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梅
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【
要
約
］
　
石
田
梅
壷
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
心
学
は
、
近
世
封
建
社
会
の
転
換
期
に
お
け
る
町
人
階
級
の
髄
界
観
、
人
生
観
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、

近
来
と
く
に
意
義
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
心
学
思
想
成
立
の
直
接
の
源
由
を
な
す
も
の
は
そ
の
時
代
町
入
社
会
に
一
般
に
行
わ
れ
て
い
た
儒
教

的
、
仏
教
的
乃
至
和
学
的
教
養
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
を
具
体
的
に
關
明
す
る
た
め
に
梅
岩
の
主
著
「
都
協
問
答
」
に
つ
い
て
、
そ
の
中
に
直
接

引
用
さ
れ
、
も
し
く
は
、
問
接
に
で
も
そ
の
所
論
の
典
拠
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
書
物
を
漢
籍
・
仏
典
．
和
書
の
三
種
に
分
っ
て
そ
の
書
目
と
そ
の
頻
度

と
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
池
心
は
そ
れ
ぞ
れ
三
八
・
三
一
・
九
種
と
な
り
、
儒
学
こ
と
に
朱
子
学
関
係
の
書
物
が
多
い
こ
と
が
冒
立
つ
。
併
し
そ
の
こ
と
か
ら

直
ち
に
心
学
は
朱
子
学
に
由
来
す
る
と
の
阜
急
な
結
論
を
出
す
べ
き
で
は
な
く
、
心
学
の
特
色
は
そ
れ
ら
儒
仏
神
に
わ
た
る
時
代
の
教
養
を
ひ
ろ
く
取
入
れ

て
、
し
か
も
そ
の
い
ず
れ
に
も
捕
わ
れ
ず
、
こ
れ
を
自
己
の
体
験
に
即
し
て
主
体
的
に
理
解
し
、
意
義
づ
け
た
と
こ
ろ
に
認
め
ら
る
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。

一

　
心
学
の
開
祖
と
し
て
近
世
思
想
史
上
特
異
の
地
位
を
占
め
る
石
田

梅
岩
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
古
く
か
ら
幾
多
の
研
究
が
加
え

ら
れ
て
お
り
、
と
く
に
近
時
に
お
い
て
は
そ
れ
を
ば
そ
の
生
れ
た
時

代
社
会
と
関
連
づ
け
て
再
吟
味
し
、
そ
の
独
自
な
考
え
方
と
そ
の
町

人
社
会
へ
の
布
及
に
つ
い
て
新
し
匝
評
禦
行
わ
れ
て
い
る
⑪
梅
岩

が
あ
ら
わ
れ
た
享
保
時
代
は
い
う
ま
で
竜
な
く
近
世
封
建
社
会
の
転

換
期
に
当
マ
リ
、
幕
藩
体
制
の
有
す
る
根
本
的
な
矛
盾
が
よ
う
や
く
社

会
の
表
面
に
現
れ
て
、
幕
府
が
一
大
改
革
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
反

95 （535）



面
、
町
人
階
級
の
著
し
い
擁
頭
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
伴
っ
て
思
想
界

に
お
い
て
も
時
代
の
オ
ル
ソ
ド
ッ
ク
ス
に
対
し
て
種
々
の
新
し
い
傾

向
が
出
始
め
た
時
代
で
あ
っ
た
。
丹
波
の
寒
村
の
出
身
で
は
あ
る

が
、
町
家
に
人
と
な
っ
た
梅
岩
が
、
そ
の
よ
う
な
風
潮
の
中
に
あ
っ

て
人
の
人
た
る
道
を
求
め
、
万
人
の
御
拾
た
る
べ
き
を
志
し
つ
つ
、

馬
入
の
営
利
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
と
と
も
に
、
倹
約
を
説
き
正
直

を
勧
め
て
町
入
階
級
の
自
覚
と
向
上
を
計
っ
た
こ
と
は
、
た
し
か
に

時
代
の
要
求
に
最
も
適
合
し
た
こ
と
が
ら
で
あ
り
、
そ
の
意
味
か
ら

か
れ
の
心
学
を
端
的
に
「
町
入
の
哲
学
」
な
ど
と
呼
ぶ
こ
と
も
十
分

理
由
の
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
併
し
な
が
ら
梅
岩
の
心
学
の
よ
り

深
い
理
解
の
た
め
に
は
、
単
に
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
、
大
ま
か
な

時
代
と
の
つ
な
が
り
や
、
そ
の
所
説
の
一
面
の
把
握
の
み
ぞ
な
く
、

さ
ら
に
立
入
っ
て
そ
の
思
想
の
基
く
と
こ
ろ
、
そ
の
学
問
形
成
の
過

程
に
つ
い
て
究
明
す
る
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
い
う
ま
ぞ
も
な
く
一
つ
の
思
想
が
生
れ
、
そ
れ
が
一
個
の
学
問
と

し
て
体
系
を
・
も
ち
、
さ
ら
に
そ
の
同
志
や
門
弟
を
集
め
て
一
つ
の
学

派
を
形
成
す
る
に
至
る
ま
で
に
は
内
外
諸
種
の
要
因
が
考
え
ら
れ

る
。
一
人
の
思
想
家
が
生
れ
育
つ
た
時
代
。
社
会
の
政
治
的
・
経
済

的
諸
状
態
が
大
き
く
か
れ
の
思
想
形
成
に
影
響
す
る
こ
と
は
勿
論
な

が
ら
、
さ
ら
に
よ
り
直
接
な
も
の
と
し
て
は
か
れ
が
そ
の
野
面
・
研

究
の
閥
に
受
け
た
既
存
の
単
・
問
や
宗
教
思
想
の
感
化
が
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
ら
政
治
的
∵
経
済
的
乃
至
恩
想
的
諸
要
因
は
そ
の
思
想
家

に
対
し
て
い
わ
ば
外
的
環
境
と
い
う
べ
く
、
か
れ
の
思
想
の
形
成
を

大
き
く
条
件
づ
け
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
す
べ
て
の
思
想
は
た
ん
に

そ
れ
ら
の
条
件
に
よ
っ
て
決
定
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
思
想
家
が

そ
の
体
験
や
膨
雀
を
通
し
て
そ
れ
ら
に
適
応
し
取
捨
し
て
、
そ
こ
に

か
れ
自
ら
に
固
有
な
色
彩
を
加
え
、
独
自
な
【
冨
葉
を
も
つ
て
表
現
し

た
も
の
ぞ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
歴
史
上
の
諸
思
想
に
関
し
、

こ
れ
を
条
件
づ
け
た
諸
要
因
を
分
析
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
対
応

し
た
思
想
家
の
内
的
体
験
と
そ
の
蓑
現
の
個
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
こ
そ
、
恩
翼
翼
研
究
の
第
一
の
課
題
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
今
、
こ
れ
を
梅
里
の
上
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
思
想
を
条
件
づ

け
た
外
的
契
機
と
し
て
は
た
ん
に
封
建
社
会
の
転
換
期
と
い
う
よ
う

な
概
括
的
規
定
で
は
な
く
、
か
れ
の
伝
記
的
資
料
に
も
と
づ
い
て
そ

の
人
と
な
っ
た
家
庭
的
環
境
や
、
京
都
の
町
入
社
会
の
生
活
、
ま
た

か
れ
を
取
り
ま
い
た
交
友
や
門
弟
ら
の
特
殊
な
サ
ー
ク
ル
が
一
友
究

明
さ
れ
る
と
と
竜
に
、
よ
り
直
接
に
そ
の
思
想
形
成
の
素
材
と
な
っ

た
先
行
の
学
問
・
思
想
と
の
関
係
が
具
体
的
に
討
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
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「都騨顎翻の成立（柴田）

な
い
。
そ
し
て
そ
の
思
想
の
特
性
と
し
て
は
ひ
と
り
公
刊
さ
れ
た
著

作
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
量
多
く
遺
さ
れ
た
未
刊
の
遺
稿

に
つ
い
て
竜
十
分
な
考
察
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
勿

論
で
あ
ろ
う
。
今
、
私
は
そ
れ
ら
諸
問
題
の
中
、
堂
々
が
先
行
の
思

想
に
負
う
と
こ
ろ
の
も
の
、
言
換
え
れ
ば
心
学
思
想
の
源
流
の
問
題

に
つ
い
て
少
し
吟
味
し
た
と
こ
ろ
を
述
べ
た
い
と
思
う
。

　
尤
も
こ
の
点
は
古
く
か
ら
最
も
多
く
問
題
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

っ
て
、
心
学
が
朱
子
学
の
系
統
に
出
た
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
陽
明

学
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
乃
至
は
そ
れ
に
お
け
る
禅
学
老
荘

の
影
響
や
神
道
と
の
関
係
如
何
と
い
う
こ
と
は
、
従
来
心
学
に
つ
い

て
説
く
も
の
の
必
ず
言
及
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
最
竜

一
般
的
な
結
論
は
心
学
の
特
徴
は
三
教
合
一
に
あ
る
と
す
る
極
め
て

常
識
的
な
解
釈
に
帰
す
る
の
で
あ
っ
た
。
心
学
更
に
つ
い
て
今
日
ま

で
最
も
深
く
最
も
精
緬
な
研
究
を
成
し
遂
げ
ら
れ
た
石
川
謙
博
士
は

そ
れ
以
前
に
お
け
る
こ
の
問
題
に
関
す
る
諸
説
を
厳
密
に
検
討
し
た

後
に
、
心
慮
の
学
の
真
面
目
は
か
れ
が
何
か
一
つ
の
思
想
体
系
を
撲

他
独
占
的
に
受
容
れ
、
そ
れ
を
根
拠
と
し
そ
れ
に
よ
り
か
か
っ
て
自

己
の
説
を
築
い
た
と
い
う
も
の
で
は
な
く
｛
あ
く
ま
で
自
己
の
体
験

を
基
礎
に
、
生
地
の
我
が
眼
で
物
を
見
、
素
の
ま
ま
の
事
象
か
ら
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

え
よ
う
と
し
た
点
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
点
に
つ

い
て
は
私
も
全
面
的
に
所
見
を
同
じ
く
す
る
も
の
ぞ
あ
る
が
、
併
し

そ
の
こ
と
は
決
し
て
か
れ
が
そ
の
時
代
σ
一
般
の
学
問
や
思
葱
と
無

関
係
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
か
れ
が

ひ
ろ
く
時
代
の
あ
ら
ゆ
る
思
想
・
あ
ら
ゆ
る
文
化
か
ら
学
び
そ
の
影

響
を
う
け
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
か
れ
の
著
書
や
遺

稿
が
多
く
の
経
書
や
仏
典
乃
至
和
書
か
ら
の
引
用
に
満
ち
て
い
る
こ

と
が
、
端
的
に
証
明
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
引
用
は
い
う
ま
で
も
な

く
た
ん
に
か
れ
の
思
想
の
基
く
と
こ
ろ
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
む

し
ろ
そ
の
思
想
を
述
べ
る
一
つ
の
形
式
で
あ
り
、
そ
の
意
思
を
托
す

る
手
段
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
梅
岩
自
ら
の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば
文
字
は
己
が
心
の
所
在
を
知
る
た
め
の
所
書
で
あ
り
、
神
儒
仏
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン
　
な
　
ぐ
ぱ
ゆ

の
他
凡
百
の
教
は
す
べ
て
そ
の
心
を
磨
く
た
め
の
磨
種
で
あ
る
と
い

　
③

う
。
か
れ
の
学
問
の
真
の
理
解
は
か
れ
と
同
じ
く
そ
の
心
（
一
性
）

を
知
り
え
て
は
じ
め
て
全
き
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
そ

れ
を
知
る
た
め
に
も
か
れ
が
果
し
て
如
何
な
る
と
ぎ
草
を
竜
つ
と
も

多
く
採
り
用
い
た
か
を
問
う
こ
と
瀬
踏
し
て
無
用
で
は
な
い
で
あ
ろ

、
づ
。

　
そ
の
方
油
は
梅
岩
の
主
著
「
都
鄙
問
答
」
の
全
文
に
つ
い
て
そ
の
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引
用
や
典
拠
を
一
々
吟
味
究
明
す
る
と
い
う
極
め
て
平
凡
に
し
て
他

奇
の
な
い
操
作
を
試
み
る
ま
ぞ
で
あ
る
が
、
私
は
こ
の
ほ
ど
梅
岩
の

全
集
を
編
む
に
当
っ
て
、
　
「
都
鄙
問
答
」
の
原
縞
一
本
や
注
解
本
に
つ

い
て
詳
し
く
検
討
す
る
機
会
を
も
つ
た
の
で
、
た
だ
流
布
の
刊
本
の

み
を
竜
と
に
し
た
場
合
よ
り
も
幾
分
と
も
精
度
の
高
さ
を
も
っ
て
説

を
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
と
思
う
。

ω
　
最
近
の
剛
直
と
し
て
軸
圧
齢
す
べ
き
亀
の
に
竹
中
鰭
二
巴
・
石
門
心
巌
＋
の

　
社
会
的
基
盤
上
、
　
中
（
「
近
畿
大
単
商
経
学
叢
」
三
ノ
三
、
五
ノ
一
）
が

　
あ
る
。

ω
　
石
川
謙
構
一
士
・
石
門
心
滋
Ψ
史
の
研
究
（
昭
年
十
三
年
）
五
四
貰
。
）

⑧
　
都
響
問
答
巻
竃
、
性
理
問
答
ノ
段
（
全
集
一
二
一
頁
）

二

　
「
都
邸
問
答
」
が
一
部
の
成
書
と
し
て
公
刊
さ
れ
る
ま
で
の
外
的

な
事
情
に
つ
い
て
は
す
で
に
新
編
の
「
全
集
」
解
題
に
詳
説
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
、
念
の
た
め
そ
の
要
点
を
再
録
す
れ
ば
、
こ
の

書
の
初
刊
は
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
七
月
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の

草
稿
は
す
で
に
そ
の
前
年
ま
で
に
出
来
上
っ
て
い
た
ら
し
く
、
遺
存

す
る
「
但
馬
入
湯
道
之
記
」
に
よ
る
と
元
文
三
年
四
月
末
か
ら
五
月

上
旬
に
か
け
て
、
梅
…
岩
は
門
弟
数
名
を
伴
な
い
そ
の
草
稿
を
携
え
て

城
崎
に
入
湯
し
、
そ
の
地
に
お
い
て
日
夜
草
稿
の
添
削
加
筆
に
当
っ

た
。
そ
し
て
そ
の
稿
を
定
め
る
に
当
っ
て
は
こ
れ
を
随
伴
の
門
弟
ら

に
示
し
て
読
ま
し
め
、
そ
の
意
見
を
徴
し
た
ら
し
い
こ
と
が
硯
馬
草

稿
本
の
附
箋
に
よ
っ
て
察
せ
ら
れ
る
。
例
え
ば
そ
の
第
一
段
の
標
題

は
は
じ
め
は
「
田
舎
問
答
」
と
記
さ
れ
て
あ
り
、
う
ち
つ
け
に
「
或
時

古
郷
之
者
来
テ
日
、
」
　
と
起
筆
さ
れ
て
あ
っ
た
の
を
門
弟
ら
の
意
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
テ
　
　
ム

に
聴
い
て
、
現
行
本
に
見
る
如
き
、
　
「
大
哉
乾
元
、
万
物
資
始
、
」

云
々
の
二
丈
を
加
え
、
そ
の
標
題
も
「
都
榔
問
答
」
と
改
め
ら
れ
た

も
の
ぞ
あ
る
こ
と
が
、
現
存
二
種
類
の
草
稿
か
ら
帰
納
さ
れ
る
。
そ

れ
に
つ
づ
く
各
毅
も
同
じ
く
草
稿
の
用
紙
や
そ
の
書
き
…
様
か
ら
し
て

一
度
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
幾
年
月
か
の
聞
に
ボ
ツ
ボ
ツ

書
き
と
め
ら
れ
た
も
の
を
、
こ
の
と
き
加
筆
整
理
し
、
そ
の
配
列
を

考
え
て
四
巻
に
ま
と
め
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
草
稿
の
中
に
は
刊

本
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
項
目
を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
冊
数
も
は
じ

め
は
六
冊
に
分
け
ら
れ
て
い
た
の
を
、
後
に
一
部
項
目
を
省
い
て
現

今
見
る
如
き
二
冊
四
巻
に
編
み
直
し
た
の
も
何
等
か
の
理
由
あ
っ
て

の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
　
（
省
か
れ
た
項
目
は
遺
稿
「
語
録
」
の
申

に
収
載
さ
れ
て
あ
る
。
）

　
次
に
刊
本
「
都
鄙
問
答
」
全
冊
の
構
成
を
み
る
と
、
ま
ず
第
一
巻
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「都灘問瞥」の成立（柴田）

に
都
鄙
問
答
ノ
段
以
下
五
段
（
章
）
、
　
第
二
巻
に
は
鬼
神
ヲ
遠
ト
申

事
ヲ
問
ノ
段
以
下
四
段
、
第
三
巻
は
全
巻
性
理
問
答
ノ
段
一
段
に
あ

て
、
第
四
巻
は
学
者
行
状
心
得
難
キ
ヲ
問
ノ
段
以
下
六
段
を
収
録
、

都
合
十
六
段
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
各
段
に
は
著
し
く
長
短
の
差
が

あ
り
、
そ
の
主
題
と
す
る
と
こ
ろ
も
種
々
の
事
柄
に
亙
っ
て
お
り
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
全
体
は
あ
ま
り
組
織
的
な
構
成
を
竜
つ
と

は
言
い
難
い
よ
う
で
あ
る
が
、
な
お
少
し
精
し
く
そ
の
内
容
に
立
入

っ
て
再
思
す
る
と
必
ず
し
も
そ
う
と
の
み
断
じ
ら
れ
な
い
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
即
ち
ま
ず
そ
の
第
一
設
に
お
い
て
梅
岩
は
自
已
の
講
学
の

素
志
を
述
べ
、
己
が
師
乱
雲
に
就
い
て
悟
を
開
く
よ
う
に
な
っ
た
経

緯
を
物
語
り
、
そ
の
自
得
し
た
と
こ
ろ
こ
そ
天
に
受
け
え
た
理
で
あ

っ
て
聖
賢
の
道
に
外
な
ら
ぬ
こ
と
を
説
い
て
全
巻
の
大
前
提
を
な
し
、

つ
い
で
第
二
の
孝
ノ
道
ヲ
問
ノ
段
以
下
四
段
に
お
い
て
は
子
た
る
電

の
と
士
。
商
・
農
（
播
州
ノ
人
）
各
身
分
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
・

道
あ
る
こ
と
を
説
い
て
、
い
わ
ば
総
論
に
当
て
、
転
じ
て
第
一
、
一
巻
に

お
い
て
は
は
じ
め
の
工
段
に
神
道
及
び
仏
教
に
竜
と
つ
く
世
人
の
誤

解
を
弁
じ
、
後
の
一
一
段
に
再
び
子
た
る
も
の
の
道
と
商
人
の
学
問
に

就
い
て
論
じ
、
最
後
に
孟
子
を
引
い
て
道
は
一
な
る
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
。
而
し
て
次
の
第
三
巻
で
は
い
よ
い
よ
梅
岩
の
学
問
の
真
髄

と
も
い
う
べ
き
性
理
に
関
す
る
論
議
の
委
曲
を
つ
く
す
。
そ
れ
は
い

う
ま
で
も
な
く
全
巻
の
眼
目
に
当
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
第
四
巻
は
余

論
と
も
応
用
問
題
と
も
い
う
べ
く
、
世
上
い
く
つ
か
の
実
例
に
つ
い

て
か
れ
の
立
揚
か
ら
す
る
一
貫
し
た
考
え
方
、
解
き
方
を
説
示
し
て

い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
「
都
榔
問
答
」
の
三
段
は
必
ず
し
も

漫
然
梅
岩
と
歯
入
若
し
く
は
門
外
者
と
の
折
女
の
問
答
を
寄
せ
集
め

て
巻
を
な
し
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
体
系
的
に
そ
の
思
想
を

述
べ
る
べ
く
、
平
素
書
き
と
ど
め
た
多
く
の
草
稿
の
中
か
ら
そ
れ
に

適
切
な
も
の
を
選
ん
で
編
医
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
そ
の
際
選
り
の
け
ら
れ
た
諸
々
は
、
「
都
鄙
問
答
」
．
刊
行
以
後
、

死
に
至
る
ま
で
の
遺
稿
と
と
も
に
「
語
録
」
の
名
の
下
に
今
日
ま
で

伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
…
諸
篇
の
う
ち
、
最
も
古
い
日
付
を
有

す
る
竜
の
は
元
文
二
年
閏
十
一
月
三
日
と
記
さ
れ
た
も
の
で
、
他
に

日
付
の
な
い
も
の
の
中
に
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
古
い
も
の
の
存
す
る

で
あ
ろ
う
こ
と
も
勿
論
想
定
さ
れ
な
い
で
は
な
い
が
、
梅
岩
が
自
己

の
思
想
に
つ
い
て
執
筆
し
は
じ
め
た
の
は
ほ
ぼ
そ
の
こ
ろ
か
ら
と
考

え
て
大
い
な
る
誤
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
か
れ
が
小
栗
了
雲
と

の
羅
遁
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
自
性
を
見
得
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
車
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屋
町
二
条
上
る
町
に
講
席
を
設
け
て
世
人
の
た
め
に
公
開
し
道
を
説

き
は
じ
め
た
享
保
十
七
年
か
ら
足
か
け
九
年
目
、
歳
五
十
二
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
そ
の
は
じ
め
は
講
莚
に
殆
ど
聴
衆
も
な
く
、
唯
見
台
と

指
向
い
で
書
を
講
ず
る
こ
と
も
淫
女
あ
っ
た
と
後
に
述
懐
さ
れ
て
い

る
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
八
九
年
の
聞
に
よ
う
や
く
信
超
す
る
門

弟
竜
禺
来
、
自
ら
学
者
と
し
て
世
に
立
つ
自
信
も
出
来
て
、
こ
こ
に

は
じ
め
て
そ
の
所
見
を
世
に
問
い
、
後
代
の
た
め
に
も
こ
れ
を
書
遺

そ
う
と
す
る
に
至
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
尤
も
梅
岩
は
元
文
二

年
春
門
弟
近
江
屋
仁
兵
衛
（
斎
藤
金
門
）
の
斡
旋
で
居
を
車
屋
町
か

ら
堺
町
蛸
薬
師
上
る
所
に
移
し
た
が
、
現
存
す
る
遺
稿
が
す
べ
て
上

述
の
よ
う
に
こ
の
年
以
後
の
も
の
ぞ
あ
る
こ
と
は
、
或
は
こ
の
転
宅

と
い
う
よ
う
な
偶
然
の
理
由
に
よ
る
や
も
知
れ
な
い
。

　
そ
は
と
も
あ
れ
今
日
ま
で
伝
っ
て
い
る
梅
岩
の
遺
稿
は
「
都
翻
問

答
」
を
も
含
め
て
殆
ど
す
べ
て
問
答
体
を
な
し
た
語
録
の
形
を
と
っ

て
い
る
こ
と
は
注
意
す
べ
く
、
こ
れ
は
か
れ
の
講
学
に
お
い
て
特
徴

的
ぞ
あ
っ
た
月
並
の
会
毎
に
問
題
を
出
し
て
師
弟
の
間
で
討
論
を
行

っ
た
と
こ
ろ
が
ら
来
た
こ
と
ぞ
、
梅
岩
は
自
ら
馨
し
た
問
題
に
対
し

て
、
門
弟
か
ら
答
書
を
提
託
せ
し
め
る
と
と
も
に
、
自
ら
・
も
亦
そ
れ

に
対
す
る
答
を
書
き
記
す
の
が
常
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
自
筆
草

稿
の
遺
存
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
そ
の
問
題
は
屯
と
よ
夢
仮
設
の
も

の
も
あ
り
、
ま
た
と
き
に
世
上
実
際
の
問
題
を
採
用
し
た
こ
と
竜
あ

っ
た
が
、
「
多
く
は
最
も
現
実
的
且
つ
具
体
的
な
人
闇
閣
係
の
中
に
あ

っ
て
個
人
が
如
何
に
思
惟
し
行
為
す
べ
き
か
に
つ
い
て
の
設
問
で
あ

っ
た
。
そ
う
し
た
旦
ハ
体
的
な
問
題
を
中
心
に
門
弟
と
の
聞
に
幾
度
か

の
…
問
答
を
重
ね
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
か
れ
が
究
極
の
理
と
考
え
る
各

自
の
匿
に
つ
い
て
自
得
す
る
よ
う
導
い
て
ゆ
く
の
が
、
梅
岩
の
学
の

何
よ
り
の
特
徴
で
あ
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
言
葉
の
正
し
い
意
味
に
お
い

て
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
と
呼
ば
る
べ
き
ぞ
あ
ろ
う
が
、
梅
岩
の
誰

そ
の
学
統
を
つ
い
だ
手
島
堵
庵
は
そ
の
よ
う
な
対
話
対
論
を
通
じ
て

行
う
学
問
の
切
瑳
琢
磨
を
、
論
語
の
以
レ
丈
会
レ
友
以
レ
友
輔
レ
仁
の
語

に
よ
っ
て
会
輔
と
名
づ
け
、
以
後
、
心
学
の
門
流
の
聞
で
は
永
く
そ

の
講
学
の
方
法
と
し
て
の
形
式
が
踏
襲
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の

ぞ
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
最
初
梅
岩
が
ど
こ
か
ら
こ
の
よ
う
な
デ
ィ

ア
レ
ク
テ
ィ
ー
ク
を
…
学
ん
だ
か
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
と
り
「
都
鄙
問

答
」
の
成
立
を
論
ず
る
上
ば
か
り
ぞ
な
く
、
ひ
ろ
く
心
学
の
特
徴
を

考
え
る
上
に
最
も
重
領
畜
な
闘
題
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
を
た
ん
に
問
答
体
と
い
う
そ
の
外
形
の
み
に
つ
い
て
い
え
ば
、

そ
の
先
躍
は
も
と
よ
り
極
め
て
多
い
。
例
え
ば
藤
樹
の
「
翁
問
答
し
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に
せ
よ
、
仁
斎
の
「
童
子
問
」
に
せ
よ
、
は
た
ま
た
素
行
の
「
落
磐
」

に
せ
よ
、
皆
質
疑
応
答
の
形
を
も
つ
て
そ
の
論
旨
を
展
開
し
て
お
り
、

そ
の
中
の
斯
る
も
の
は
必
ず
師
弟
闇
に
実
際
に
上
下
さ
れ
た
問
答
に

も
と
つ
く
も
の
竜
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
事
々
が
果
し
て
こ
れ
ら

先
儒
の
著
書
を
繕
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
す
こ
ぶ
る
疑
問

で
あ
り
、
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
か
れ
の
著
書
の
内
容
に
つ
い

て
検
討
す
べ
き
段
階
に
立
至
る
の
で
あ
る
。

三

　
「
都
鄙
問
答
」
は
そ
の
冒
頭
に
易
経
上
騰
傅
の
文
を
引
い
て
・
全
巻

の
序
と
な
し
て
い
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
そ
の
各
段
に
は
し
ば
し
ば

経
書
そ
の
他
の
古
典
の
語
を
引
用
し
て
、
そ
の
所
論
の
支
え
と
し
、

ま
た
そ
れ
に
竜
と
つ
い
て
己
れ
の
見
る
と
こ
ろ
を
述
べ
て
い
る
。
そ

れ
ら
の
中
に
は
閣
ら
か
に
墨
書
二
日
、
と
し
て
そ
の
一
節
を
3
1
讃
す

る
と
こ
ろ
竜
あ
れ
ば
、
ま
た
6
1
用
書
名
を
開
示
せ
ず
に
じ
か
に
経
書

等
の
文
言
を
借
り
若
い
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
直
接

引
用
と
い
う
の
ぞ
は
な
く
と
も
闇
接
に
そ
の
意
を
採
り
用
い
、
そ
の

事
例
を
踏
ま
え
て
自
ら
の
論
旨
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な

い
。
今
、
も
し
全
巻
を
通
じ
て
そ
れ
ら
直
接
・
聞
接
に
援
用
若
し
く

は
参
照
さ
れ
た
書
物
を
ひ
ろ
い
禺
し
て
そ
の
性
質
を
吟
味
す
る
な
ら

ば
、
梅
岩
の
思
想
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
、
か
れ
の
心
学
の
も
と
つ
く

と
こ
ろ
を
開
ら
か
に
し
、
　
「
都
鄙
問
答
」
成
立
の
背
景
を
よ
り
具
体

的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
ぞ
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
目
的
を
達
す
る

た
め
に
幸
に
も
、
　
「
都
鄙
問
答
」
に
は
今
日
そ
の
草
稿
本
、
刊
本
の

ほ
か
に
注
解
本
が
遺
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
い
う
と
こ
ろ
の
注
解
本
と
は
、
　
「
都
鄙
問
答
」
の
刊
本
を
台
本
と

し
て
そ
の
字
句
の
意
義
や
3
1
用
語
向
の
出
典
や
を
竈
頭
上
欄
若
し
く

は
行
聞
に
注
記
し
た
書
入
本
の
こ
と
で
、
も
と
よ
り
た
だ
一
種
と
…
限

ら
ず
、
筆
者
が
全
集
の
編
輯
に
当
っ
て
参
照
し
た
も
の
だ
け
で
竜
五

種
十
三
部
の
多
き
に
上
っ
て
い
る
。
尤
も
こ
こ
で
五
種
と
い
う
の
は

主
と
し
て
そ
の
台
本
と
し
て
用
い
た
刊
本
の
相
違
に
よ
っ
て
分
つ
た

も
の
で
、
刊
本
は
元
文
四
年
初
刻
以
来
、
明
和
五
年
と
天
明
八
年
の

両
度
に
改
刻
さ
れ
、
そ
の
仕
立
（
冊
数
と
装
釘
累
に
も
異
本
が
多
い

が
、
そ
の
本
文
に
は
金
く
異
同
が
な
い
よ
う
に
、
こ
れ
ら
注
解
本
も

本
に
よ
っ
て
そ
の
書
入
の
多
い
少
な
い
は
あ
っ
て
も
す
べ
て
同
叫
の

系
統
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
論
証
は
あ
ま
診
に
繁
雑

で
、
且
つ
紙
数
の
関
係
竜
あ
り
、
こ
こ
に
詳
し
く
記
す
こ
と
が
で
き

・
な
い
が
、
要
は
現
存
の
注
解
本
の
す
べ
て
は
宝
暦
十
一
年
以
前
に
成
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立
し
た
同
一
の
本
を
転
写
し
た
も
の
と
結
論
さ
れ
る
。
問
題
は
そ
の

原
本
の
注
解
者
が
何
人
か
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
究
明
す
る

た
め
に
は
ま
ず
書
入
れ
の
注
解
に
幾
つ
か
の
性
質
の
差
異
の
存
す
る

こ
と
を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

　
そ
れ
は
第
一
書
入
の
大
部
分
は
6
1
用
語
句
の
出
典
を
挙
げ
、
若
し

く
は
本
文
論
旨
の
典
拠
と
考
え
ら
れ
る
古
典
の
全
文
を
書
写
し
た
も

の
ぞ
あ
る
が
、
申
に
は
ま
ま
太
・
文
の
字
句
に
つ
い
て
全
く
字
書
的
な

解
説
を
加
え
た
電
の
が
あ
る
。
例
え
ば
「
賊
、
害
也
、
盗
也
、
傷
二

害
人
｝
也
。
字
彙
凡
倫
盗
血
糖
主
日
レ
賊
。
盗
、
盗
賊
也
。
」
（
巻
一
、
都

郷
宇
高
ノ
段
山
賊
強
盗
ノ
注
、
全
集
上
三
頁
ご
一
行
）
と
い
っ
た
電
の
で
、

そ
の
体
裁
は
全
く
当
時
読
み
親
し
ま
れ
た
四
童
田
に
お
け
る
朱
注
の
形

式
を
模
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
　
書
入
に
は
こ
れ
ら
両
種

の
外
に
な
お
本
文
の
意
を
さ
ら
に
敷
宿
し
、
或
は
そ
れ
に
関
連
し
て

想
起
さ
れ
る
よ
う
な
事
柄
を
記
し
た
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
五
常
五

倫
と
い
う
に
関
連
し
て
仁
義
礼
智
信
お
の
お
の
を
題
と
し
た
和
歌
を

一
首
ず
つ
掲
げ
て
い
る
如
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
種
の
書
入
は
そ
の

書
入
の
箇
所
や
仕
方
に
竜
お
の
ず
か
ら
約
束
が
あ
っ
て
、
第
一
の
出

典
原
文
は
普
通
本
文
に
④
＠
◎
等
の
参
照
符
号
を
附
し
て
上
欄
墨
型

に
書
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
第
二
の
本
文
の
字
句
の
字
書
的

解
説
は
直
接
そ
の
字
句
0
行
聞
に
記
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、

第
三
の
も
の
は
上
欄
に
空
白
あ
る
揚
合
に
は
勿
論
そ
こ
が
用
い
ら
れ

て
い
る
竜
の
の
、
時
に
し
ば
し
ば
別
に
附
箋
を
附
し
て
書
か
れ
た
埋

合
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
差
別
は
・
も
と
よ
り
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い

が
、
そ
れ
ら
各
々
が
書
入
れ
ら
れ
た
時
期
と
従
っ
て
ま
た
書
入
れ
た

人
の
相
違
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
第

三
の
も
の
に
は
以
直
と
か
慈
と
か
典
能
聞
書
な
ど
そ
の
筆
者
の
名
が

記
さ
れ
て
あ
る
も
の
が
多
く
、
そ
れ
ら
は
梅
籍
の
直
門
で
あ
っ
た
富

岡
墨
字
。
耳
触
尼
藻
麗
な
ら
び
に
調
子
血
ハ
能
ら
が
そ
の
講
義
に
当
っ

て
記
し
た
心
覚
え
に
由
来
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
第
一
と

第
二
に
つ
い
て
は
そ
の
一
々
に
つ
い
て
そ
の
筆
者
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
は
も
と
よ
り
不
可
能
で
あ
る
が
、
家
蔵
に
か
か
る
元
文
四
年
版

本
を
台
本
と
し
た
注
解
本
の
表
紙
に
つ
ぐ
最
初
の
丁
に
「
御
書
馬
煙

　
　
　
ラ

岡
先
生
（
以
）
大
塚
先
生
（
回
）
、
福
田
先
生
、
小
倉
先
生
、
北
林
梅

　
　
　
（

遊
所
持
」
と
墨
書
し
た
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
書
入
が
唯
一
入
の

手
に
な
る
の
で
は
な
く
、
多
く
の
入
墨
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
も
の

ぞ
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
は
じ
め
簡
略
で
あ
っ
た
注
が
後
に
伝
え

ら
れ
る
に
従
っ
て
次
第
に
詳
密
に
な
る
こ
と
は
あ
ら
ゆ
る
古
典
の
場

合
に
つ
い
て
も
普
通
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
　
も
と
よ
り
当
然
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の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
記
さ
れ
た
四
姓
の
中
、
そ
の
事
蹟
の
比

較
的
明
ら
か
な
の
は
富
岡
以
直
の
み
で
、
大
塚
。
福
田
の
二
名
は
殆

ど
聞
え
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
小
倉
先
生
・
（
必
中
）
と
い
う
の
が
、
手

島
堵
庵
の
三
十
三
回
忌
に
当
り
追
善
道
話
を
行
っ
た
省
［
吾
の
こ
と
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
活
動
の
時
代
は
宝
暦
十
一
年
遅
り
は
る
か
に

降
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
こ
こ
に
い
う
書
入
は
必
ず
し
も

オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
の
み
’
ぞ
は
な
く
甲
山
写
を
も
併
照
せ
て
ぬ
思
咲
叩
す
る
も

の
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
以
直
は
梅
岩
晩
年
の
念
入
ぞ
、
か
れ
に
師
事

す
る
こ
と
五
年
、
梅
岩
の
残
雪
は
そ
の
兄
弟
子
斎
藤
豊
門
、
木
村
重

光
ら
と
と
も
に
遺
教
を
奉
じ
て
所
々
に
講
義
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
か

ら
、
梅
岩
の
遺
著
の
注
解
者
と
し
て
も
、
も
っ
と
も
適
任
者
の
一
人

ぞ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
併
し
な
が
ら
私
が
こ
こ
に
と
く
に
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
こ
と

は
、
こ
れ
ら
書
入
れ
さ
れ
た
注
解
の
主
た
る
部
分
は
以
直
も
し
く
は

そ
の
他
の
門
入
が
梅
岩
か
ら
直
女
に
聴
書
き
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か

っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
現
存
書
入
本
に
つ
い
て

直
接
に
証
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
　
「
都
榔
問
答
」
と
並
ん

ぞ
蓄
髪
の
主
著
の
一
つ
で
あ
る
「
斉
家
論
」
の
注
解
本
に
つ
い
て
は

た
ま
た
ま
遺
る
梅
岩
の
書
翰
に
よ
っ
て
そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示

す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
延
享
元
年
九
月
、
梅
岩
が
病
残
す
る
よ

う
や
く
一
週
湯
前
に
当
る
十
七
日
付
で
門
弟
大
喜
屋
平
兵
衛
（
木
村

重
光
）
に
宛
て
た
書
状
に

　
斎
家
論
下
初
口
に
倹
約
の
含
有
ゆ
へ
い
ふ
所
の
書
入
　
顔
淵
篇
に

　
斉
景
公
営
二
方
於
孔
子
一
ト
、
註
脚
是
時
景
公
失
レ
政
界
大
夫
陳
氏

　
　
ク
ニ
　
　
　
　
　
　
ヲ
ヲ
マ
ス

　
厚
施
二
於
国
一
ト
云
事
ア
リ
、
陳
氏
国
を
う
ば
は
ん
為
に
大
量
を
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
マ
ス

　
民
に
か
し
、
取
帰
す
時
に
は
小
量
に
て
取
、
加
…
様
の
所
に
引
べ
き

　
事
咋
、
問
人
は
此
心
な
り
、
道
に
志
有
者
は
な
き
所
な
り
、
下
の

　
二
放
下
に
遠
慮
せ
ね
な
ら
ぬ
な
り
、
遠
慮
の
註
に
　
衛
霊
公
ノ
篇

　
二
子
日
、
入
無
二
遠
慮
一
髪
有
二
膨
面
［
註
．
．
誘
導
慮
不
レ
有
配
一
千
里
望
外
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
モ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
期
患
有
二
昼
席
之
下
一
英
。
減
少
し
成
共
頭
書
致
皇
籍
度
厳
存
沐
へ

　
　
　
　
　
　
ニ

　
共
痴
似
女
用
｛
畢
多
、
幽
立
ハ
不
由
甲
協
、
此
一
兀
ハ
講
釈
一
壷
程
ツ
、
可
剃
故
と

　
六
二
協
、
　
（
下
略
）
　
（
傍
点
柴
閏
）

と
記
さ
れ
て
い
る
の
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
急
造
は
自
著
に
つ
い

て
そ
の
門
弟
に
本
文
の
註
（
爵
典
）
を
頭
書
し
て
与
え
る
つ
も
り
の

と
こ
ろ
、
所
用
多
く
し
て
そ
の
意
を
達
せ
ず
、
よ
う
や
く
自
ら
は
講

釈
す
る
部
分
に
つ
い
て
だ
け
少
し
ず
つ
註
を
施
し
て
い
る
と
い
う
の

で
あ
っ
て
、
事
実
現
存
の
注
解
本
「
斉
家
論
」
に
は
こ
こ
に
挙
げ
ら

れ
た
註
の
文
章
が
そ
の
ま
ま
書
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
す
る
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と
、
書
入
れ
そ
の
も
の
は
門
弟
の
筆
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
註
を

そ
の
所
に
加
え
し
め
た
の
は
正
し
く
著
者
自
ら
で
あ
っ
た
こ
と
に
な

る
。
　
「
都
鄙
問
答
」
の
注
に
つ
い
て
屯
同
…
様
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
そ
れ
ほ
ど
積
極
的
に
明
雷
す
る
こ
と
を
控
え

る
と
し
て
も
、
宝
暦
十
一
年
以
前
と
い
え
ば
、
梅
岩
の
残
後
十
七
年

に
至
る
ま
で
で
、
上
述
の
斎
藤
全
幅
、
木
村
重
光
、
密
岡
以
直
ら
直

門
の
入
々
が
な
お
多
く
在
世
し
、
然
か
も
後
に
梅
干
の
学
を
受
け
て

こ
れ
を
大
い
に
世
に
弘
め
る
に
カ
の
あ
っ
た
手
三
門
庵
が
思
想
的
に

活
躍
す
る
以
前
に
当
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
閥
に
成
っ
た
注
解
本
は

ま
ず
梅
岩
の
意
を
正
し
く
伝
え
て
い
る
も
の
と
十
分
言
い
う
る
で
あ

ろ
う
。

　
以
上
や
や
煩
わ
し
い
ま
で
に
注
解
本
の
性
格
に
つ
い
て
論
じ
て
来

た
の
は
、
畢
寛
そ
れ
を
も
と
に
最
初
に
述
べ
た
梅
岩
心
学
の
源
流
或

は
根
拠
を
探
ろ
う
が
た
め
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
今
や
そ
の
書
入

の
最
秘
の
筆
者
が
よ
し
明
ら
か
で
な
く
と
も
、
安
ん
じ
て
そ
れ
を
も

と
に
「
都
鄙
問
答
」
の
成
立
を
論
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ

た
。
そ
こ
で
ま
ず
本
文
な
ら
び
に
注
解
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
書
名
と

そ
の
頻
度
を
便
宜
一
覧
表
と
し
て
掲
げ
る
。

　
　
「
都
都
問
答
」
引
用
書
目
一
覧

書
名
は
引
用
圓
徴
の
多
い
も
の
か
ら
挙
げ
、
匿
微
の
周
一
の
も
の
は

便
宜
五
十
蹴
聞
順
に
よ
る
。
議
袖
名
の
確
定
【
し
難
い
も
の
は
〔
　
〕
に
て

園
ん
だ
。
括
弧
内
の
撒
字
は
弓
丈
中
に
引
堀
さ
れ
た
回
数
を
示
す
。

論
語
　
　
　
　
　
　
二
二
三

孟
子
　
　
　
　
　
一
一
六

中
庸
　
　
　
　
　
二
〇
（

大
学
　
　
　
　
　
二
〇
（

易
経
　
　
　
　
　
　
一
四
（

二
二
　
　
　
　
　
　
＝
一
（

小
学
　
　
　
　
　
　
＝
　
（

日
記
　
　
　
　
　
　
一
一
（

孝
経
　
　
　
　
　
　
七
（

口
本
紀
　
　
　
　
　
七
（

和
礁
繭
瓢
照
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
（

近
愚
録
　
　
　
　
　
四
（

詩
経
　
　
　
　
　
　
四
（

字
彙
　
　
　
　
　
　
四

性
理
大
全
　
　
　
　
閥
（

太
二
二
説
　
　
　
　
四
（

徒
然
草
　
　
　
　
　
四
（

法
藥
経
　
　
　
　
　
閤
（

〔
円
光
大
師
語
・
歌
〕
四

大
原
問
瞥
　
　
　
　
　
三
（

観
無
量
寿
経
　
　
　
　
　
三
（

（
七
五
）

（
五
四
）三一二五、三一一三七五九

VVVVVVVV　LY　V一　Vv　v”　vvL一　V

史
記

資
漁
通
鑑

説
了
解
工

程
子
（
二
言
全
書
）

韓
文
集

景
徳
伝
燐
録

藥
厳
経

藷
孟
字
義

人
物
備
考

釈
氏
通
鑑

筍
子

性
理
字
義

素
問

腫
い
了
．
汎
5
7
乎
鑑

6
ρ
爵
ニ
フ
｛
元

老
子】

枚
起
二
丈

．
韻
府

〔
円
覚
大
師
語
〕

往
生
要
集

観
心
略
要
集

顔
氏
家
訓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　　　　　　　　　　　　　ニ　　　　　　　　　　　　　ニ　　　　　　　　　　　ニ　　　　　　　　　　ニ　　　　　　　　ニ　　　　　　　一　　　　　　wh　　　　nt　　　一　一nt

（
　
一
）

（
　
一
）

（
　
一
）

（
二
）vv
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居
家
必
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

九
条
殿
遣
誠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
御
高
札
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

西
方
要
訣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
国
史
（
志
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

三
社
託
宣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

一鳳

?
法
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

四
部
録
坐
禅
儀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

釈
氏
蘇
鉄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

朱
子
語
録

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

聖
徳
太
子
明
難
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

寿
彙
無
辺
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
～

随
願
往
生
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

〔
世
尊
見
星
幡
露
語
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

千
載
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

荘
子
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
儲
礼
　
　
　
　
　
　
一

浬
樂
経
　
　
　
　
　
　
　

wv
（
　
｝
）

般
若
燈
論

毘
婆
娑
論

丈
中
子

風
俗
通

〔
仏
土
章
〕

北
条
九
代
記

無
罪
関

名
義
集

導
引

丈
選〔

遊
行
上
人
激
〕

維
鷹
経

揚
子
法
言

六
祖
叢
叢

李
卓
菩
集

臨
済
録

〔
霊
欝
欝
勤
禅
師
語
〕

倭
漢
朗
詠
集

A

v

以
上
の
一
覧
表
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
都
鄙
問
答
［
」
の
申
に
直
接
、

…
閥
接
に
引
用
、
参
照
せ
ら
れ
た
書
物
は
総
計
七
十
八
種
の
多
き
に
上

る
が
、
今
そ
れ
ら
の
畿
四
物
を
そ
の
内
容
に
従
っ
て
大
ま
か
に
漢
籍
。

仏
典
・
国
書
の
三
つ
に
分
類
し
て
み
る
と

漢
　
籍

（
経
書
）
論
語
・
孟
子
・
大
学
・
中
庸
・
易
・
詩
経
・
書
経
・
礼
認
・
孝

　
　
　
　
経
・
程
子
・
太
趣
図
説
・
性
理
宇
義
・
性
理
大
全
・
近
思
録
・
朱

　
　
　
　
子
語
録
・
小
学
・
大
戴
礼
・
語
孟
字
義

（
諸
子
）
老
子
・
荘
子
・
悪
子
・
揚
子
法
言
・
丈
中
子
・
顔
氏
家
訓
・
文
選
・

　
　
　
　
李
卓
吾
集
・
韓
群
集

（
史
轡
）
史
記
・
資
治
這
鑑
・
三
國
奥
（
志
）
　
・
風
俗
遍

（
雑
）
　
素
問
・
蒙
引
・
説
丈
解
字
・
韻
蔚
・
字
彙
・
居
家
必
要
・
人
物
備
考

仏
典
藻
厳
経
・
法
藁
経
・
無
量
寿
凝
・
観
無
量
寿
経
・
淫
繋
経
・
維
摩

　
　
　
　
経
・
寿
量
無
辺
経
・
随
願
従
生
経
・
毘
婆
娑
論
・

　
　
　
　
無
門
関
・
鵬
済
録
・
〔
円
覚
大
纐
語
〕
　
・
〔
霊
雲
志
勤
禅
師
語
〕
・

　
　
　
　
〔
価
尊
悟
遣
語
〕
　
・
四
部
録
坐
禅
出
儀
・
論
ハ
祖
楠
慣
経
・
融
腿
無
燈
塩
剥
。

　
　
　
　
西
方
要
訣
・
景
徳
伝
燈
録
・
釈
氏
通
鑑
二
二
歳
法
撒
・
名
義
集
、

　
　
　
　
釈
氏
錨
鉄
∵
往
生
要
集
・
観
心
略
要
集
。
〔
仏
土
章
〕
　
・
大
原
問

　
　
　
　
答
・
一
枚
起
訪
文
・
〔
円
光
大
師
語
井
歌
〕
・
饗
徳
太
子
明
眼
論
・

　
　
　
　
〔
遊
行
上
人
歌
〕

國
　
書
　
口
本
紀
・
九
条
殿
真
誠
。
和
漢
朗
詠
集
・
干
載
集
・
牝
条
九
代

　
　
　
　
記
・
徒
然
草
・
三
社
託
宣
・
和
論
語
・
〔
御
高
札
〕

三
種
の
う
ち
漢
籍
が
も
っ
と
も
そ
の
種
類
が
多
く
、
仏
典
こ
れ
に
つ

ぎ
、
国
書
が
竜
つ
と
も
少
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
ず
「
都
鄙
間
答
」

は
回
国
古
典
の
教
養
が
根
幹
と
な
り
、
そ
の
上
に
仏
教
新
井
に
国
学

的
教
養
が
加
っ
て
成
立
し
た
こ
と
が
大
ま
か
に
君
い
え
ら
れ
る
で
あ
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ろ
う
が
、
以
上
の
書
目
に
つ
い
て
た
ん
に
そ
の
部
数
を
比
較
す
る
だ

け
で
な
く
、
各
書
籍
の
引
用
せ
ら
れ
た
回
数
を
累
計
す
る
と
き
、
そ

の
所
見
は
よ
り
一
層
地
白
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
さ
き
の
表
に
つ
い

て
み
る
と
も
っ
と
も
回
数
の
多
い
の
は
論
語
及
び
孟
子
ぞ
あ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
ご
二
六
回
お
よ
び
一
＝
二
回
に
達
し
、
確
然
と
他
を
抜
い

て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
で
申
庸
・
大
学
。
易
・
書
・
小
学
・
礼
記
・
孝
経

と
つ
づ
き
、
上
位
九
番
ま
で
は
儒
教
の
経
伝
類
で
、
そ
れ
ら
の
引
用

回
数
の
累
計
は
三
四
四
に
も
達
す
る
。
八
五
十
位
に
至
っ
て
は
じ
め
て

日
本
紀
七
回
忌
い
う
の
が
注
意
さ
れ
、
さ
ら
に
瀦
論
語
が
そ
れ
に
つ

づ
く
が
、
そ
の
次
は
近
思
録
・
詩
経
・
性
理
大
全
等
で
、
そ
の
回
数

は
徒
然
草
や
法
華
経
・
〔
円
光
大
師
語
答
歌
〕
と
同
数
で
あ
る
。
さ

ら
に
翫
用
園
数
三
度
の
も
の
を
拾
う
と
大
原
問
答
・
観
無
量
窮
経
等

の
仏
書
が
史
記
。
資
治
通
食
掛
と
肩
を
並
べ
て
い
る
。
そ
れ
以
下
二

画
お
よ
び
一
回
限
り
の
引
用
の
も
の
は
煩
を
恐
れ
て
省
略
す
る
が
、

要
す
る
に
四
書
・
五
経
と
く
に
論
語
と
孟
子
と
が
梅
岩
の
思
想
の
骨

雛
を
形
作
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
仏
教
関
係
の
典
籍
は
そ
の
種
類

部
数
こ
そ
中
国
の
古
典
に
近
い
が
、
そ
の
大
部
分
は
た
だ
一
度
参
照

或
い
は
言
及
さ
れ
て
い
る
程
度
で
あ
っ
て
、
し
か
も
直
接
そ
の
本
文

中
に
引
用
さ
れ
て
あ
る
も
の
は
法
華
・
経
・
一
放
超
請
文
等
数
部
に
過

ぎ
な
い
。
そ
し
て
瀦
書
は
そ
の
種
類
こ
そ
少
な
い
が
、
日
本
紀
。
和

論
語
・
徒
然
昇
等
は
そ
の
頻
度
に
お
い
て
仏
書
に
越
え
て
い
る
。
そ

れ
故
に
こ
の
よ
う
な
引
用
書
の
吟
味
の
上
か
ら
だ
け
い
え
ば
、
梅
岩

に
お
い
て
は
仏
学
と
和
学
と
は
さ
ま
で
軽
重
は
な
く
、
と
竜
に
儒
学

の
太
い
心
柱
に
副
え
て
相
並
ん
で
建
て
ら
れ
た
脇
柱
と
も
見
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

　
併
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
は
時
代
の
一
般
文
化
乃
至
思

想
界
の
傾
向
か
ら
す
れ
ば
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に

よ
っ
て
何
等
梅
岩
の
思
想
の
特
色
を
説
開
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
問
題
は
か
れ
が
む
し
ろ
時
代
の
一
般
的
教
養
の
基
礎
で

あ
っ
た
四
書
・
五
経
を
如
何
に
理
解
し
、
如
何
に
意
味
づ
け
た
か
と

い
う
点
に
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
に
お
い
て
、
さ
ら
に
一
方
に
お

い
て
は
こ
れ
ら
の
書
物
の
申
で
か
れ
が
も
っ
と
竜
好
ん
で
援
用
し
た

と
こ
ろ
の
語
句
を
検
罰
す
る
と
と
も
に
、
他
面
四
書
。
五
経
以
外
に
、

仏
書
和
書
を
も
含
め
て
む
し
ろ
頻
度
の
少
な
い
書
物
の
意
義
が
考
え

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
、
論
語
・
孟
子
等
の
群
馬
に
つ
い
て

そ
の
引
用
語
句
全
部
を
揚
げ
る
こ
と
は
略
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
中
と

く
に
二
回
以
上
に
わ
た
っ
て
援
用
さ
れ
て
い
る
も
の
を
拾
う
と
、
ま

ず
論
語
に
あ
っ
て
億
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君
子
務
レ
本
、
本
立
溝
道
生
（
学
而
篇
）
　
　
　
　
　
　
　
　
四

攻
二
二
與
端
一
匹
害
也
已
、
　
（
為
政
篇
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

吾
遁
一
以
貫
レ
之
（
里
仁
篇
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

の
三
句
が
あ
り
、
孟
子
に
つ
い
て
は

我
善
養
漏
吾
浩
然
之
気
⑩
妻
問
何
謂
昌
浩
気
之
気
刃
二
親
レ
日
也
、
（
公
孫
丑
上

　
篇
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七

入
皆
有
二
不
レ
忍
レ
入
之
心
一
（
中
略
）
無
漏
側
隠
之
心
一
非
レ
人
山
、
無
昌
諸
悪
之

　
心
｝
非
レ
人
也
（
下
略
）
　
（
公
孫
丑
上
篇
）
　
　
　
　
　
　
　
四

声
漏
其
心
一
国
争
昌
其
性
一
也
、
知
昌
其
性
一
則
知
レ
天
夷
（
詩
心
上
篇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

の
三
条
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
頻
度
は
屯
と
よ
り
か
な

り
偶
然
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
や
は
・
り
そ
こ
に
或
る
程
度
梅

岩
の
思
想
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
、
又
は
「
都
鄙
問
答
」
の
究
極
言
わ

ん
と
す
る
と
こ
ろ
が
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
否
め
な
い
ぞ
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
も
し
引
用
度
…
…
回
の
竜
の
を
拾
う
と
な
れ
ば
語
孟
に
つ
い
て

そ
の
条
項
は
ず
っ
と
増
す
ば
か
り
で
な
く
新
に
大
学
・
中
庸
。
易
等

の
申
に
も
該
当
す
る
も
の
が
多
数
見
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と

は
正
し
く
梅
岩
の
学
の
宋
学
と
の
親
近
性
を
告
げ
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
す
ぞ
に
上
表
に
お
い
て
四
書
五
経
に
つ
づ
く
儒
教
の
典
籍

と
し
て
近
思
録
・
太
極
図
説
・
性
理
大
全
・
性
理
字
義
等
朱
子
挙
の

基
本
的
な
書
物
が
挙
が
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
十
分
言
い
う
る
こ
と

で
あ
っ
て
、
古
来
心
挙
思
想
の
源
流
に
間
し
、
そ
れ
が
朱
子
学
に
由

来
す
る
か
、
は
た
ま
た
陽
明
学
に
淵
源
す
る
か
に
つ
い
て
交
わ
さ
れ

た
論
争
の
帰
結
は
、
少
な
く
と
も
6
一
用
書
目
に
関
す
る
限
り
、
殆
ど

何
等
の
疑
義
を
容
れ
な
い
ほ
ど
に
明
瞭
で
あ
る
。
陸
象
山
王
陽
明
等

の
著
作
は
一
も
見
当
ら
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
わ
れ
わ
れ
が
興
味
を
ひ

く
の
は
、
二
箇
所
に
わ
た
っ
て
、
仁
斎
の
「
語
孟
字
義
」
が
参
照
せ

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
勿
論
そ
の
説
に
賛
す
る
た
め
で

は
な
く
て
逆
に
必
ず
し
も
そ
れ
に
拠
ら
な
い
こ
と
を
弁
ず
る
た
め
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
梅
岩
が
よ
り
多
く
朱
子
学
の
側
に
薄
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
た
だ
し
か
し
か
れ
を
ば
純
粋
の
朱
子
学
者
と
し
て
と
り
あ
げ
よ
う

と
す
る
と
、
そ
こ
に
種
女
の
故
障
を
生
ず
る
こ
と
は
、
引
用
書
目
表

に
以
上
の
儒
書
に
次
い
で
老
子
・
荘
子
等
が
上
っ
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
も
い
い
え
ら
れ
る
が
、
ま
し
て
多
数
の
仏
典
や
国
書
と
の
関
係

を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
仏
書
ぞ
は
華
…
厳
・
法
華
。
維
摩
等
大
乗
諸
経
典
の
ほ
か
、
と
く
に

念
仏
系
の
書
物
と
禅
宗
関
係
の
典
籍
と
が
相
混
じ
て
存
し
て
い
る
こ

と
が
目
立
つ
。
従
来
心
…
学
は
そ
の
修
業
の
方
法
に
お
い
て
、
ま
た
見
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性
悟
道
の
境
地
に
お
い
て
禅
に
近
似
す
る
と
こ
ろ
が
ら
、
そ
の
成
立

に
当
っ
て
禅
宗
の
影
響
が
存
す
る
の
で
は
な
い
か
と
は
多
く
の
人
肉

の
考
え
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
事
実
そ
れ
は
「
都
榔
問
答
」
の
申
に
無

門
関
や
臨
済
録
か
ら
の
引
用
が
あ
り
、
多
能
や
蜆
子
の
事
蹟
を
例
証

　
　
　
　
　
　
　
③

に
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
疑
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
他
方

に
お
い
て
梅
岩
は
そ
れ
と
同
程
度
に
大
原
問
答
や
一
枚
起
請
文
の
文

電
を
引
い
て
念
仏
信
心
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら

禅
や
念
仏
の
書
か
ら
の
引
用
は
自
ら
が
そ
の
い
ず
れ
か
を
正
宗
と
し

て
と
り
、
も
し
く
は
偽
妄
と
し
て
索
け
る
の
で
は
な
く
、
己
れ
は
あ

く
ま
で
儒
の
立
場
に
立
ち
つ
つ
、
禅
や
念
仏
を
か
え
り
み
・
る
と
き
そ

れ
ら
も
そ
の
宗
義
を
正
し
く
解
す
れ
ば
窮
極
は
儒
教
と
も
一
に
帰
す

べ
き
こ
と
を
言
お
う
が
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
四
書
五
経
か
ら
の

引
用
と
お
の
ず
か
ら
そ
の
意
義
を
異
に
す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い

が
、
　
「
都
郡
問
答
」
成
立
の
背
景
と
し
て
の
梅
岩
の
仏
教
に
関
す
る

教
養
は
一
宗
一
派
に
限
ら
ず
絹
当
に
広
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
上

述
の
禅
や
念
仏
以
外
の
引
用
書
の
豊
富
さ
か
ら
も
十
分
言
え
る
で
あ

ろ
う
。

　
最
後
に
和
書
で
あ
る
が
、
そ
の
申
で
は
は
じ
め
に
も
注
意
し
た
よ

う
に
日
本
紀
が
「
都
全
問
箸
」
の
中
に
七
回
屯
参
照
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
も
っ
と
も
目
立
つ
。
尤
も
日
本
紀
と
い
っ
て
も
専
ら
そ
の
神
代

巻
だ
け
で
、
史
籍
と
し
て
よ
り
竜
い
わ
ゆ
る
神
典
と
し
て
と
り
あ
げ

ら
れ
て
い
る
の
ぞ
、
そ
の
こ
と
は
お
の
ず
か
ら
梅
津
の
神
道
に
対
す

る
関
心
の
深
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
舎
か
れ
の
神
道
は

果
し
て
い
ず
れ
の
系
統
、
い
ず
れ
の
流
派
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た

か
が
、
　
一
つ
の
問
題
と
・
な
る
ぞ
あ
ろ
う
が
、
引
導
の
・
文
雷
や
そ
れ
の

解
釈
に
関
す
る
限
b
ノ
ぞ
は
そ
の
点
を
明
ら
か
に
す
べ
き
手
が
か
り
は

な
い
。
か
れ
は
巻
四
の
最
後
「
夢
人
天
地
開
闘
…
ノ
説
ヲ
護
ノ
段
」
に

お
い
て
天
地
開
宴
に
関
す
る
日
本
紀
神
代
巻
の
所
説
の
み
だ
り
に
疑

う
．
へ
き
ぞ
な
い
こ
と
を
弁
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
も
と
よ
り
古
代
伝

承
の
真
実
性
（
後
に
宣
長
が
吉
事
認
に
つ
い
て
考
え
た
よ
う
な
）
を

考
え
て
の
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
事
物
の
理
を
い
う
立
場
か
ら
の

こ
と
で
、
易
の
繋
辞
伝
の
説
を
引
い
て
陰
陽
の
生
成
を
説
い
た
り
し

て
い
る
。
そ
の
点
或
は
吉
川
鳶
足
わ
を
連
想
せ
し
め
る
と
こ
ろ
が
な

い
で
は
な
い
が
、
も
と
よ
り
梅
告
が
惟
足
に
よ
っ
た
と
す
る
積
極
的

な
証
拠
は
見
当
ら
な
い
。
神
道
書
と
し
て
は
別
に
な
お
三
祉
託
宣
が

用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
て
も
あ
え
て
吉
田
神
道
と
の
つ
な
が

り
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
が
そ
の
時
代
に
お
い
て
も

っ
と
も
一
般
的
な
神
道
書
の
一
で
あ
う
た
こ
と
か
ら
来
る
に
過
ぎ
な
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い
で
あ
ろ
う
。
梅
岩
の
神
道
に
対
す
る
関
心
は
ひ
と
り
こ
れ
ら
一
二

の
神
道
畿
幽
の
…
引
田
用
に
よ
っ
て
環
ぐ
り
サ
9
べ
き
ノ
し
は
通
な
く
、
　
か
れ
は
日
本

人
と
し
て
は
神
道
こ
そ
そ
の
学
問
の
本
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え

て
い
た
こ
と
は
「
語
録
」
の
上
に
い
く
つ
か
の
例
証
が
見
出
さ
れ
る

軽
蔑
は
あ
く
ま
で
表
的
な
か
れ
憲
想
態
度
に
つ
い
て
夏

る
こ
と
ぞ
あ
っ
て
、
　
「
都
鄙
問
答
」
を
構
成
す
る
思
想
内
容
と
し
て

は
、
何
等
か
特
定
の
一
派
の
神
道
説
が
影
響
を
与
え
た
形
述
は
認
め

ら
れ
な
い
。

　
徒
然
草
と
和
論
語
と
は
こ
れ
ま
た
梅
岩
当
時
世
上
に
も
っ
と
も
ひ

ろ
く
流
布
し
て
い
た
教
養
書
で
あ
っ
て
、
か
れ
が
こ
れ
ら
か
ら
い
く

度
か
引
用
を
試
み
た
こ
と
は
極
め
て
自
然
で
あ
っ
た
。
こ
と
に
徒
然

草
は
梅
岩
の
愛
読
書
の
一
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
　
一
般
経
書
と
並
べ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

し
ば
し
ば
そ
の
講
釈
を
な
し
た
こ
と
は
伝
記
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
そ
の
反
面
こ
れ
ら
両
者
と
同
様
当
時
も
つ
と
も
ひ
ろ

く
読
ま
れ
た
筈
の
古
今
集
や
伊
勢
源
氏
或
は
太
平
勲
等
の
物
語
が
全

く
顔
蹟
を
一
見
せ
山
な
い
こ
と
は
、
　
消
極
的
y
な
出
思
味
で
注
出
忌
す
べ
く
、
　
畢
出
晃

梅
岩
が
自
ら
い
う
よ
う
に
詩
文
に
は
う
と
く
、
そ
れ
ら
の
書
に
縁
が

な
か
っ
た
こ
と
を
語
る
・
も
の
ぞ
あ
ろ
う
。
画
竜
6
1
用
書
の
中
に
朗
詠

集
や
干
載
集
な
ら
び
に
北
条
九
代
記
等
の
書
名
が
見
ら
れ
る
が
、
第

一
と
第
三
と
は
故
事
の
幽
典
を
注
し
た
に
過
ぎ
ず
、
第
二
の
千
載
集

所
載
の
歌
と
い
う
の
も
空
也
上
入
の
詠
と
伝
え
る
信
搾
の
歌
で
あ
っ

て
、
必
ず
し
竜
千
載
集
か
ら
の
直
接
の
引
用
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
明

ら
か
で
な
い
。

GD

@
巻
二
、
或
学
者
商
人
ノ
学
問
ヲ
磯
ノ
段
（
全
集
七
一
頁
）
及
び
粗
忽
、
或

　
人
天
地
開
開
ノ
説
ヲ
識
ノ
段
（
全
集
一
七
七
頁
）
。
梅
岩
が
仁
斎
学
に
つ
い

　
て
一
遍
り
●
理
解
を
有
し
て
み
た
こ
と
は
語
録
巻
二
十
に
三
人
大
脚
宇
ハ
煎
輩
賢

　
ノ
遺
書
ユ
ア
ラ
ズ
、
偽
書
ナ
リ
、
不
可
屑
ト
二
者
ア
リ
、
如
何
。
な
る
問

　
を
設
け
て
資
ら
竜
答
え
た
条
項
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
竜
明
ら
か
で
あ
る

　
が
、
そ
の
懲
に
お
い
て
竜
、
悉
ク
書
ヲ
信
セ
バ
紘
齊
ナ
キ
ユ
ハ
シ
カ
ズ
只
我

　
ハ
義
ヲ
取
ノ
ミ
騒
々
と
い
ひ
、
必
ず
し
亀
仁
斎
の
見
を
と
ら
ず
、
さ
れ
ば

　
と
て
ま
た
…
般
朱
子
》
†
者
の
如
く
大
学
を
絶
対
的
に
箪
趣
ホ
す
る
の
態
魔
を

　
も
と
っ
て
い
な
い
。

②
　
二
二
、
禅
僧
俗
家
ノ
殺
生
ヲ
識
ノ
段
（
全
集
五
二
頁
、
五
五
頁
）

㈲
巻
四
漁
土
宗
ノ
僧
念
仏
ヲ
勧
ノ
段
（
全
集
一
四
二
百
ハ
、
　
一
酋
騰
頁
）

㈲
　
語
録
巻
十
八
、
　
（
一
二
九
）
或
問
、
神
儒
仏
三
ッ
ノ
中
ニ
チ
ハ
　
（
全
集

　
下
、
一
四
四
頁
）

⑤
　
石
田
先
生
事
蹟
。

四

　
以
上
私
は
極
め
て
大
ま
か
な
考
察
で
は
あ
っ
た
が
一
応
「
都
鄙
問

答
」
の
本
文
な
ら
び
に
注
の
中
に
引
用
参
照
せ
ら
れ
た
書
物
に
つ
い
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て
検
討
を
終
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
え
た
と
こ
ろ
は
、

「
都
鄙
問
答
」
を
書
い
た
梅
岩
の
教
養
は
儒
学
わ
け
て
も
朱
子
学
を

根
幹
と
し
、
そ
の
左
右
に
禅
や
念
仏
の
信
仰
と
、
神
道
の
思
想
を
抱

い
て
形
作
ら
れ
て
い
た
と
い
う
、
極
め
て
平
凡
な
事
実
ぞ
あ
っ
た
ゐ

然
か
屯
私
は
そ
れ
に
よ
っ
て
「
…
都
榔
問
答
」
の
重
肴
が
そ
れ
ら
三
教

の
合
成
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
と
い
お
う
と
す
る
の
ぞ
は
な
い
。

心
学
の
一
つ
の
特
質
は
そ
れ
が
神
儒
仏
の
い
ず
れ
に
も
片
寄
ら
ず
三

教
合
一
に
あ
る
と
す
る
の
は
久
し
い
俗
見
で
、
そ
れ
に
対
す
る
惚
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
す
で
に
十
分
な
さ
れ
て
い
る
。
私
も
こ
こ
に
改
め
て
そ
れ
を
弁
ず

る
つ
も
り
は
な
い
が
、
上
の
結
論
は
安
易
に
採
用
さ
れ
る
と
き
、
再

び
三
教
合
一
説
や
心
学
朱
子
学
起
源
説
を
裏
付
け
る
こ
と
に
な
り
は

し
な
い
か
と
恐
れ
る
が
ゆ
え
に
、
な
お
少
し
く
附
言
を
加
え
て
お
き

た
い
。

　
ま
ず
第
一
に
書
う
べ
き
は
、
梅
里
の
学
の
何
よ
り
の
特
色
は
は
じ

め
に
も
一
言
し
た
よ
う
に
、
か
れ
が
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
聖
賢

の
道
を
経
書
の
上
で
知
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
わ
が
身
に
と
っ
て

考
え
、
わ
が
心
の
中
で
霞
証
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
認
め
ら
る
べ

き
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
梅
岩
は
例
え
ば
語
序
字
義
な
ど
の
よ
う
に
「
三

千
里
ヲ
隔
テ
三
千
年
前
ヲ
セ
ン
ギ
」
す
る
の
ぞ
な
く
、
言
換
え
れ
ば

そ
の
対
象
と
す
る
経
書
の
意
義
を
客
観
…
的
に
帰
納
…
的
に
解
説
す
る
の

ぞ
は
な
く
、
逆
に
「
手
前
ヲ
樗
明
ケ
ル
」
、
す
な
わ
ち
自
ら
の
心
に
戦

い
、
そ
の
信
ず
る
理
に
合
す
る
と
考
え
ら
れ
る
文
言
だ
け
を
経
書
を

は
じ
め
諸
子
百
家
、
さ
ら
に
仏
典
や
神
意
の
中
か
ら
自
由
に
採
用
し

て
自
ら
の
言
葉
と
し
た
。
従
っ
て
そ
の
引
用
は
あ
る
意
味
ぞ
は
す
べ

て
断
章
取
義
的
で
、
必
ず
し
も
そ
の
原
典
通
り
の
意
味
に
用
い
ら
れ

て
い
る
か
否
か
は
問
題
で
な
い
。
か
く
己
が
対
向
う
と
こ
ろ
の
事
物

の
中
に
で
は
な
く
、
自
ら
の
心
の
中
に
法
則
理
を
見
撮
そ
う
と
す
る

こ
の
よ
う
な
主
体
的
な
態
度
は
も
し
一
歩
過
れ
ば
恐
る
べ
き
偏
見
と

独
断
と
に
陥
る
べ
き
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
梅
岩
は
そ
の
原
因

と
し
て
私
心
。
私
歓
を
考
え
た
。
然
か
も
心
あ
る
い
は
性
は
本
来
私

な
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
そ
の
心
1
1
性
を
知
る
こ

と
が
あ
ら
ゆ
る
学
問
の
始
め
で
あ
り
、
ま
た
終
で
も
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
　
梅
山
祈
自
興
り
「
性
ヲ
7
知
ル
ハ
学
問
ノ
’
綱
領
ナ
リ
。
」
（
都
榔
問
答
ノ

段
全
集
五
頁
）
と
い
い
、
ま
た

　
学
問
ノ
至
極
ト
イ
フ
静
心
ヲ
尽
シ
性
ヲ
知
り
、
性
ヲ
知
レ
バ
天
ヲ

　
’
知
ル
。
天
ヲ
知
レ
バ
天
即
孔
孟
ノ
心
ナ
リ
。
孔
孟
ノ
心
ヲ
’
知
レ
バ

　
宋
儒
ノ
心
モ
ー
ナ
リ
。
一
ナ
ル
故
．
二
註
モ
自
ラ
会
フ
。
心
ヲ
知

　
ル
時
ハ
天
理
ハ
其
ノ
中
二
備
ハ
ル
Q
　
（
或
学
者
商
入
ノ
学
問
ヲ
識
ノ
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「郡郵問讐」の成立（柴ee）

　
段
・
全
集
七
一
頁
）

と
い
う
所
以
で
あ
る
。

　
か
よ
う
に
考
え
る
と
蟹
江
に
お
い
て
経
書
を
は
じ
め
諸
子
百
家
、

仏
神
書
の
も
つ
意
義
は
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
か
れ
は
仏
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ハ
ベ
キ

を
医
田
楽
に
［
腰
冨
え
、
　
「
名
医
触
診
ニ
チ
モ
、
病
ノ
可
”
慾
モ
ノ
ヲ
用
…
ヒ
テ

病
ヲ
由
偲
シ
、
甜
諮
蕪
木
ヲ
悉
ク
漉
遣
ヒ
覚
テ
療
治
ス
ル
コ
ソ
善
ル
ベ
ケ
レ
。

古
シ
ヘ
ヨ
リ
薬
種
ト
シ
テ
出
シ
置
ル
ル
物
何
ゾ
棄
ル
コ
ト
ア
ラ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
ズ
マ

ヤ
。
　
一
モ
捨
ズ
、
一
二
泥
ズ
、
鮎
農
用
ル
ハ
名
医
ナ
ル
ベ
シ
Q
」
　
（
性
理
問

答
ノ
段
・
全
集
一
二
頁
）
と
い
い
、
ま
た
神
儒
仏
三
教
を
ば
と
竜
に
心

を
磨
く
た
め
の
磨
種
で
あ
る
と
し
て
、
　
「
琢
イ
テ
後
戸
、
磨
種
二
泥

ム
コ
ソ
ヲ
カ
シ
ケ
レ
」
と
も
い
っ
た
。
（
性
理
問
答
ノ
段
・
全
集
一
一
九

一
二
〇
頁
）

　
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
か
れ
の
学
の
真
髄
を
理
解
し
、
そ
の
特
徴
を

把
握
し
よ
う
が
た
め
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
か
れ
と
同
じ

立
揚
に
立
ち
、
か
れ
と
同
様
の
態
度
を
自
ら
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
な
く
し
て
か
れ
め
著
書
の
そ
こ
ご
こ
を
把
え
来
っ
て
そ

の
所
拠
を
云
救
し
、
そ
の
引
用
文
の
妙
典
を
拾
う
て
そ
の
思
想
の
源

流
を
探
ろ
う
と
す
る
が
如
き
こ
と
は
、
も
っ
と
も
末
梢
的
な
愚
か
し

い
所
行
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
ら
ば
上
来
わ
れ
わ
れ
の
試
み
来

っ
た
と
こ
ろ
の
詮
索
は
全
く
無
意
昧
な
徒
労
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
か
。
否
、
私
は
必
ず
し
も
そ
う
は
思
わ
な
い
。

　
上
に
掲
げ
ら
れ
た
和
漢
竺
三
国
に
わ
た
る
総
計
七
十
八
部
の
書
物

は
梅
岩
が
そ
の
思
想
を
形
成
し
て
行
く
上
に
直
接
間
接
に
触
れ
親
し

み
ま
た
そ
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
を
ポ
ジ
テ
ィ
ザ
に
い
う
こ
と
の
で

き
る
書
物
ぞ
あ
る
。
　
（
そ
れ
以
外
に
も
な
お
多
く
の
も
の
が
あ
る
で

あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
た
だ
推
測
の
範
囲
に
属
す
る
。
）
　
「
下
身
問
答
」

が
生
れ
る
た
め
に
は
少
な
く
と
も
こ
れ
だ
け
の
背
景
が
あ
っ
た
。
と

わ
れ
わ
れ
は
今
明
言
す
る
こ
と
が
ぞ
き
る
。
こ
の
書
目
の
数
は
は
じ

め
予
想
し
た
と
こ
ろ
よ
り
も
意
外
に
多
か
っ
た
。
幼
少
の
と
き
か
ら

商
家
に
仕
え
て
、
格
別
勉
学
の
期
闇
を
有
た
な
か
っ
た
梅
岩
の
半
生

を
考
え
る
と
、
か
れ
が
い
つ
ど
こ
で
こ
れ
ら
の
書
物
に
接
し
、
も
し

く
は
そ
れ
に
つ
い
て
聴
き
知
る
機
会
を
も
つ
た
か
と
い
う
こ
と
さ
え
、

む
し
ろ
い
ぶ
か
ら
れ
る
位
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
そ
の
反
面
ま
た
再

思
す
る
と
、
そ
れ
ら
は
す
で
に
見
た
よ
う
に
そ
の
時
代
に
お
い
て
は

比
較
的
一
般
的
な
書
籍
で
あ
っ
て
、
こ
れ
と
い
っ
た
稀
事
書
は
殆
ど

見
当
ら
な
い
。
そ
の
教
養
の
申
心
を
な
し
た
と
考
え
ら
れ
る
儒
教
の

経
典
に
し
て
も
四
書
・
五
経
と
孝
経
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
も
あ
り
来
り

の
集
註
本
だ
け
が
用
い
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
れ
は
当
時
挙
に
志
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す
も
の
が
終
ぞ
亀
最
初
に
手
に
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
太
極

図
説
や
近
思
奏
上
宋
学
の
書
物
は
い
わ
ば
中
級
コ
ー
ス
で
あ
り
、
陸

王
の
著
作
が
一
つ
も
見
え
な
い
と
い
う
の
も
、
当
時
陽
明
学
派
が
少

な
く
と
も
か
れ
の
接
す
る
範
囲
に
お
い
て
は
有
勢
ぞ
な
か
っ
た
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
事
情
に
よ
る
や
も
知
れ
ぬ
。
仏
典
の
中
で
や
や
多
数
の
経
典
が
上

っ
て
い
る
こ
と
は
、
些
か
驚
か
れ
る
が
、
そ
れ
と
て
果
し
て
そ
の
全

巻
が
読
ま
れ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
り
、
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
と

か
諸
法
実
相
と
か
の
要
・
文
だ
け
が
知
ら
れ
て
い
た
の
ぞ
あ
っ
た
か
も

知
れ
な
い
。
ま
た
和
書
の
範
囲
の
む
し
ろ
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
す

ぞ
に
上
に
指
摘
し
た
。
し
て
み
る
と
こ
れ
ら
の
書
物
は
そ
の
時
代
に

も
っ
と
も
一
般
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
思

想
は
ひ
と
り
梅
岩
と
限
ら
ず
か
れ
と
同
時
代
人
の
生
長
す
る
精
神
的

環
境
を
形
作
っ
て
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
で
か

れ
は
「
一
モ
M
捨
ズ
一
二
泥
ズ
」
そ
れ
・
り
に
み
・
ち
び
か
れ
つ
つ
、
か
れ

自
身
の
も
っ
と
も
深
い
内
奥
の
要
求
に
従
っ
て
「
開
暮
如
何
如
何
ト

心
ヲ
尽
シ
身
モ
労
」
し
て
つ
い
に
そ
の
い
わ
ゆ
る
性
を
自
得
す
る
に

至
っ
た
の
ぞ
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
や
は
り
「
都
鄙
問
答
」
の
成
立
の

た
め
に
、
は
た
ま
た
心
学
全
体
の
特
質
を
形
成
す
る
た
め
に
少
な
く

と
も
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
。
モ
メ
ン
ト
と
し
て
の
意
味
を
果
し
て
い
る
も
の

と
言
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
三
十
一
年
八
月
二
十
九
日
稿
）

m
田
　
高
橋
俊
乗
、
石
門
心
単
の
本
質
　
（
「
国
史
教
育
」
昭
和
八
年
一
月
）
そ

　
の
他
。

②
　
語
録
巻
二
十
（
一
八
七
）
　
（
全
集
下
）

圖
　
都
椰
問
啓
巻
三
、
性
理
問
答
ノ
段
（
全
集
上
一
二
〇
頁
）

㈲
　
梅
岩
が
陽
明
瀞
†
に
つ
い
て
全
く
無
知
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
載
㎎
柵
自
警

　
漁
羅
（
全
集
下
巻
）
に
大
巌
Ψ
堕
民
の
語
に
つ
い
て
の
陽
贋
無
派
の
解
釈
を
批

　
判
し
た
左
の
如
き
一
項
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
題
、
或
問
属
、
程
子
臼
、
大
学
経
文
三
親
民
ト
云
親
ノ
字
ハ
新
ノ
字
漏

　
作
ル
ベ
シ
、
と
註
せ
ら
る
。
し
か
る
を
王
陽
明
は
古
識
の
通
り
に
直
に
本

　
激
何
の
ご
と
く
に
災
を
輔
税
む
虚
†
と
牌
集
る
べ
し
と
い
へ
り
。
　
是
北
坤
は
如
が
何
。

　
　
答
、
王
陽
明
の
古
謎
に
依
て
在
レ
親
レ
風
と
説
（
く
）
説
を
引
て
説
る
所

　
尤
面
白
く
聞
へ
侍
る
。
是
は
国
天
下
の
君
と
成
て
艮
を
親
と
子
の
ご
と
く

　
す
る
と
見
た
る
所
な
り
。
依
て
伝
十
章
に
竜
楽
只
君
子
、
民
の
父
母
と
云

　
所
…
に
も
畑
…
会
ヘ
リ
と
い
ふ
。
し
か
れ
ど
も
我
が
見
る
所
は
程
子
朱
子
の
方

　
宜
し
と
国
心
へ
り
。
　
（
下
略
）

ユ12
（5　dr　2・　）



centcred　oR　how　the　volume　of　Sh撫kan（信雀）was　inserted　later

and，　chronolo．ai　cally，　how　the　prodecluere　of　clescriptio｝｝　was　taken，

though　certainly　it’occurred　around　the　first　year　of　Gannin（元仁）．

Dlscussions　in　both　ways　are　based　on　Bandobon，　i．　e．　the　original

copy．　Tl＃s　article　results　froin　the　author’s　two－year－long　direct

investlgatlon　of　that　copy．　The　artlcle，　though　primarily　biblio－

graphical，　is　bellevecl　to　take　part　in　the　abeve　discussions．

　　In　short，　the　Bandobon　contains　two　parts，　origi　nal　and　addi－

tional．　So　far　histonians　have　not　distinguish　these　parts　wheR　they

treat　them　as　histori’cal　sources．　｝｛［ere　the　author　has　macle　clear

the　differences　and　intends　to　open　ac　new　way　for　the　stucly　of

Kyogysohinsho．

　　　　Creat1oit　Theory　in　the　History　of　Medieval　Thought

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Usao　Tsujita

　　GeResis　in　the　Old　Testai［nent　was　the　foundation　for　the　faith

of　medieval　Europeans　aRd　that　for　their　physical　cosmic　view．

This　creation　story　greatly　inflLienced　their　inlnds　and　the　belief

in　the　creative　God　produced　their　consciousness　as　tlie　created．

This　sort　of　consiousness，　expressed　in　various　forms，　caused

the　minds　of　the　medleval　Europeans　to　be　modest　and　decent．

［｛’he　maiR　theme　of　this　article　is　to　trace　the　tradition　o£　this

modest　spiritual　trend．　ln　this　connection，　however，　the　descri－

ption　covers　the　comparison　of　Genesis　with　the　like　creative　myths

among　neighboring　peoples　in　order　to　clarlfy　its　birth　and　structure，

丘irthermorc，　the　histbry　of　Judais凱and　the　making　of　catholicism

through　the　acceptance　of　Greek　thought　by　Judaism．

　　　　　　　The　Formation　of　Tohimondo（都鄙問答）

　　　　　　　　An　Essay　on　the　Literary　Sources　of　Shingaku（心学）

　　　　　　　　　of　Baigan　lshida

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Minoru　Shibata

Shingaku（息出），　established　by　Baigan　Ishida（石国忌岩），　is　now－
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，ad．ays　estimated　hig－hly　in　showing　the　view　of　the　life　and　the

’world　of　the　inet’chant　classes　toward　tke　end　of　the　’1］okugawa

era．　The　fotmdation　for　this　Shingaku　thought　must　be　sokight　iR

Confucianism，　Bgddhisin　and　Shineoism，　all　of　which　were　preva－

lent　among　the　merch狐t　classes．　Thus　the　author　here　exa磁nes

thc　quotat圭Gns　ln“Tohimondo”（都鄙問答）and　dividcs　quoted

books　into　three　groups．　The　first，　38　in　all，　belong　to　Chinese

classics，　tlke　second，　81，　to　Buddhistic　scrip　tures，　and　the　third，

9，　Japanese　classics．　The　result　is　that　a　large　number　of　quota－

tions　are　from　the　books　o£　Confgclanism，　especially　those　of　Shushi－N

gaku（朱子畢）．　But　we　should　not　make　a　hasty　conclusion　that

Skingaku　is　originated　from　Slxushigakll．　lt　certain｝y　absorbed　tlie

teachin．crs　of　Confucianism，　Buddhism　and　Shintoism，　but　is，　in

its　fiRal　form，　independent　ef　4ay　o£　these．

Rangaku＊（蘭学）of　Kyoto　at　its　Earlier　Stage

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

Shiro　Yamamoto

　　Genshun　Koishi（小：石元俊）and　Ranshitsu　TSuji（辻繭室）are

remarkable　figttres　in　the　development　of　Rangaku（T／ttsL．　ttg！）　in　Kyoto．

In　this　artlcle　discussions　are　made　on　the　academic　bacl〈ground

fol’the　appearance　of　Genshun（元俊），　the　setting　of　Genshuii　from

the　viewpolnt　o’f　mediciRe，　the　intercourse　between　Rangaku　of

I〈yoto　an｛［1　that　of　Tokyo，　the　speciality　o£　RaRshltsu　（TA，’・t’“y”’＃’），　how

these　two　scholars　providecl　for　the　prosperity　o£　the　Kyoto　Ran－

gaku，　and　how　Rangaku　and　Chinese　studies　were　combined　2nto

thc　field　of　Kanra職一setchuha（漢蘭学哀派）．

　　　＊　Literally　Dutch　studies，　i．　e．　earlier　general　Western　studies　in　Japan

　　　　　mainly　researched　through　Dutch　sources．
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