
L

】
が
後
と
な

ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
マ
ー
ク
は
大
体
同
じ
と
こ
ろ
で
押
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
も
し
【
3
L

】
が
先
で
あ
ら
ば
、
【4
A
】
の

マ
ー
ク
も
見
返
し
に
押
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、

【4
A
】

が
先
で
、

【3
L

】
の
マ
ー
ク
が
見
返
し
に
移
っ
た
こ
と
は
、
末
尾
に

押
す
ス
ペ
ー
ス
を
十
分
に
確
保
で
き
な
か
っ
た
と
想
定
で
き
る
の

で
あ
る
。
こ
う
い
う
事
情
が
生
じ
た
の
は
、
孝
学
所
に
よ
る
書
物

発
行
と
、
施
主
に
よ
る
施
主
行
為
は
個
別
の
作
業
で
あ
り
、
協
同

関
係
が
な
か
っ
た
か
、
薄
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
互
い

に
合
わ
せ
る
必
要
性
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

次
に
、

【2
A

】
【2
C

】
の

「西
村
氏
施
印
」
マ
ー
ク
の
位
置
の
差

に
着
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
0

。
こ
の
現
象
に

二
つ
の
解
釈
が
あ
る

と
考
え
る
。
第

一
に、

意
図
的
に
生
じ
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
施

主
が
自
分
が
施
す
本
を
施
し
た
後
に
も
、
識
別
で
き
る
た
め
の
目

印
を
つ
け
た
か

っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
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施
印
の
一
っ
の
魅
力
は
そ
の
拡
充
性
に
あ
っ
た
。
時
代
的
に
も
、

空
間
的
に
も
広
が
る
可
能
性
を
秘
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ら
ば
、

自
分
が
施
す
本
の
施
印
マ
ー
ク
の
位
置
を
ず
ら
す
こ
と
に
よ
り
、

の
ち
ほ
ど
そ
の
本
が
ほ
か
の
人
に
譲
ら
れ
て
も
、
も
と
の
被
施
配

者
が
特
定
で
き
る
。
こ
れ
は
、
誰
が
い
つ
ご
ろ
ど
の
経
由
で
入
手

し
た
の
か
、
と
い
う
時
空
の
拡
充
性
を
観
念
的
で
は
な
く
、
肌
で

感
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
施
印
マ
ー
ク
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
い
わ

ば
追
跡
装
置
の
機
能
を
果
た
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

さ
ら
に
一
っ
、
施
印
マ
ー
ク
の
位
置
変
更
が
無
意
識
に
生
じ
た

と
考
え
る
な
ら
ば
、
施
主
が
こ
の
マ
ー
ク
を
別
の
時
期
に
押
し
た

解
釈
が
も
っ
と
も
腑
に
落
ち
る
。
と
い
う
の
は
、
自
分
が
こ
れ
か

ら
施
そ
う
と
す
る
書
物
に
一
斉
に
施
印
マ
ー
ク
を
押
し
た
場
合
、

流
れ
作
業
で
す
べ
て
同
力
所
に
押
す
は
ず
で
あ
る
。
マ
ー
ク
が
ず

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
施
主
は
必
ず
し
も
自
分
が
施
す
書
物

を
一
括
で
施
す
の
で
は
な
く
、
必
要
な
時
に
、
必
要
な
分
だ
け
を
入

手
し
て
施
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
要
は
、
一

回
限
り
の
行
為
で
は
な
く
、
継
続
的
に
進
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

施
印
を
施
す
こ
と
は
施
主
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ

た
の
か
。
一
部
の
施
印
マ
ー
ク
に
、
「
自
他
法
界
／
平
等
利
益
」
と

い
う
表
現
が
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
施
主
は
孝
学
所
の

「
功
徳
を
積

む
」
命
題
に
共
鳴
し
た
と
う
か
が
え
る
が
、
「
名
を
後
世
に
揚
げ
る
」

こ
と
に
つ

い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
マ
ー
ク
の
名
義
を
見
る
と
、

こ
れ
は
一
見
さ
ほ
ど
大
事
に
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
い

う
の
は
、
こ
の
マ
ー
ク
に
三
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。
第
一
に
、
「
施

主
某
」
な
ど
を
記
す
匿
名
マ
ー
ク
で
あ
る
(
【3
M
】)
C
l

。
第
二
に
。

「
孝
学
社
中
」
「
孝
聞
中
」
「
孝
弟
中
」
と
い
っ
た
形
を
と
る
集
団

名
義
で
あ
る
(
【5
A

】【
l

l

】【
1
3

】【
1
4

】【
1
5

】【
1
6
)
)

。
第
三
に
、

施
主
一
人
を
記
す
個
人
名
義
で
あ
る
(
【3
A
B
=
L
】【
4
A
B

】【
6
A

】【
l

2

】
)
。
「
名
を
揚
げ
る
」
目
的
か
ら
し
て
、
匿
名
と
集
団
名
義
は
意

味
を
な
さ
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
個
人
名
義
で
さ
え
、
氏
名
の

一
部
や
出
身
地
と
い
っ
た
限
ら
れ
た
情
報
し
か
公
表
し
な
い
マ
ー

ク

(
【2
A
C

】【
8

A

】【
1
0

】
)
も
あ
る
た
め
、
あ
ま
り
役
に
立
た
な
い
。

こ
の
孝
学
所
の
「
揚
名
」
理
念
と
、
施
主
の
実
践
と
の
矛
盾
を

ど
う
説
明
す
べ
き
か
。
背
景
に
は
「
陰
徳
」
と
「
揚
名
」
と
の
葛

意
味
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藤
が
あ
る
と
考
え
る
。
孝
学
所
は
、

「功
徳
を
積
む
」
を
第
一
と
し

た
こ
と
は
上
述
し
た
が
、
実
は
そ
の
功
徳
は
「
陰
徳
」
、
す
な
わ
ち

人
に
知
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
の
功
徳
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
場
合

も
多
い
。
河
瀬
友
山
が
孝
学
所
を
設
置
す
る
以
前
に
広
め
た
施
印

で
は
、
「
人
我
を
敬
ざ
る
ハ
我
不
徳
と
心
得
、
弥
陰
徳
を
積
む
べ
し
」

や、

「衣
体
ハ
見
苦
し
く
人
に
侮
ら
れ
る
を
陰
徳
と
い
ふ
べ
し
」
、

「財

宝
よ
り
ハ
陰
徳
を
積
で
子
孫
へ
譲
る
べ
し
」
と
あ
る
Cl

。
ま
た
、
『孝

学
衣
慎
録
』
の
序
文
を
寄
せ
た
淡
海
源
芝
と
い
う
方
は
、
河
瀬
友

山
の
活
動
を
「
平
生
孝
道
ヲ
説
キ
、

労
ク
陰
徳
崇
倹
ヲ
講
ジ
、
書

事
ヲ
以
テ
世
ヲ
教
導
ス
」
（
原
漢
文
）
と
表
現
し
て
い
る
。

だ
が
、
孝
学
所
が
求
め
る
「
功
徳
」
を
「
陰
徳
」
だ
と
す
れ
ば
、

そ
れ
が
「
揚
名
」
命
題
と
相
反
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
匿
名
に

陰
徳
を
積
む
か
、
堂
々
と
名
乗
っ
て
揚
名
す
る
か
、
と
い
う
選
択
肢

の
前
で
、
人
々
は
戸
惑
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
そ
の
躊
躇
を
回

避
す
る
た
め
の
措
置
が
『
実
明
記
』
に
お
い
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

こ

ほ

ん

を

ん

な
ま

へ
い
だ

こ
と
ご
え

ん

り

よ

を

ん

か

た

ご
し

ゃ
ち
う

孝
の
本
へ
御
名
前
出
す
事
御
遠
慮
の
御
方
ハ
、
御
社
中
の
孝

め

い

ち

ゃ

う

し

る

し
を
さ
む

の

ミ

し

ひ

な

ま

へ

い

だ

を
よ

名
帳
へ
記
納
る
而
已
に
て
、
強
て
名
前
を
出
す
に
ハ
及

も

う

さ

ず

そ

う

ろ

う

し

ゃ

ち

う

つ

ら

な

せ

い

め

い

あ

ら

ハ

い

だ

こ

と

め

う

り

び
不
申
候
。
社
中
に
連
り
姓
名
を
顕
し
出
す
事
ハ
名
利

．臼
5
に
あ
ら
ず
、
配
釈
の
か
齢
i

に
日
せ
、
庁
叫
の
記
即
を
叩

ら
か
に
、
彰
紅
を
距
四
に
犀
へ
配
ハ
、
炭
距
叫
叫
棗
3

彰
記

間
に

こ
う

か

う

ミ

ち

び

く

た

よ

孝
行
に
導
の
便
り
に
も

に
し
て
、
充
即
紅
知
の
琴
配
‘

あ
い
な
る

相
成
べ
し
（
三
丁
ウ

・
四
丁
オ
）

孝
学
所
の
書
物
で
は
、
「
孝
」
字
を
同
音
の
も
の
に
入
れ
替
え

て
モ
ジ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
こ
こ
で
い
う
「
孝
の
本
」
も
「
此

の
本
」
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
の
本
を

差
す
か
は
不
明
で
あ
る
0

゜
筆
者
は
そ
れ
を
広
く
施
印
と
理
解
す
る

が
、
ど
の
本
で
あ
ろ
う
と
も
、
こ
の
記
述
か
ら
は
三
つ
の
重
要
な

点
が
わ
か
る
。
第
一
に
、
人
々
は
名
前
を
公
表
す
る
こ
と
を
た
め

ら
っ
て
い
た
こ
と
。
第
二
に
、
名
前
を
公
表
す
る
こ
と
が
「
名
利

・
名
聞
」
の
た
め
で
な
い
と
あ
え
て
強
調
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
、
公
表
躊
躇
の
背
景
に
、
世
間
に
そ
う
勘
違
い
さ
れ
る
恐
れ
が

あ
っ
た
と
考
え
る
。
。
第
三
に
、
た
と
え
公
表
し
な
く
て
も
、
「
先

祖
の
血
流
を
明
ら
か
に
、
孝
名
を
後
世
に
伝
へ
置
」
＜
こ
と
が
大

事
で
あ
る
た
め
、
そ
の
代
わ
り
に
孝
学
所
で
管
理
さ
れ
た
で
あ
ろ

う
「
孝
名
帳
」
に
姓
名
を
記
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

『
実
明
記
』
に
う
か
が
え
る
こ
の
心
理
が
施
印
に
お
け
る
姓
名

公
表
に
も
働
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
匿
名
名
義
と
断
片
的
な
情
報

し
か
記
さ
な
い
個
人
名
義
の
存
在
も
納
得
が
ゆ
く
。
孝
学
所
会
員

は
「
揚
名
」
は
し
た
い
が
、
同
時
に
「
陰
徳
」
も
積
み
た
く
、
世

「
名
利

・
名
聞
」
と
勘
違
い
さ
れ
る
の
も
避
け
た
い
。
姓
名
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孝
学
所
の
施
印
を
事
例
に
、
当
所
の
社
約
『
実
明
記
』

と
、
「施

印
マ
ー
ク
」
を
主
な
史
料
と
し
て
、
そ
の
流
通
（
書
物
史
的
問
題
）

と
意
味
（
思
想
史
的
問
題
）
を
検
討
し
て
き
た
。
当
所
の
文
書
類

は
ほ
ぼ
す
べ
て
紛
失
さ
れ
、
限
ら
れ
た
資
料
的
状
況
の
も
と
、
憶

測
を
働
か
し
た
と
こ
ろ
も
多
々
あ
り
、
本
稿
を
も
っ
て
施
印
の
こ

と
を
言
い
つ
く
し
た
と
は
到
底
い
え
な
い
。
そ
も
そ
も
、
施
印
に

関
す
る
先
行
研
究
が
乏
し
い
た
め
、
孝
学
所
の
事
例
が
異
例
な
の

か
、
代
表
例
な
の
か
、
そ
れ
す
ら
決
め
つ
け
る
こ
と
が
現
時
点
で

危
う
い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
本
稿
は
試
論
で
終
わ
っ

お
わ
り
に

を
公
表
し
な
い
こ
と
が
こ
の
葛
藤

へ
の
妥
協
と
し
て
生
じ
た
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
没
個
性
的
な
意
味
合
い
が
な
い
こ
と
は

指
摘
し
て
お
く
。
個
人
名
義
の
施
印
マ
ー
ク
は
、

書
物
一
部
に
つ

き
一
っ
し
か
な
い
。
【3
A

】
【
3
8

】【
3
C

】
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、

同

士
企
画
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
施
印
も
、
各
施
主
が
施
印
を
個
別
に

出
し
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
個
人
名
義
で
出
さ
れ
た
施
印

に
伴
っ
て
く
る

「陰
徳
」
や
「
揚
名
」
効
果
は
、
人
と
共
有
す
べ

き
も
の
で
は
な
い
、
む
し
ろ
強
い
個
人
意
識
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。

た
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
し
、
試
論
と
は
い
え
、
す
く
な
く
と
も
以
下
の
三
つ
を
示

す
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
第
一
に
、
従
来
の
研
究
は
施
印
の

書
物
史
・
思
想
史
的
な
可
能
性
を
見
落
と
し
て
い
た
。
第
二
に、

そ
の
可
能
性
を
引
き
出
す
た
め
に
体
系
的
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

第
三
に
、
体
系
的
な
検
討
の
た
め
、
施
印
を

「施
印
で
あ
る
こ
と

が
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
」
と
再
定
義
し
、
「
施
印
マ
ー
ク
」
に
着

目
す
る
こ
と
有
効
的
で
あ
る
。

こ
の

三
つ
の
指
摘
に
は
、
施
印
が
研
究
者
の
視
野
に
入
る
望
み

は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
そ
の
ほ
か
に
、
古
書
店

・
資
料
館

・
図
書
館

等
に
勤
め
て
い
る
方
々
へ
の
呼
び
か
け
も
含
ま
れ
て
い
る
。
施
印

の
体
系
的
な
研
究
の
た
め
に
は
、

ま
ず
施
印
を
体
系
的
に
収
集
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
先
行
研
究
と
同
様
、
図
書
を
取
り
扱

う
機
関
に
お
い
て
も
、
施
印
が
充
分
に
着
目
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た

た
め
、
大
体
の
目
録
や
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
、
施
印
で
あ
る
と
い
う

書
誌
情
報
が
濡
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
点
を
改
善
し
て
は

じ
め
て
、
施
印
の
体
系
的
な
検
索
、
転
じ
て
本
格
的
研
究
が
可
能

と
な
る
。
学
界
の
商
業
出
版
へ
の
執
着
に
よ

っ
て
埋
も
れ
た
、
も

っ
と
も
熱
い
志
の
近
世
出
版
文
化
史
が
描
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
た
い
。
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多
旦
知

【2A】『孝学感応録和合編』巻末
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【2C】『孝学感応録和合編』巻末
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【3A)『孝学感養記和合編』巻末
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【3B】『孝学感養記和合編』巻末
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一凡
川
も
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口
駅

『新
拮
投
屈

絶
主
人
？
釦
＇

【3L】『孝学感養記 和合編』巻末
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紬
主
ふ

社

妃

方

【3M】 『孝学感養記 和合編』巻末

【4A】『孝学食礼記和合編全』巻末
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【4B】『孝学食礼記和合編全』巻末

ヽ

【SA】【孝学祭礼記】 巻末
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【8A】『費八分記完』見返し
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(11】『孝学衣慎録和合編』巻末
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【14】『孝学講釈』
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凡
例

一
、
底
本
に
水
火
天
満
宮
所
蔵
の
版
本
を
使
っ
た
。

一
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
、
異
体
字
は
通
行
字
体
に
改
め
た
。

一
、
箇
条
書
き
の

「
0
」
内
の
漢
数
字
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
に
改
め

た。

一
、
適
宜
、
句
読
点
や
中
黒
(
.
)

な
か
っ
た
。

一、

口
記
号
は
虫
食
い

・
破
れ
を
、

名
を
表
す
。

【
翻
刻
1

】

こ
う
よ
う
も
ん
し
や
う
じ
ゃ
う
は
い
ど
く
な
し
た
て
ま
つ
る

孝

養

文

初

奉

清

浄

拝

口

し
よ
ど
う
よ
う
ぜ
ん
ぎ
や
う

こ
んげん

た
て
ば
んぜ
ん
これ

し
たが

孝
ハ
諸
道
の
要
、
善
行
の
根
元
□

□

口
孝
立
バ
万
善
是
仁
従
ふ
。

げ
ば
ん
ぎ
や
う
み
な
も
と
に
し
て
よ
く
つ
と
め
を
こな
と
き
て
んと
う
し
んぶつ

実
仁
孝
ハ
万
善
万
行
の
為
源
能
勤
行
ふ
時
ハ
天
道
神
仏
の

翌
叩
幡
尉
．畠
出
‘
讐
置
釦
．釦
酎
雪
叩

そく
こん
ら
いせ

ゑ
い
ぐ
わ
あ
ん
ら
く
い
た
る

即
今
来
世

・
栄
花
安
楽
仁
至
る
べ
し
。

く
ん
し
ん
ふ
わ
し
ん
し
ん
や
す
か
ら
ず

君
臣
不
和
な
れ
バ
親
の
心
不
安

翻
刻
の
部

『
孝
養
文
』

〕
記
号
は
左
側
の
振
り
仮

を
施
し
た
が
、

濁
点
は
加
え

ふうふ
夫
婦
不
和
な
れ
バ
親
の
心
不
安

けいてい
兄
弟
不
和
な
れ
バ
親
の
心
不
安

ほうゆう
朋
友
不
和
な
れ
バ
親
の
心
不
安

し
んぞく

親
族
不
和
な
れ
バ
親
の
心
不
安

ぎ
やうしよくふ
せ
い

業
職
不
情
な
れ
バ
親
の
心
不
安

や

す

も

つ

お

こ
な

す

し

ん

て

ん

ち

親
の
心
安
ん
ず
る
を
以
て
孝
の
行
ひ
と
次
。
親
安
ず
れ
バ
天
地

わがみ
すぐ

安
ん
じ
、
天
地
安
ん
ず
れ
バ
神
仏
の
心
仁
叶
。
親
不
在
バ
、
我
身
直

仁
親
の
町
似
な
り
。
即
耐
口

□

5
か

国
を
和
鉛
‘
や
即
い

を
即
ひ
て
、

し
ん
じ
ゃ
う
せ
ん
ぞ
け
つ
り
う
あ
き
ら
か
め
い

こ
う
せ
い
あ
ぐ

身

上

仁
ロ
ロ
、
先
祖
の
血
流
を
明

仁
、
孝
名
を
後
世
仁
揚
る
ハ

よ
う
い
た
り
か
る
が
ゆ
ゑ
と
く
ぎ
や
う
ば
ん
つ
う

こん
け
ん
い
ち
ゆ
い
と
ゞ

孝
養
の
至
な
り
。
故

仁
徳
行
万
通
の
根
元
口
孝
の
一
結
仁
止

つけ

ぢ
う
じ
う
あ
い
か
さ
な
を
い
か
む

ま
れ
り
。
十
十
相
重
り
て
ヂ

□

口。
ヂ
の
冠
り
仁
子
を
附
て
、
孝

と
i
菱
因
叫
閃
‘
叫
平
年
即
応
志
を
ヂ
ふ
田
‘
E
l
O
佗
町
を

[E

あ
く
に
ち
わ
ざ
ハ
ヘ
ん
き
ち
じ

人
相
・
家
相

・
方
位
、
悪
日
禍
ひ
変
じ
て
吉
事
卜
な

とき
ふ
時
ハ
、

り
。
孝
叡
知
ぷ
如
る
時
ハ
犀
虹
ゅ島
ご
釈
叩
な
り
。

弐
如
の
記

き
や
う
つ
ゞ
ま

とこ
ろ
ど
う
い
た
る
ほ
か
み
ち
い
ま
だ
し
よ
き
や
う
ま
な
び
ず

教

茂
縮
る
所
ハ
孝
道
仁
至
よ
り
外
道
な
く
、
未
書
教

□

不
学

ど

も

し

ん

も

と

ま

も

ほ

か

ぜ

ん

じ

し

よ
う

ね
づよ

ト
い
へ
共
、
孝
信
の
基
を
守
れ
バ
、
外
の
善
事
ハ
枝
葉
口
根
強
く

く
わ
ん
を
の
づ
か
ま
し
ま
あ
め
み
た
ま
し
ん
じ
ん

感
る
。
孝
官
ハ
仁
満
、
自
ら
在
す
。
天
の
神
ハ
ロ
信
心
の

れ
いげん

霊
験
な
り
。

孝
養
文

尾

謹
上
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⑤
 

④
 

こ
う
よ
う
も
ん
は
い
ど
く
た
て
ま
つ
る
＜
ど
く
し
や
う

孝

養

文

奉

拝

読

功

徳

書

初

こ

う

し

よ

ど

う

よ

う

ぜ

ん

ぎ

や

う

こ

ん

げ

ん

せ

き

と

く

さ

い

じ

ゃ

う

か

る

が

ゆ

ヘ

①

孝
ハ
諸
道
の
要
、
善
行
の
根
元
、
積
徳
の
最
上
た
り
。
故

て

ん

と

う

し

ん

ぶ

つ

せ

か

、

せ

、

し

ゆ

み

な

こ

う

い

ち

ゆ

い

こ

こ

ろ

ざ

し

こ

め

t
天
道
神
仏
世
界
聖
主
、
皆
孝
の
一
結
t
孝
行
路
座
志
を
込
て
、

と

く

せ

い

を

さ

そ

の

こ

う

め

い

か

い

た

い

か

い

げ

せ

う

よ

う

よ

せ

い

を

き

の

徳
精
を
納
メ
、
其
孝
明
を
界
内
界
外
ー
照
耀
し
、
世
精
を
補

こ

う

よ

う

ぶ

ん

こ

ぶ

ん

は

い

ど

く

く

ど

く

こ

う

だ

い

む

り

や

う

仁

ふ
の
孝
養
文
な
れ
バ
、
孝
の
文
拝
読
の
功
徳
ハ
孝
太
無
量
し

っ
く

て
尽
す
べ
か
ら
ず
。

配
彰
匁
知〗雰
酎
を
即
バ
、
炭
加
叡
叫
田
似
印
知
‘

麟
町

た

い

け

ん

ぐ

が

ぞ

く

い

た

ま

で

あ

き

ら

か

か

ん

つ

う

仁

〔
ひ
と
〕
対
し
て
ハ
賢
愚
雅
俗
t
至
ル
迄
明

t
感
通
し
、

そ
の
と
く
せ
い
い
た

こ
と
す
み
や
か

其
徳
精
の
至
ル
事
速
な
り
。あ

く

ね

ん

い

つ

こ
と

ぜ

ん

し

ん

を

の

づ

か

孝
養
文
拝
読
の
行
を
積
バ
、
悪
念
の
出
ル
事
な
く
、
善
心
自

ら
知
ざ
し
て
、
記
如
印
麟
仁
印
m
‘
和
即
料
知
．
梃
厨
知
和
毎
一

③
 

②
 

【
翻
刻
2

】

ル
な
り
。

『
孝
養
文
功
徳
書
』

孝
養
文
拝
読
の
行
を
積
バ
、
生
涯
食
事
仁
事
開
ず
、
米
穀
豊

仁
し
て
剛
襄
の
虹
を
叩
れ
、
釘
副
印
印
に
和
叫
血
せ
ず
、

ワ
た

――
 

ぎ
や
う
し
う
ざ
ぐ
ハ
あ
ん
し
ん

行
住
坐
臥
安
心
｛
し
て
世
を
渡
ル
な
り
。

す

い

な

ん

く

わ

な

ん

ふ

う

う

ら

い

し

ん

水
難
・
火
難

・
風
雨

・
雷
震

・

し
ろ
l
＼

あ

く

じ

さ

い

な

ん

の

が

諸
の
悪
事

・
災
難
を
遁
れ
、

ぎ

よ

て

う

け

だ

も

の

あ

く

ち

う

が

い

の

ぞ

魚
鳥
獣
の
悪
虫
の
害
を
除

孝
養
文
拝
読
の
行
を
積
バ
、

か

ん

ハ

つ

ふ

じ

ゅ

ん

む

し

つ

な

ん

だ

い

旱
魃

・
不
順
無
失
の
難
題
、

へ
ん
げ
た
ぐ
い
ち
か
よ
る
こ
と

変
化
の
類
近
寄
事
あ
た
ハ
ず
。

⑩
 

⑩
 

⑨
 

⑧
 

⑦
 

⑥
 

パ
ん
こ
く
ゆ
た
か
み
の
る

き
、
万
穀
豊
t
実
乗
な
り
。

孝
養
文
拝
読
の
行
を
積
バ
、

か
な
い
な
か
よ
く
し
う
じ
ん
わ
ご
う

家
内
中
能
衆
人
卜
和
合
し
て
、

な
り
。

知
軍
町
已
し
て
配
字
を
町
け
、

し
よ
く
ぎ
や
う
を
の
づ
か
は
ん
じ
ゃ
ぅ

職

業

も

自

ら

繁

昌

す

る

き

づ

う

け

け

が

あ

や

ま

ち

み

孝
養
文
拝
読
の
行
を
積
バ
、
身
｛
疵
を
受
ず
怪
我
過
を
せ
ず
、

酎

＼
の
虹
を
釘
〔
の
ぞ
き
〕
け
、
年
認
和
尉
釦
仁
し
て
、
記

M

あ

い

ぷ

？

う

け

よ
り
愛
敬
を
受
ル
な
り
。

ふ

じ

ゃ

う

ハ

ら

け

が

れ

き

よ

じ

ん

し

ん

き

よ

孝
養
文
拝
読
の
行
を
積
バ
、
不
浄
を
祓
ひ
稿
を
清
メ
、
身
心
清

v叫
竺
し
て
、

5
句
累
昆
の
霞

ミ
な
く
、
回
町
の
面
ぴ
‘

胴
叫
の
面
しミ

、
年
5
烹
乙
町
が
贔
か

ら
虹
ル
な
り
。

ゑ
ん
だ
ん
も
の
ご
と
よ
く
と
A

の

に

ん

そ

う

か

そ

う

孝
養
文
拝
読
の
行
を
積
バ
、
縁
談
物
事
能
調
ひ
、
人
相

・
家
相

ほ

う

い

あ

く

に

ち

ハ

ざ

ハ

ヘ

ん

き

ち

じ

あ

く

ま

げ

ど

う

た

A

・
方
位
、
悪
日
災
ひ
変
じ
て
吉
事
卜
な
る
。
悪
魔
外
道
も
祟

ぷ
雪
如
の
即
ミ
を
距
て
田
似
の
加
霞
を
剛

リ
を
な
さ
ず
、

ル
な
り
。

孝
養
文
拝
読
の
行
を
積
バ
、
運
を
増
、
富
貴
立
身
t
基
付
、
善

ち

ゑ

さ

づ

か

よ

い

ぶ

ん

ぺ

つ

い

で

バ

ん

じ

つ

い

よ

あ

き

ら

か

く

ら

智
恵
を
授
り
、
能
分
別
が
出
、
万
事
t
附
て
世
を
明

t
暮
す

な
り
。

に

よ

に

ん

ふ

そ

く

し
て
不
足

孝
養
文
拝
読
の
行
を
積
バ
、
女
人
〔
お
ん
な
と
〕

こ

う

ま

ち

み

ち

さ

ん

ぜ

ん

さ

ん

ご

な

や

や

す

〔
か
た
ハ
〕
な
子
を
産
ず
、
血
の
道
産
前
産
後
の
悩
ミ
な
く
、
安

へ

い

さ

ん

お

や

こ

と

も

ぶ

じ

そ

く

さ

い

を

い

た

っ

く
平
産
し
て
、
親
子
共
t
無
事
息
才
t
て
成
育
な
り
。
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⑮
 

⑭
 

⑬
 

⑫
 

大
尾

た
い
い
ち
そ
の
く
に
そ
の
と
こ
ろ

そ

の

い

へ

そ

の

孝
養
文
拝
読
の
行
を
積
バ
、
第
一
其
国
・
其
所
・
其
家
・
其

ミ

き

と

う

ま

よ

も

の

を

の

づ

か

と

く

た

っ

身
の
祈
祷
卜
な
り
。
迷
ひ
の
者
も
自
ら
得
達
す
る
な
り
。

孝
養
文
拝
読
の
行
を
積
バ
、
其
徳
光
天
t
満
、
地
を
潤
し
、
国

を
町
し
、
恋
を
叫
ひ
、
身
仁
正
ぷ
‘
心
ろあ

BAtか
仁
駅
ゲ
よ
り

ら

い

せ

ま

で

ぎ

ね

ん

く

も

は

ろ

来
世
迄
の
疑
念
の
雲
を
祓
ふ
な
り
。

せ

ん

ぞ

ほ

う

と

く

お

や

だ

い

だ

い

く

ハ

こ

ぜ

ん

せ

孝
養
文
拝
読
の
行
を
積
バ
、
先
祖
江
の
奉
徳
、
親
代
代
過
去
前
世

仁
即
し
出
町
叡
即
卜
な
り
。
忽
の
距
町
‘
舶
旦
の
均
年
犀
メ
、

糾
耐
轡
釦
町
な
り
。

孝
養
文
拝
読
の
行
ヲ
積
バ
、
罪
障
消
滅
・
孝
心
成
就
、
其

さ

そ

ハ

れ

し

ぜ

ん

こ

う

こ
う

だ

い

ど

う

す

A

い

た

な

を

ま

づ

こ
う
せ
い

孝
精
，
誘
て
至
善
卜
孝
行
の
大
道
t
勤
ミ
至
ル
ベ
し
。
猶
先
、

て

ん

ち

し

ん

ぶ

つ

を

ん

れ

い

ほ

う

し

や

う

へ

l
＼

ち

う

ぎ

せ

ん

ぞ

お

や

l
¥

天
地
神
仏
江
の
恩
礼
報
謝
上
々
社
の
忠
義
、
先
祖
親
々
江
の

孝
行
と
な
れ
バ
、
勤
メ
て
怠
る
事
な
か
る
べ
し
卜
畏
美
々
々

っ
A
し
ん
は
い
ど
く
な
し
た
て
ま
つ
り
お
ハ
ん
ぬ

謹

で

奉

為

拝

読

畢

゜

孝
養
文
奉
拝
功
徳
書

【注
】

①
施
印
の
定
義
め
い
た
記
述
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

「
書
籍
•

印
刷
物
を
印
刷
し
て
施
興
す
る
も
の
」
（
乙
竹
岩
造
『
施

印
と
ポ
ス
タ
ー
』
東
京
文
理
科
大
学
、
一
九
三
一
、
一
頁
）

i

「或

る
目
的
の
も
と
に
、
或
る
冊
子
を
印
刷
し
て
、
一
般
の
希
望
者
又

は
特
定
の
人
々
に
、
無
料
頒
布
す
る
物
」
（
井
上
和
雄
「
施
本
考
」

『
書
物
展
望
』
第
七
巻
十
号
、

一
九
七
三
、
十
頁

i

同
著
『
書
物

三
見
』
書
物
展
望
社
、
一

九
三
九
、
に
も
所
収
）
~
「
施
し
の
た
め

に
配
る
刷
り
も
の
」
（
増
田
太
次
郎
『
引
札
絵
ビ
ラ
風
俗
史
』
青

蛙
房
、
一
九
八
一
、
二

0
0
頁）

5

「
倫
理
的
徳
目
や
道
歌
、
そ
の

意
を
明
示
す
る
絵
入
り
の
一
枚
の
刷
り
物
で
、
道
話
の
聴
衆
に
配

付
し
家
庭
内
の
ど
こ
か
に
貼
り
、
常
に
心
の
注
意
を
喚
起
さ
せ
る

と
い
う
教
育
効
果
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
」
（
三
宅
守
常
「
石

門
心
学
と
道
歌
」
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
編
『
近
世
の
精
神
生
活
』

横
浜

・
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
、
一
九
九
五
、
一
三

0
頁）

i

「主

と
し
て
民
間
教
導
を
目
的
と
し
て
冊
子
を
印
刷
し
、
無
料
で
頒
布

す
る
も
の
」
（
中
野
三
敏
『
書
誌
学
談
義
江
戸
の
板
本
』
岩
波

書
店
、
一

九
九
五
、
五
七
頁
）

i

「心
学
者
が
発
行
し
た
お
お
む
ね

一
枚
刷
り
の
印
刷
物
の
こ
と
で
あ
る
」
（
高
野
秀
晴
「
石
門
心
学

の
「
メ
デ
ィ
ア
戦
略
」
」
辻
本
雅
史

・
沖
田
行
司
編
『
教
育
社
会

史
』
山
川
出
版
社
、
二

0
0
二
、
一
六
七
頁
）

i

「
篤
志
の
個
人
、

寺
社
、
あ
る
い
は
機
関
や
結
社
が
出
版
費
用
を
出
資
し
て
作
製
し
、
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「
『
孝
連
人
物
考

和
合

希
望
者
ま
た
は
特
定
の
人
間
に
無
料
配
布
し
た
書
籍
や
摺
り
物
」

（
鈴
木
俊
幸
「
施
本
」
『
日
本
古
典
籍
書
誌
学
辞
典
』
岩
波
書
店
、

一
九
九
九
、

三
四
一
頁
）
。

②
前
掲
『
施
印
と
ポ
ス
タ
ー
』
。

③
前
掲

「
施
本
考
」
蔀
面
田
信
寛
「
石
津
屋
施
本
「
六
諭
演
義
大
意
」」

『
東
北
大
学
院
大
学
論
集

一
般
教
育
』
第
三
五
・

三
六
合
併
号
、

一
九
五
九
る
同

「
菊
田
屋
施
本

「善
悪
種
蒔
鏡
」
」
『
東
北
大
学
院

大
学
論
集
一
般
教
育
』
第
三
八
号
、
一
九
六
一

i

「
金
生
堂
施

本
「
和
語
陰
隙
録
」
に
つ
い
て
」
『
東
北
大
学
院
大
学
論
集
一

般
教
育
』
第
四
一
号
、

一
九
六
二。

④
池
上
英
子
『
美
と
礼
節
の
絆
ー
日
本
に
お
け
る
交
際
文
化
の
政
治

的
起
源
』

(
N
T
T
出
版
、

二
0
0
五
）
こ
横
田
冬
彦

「
近
世
の
出
版

文
化
と
〈
日
本
ご
『
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
学
び
捨
て
る
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
二

0
0
六
年
）
な
ど
。

⑤
 
V
a
n
 
S
t
e
e
n
p
a
a
l
,
 N

i
e
l
s
.
 “

T
a
m
i
n
g
 
t
h
e
 
F
i
r
e
 
H
o
r
s
e
:
 
T
h
e
 

F
r
e
e
 
D
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
o
f
 
A
n
l
i
-
s
u
p
e
r
s
l
i
l
i
o
n
 
P
a
m
p
h
l
e
l
s
 

E
a
s
t
 
A
s
i
a
n
 
P
u
b
l
i
s
h
i
n
g
 a
n
d
 

i
n
 
E
a
r
l
y
 
M
o
d
e
r
n
 
J
a
p
a
n
,

”
 

S
o
c
i
e
t
y
,
 5

芯｝・

2
0
1
5
.

⑤
フ
ァ
ン
ス
テ
ー
ン
パ
ー
ル
、
ニ
ー
ル
ス
「
『
〈
孝
学
社
中
〉
実
明
記
』

ー
近
世
後
期
京
都
に
お
け
る
「
孝
学
所
」
の
社
中
記
」
『
近
世
京

都
』
第
三
号
、
二

0
一
九
。
（
校
正
中
）

⑦
フ
ァ
ン
ス
テ
ー
ン
パ
ー
ル
、
ニ
ー
ル
ス

編』

I
美
濃
国
に
お
け
る
河
瀬
友
山
と
そ
の
「
孝
連
」
活
動
」
『
教

育
史
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
第
十
三
号
、
二

0
一
八
、
五
六
頁
。

⑧
『
実
明
記
』
の
全
文
翻
刻
は
、
前
掲

「『
〈
孝
学
社
中
〉
実
明
記
』

ー
近
世
後
期
京
都
に
お
け
る

「孝
学
所
」
の
社
中
記
」
に
掲
載
さ

れ
る
が
、
現
在
校
正
中
で
頁
番
号
が
確
定
し
て
い
な
い
た
め
、
本

稿
に
お
け
る
本
資
料
へ
の
引
用
は
原
文
の
丁
を
も
っ
て
表
す
。

①
「
社
会
教
育
者
と
し
て
の
孝
学
友
山
（
四
）
」
『
朝
日
新
聞
京
都

附
録
』
大
正
五
(
-
九

一
六
）
年
八
月
七
日
。

⑩
「
社
会
教
育
者
と
し
て
の
孝
学
友
山
（
二
）
」
『
朝
日
新
聞
京
都

附
録
』
大
正
五
(
-
九
一
六
）
年
七
月
二
八
日
。
ま
た
、
「
伏
見

孝
釈
所
」
と
い
う
名
称
は
、
『
実
明
記
』
（
五
丁
オ
）
に
よ
る
。

血
安
政
五
年
の
発
行
年
が
見
え
る
の
は
『
孝
学
衣
慎
録
和
合
編
』

で
あ
る
。

⑰
友
山
の
長
男
友
伯
と
、
二
男
友
明
も
孝
道
普
及
活
動
に
携
わ
っ
た

形
跡
は
あ
る
が
、
「
孝
学
所
」
と
い
う
組
織
名
の
も
と
で
、
か
つ

安
政
年
間
以
降
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
証
拠
は
未
だ
な
い

（
友
伯
に
つ
い
て
は
【
1
4
】
「
孝
学
講
釈
」
を
、
友
明
に
つ
い
て

は
『
朝
日
新
聞
京
都
附
録
』
（
大
正
六
(
-
九
一
七
）
年
十
月

十
七
日
）
を
参
照
）
。
ま
た
、
友
明
の
三
男
友
彦
(
-
八
六
九

s

一
九
四
七
）
を
理
事
長
に
、
大
正
十
四
（
一
九
二
五
）
年
十
月
二

十
五
日
に
、
「
孝
学
堂
協
賛
会
」
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
も
附
言
し

て
お
く
。
京
都
を
主
な
地
域
に
、
凡
そ
一
千
五
百
余
名
の
会
員
を
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率
い
て
、
「
去
今
一
百
有
余
年
以
前
文
化
文
政
ノ
頃
孝
学
友
山
ナ

ル
モ
ノ
孝
道
普
及
ノ
目
的
ヲ
以
テ
孝
学
堂
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
興
シ
タ
ル

ソ
ノ
唱
導
ヲ
継
承
シ
テ
」
、
協
賛
会
は
講
演
会
や
、
孝
道
雑
誌
『
わ

す
れ
ま
い
』
発
行
、
孝
子
節
婦
の
表
彰
を
事
業
内
容
と
し
た
（
古

谷
敬
二
編
『
全
国
教
化
団
体
名
鑑
』
中
央
教
化
団
体
連
合
会
、
一

九
二
九
年
、
四
五
六
頁
）
。

⑬
「
孝
学
所
施
配
惣
締
方
」
と
い
う
表
現
は
『
孝
掟
』
の
末
尾
に
あ

る。

⑭
似
た
記
述
は
『
実
明
記
』
（
三
丁
オ
）
に
も
あ
る
が
、
長
文
な
た

め
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

⑮
ま
た
、

【2
8

】
は
京
都
女
子
大
学
図
書
館
の
複
写
禁
止
規
定
に
よ

り
、
残
念
な
が
ら
こ
こ
で
図
画
で
表
示
で
き
な
い
が
、
そ
の
見
返

し
に
あ
る
施
印
マ
ー
ク
は
【
2
A

】
【
2
C

】
と
異
な
り
、
見
返
し
の

真
ん
中
に
記
さ
れ
て
い
る
。

⑯
こ
の
「
施
主
某
」
と
い
う
施
印
マ
ー
ク
は
も
と
よ
り
版
木
自
体
に

あ
る
の
で
、

【3
】
の
全
て
の
版
に
あ
る
。
た
だ
、

【3
M

】
は
ほ
か

の
版
と
違
い
、
別
に
押
さ
れ
て
い
る
施
印
マ
ー
ク
が
な
い
た
め
、

こ
こ
で
「
施
主
某
」
を
施
印
マ
ー
ク
と
す
る
。
こ
う
し
た
実
態
も

あ
る
た
め
、
施
印
マ
ー
ク
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
、
今
後
、
マ

ー
ク
の
筆
記
メ
デ
ィ
ア
す
な
わ
ち
直
筆

・
押
印
・

刻
版
の
差
に
も

配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
省
略
し
た
。

⑰
前
者
二
つ
の
引
用
は
『
孝
連
ヶ
条
』
天
保
七
年
版
に
あ
り
、
後
者

は
天
保
九
年
版
に
あ
る
（
前
掲
「
『
孝
連
人
物
考
和
合
編
』
ー

美
濃
国
に
お
け
る
河
瀬
友
山
と
そ
の
「
孝
連
」
活
動
」
五
七
頁
、

図

m
.
w
)。

⑬
『
朝
日
新
聞
京
都
附
録
』
（
大
正
五
(
-
九
一
六
）
年
七
月
二
十

八
日
）
に
は
、
「
伏
見
二
十
一
組
は
十
二
に
区
画
さ
れ
て
、
一
区

画
宛
片
ツ
端
か
ら
孝
学
の
洗
礼
を
受
け
さ
せ
る
事
に
な
っ
た
。
一

度
そ
の
聴
講
に
列
し
た
者
は
誰
し
も
姓
名
を
そ
こ
の
控
帳
に
自
署

せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
自
署
と
い
ふ
事
に
良
心
の
灯
は
輝
き

ま
す
。
祖

□

（先
か
）
の
名
を
汚
す
と
か
親
に
粗
末
を
す
る
と
か

い
ふ
場
合
何
時
も
孝
学
所
に
自
署
し
た
手
が
自
か
ら
に
戦
な
く
と

謡
は
れ
た
も
の
で
し
た
」
と
あ
る
の
で
、
孝
席
に
出
席
す
る
際
に

も
、
姓
名
を
記
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
孝
席
は

一
般
公
開
さ
れ
た
よ
う
な
の
で
、
そ
の
視
聴
者
は
必

ず
し
も
会
員
で
あ
る
限
り
は
な
い
。
『
実
明
記
』
の
記
述
で
は
、
「
孝

の
本
」
へ
姓
名
を
公
表
す
る
者
は
、
す
で
に
「
社
中
へ
連
」
っ
て

い
る
者
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
「
孝
の
本
」

は
「
控
帳
」
と
考
え
に
く
い
。
よ
っ
て
、
現
時
点
で
筆
者
は
「
孝

の
本
」
を
孝
学
所
が
出
版
し
た
施
印
と
理
解
す
る
。

⑰
河
瀬
友
山
の
他
の
書
物
に
も
「
名
利

・
名
聞
」
の
否
定
が
見
ら
れ

る
。
『
〈
水
火
和
合
〉
灯
明
記
』
に
は
、
「
抑
神
仏
へ
灯
明
を
捧
た

て
ま
つ
る
事
ハ
孝
学
の
礼
に
て
名
利
・
名
聞
に
あ
る
べ
か
ら
ず
」

と
、
『
三
野
人
物
考
和
合
編
』
(
-
八
三
五
年
序
）
に
「
其
孝
名
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を
書
集
る
人
物
考
の
名
録
は
、
名
利
・
名
聞
を
好
む
人
物
に
あ
ら

ず
、
代
々
の
血
流
を
明
に
、
孝
名
を
後
世
に
残
す
は
先
祖
へ
の
孝

礼
な
り
」
と
、
『
孝
連
人
物
考
和
合
編
』
(
-
八
三
七
年
序
）
に

「
孝
学
に
心
を
寄
て
言
散
し
た
る
言
の
葉
ハ
、
賢
愚
雅
俗
の
趣
向

を
不
撰
、
有
の
侭
に
書
集
て
一
所
二
連
、
人
物
考
と
題
し
て
、
後

世
に
伝
る
事
、
先
祖

・
子
孫
え
の
孝
養
に
し
て
、
人
々
の
名
利

・

名
聞
に
あ
ら
ず
」
と
あ
る
。

【附
記
】

本
稿
は
、
二

0
一
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
「
近
世
教
育
メ
デ
ィ

ア
史
に
お
け
る
「
無
料
」
の
価
値
ー
「
施
印
」
に
着
目
し
て
」
（
若

手
研
究
B
、
1
7
K
l
2
9
00
l
)

に
よ
る
成
果
の

一
部
で
あ
る
。
ま
た
、
本

稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
史
料
の
閲
覧
と
撮
影
を
快
く
ご
許
可
く
だ

さ
っ
た
孝
学
家
の
方
々
に
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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