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宋

學
傳
楽

の
淵
源

會

員

西

村

時

彦

8去

年

十

月

本

會

に

於

て
、宋

學

の
傳

來

に

閲

す

る

一
場

の

講

演

を

駕

し

た

り

し

か
、後

ち

筆

記

を

績

む

に
、杜

撰

歯

舞
、什

一
を

霊

さ

ず
、

因

て

更

に
資

料

を

蒐

集

し

て
、誤

脱

を

増

訂

し
、「宋
學

の

首

侶
」ξ

題

℃

て
、大

坂

朝

日

紙

上

に

連

載

せ

り
、然

る

に
「宋

學

の
首

唱
」は

浩

繁

脱

し

'て
、本

編

仁

収

載

す

る

に

便

な

ら

ず
、乃

ち

要

を

摘

ん

で

此

の

編

を

作

れ

り
.腰

一

は

會

員

諸

君

當

日

め

ロ

演

を

耳

底

よ

り
棄

去

べ
叢

遭

購

に
與
え
賜
は
ら
凶
こ
と
を
若
し
唯
ハ
れ
本
邦
朱
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隼

⑱
麟

露

盤

す

る
沿
革
の
詳
姦

ら
ん
と
欲
す

る
諸
君
は
遍

　

　

刊
鄙

藷

の
遍

漆
朱

學

史

を

一
護

せ

ら

れ

ん

こ
と

を
謂

ふ
、此

は
宋

　

　

學

の
首

唱

を

増
7補

訂

正

し

て
改

題

出

版

す

る

者

な

り
。

　

宋

學

の
傳

來

を

説

く

に

當

り

て
、請

ふ

先

づ
柳

か

漢

宋

の

別
一を

説

か

ん
、朱

學

は

漢

學

に

封

ず

る
名

目

な

り
、漢

學

と

は

漢

土

の
學

と

云

ふ

総

稔

と

爲

り

居

れ

ど

も
、學

問

上

よ

り

之

を

言

へ
ば

経

學

の

蘭
科

に

し

て
、

漢

儒

の

學
・
取

り
、古

の

経

籍

は
、秦

始

の

坑

焚

に

遇

ふ

て

埋

没

散

供

の
厄

仁

耀
澗顔

も

を
、漢

興

り

て

遺

書

を

捜

訪

し
、文

献

書

の

路

を

開

き

し

ょ

り
、

隠

居

ぜ

ε

學

者

は

匿

蔵

せ

る
遺

経

を

抱

き

て

世

に

出

て

し

か
、古

書

の

羨

み

難

速

よ

り
、學

者

は

注

解

に

汲

々

た

り
、足

れ

古

註

に

し

て
、其

癖

猫

簡

古

に

過

ぐ

る

よ

り
、唐

代

の

學

者

は
義

疏

を

作

り

て

之

を

詳

繹

せ

り
、

.
註

は

漢

魏

晋

に

捗

り
、疏

は

唐

宋

に

捗

れ

ど

も
、概

稚

し

て

漢

註

唐

疏

と
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日

ふ
、其

の

學

風
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專

ら

字

義

訓

話
、を

響

く

よ

り
、訓

話

學

と

も

稽

す
㍉訓

話

に
依

て
義

理

に

通

す

る

者

な

り
、是

よ

り

先

き

後

漢

の

明

帝

の

時

に

佛

経

漢

土

に

渡

來
し
、(秦

始

皇

の
時

発

信

來

化

し
、漢

武

の

時

金

人

あ

り
、

佛

の

漢

土

《

入

る

や

久

し

と

傳

へ
ら

る

ふ
も
、今

は

普

通

の

説

に

從

ふ
)、

　
初

は

微

々

と

し

て

振

は

ざ

り

し

も
、黄

老

の

説

行

は

れ

て

風

雨

一
饗

し
、

　
六

朝

の

清

談

に

至

り

て

趨

蕎

喜

憂

す

る

と

共

に
、佛

法

漸

く

流

布

し
、唐

宋

に

至

つ

で

は

盛

ん

に

上

下

に

…歓

迎

せ

ら

れ

し

ょ

り
、韓

愈

に

佛

舎

利

　
排

斥

の

隷

書

あ

り
、欧

陽

修

に

本

論

あ

9
、皆

楊

墨

を

開

き

し

孟

子

を

以

　
て

貞

ら

居

り
、佛

法

を

排

斥

す

る

は

儒

教

を

擁

護

す

る
所

以

と

爲

せ

斡
、

　
以

て
佛

法

の

勢

力

甚

だ

盛

な

り

し

を

知

る

へ
し
、特

に

膵

宗

は

宋

に

至

　
鰯

て
大

に

輿

脇
諺
藤
藁
∴坂

黄

山

谷

な

ど

を

初

め
、高

明

の

士

皆

之

に

帰

依

　
せ

俄

禰

鳶

て

憲
▽學

⑱
興

り

し

は

此

の

時

な

り
、朱

儒

學

案

を

讃

む

者

は
、

凱

訂
栄
蘭
鱒
來
の
淵
源

…

一

　

　
　

ピ
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一

線
、
誉



.魔
一

難

趨

調

　

　

　

　

栄
.學
傅
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四

朱

代

學

統

の

紛

起

ぜ

韓る

を

知

ら

ん
、而

し

て

濾
(周

濫

淫

)洛
(程

明

道
、伊

川
)

關
(張

横

渠

)閾

条

晦

巷

)の

五

子

は

宋

學

の

祀

に

し

て
、中

に

も

工

程

と

朱

子

と

は

道

學

の

中

心

な

り
、宋

學

と

云

へ

ば

即

ち

程

朱

學

の

事

な

り

と

云

ふ

も

差

支

な

く
、朱

子

は

精

微

廣

大

と

構

し

て
、二

程

よ

り

も

尊

崇

せ

ら

れ
、宋

學

と

云

へ

ば

寧

ろ

朱

子

學

の

事

な

り

と

や

う

に

看

徹

す

も

差

支

な

か

ら

ん
、籾

輝

宗

盛

行

の

宋

代

に

起

り

し

宋

學

は
、蓋

し

縄
…
宗

に

封

抗

せ

ん

爲

に

起

り

し

も

の

な

る

べ

く
、随

て

其

の

學

風

も

漢

唐

と

は

相

反

し

て

輝

宗

に

似

た

り
、其

の

静

坐

反

省

は

潭

の

坐

灘

に

し

て
、
一
旦

翻

然

貫

通

と

云

へ

る

は

輝

の

頓

悟

な

り
、宋

儒

も

訓

話

を

棄

去

る

に

は

あ

ら

ね

ど
、其

の

專

ら

講

究

す

る

所

の

者

は

性

理

に

し

て
、経

傳

の

鮮

麗
、往

々

佛

語

に

胚

胎

し

た

る

ガ

如

き
、宋

學

を

鐸

に

出

つ

と

爲

せ

る

は

蓋

し

當

れ

り
、之

を

道

學

と

も

性

理

學

と

も

稚

し
、漢

唐

の

訓

話

學

に

謝

せ

り
、

砥 一 麟幽 幽紬鍮輪講
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要

す

る

に

漢

唐

0
學

は

奮

闘

に
擦

り

師

承

を

爾

ひ
、朱

儒

の
學

は

心

得

髄

瞼

に

し

て

一
派

を

創

閉

せ

り
、足

れ

或

は

孔

子

の
奮

學

に

非

ざ

る

べ

き

も
、
一
新

説

を

立

て

た

み
朱

子

學

派

は
、學

問

上

に

一
進

運

を

開

き

た

り

と

謂

ふ
可

し
、我

邦

に

於

け

る
経

籍

傳

來

の

明

文

は

慮

紳

朝

に
在
り
、

(是
よ

り

発

き

西

睡

の
漢

土

往

来

あ

り
、紳

功

の

三

韓

征

伐

あ
φ
、経

籍

傳

來

は

慮

紳

朝

以

前

な

る

べ
し

と

傳

へ
ら

る

》
も
、今

は

普

通

の

説

に

從

ム
)、王
仁

の

論

語

を

講

せ

る

は

無

論

漢

魏

の

古

註

な

ら

ん
、其

の
後

天

資

金

に

學

令

あ

り
、大

學

に

明

経

博

士

あ

り
、七

家

の

傍

流

あ

り
、其

の
経

を

講

ず

る

は

皆

古

註

を

奉

し

た

り

し

ガ
、後

醍

醐

朝

の

初

期

に

至

り

て
、忽

然

と

し

て
新

註

即

ち

程

朱

學

の

維

延

に

進

講

せ

ら

る

玉
あ

り
、程

朱

學

は

始

て

此

の
勝

率
傳

来

せ

し

か
、將

た

後

醍

醐

以

前

に

傳

来

せ

し

者

の
、

始

め

て

史

上

の
萌
簸

野を

後

醍

醐

朝

に

獲

た

り

し

か
、是

れ

本

論

の

研

究
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.
一

　
　
'
、　

　

・　

さ
轟ハ
　

　

　

　

　

　

　

講

せ

ん

と

す

る
所

な
錐
爆
幽

稿

　

音

合

太

め

宍

學
魎

淵

源

を

考

へ
し
・者

甚

充

多

し
、而

し

て

其

の
説

一
e

癒

ち

ず
、古

人

に

は

旦

原

盤

軒
(和

事

始
)、山

崎

闇

齋
(垂

加

薬
)、跡

部

良

顯
(南

山

編

年

録
)、松
下

見

林
(本

朝

學

原
)等
、皆

一
條

兼

良

の

尺

素

往

來

に

擦

り

て
、後

醍

醐

朝

を

傅

來

の
始

と

飛

せ

る

が
、茅

原

虚

齋
(芳

容

漫

録
)は
、日

野

脇
欝
翻
鴇
駐
灘
鮮
場
傾
鷲
魅
県
繋
的
簾

　

纏

秘

録
)は
、其

師

木

下

錨

星

の
談

話

を

録

し

て
、金

澤

文

庫

に
朱

子

の
小

學

あ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

麺

り

き

と

云

へ
る

ガ
、此

の

読

漠

乎

た

れ

と

も
、後

醍

醐

朝

以

前

に

朱

子

學

の
傳

来

せ

る

を

説

く

は

正

嘉

説

に

近

似
せ

り
、彼

の

藤

井

獺
、齋
(國

朝

諌

浄

録
)ガ
、垂

井

廣

信

始

て

之

を

傳

ふ

と

言

へ
る

に

至

り

て

は
、普

賢

己

に

其

啓

者

佐

々

木

玄

信

が

表

意

造

言

を

信

ぜ

乃

者

な

る

を

辮

じ

た

れ

な
、

謡曲錘幽幽幽幽灘幽 幽灘越 鹸睡瞳 幽醤1醜



取
.る
に

足

ら

ず
、而

し

て

発

頭

四

書

大

全

等

に
、後

小

松

の

甥

態
・永

+

年

始

て

四

書

集

註

を

舶

載

し
、不

二

和

尚

之

を

讃

む

と

云

へ
る
者
、桂

巷

の

家

法

和

熟

に
本

つ
き

て
、而

し

て

後

世

諸

書

に
引

用

せ

ら

る
・ぷ
も
、後

醍

醐

朝

に

於

け

る
吏

謹

己

に

明

確

な

る

上

は
、後

醍

醐

朝

以

後

の

傳

来

談

の

如

き
・皆

論

ず

る

を

用

ひ

ず
、以

上

諸

説

の

外

に
、最

も

勢

力

あ

る

者

は
が

地

知

溝

隠

先

生

の

漢

學

紀

源

な

り
、潜

隠
ぽ

薩

摩

の
入
、名

は

季

安
、字

は

子

静
・小

十

郎

と

稻

し
、天

明

二

年

を

以

て

生

れ
、貧

苦

の
中

に

謹

書

し

て
、

秩

父

季

保

等

と

近

思
録

を

講

ぜ

し

か
、季

保
擢

ん

で

ら

れ

豪

者
と

爲

る

に

及

び
・其

の

與

蕪

を

抜

擢

し
、藩

政

を

贅

革

せ

ん

と

し

て

事

敗

る

ム

や
・季

安

も

亦

坐

し

て

大

島

に

請

せ

ら

れ

し

は
、年

二

+

入

の

時

な

り
、後

ち

赦

さ

れ
し

も
・藷

ぜ

ら

る

藩

三

+

年
許
、六

+

を
撃

え
で

出

仕

し
、

掌

故

に
通

す

る
轟

饗

,御

記
録

奉

行

と
爲

り
.華

人

+

六

に
て
腹

癒

　
　
　
　

憲

築

磯
袈

　

　

　

　

　

　

　

　
毛



　

　

　

　

宋
皐
・傳

來
砂
ン楓
糖
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
.

三
年

に
馨

曳
蕊

霧

書
は
薬
鍋
中

の
天
保

和
年

に
成

り
し
春

な
ら
・

ん
、薩

摩

に

仕

へ
し

桂

巷

騨

師

が
鴨朱

子

章

句

の

大

學

を

剥

せ

し

を

以

て

宋

學

の

首

唱

と

爲

し
、其

の

事

蹟

を

天

下

に

顯

さ

ん

と

て
編

著

せ

し

者

な

る

ガ
、其

の
考

謹

に

擦

れ

ば
、程

朱

學

即

ち

四

書

の
類

の

我

邦

に

入

り

し

は
、律

宗

の

頑

な

る
曾

俊

荷

帰

朝

の
建

暦

元

年

に

在

る

べ
し
、後

荷

建

久

十

年

に

入

篭

し
、居

る
者

十

二

年

に

し

て
、是

歳

帰

朝

す

る

や
、傳

来

す

る
所

の
典

籍

甚

だ

多

か

り

し

中

に
、儒

書

二

百

五

十

六

巻

を

も

齎

ら

し

回

り

し

こ

と

曾

史

に

見

え

た

り
、建

暦

元

年

は

朱

子

の

門

人

劉

旛

が

四

書

を

大

學

に

剥

せ

し

歳

な

る

を

以

て
、傳

來

の
儒

書

中

に

四

書

あ

り

つ

ら

ん

と
,な

り
、碩

徳

朝

の

建

暦

元

年

は
、後

深

草

の

正

嘉

元

年

を

去

る

こ

と

四

十

五

六

年

に

し

て
、宋

學

傳

來

最

古

の

読

ぼ

り
、然

れ

ど

も

溝

隠

は

俊

彷

説

に

猜

疑

を

存

じ
・て

断

定

せ

ず
、尤

も

重

き

を

租

元
(弘

安

二
年

蹄

、膿魂

羅
罎
墨

縄

　

,
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鱒

化
)
一
山
(正

安

元

年

来

朝
)の

二

元

曾

束

渡

に

置

き
、紀

元

の
塔

銘

に
、孔

繹

並

隆
。無
鵯逡

不
7至

と

あ

る

に

撮

り

て
、宋

學

を

我

邦

に

唱

へ
し

な

ら

ん

と

云

ひ
、輝

門

宋
學

の
粗

な

る

虎

關

ガ
、
一
山

に

就

き

て
儒

繹

の

書

を

質

問

し

た

り

と

云

ふ
事

實

を

塞

げ

て
、亦

宋

學

傳

來

の

人

な

る

ガ

如

く

叙

述

し
、次

に

虎

關

の
性

理

に

達

し
、度

會

寒

行

の
過

書

を

謹

み
、玄

悪

法

師

が

程

朱

の

説

を

信

じ

た

る

を

説

き
、義

堂

周

信
、不

二

岐

陽
、
一
慶

雲

章
、催

告

得

巖
馬長

徐

周

麟
、了

巷

桂

悟

等

を

列

記

し

て
、途

に

桂

巷
、文

之
、如

竹

に

及

べ
る

は
、漢

學

紀

源

の

大

綱

な

り
、古

来

儒

者

は

佛

を

忌

み

し

爲

か
、將

た

五

山

資

料

の
浬

晦

の
爲

に

や
、徒

に

五

山

信

徒

の

交

権

を

掌

握

せ

る

を

慨

く

者

あ

る

も
馬未

た

嘗

て

五

山

曾

學

の

儒

教

に
大

關

係

あ

る
を

論

じ

て
、其

の

事

蹟

を

閲

顕

す

る

者

あ

ら

ず
、其

の

之

あ

る

は

溝

隠

の

漢

學

紀

源
に
始
ま
灼
慧

鵜

來
を
以
て
佛
徒
の
功
に
讐

五
諸

徒
め
宋

ゼ
.
　

る
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・

書

髭

講

　

　
.

學
研
究
を
驚

徳
灘

明
確
議
論
歪

な
る
蜜

に
鎧

の
津
籍

し

て
、其

の

功

前

人

に
戦

ぐ

る

や
遠

し
試漕
隠

蓋

し

薩

摩

に

刻

せ

ら

れ

し

大

學

章

句

を

以

て

朱

子

著

書

刊

行

の

租

と

駕

し
、其

の

事

桂

苓

に

出

づ
.

る

よ

り
、桂

巷

の

學

統

を

尋

ね

て

五

山

の
僧

學

に

及

び
、以

て

淵

源

に

遡

り

し

な

り
、文

部

省

が

日

本

教

育

史

資

料

編

纂

に

際

し
、鹿

児

島

縣

の

報

告

は
、專

ら
溝

隠

の
著

作

に

擦

り

て

桂

苓

の
事

蹟

を

特

害

せ

し

ょ

り
、足

利

氏

の

乱

世

に

大

學

刊

行

の
盛

墓

あ

り

し

事

實
、始

め

て

世

に

知

ち

れ

尋

き

て

漢

學

紀

源

の

篇

本

東

京

に

出

る

に

及

び

て
、學

者

間

に

喧

傳

せ

ら

れ
、後

の
宋

學

源

委

を

論

ず

る
者
、皆

材

を

此

の
書

に

取

ら

ざ

る

は

無

し
、溝

隠

の
功

豊

大

な

ら

ず

や
、籾

今

人

の
宋

學

傳

來

を

説

け

る
著

作

に
.

は
、國

學

院

雑

誌
(明

治

三

十
,三

年

入

月
)に
、花

岡

安

見

氏

の
「朱

子

學

の

由

来
」あ

り
、東

洋

哲

學
(明

治

三

十

四

年

十

一
月
)に
、足

利

術

氏

の
州朱

子
學

の

.
調
獺
遭

4
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傳

來

と

其

の

學

派
」あ

り

輩

行

の
書

に

は
、久

保

得

二

氏

の

日

本

儒

學

更

(明
治

三

十

七

年

十

一
月
)、井

上

哲

次

郎

氏

の
「日

本

朱

子

學

派

の
哲
學
し(明

治

三

十

入

年

十

二
月
)、川

田

鎮

彌

氏

の
「日

本

程

朱

學

の

源

流
レ(明
治

四

十

一
年

二

月

非

費

品
)等

あ

り
、簡

よ

り

繁

に

趣

く

は
、出

版

の
前

後

に

從

ひ
、

後

出

の

書

は

前

出

の

書

よ

り

も

詳

備

せ

る

は
、史

學

上

の
原

則

に

洩

れ

ず
、而

し

て
宋

學

傳

來

の

時

期

は
、或

は

後

荷

説

に

從

ひ
、或

は

一
山

説

を

執

る

こ

と

相

同

じ

か

ら

ざ

る

も
、要

す

る

に

皆

臆

断

に

し

て

史

詮

な

く
、

且

つ
漢

學

紀

源

の

上

に

出

つ

る

者
、未

だ

之

あ

る
を

見

ず
。
.

　

是

に

於

て
予

は
宋

學

の

淵

源

を

研

究

す

べ
き

絵

地

猶

存

ず

る

を
知

れ

り
、謂

へ
ら

く

文

化

の

輸

入

は

交

通

に

因

ら

ざ

る

無

し
、三

韓

交

通

に

は
、帰

化

韓

人

に

依

て

儒

佛

二

敏

の
貢

献

あ

り
、階

唐

交

通

に

は
、使

臣

學

曾

畢

生

に

依
で
、文

鐸
美

術

及

び

顯

密

二

数

の

輸

入

あ

り
、唐

末

暫

ら

く

　
　
　
　

朱
塗
髪

貌
壌
療

嶋
　

　

　

　

　

　

　

　

=

置

惣 毒
、　ア摩



、困

・

、,還

講
垂
遜

　

　

　

　

宍
.學
傳
來
の
鋼
線
　
　・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

=
回

復

聰

を

絶

ち
、朱

興

り

て

再

び

交

通

を

求

め

し

に
、王

朝

の

衰

は

圖

南

の

翼
を

振

ふ
能

は

ざ

り

し

も
、貿

易

の
趨

勢

は

抑

止

す

べ

か

ら

ず
、博

多

を

海

ロ

と

し

て

の

彼

我

商

館

の
、来

往

頗

る
多

く
、曾

奮

然

を

初

と

し

て
、嘉

因
、寂

照
、成

昇

等

の

入

宋

曾

は
、前

後

相

緩

き
、近

衛

帝

の
仁

平

元

年

な

る

南

宋

の
高

察

紹

興

二

十

一
年

に

は

失

人

書

籍

を

蓬

蓬

せ

し

こ

と

す

ち

あ

り
、李

氏

執

政

の

比

に

至

り

て
、日

宋

交

通

量

も

盛

ん

と

爲

り
、俊

乗

坊

蚕

纏
、畳

阿

和

省
、榮

西

灘

師

等

の
入

宋

を

初

と

し

て
、佛

工

の

来

朝

あ

り
、

重

盛

の

沙

金

を

育

王

山

に

逸

る

あ

り
、此

は

皆

俊

彷

以

前

の

交

通

に

し

て
、朱

儒

の

著

書

を

傳

來

す

べ
き

機

會

に

乏

し

か

ら

ず
、當

時

唯

一
の
學

者

に

し

て

高

倉

帝

の

侍

讃

寒

る
清

原

籟

業

ガ
、禮

記

中

の
學

庸

二
篇

を

尊

び

し

と

云

ふ

を

以

て
、程

子

の
卓

見

に

符

す

毛

槍

し

嚢

る

ガ
、常

時

已

に

程

子

の

書

を

舶

載

せ

し

こ

と

あ

り

し

ゃ

も

亦

知

る

可

ら

ず
、俊

游

四
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書

を

齎

来

し

た

る

な

ら

ん

と

い

ふ

は
、俗

臭

に

儒

書

二

百

五

十

六

巻

と

あ

る

に

擦

る

の

み
、如

何

な

る

種

類

の

儒

書

な

り

し

や

は

弱

な

ら

ぬ

に
、

直

に

四

書

と

臆

断

す

る

は
、奇

警

は

則

ち

奇

警

な

れ

ど

も
、史

談

と

駕

す

に

足

ら

ず
、而

し

て

予

は

日

宋

交

通

の

盛

ん

に

観

て
、周

張

程

朱

其

人

の

年

代

に

随

ひ
、其

書

信

数

回

に

分

來

せ

し

な

ら

ん
、太

極

圖

説

の

如

き

は

最

も

早

く
、俊

蒋

以

前

に

傳

來

せ

し

な

ら

ん

と

臆

想

し
、劉

旛

四

書

を

大

學

に

刻

し

た

る

年

に

蹄

朝

し

た

れ

ば

と

て
、俊

荷

が

四

書

を

齎

来

し

つ

ら

ん

と

爲

す

は
、大

旱

に

失

す

と

思

ふ
。

　

然

ら

ば

則

朱

學

の

神

髄

に

し

て

新

註

の

精

華

た

る

四

書

集

註

の

傳

來

は

何

の

時

ぞ
。

与

　

日

宋

往

来

は

俊

游

時

代

よ

り

盆

登

達

し

て

頻

繁

と

爲

り
、源

實

朝

の

如

き

は

帰

化

の

柴

人

陳

和

卿

を

し

て

大

船

を

作

ら

し

め
、自

ら

海

に

航

　

　

　

　

宋
學
,傅
來
φ
冒淵
源
　
　
　
　
'　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

偏
差

詫

齢

重̀



　禰
囎
灘
辮

,

」　

碁

凄

ノ

じ

　

　

　

　

廉
墨
簿
來
の
麗
灘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『賦

し

て
宋

ζ

游
一は

ん

と

せ
し

程

な

り
、信

徒

に

は

道

元
、辮

圓
、相

緩

き

て
入

宋

し
、洞

濟

二

輝

を

傳

へ
て

よ

り
、共

待

の
海

に

浮

ぶ

も

の
相

踵

ミ

而

し

て

道

隆
、普

寧
斗正

念
、等

の
宋

曾

も
、亦

踵

を
接

し

て

來

化

せ

り
、彼

等

は

求

法

傳

智

の

外

に
、文

物

工

藝

を

も

齎

來

し

つ
、堂

濁

り

學

術

を

遺

忘

せ

ん

や
、況

ん

や

灘

と

宋

學

と

の

關

係

は
、甚

以

て

密

接

な

る

を

や
。

　

前

賢

概

皆

朱

學

は

輝

に

出

つ

と

駕

す
、宋

儒

は

儒

教

を

閾

明

し

て

佛

法

を

排

斥

せ

ん

ガ

爲

に
、性

理

學

を

唱

へ
し

か

故

に
、努

め

て

佛

を

護

り

灘

を

罵

り

た

れ

ど

も
、佛

徒

は

却

て
朱

學

の
鐸

に

出

つ

る

を

喜

び

て

其

の

書

を

謹

め

り
、蓋

し

宗

儒

の
性

理

は

易

の
窮

理

誰

性

に

出

づ
、面

し
で

灘

の
見

性

成

佛

も
、赤

房

を

以

て

翅

翼

と

駕

す
、性

の

一
字

は

實

に

輝

と

朱

學

と

の

聯

鎮

た

⑲
、其

の
關

係

如

此

く

な

れ

ば
、彼

我

来

往

の
輝

俗

に

し

て
宋

學

に

出

入

せ

ざ

る
筈

な

か

ら

ん
、而

し

て

洞

濟

二

潭

の

祓

な

る

纏麟継癒癩瓢



叢

道

一笈
辮

圓
、及

び

最

初

の
帰

化

俗

な

る

道

隆
、普

寧
～正

念

等

は
、最

も

大

切

な

る
注

意

入

物

な

り
、然

る

に

漢

學

紀

源

は

此

等

信

徒

の

名

は
、漠

然

列

記

す

る

に

過

ぎ

ず

し

て
、多

く

商

量

を

費

さ

す
、而

し

て
後

人

の
著

作

も

亦

慧

を

此

に

経

ざ

る

は

怪

し

む

べ
し
、予

因

て
脚

か
諸

師

の

語

録

外

集

傳

記

等

を

渉

猟

せ

し

に
、朦

朧

氣

に

宋

學

の
痕

　

を

認

む

べ
き

者

多

し
。

　

道

元
(承

陽

大

師
)は

常

に
儒

を

更

し

て

佛

を

崇

め
、天

地

懸

隔

な

と

云

へ
る

は
、例

の
佛

徒

の
套

語

な

る

ガ
、其

の

正

法

腹

蔵

に

も

三

敏

不

一
辮

あ

り
、臨

濟

派

が

儒

繹

}
致

を

説

く

に

反

し

て
、其

の

道

同

じ

か

ら

ず

と

爲

せ

る
、兎

も

角

も

卓

見

な

り
、然

れ

ど

庭

々

儒

語

を

引

用

し

て
佛

意

を

助

け

た

る

に

観

れ

ば
、儒

學

の

力

す

ぐ

れ

た

り

と

知

ら

る
、但

莫

の

弟

子

懐
・渠

の

正

法

眼

藏

随

聞

記

に

は

道

元

の

説

を
・掲
.げ
、論

語

の
三

復

・臼

蓋

の
章

を

解

き
て
高
来

土

の
賢

人

等

の

心

は
、三

度

復

さ

ふ

す

と

云

ふ

は
、幾

　

　

　

　

朱
墨
簿
來
.の
淵
翼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一五

ア
陰

野



'璽

　

　

　

　

血采
憾學
磁揮
來
の
糊欄
源
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　."ムハ

度

も

反

せ

と

言

ふ

心

な

り
」云

々

と

あ

φ

、朱

儒

の

説

を

引

き

た

る

に

や

と

思

へ

ど
、集

註

に

擦

れ

り

と

は

見

え

ず
、其

絵

見

る

所

な

け

れ

ど
、道

元

入

宋

は

俊

彷

蹄

朝

に

後

る

ふ

こ

と

十

二

年

な

れ

ば
、宋

土

賢

人

の

學

を

見

問

せ

ざ

る

こ

と

や

あ

る
、辮

圓
(聖
二

國

師

)入

宋

は
、道

元

入

宋

に

後

る

、

こ

と

又

十

一,一
年

に

し

て
、六

年

後

に

帰

朝

せ

し

が
、其

の

年

譜

は

北

條

時

頼

の

爲

に

大

明

録

を

講

ず

と

記

せ

り
、大

明

録

に

は

程

朱

の

説

を

も

引

け

る

こ

と

虎

關

の

通

衡

に

見

え

た

り
、即

ち

知

る

辮

圓

は

程

朱

の

學

説

に

も

通

せ

し

人

な

る

を
、且

つ

彼

は

堀

河

大

相

図

源

基

貞

に

儒

佛

老

三

教

の

大

意

を

問

は

れ

て

三

教

要

署

を

著

は

し
、鞠

山

法

皇

の

爲

に

三

教

の

旨

趣

を

説

き
、又

三

数

の

典

籍

を

作

り

て

普

門

書

庫

に

置

く

と

あ

り
、足

れ

豊

栄

學

齎

來

の

耐

に

非

ざ

う

な

き

か
、道

隆

蘭

漢

(大

量

鐸

師
)
の

蹄

化

は
、辮

画

餅

朝

後

五

年

な

る

寛

元

四

年

に

在

9
、大

畳

輝

師

語

録

に

藍

i纏熱継 鍵盤 麟 輪鍮継 継灘 簸鍮紬織齢馨



左

の

語

あ

り
、

　

大

病

の

源

は

書

く

情

を

恣

に

し

て

而

し

て

起

る

に

在

り
、萬

行

の

本

　

は

已

を

修

め

て

而

し

て

明

な

る

に

非

ざ

る

臭

し
、己

れ

修

ま

ら

ざ

れ

　

ば
、則

行

廉

な

ら

ず
、情

若

し

恣

な

れ

ば
、則

病

愈

盛

な

り
、

、
参

學

は

猫

の

鼠

を

捕

ふ

る

ガ

如

し
、先

づ

身

を

正

し

て

直

視

し
、然

る

　

後

地

の

緊

要

虜

に

向

て

一
咬

咬

定

し
、走

作

す

る

莫

ら

し

む
、道

を

究

　

め

玄

に

参

す

る

も

亦

復

如

是

し
、営

め

其

の

心

を

正

し

其

の

意

を

誠

　

に

し
、目

は

邪

覗

せ

ず
、ロ

は

乱

談

せ

ず

云

々
。

　

從

上

の

諸

聖
、皆

自

ら

諸

を

己

に

反

求

し

て

不

疑

の

地

に

至

る
、且

己

　

に

反

る

と

は

何

ぞ
、
一
切

威

十

二

時

に

於

て
、
一

々

自

己

の

上

よ

り

反

　

覆

推

窮

聖す

云

々
。

日.、、
足

れ

・皆

宋

儒

克

己

め

學

に

し

で

省

察

の

工

夫

な

り
、特

に

大

學

の

正

　

　

　

　

、宋
學
.侮
來
の
淵
、源
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
』
七

●

ギ
し

レ

ー



鳶
　
　
　
　
　
,

　

　

　

　

宋
襲
鰯
來
の
淵
潔
　

　

　

　

　

　

　

　

　
「　

　

　

託

意

誠

意

を

説

く

ζ

至

聖

ズ

は
、正

に

暴

れ

宋

學

中

の
入

な

り
、道

隆

叉

嘗

て
時
頼

に
・謂

て

曰

く
、天

下

の

大

事

は

剛

大

の

氣

に

非

ざ

れ

ば
、以

て

之

に

當

る

に

足

ら

ず
、乏
、足

れ

孟

子

の
浩

然

の

氣

至

大

至

剛

を

説

き

し

者

な

り
、儒

曾

に

非

さ

れ

ば

此

の
語

あ

る

可

ら

ず
、宋

學

の
耐

辮

園

に

非

ざ

れ

ば

則

道

隆

な

ら

ん
。

　

近

比

某

氏

の

古

文
∵醤

書

考

を

謹

む

に

中

に
奮

刊

本

考

あ

り
、寳

治

版

論

語

の
識

語

を

録

せ

り
、曰

く
、頃

得
晶婆

到

来

大

儒

紫

陽

先

生

論

語

十

巻
刈

驚

動
。刻

以

餉
煽好

古

君

子
。賓

治

元

年

丁

未
、晒

巷

子

謎

歌

と
、著

者

は

予

所

観

儒

書

墨

版
。蓋

以
晶寳

治

元

年

論

語

集

註
p爲
菅

侶

と

明

記

し

あ

れ

ど

も
、

其

の

何

人

に

蔵

せ

ら

れ

居

る

や

は

記

載

な

き

を

以

て
、之

を

著

者

に

問

合

せ

し

に
、其

の
書

は

埼

玉

縣

川

越

の

新

井

故

殺

翁

の
蔵

書

に

係

る
、翁

は

好

學

の
爲

に

家

産

を

落

蓋

せ

し

ガ
、蔵

書

萬

巻

あ

り
、近

時

朱

元

の
古

O

,　

轟
轟㌔典 雪起麟瞳演轟癌親轟撃藏壽纏蠣 鹸蟻癒藩轟轍織 騨詠 い



版

及

び

五

山

版

等

は

他

人

の

手

に

落

ち

し

も
、唐

鈴

本

漢

書

孝

交

紀
、賓

治

版

論

語

集

註

は
、猫

其

の

家

に

養

護

せ

る

な

る

べ
し

と

の

返

書

あ

り
、

論

語

集

註

果

し

て

寳

治

元

年

に

剥

せ

ら

れ
、其

の

書

果

し

て

天

地

問

に

現

存

し

た

ら

ん

に

は
、是

れ
實

に
宋

學

傳

來

の

時

期

を
徴

す

べ
き

好

史

料

な

り
、寳

治

元

年

は

實

に

道

隆

帰

化

の
翌

年

な

れ

ば
、其

れ
或

は

道

隆

の
將

来

す

る

所

か
、然

ら

ず

ん

ば

耕

園

が

三

教

典

籍

中

の

一
か
、將

た

俊

糖

ガ

ニ

百

五

十

六

巻

の
儒

書

中

の

一
か
、好

し

何

人

に

因

て

齎

ら

さ

れ

た

り

と

す

る

も
、果

し

て

此

の

書

あ

り

と

す

れ

ば
、寳

治

以

後

の

宋

學

傳

來

説

は

此

の

書

に

因

て

雲

消

霧

散

せ

ざ

る

を

得

ず
、然

る

に

て

も

斯

程

の

至

寳
何

と

て

今

日

ま

で

世

に

顯

は

れ

ざ

り

し

に

や
、本

邦

儒

書

開

版

の
鳴

矢

と

し

て
、將

た

宋

學

傳

來

の
史

談

と

し

て
、大

切

な

る
此

の

書

を

襲

見

せ

し

著

者

は
、何

と

て

其

の
傳

來

と

板

式

と

を

も

詳

記

せ

ざ

り

し

　

　

　

　

栄
學
傷
薬
の
淵
源
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　一九

藩

　
　
、



1
一,

一
『
-

-

↓

　

　

　

　

果
學
修
來
の
淵
源
　

　

　

　

　

　

　

　

　
'
　

　

一δ

か

抑

随

巷

子

と

は

何

人

ぞ
、顔

同

原

憲

の

徒

と

賢

し

き

も
.寳

治

の

昔

に

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

カタ
く

儒

書

を

開

板

せ

ん

程

の

者

は
、車

券

の

虜

士

に

求

む

可

ら

ず
、　労

頗

る

疑

ふ

可

き

者

あ

る

を

以

て

東

上

の

折
、著

者

に

面

質

せ

し

に
、要

領

を

得

ず
、

因

て

友

人

托

し

て

川

越

の

新

井

氏

を

捜

訪

せ

し

も

.烏

有

に

属

し
、其

醤

藏

書

目

に

も

似

寄

り

た

る

書

名

だ

に

な

し
、聞

く

大

學

史

科

編

纂

掛

も
、

嘗

て

同

地

の

中

學

教

師

に

托

し

て

同

書

の

有

無

を

調

べ

し

か
、果

し

て

得

る

所

な

か

り

き

と
、然

れ

ば

謂

は

ゆ

る

寳

治

板

論

語

な

る

者

は
、子

壷

氏

の

説

に

も

や

あ

ら

ん
。

道

隆

以

後

の

帰

化

曾

に

は
、普

寧

、正

念
、租

元
、
一
山

等

の

順

序

な

る

ガ

普

寧

の

兀

港

語

録

に

は
、君

子

務

レ本
。本

立

而

道

生
。北

本

即

是

自

己

本

命

元

辰
。本

来

面

目

と

云

ひ
、正

念

の

大

休

録

に

は
、居
レ仁

由

義

、窮

レ理

蓋
レ性

と

云

ひ
、皆

好

ん

で

濡

話

を

用

ひ

た

り
、紀

元

や

一
山

や
、亦

皆

一
時

の

名

僧

に

擁蟹



、し

て
、内

,外

の

學

に

通

せ

し

も

の
、特

に

一
山

は

繹

典

諸

部

儒

道

百

家

稗

官

小

説

に

も

通

し

た

り
.と

見

え
、且

つ

奥

州

松

島

に

存

せ

る

一
山

自

撰

自

書

自

刻

の

頼

賢

翻碑

の

如

き
、先

備

喧

々

之

を

稽

せ

り
、以

て

其

の

學

術

を

知

る

べ

く
、其

の

門

下

に

は

朱

子

學

に

精

通

せ

し

虎

關

師

錬

を

出

せ

し

が

如

き
、實

に

灘

門

宋

學

の

風

樹

を

鼓

吹

せ

し

や

論

な

き

も
、傳

來

の

耐

に

非

ず
。

　

以

上

は

古

今

人

の

諸

説

と

異

な

れ

る

予

一
己

の

鄙

考

な

り
、宋

學

傳

來

の

時

代

い

と

古

か

る

べ

し

と

思

は

る

ふ

こ

と

如

此

し
、然

れ

ば

後

醍

醐

に

至

り

て

は
、早

く

己

に

研

究

の

時

代

に

入

れ

り
、而

し

て

後

醍

醐

朝

以

下

は

記

載

分

明

な

り
、蓋

し

我

邦

の

史

籍

に
、始

て

宋

學

の

記

載

あ

る

は

花

園

院

御

記

な

り
、元

鷹

元

年

の

條

に
、資

朝

公

時

等

、御

堂

殿

上

の

局

に

於

て

論

語

を

談

ず

る

を
、籍

に

立

聞

あ

り

て
、玄

惑

を

達

道

と

禰

せ

ら

　

　

　

　

栄
學
傳
來
の
淵
源
　
　
　
　
　
　
　
　♪
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一

●

.今
、
警
.　
,　

一

医

・　

、

・二・ギ

欝

ー



り

、

評

定

　

　

　

　

宋
學
傳
來
の
淵
源
　
　
　
　
　
　
　
　.
　
　
　
　
　
　
　

二
こ

れ
、元

亨

二

年

七

月

五

日

に

は
、尚

書

の

談

義

あ

⑩
、真

意

渉

彿

敏
岡共

詞

似

轟

輝

家
『近

日

禁

裏

之

風

也
。即

是

宋

朝

之

義

也

と

あ

9
、凡

近

代

儒

風

衰

微
っ

但

以

文

華

風

月

一爲
レ先
、不
レ知

典

章

文

之

弊

以
レ質

可

レ救

レ之

然

者

近

日

禁

裏

有

此

義

一歎

尤

可
レ然

事

也

と

御

賛

成

あ

り
、元

亨

三

年

七

月

十

九

日

の

條

.

に
、凡

近

日

朝

臣

以

儒

教

立
レ身
、尤

可
レ然
、政

道

之

中

興
、叉

因

レ鼓

鰍
、而

上

下

脊

髄

所

レ被

レ立

之

道
、是

近

代

中

絶

之

故
、都

無
レ知
晶實

儀

百
八
依

圏周

易

論

孟

大

學

中

庸

立

レ義

、無

一口

傳

一之

問
、面

々

立
一一自

己

風

依

レ是

或

有

難

諸

等

一歎

云

々

と

見

え

た

り
、論

孟

大

學

中

庸

の

四

書

の

名

始

て
、此

に

見

え
、知

足

宋

朝

之

義

也

と

あ

れ

は
、西

書

の

集

註

な

る

こ

と

分

明

な

る

ガ
、元

慮

元

年

の

條

に
、資

朝

好
レ學

七

人

年
、頗

得

道

之

大

意

一と

あ

る

に

徴

し

て

、禁

裏

の

風

を

學

べ

る

資

朝

が

七

人

導年

前

よ

り

修

め

た

る

學

問

は
、必

定

宋

朝

の

義

職
な

り

し

を

知

6

べ

く
、玄

恵

の

達

道

も

亦

宋

朝

の

義

に

達

せ

し

を

指

す

鷲-　 　 　 　 　 　 輪・　 　 　 　 ず　 み　　　　鵡癒



笹
野

や

明

な

り
、然

れ

ば

四

書

の

名

目

こ

そ
元

亨

三

年

に

見

え

た

れ
、朱

學

の

磯
研

究

は
、後

醍

醐

即

位

の

元

磨

元

年

以

前

に

在

り

し

や
知

可

し
、是

れ

一

山

蹄

化

後

十

籐

年

の

事

な

り
、
ご
條

兼

良

の
尺

素

性

来

に
、近

代

猫

清

軒

玄

恵

法

印
、宋

朝

演

洛

之

義

爲
レ正
、開
講

席

朝

廷
以

来
、程

來

二

公

之

新

羅

可
レ爲
昌肝
U心
一候

也

と

あ

る

も
、亦

爾

記

に

符

合

せ

り
、大

日

本

史

玄

惑

傳

は

此

の

丈

に
擦

り

て
、先
レ是

経

莚

専

用

漢

唐

註

疏

至
レ是

玄

慈

姑

唱
程

朱

之

読
↓世

人

往

々
多
學

レ之

者

と

明

記

せ

し

は
、誠

に

儒

林

の

一
大

光

彩

な

の

然

れ

ど
、同

書

に
後

帝

籍

謀
レ滅
蝋北

條

兵

権

中

納

言

資

朝

賛
成

其

事
↓設
無

禮

講
結

晶將

士

之

心
惑

レ爲
幅人

所
ワ怪
、陽

延
二玄

慧
一使
レ講
レ書

と

あ

る

は
、大

挙

記

に

人

の
無

禮
講

を

誉

め

ん

こ

と

も

や
あ

ら

ん

と

て
、事

を

文

談

に

寄
巷

ん
薦

め
、玄

惑

を

し

て

昌

黎

文

集

を

講

せ

し

め

ら

れ

け

る

ガ
、昌

黎

潮

州

に

諭

せ

ら

る
玉

詩

を

講

ず

る

に

至

り

て
、不

吉

な

り

と

て
談

義

を

止

め

　

　

　

　

宋
學
傅
來
の
淵
源
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三

　

　

　

　

　

　

-
一

酵
、、
　

,
　

　

　

一
、
,、、
・　

　

　

　

　

　

一
野

鼠
ジ

ー
・
・
.　

ー
レ
ー
㌦

セ
　

藁

　

　

　

一

臨

監
躍堅

い
甕
鱒
譲

,峰

齢

二
縫

じ臨

欝
欝



　

　

　

　

宍
學
傳
來
O
∵淵
源
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　二
四

た

る

由

記

せ

る

に

擦

り

し

も

の

な

る

か
、此

は

太

李

記

の

作

者

が
、正

中

登

難

の

俊

基

東

下

り

資

朝

佐

渡

遠

流

等

を
、昌

黎

の

潮

州

遷

請

に

比
.し

て
、附

會

せ

る

小

説

的

記

事

の

み
、花

園

院

御

記

の

元

亨

三

年

七

月

十

九

日

の

條

下

に
、近

日

風

盟

以

理

學

爲

レ先

、不
レ拘
昌禮

義

之

間
、頗

有

隠

士

放

游

之

風

↓於

齢朝

臣

一考

不
レ可
レ燃
口歎
、此

是

則

近

日

之

弊

也

と

あ

り
、後

醍

醐

君

臣

打

解

け

て

學

を

講

し

た

ま

ひ
、果

は

隠

士

放

游

の

風

に

流

れ
、叉

將

士

を

も

會

し

て
、官

位

に

拘

ら

す

聴

講

を

許

し

た

ま

ひ

る

も

の
、即

ち

無

禮

講

の

由

來

な

る

べ

く
、決

し

て

入

目

を

避

け

ん

爲

に
、玄

慧

に

書

を

講

せ

し

め

ら

れ

し

に

非

ざ

る

は
、御

記

の

文

に

徴

す

べ

し
、蓋

し

帝

夙

に

回

復

の

志

あ

り
、朝

臣

の

文

弱

を

振

ひ

名

節

を

磨

礪

す

る

に

は
、宋

儒

の

説

を

尊

ぶ

に

在

り

と

思

召

し

て
、宋

學

を

進

講

せ

し

め

ら

れ

け

ん
、南

宋

偏

安

の

世

に

在

り

て
、道

義

を

講

明

せ

し

朱

子

學

は
、士

氣

を
振

作

す

る

に

適

慮

㌦ 摘 隔藁許メ曝



す

れ

ば

な

り
、然

れ

ば

花

園

院

も

政

道

の

中

興

鼓

に

因

る

か

と

仰

せ

ら

れ
、資

朝

俊

基

親

房

等

の

如

き

忠

臣

も
、此

の

禁

裏

風

な

る

學

派

中

よ

り

現

出

し

た

り

し

も

の

な

れ

ば
、大

日

本

史

の

陽

延
高玄

惑

一の

陽

の

一
.字

史

實

を

失

ひ
、剰

さ

へ

御

醍

醐

講

學

の

御

本

意

を

も

失

へ

り
、讃

史

者

は

宜

し

く

御

記

の

文

を

昧

ひ

て
、後

醍

醐

帝

が

中

興

の

爲

に

朱

學

を

講

し

た

ま

ひ

し

を

知

る

べ

ぐ
、元

亨

講

學

の

結

果

は
、
一
た

ひ

正

中

の

登

難

に

敗

れ

し

も
、途

に

建

武

中

興

の

功

を

収

め

し

を

も

知

ら

ざ

る

可

か

ら

ず
。

　

虎

關

の

元

亨

経

書

濾

西

傳

賛

に

周

濠

漢

を

引

き
、其

の

濟

北

集

に

程

朱

の

學

を

論

じ

た

る
、亦

御

記

に

次

ぎ

て

の

古

き

宋

學

記

載

な

る

べ

し
、

虎

關

は

濠

漢

に

服

し

て

程

朱

に

廉

た

ら

す
、特

に

朱

子

が

輝

よ

り

出

て

ふ

灘

を

護

る

を

悪

み
、自

ら

明

敏

大

師

の

禦

侮

を

以

て

居

れ

り
、亦

一
卓

見

に

し

て
、後

世

征

篠

な

ど

の

朱

子

を

護

る

は
、虎

關

を

記

述

す

る

者

に

　

　

　

　

宋
學
傳
來
の
淵
源
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五

　

　

　

　

　

　

　

　

～

ー

ー



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

、/
,

　

　

　

-　
宋
學
傳
來
の
淵
源

・
　
　
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

似

た

り
、虎

關

の

宋

學

は

一
山

に

出

つ

る

も
、玄

惑

の

學

は

其

の

出

つ

る

所

を

知

ら

ず
酋

は

虎

關

玄

恵

二

人

は

兄

弟

な

り

と

の

説

あ

れ

ど
、猶

確

な

ら

ざ

る

に

似

た

り
。
-

　

玄

恵

の
學

派

は
、源

親

房

其

の
悪

臭

を

得

と

稽

せ

ら

る
、親

房

の
學
・
や
、
.

紳

儒

佛

を

湿

し
、陰

陽

繊

緯

の

説

を

交

ふ

る

も
、神

里

正

統

記

の

議

論

正

大

な

り
、溝

隠

は

楠

正

成

を

も

宋

學

者

と

飛

せ

り
、正

成

好

ん

で

論

語

を

讃

み

し

と

聞

く

も
、宋

學

は

之

を

知

ら

す
、玄

惑

後

ち

足

利

氏

に

帰

し

て

其

學

も

亦

北

朝

に

傳

は

れ

り
、光

嚴

光

明

二

帝

の
侍

講

た

り

し

菅

鳳

公

時

も
、光

明

帝

侍

講

紀

行

親

も
、元

亨

講

學

の
徒

に

し

て
、朱

學

を

玄

惑
、起

受

け

し

も

の
、常

に

四

書

を

進

講

ぜ

し

か
、行

親

が

大

學

進

講

の
詩

に
、只

要

新

民

日

々
新

の

句

あ

り
、新

註

を

幸

せ

し

や

明

白

に

し

て
、學

庸

に

新

註

を

用

ふ

る

こ

と
、己

に

此

の
時

に

行

は

れ
、清

原

業

忠

に

始

ま

り

し

に

　 　 　 　 　 　 　 藁戦　 　 　 　 　 醜蜘　 　 　 　 麟　 熱熱輪 謙癬蕪 ζ



鞍
蹴
鎌

熱
難
鈴
斜

非

さ

る

を

讃

す

べ
し
、玄

惑

を

尊

信

せ

し

一
條

兼

良

は
、即

ち

桃

華

老

人

と

稻

せ

し

鷹

仁

中

の
大

學

者

な

り
、當

時

中

原

康

富

は

玄

惑

砂

書

の

論

語

を

相

傳

し

て
、之

を

花

山

院

中

納

言

に
授

け

し

こ

と

あ

り
、清

家

に

は
、

業

忠

始

て
論

孟

は

古

註

學

庸

は

新

註

の
家

法

を

立

て
、環

翠

軒

宣

賢

以

下

之

を

幸

し

て

以

て

徳

川

氏

に

及

べ
り
。

　

虎
關

の

學

派

は

中

暑

圓

月

に

至

り

て
、禦

侮

よ

り

崇

信

と

爲

り
、義

堂

周

信

は

足

利

幕

府

に

勧

む

る

に
新

註

を

以

し
、岐

陽

方

秀

出

る

に

及

び

て
、憾

永

十

年

の
舶

来

四

書

に

始

め

て

訓

鮎

を

施

せ

妙
、足
れ

四

書

和

鮎

の

始

と

傳

ふ

る

も
、其

書

傳

は

ら

ね

ば
、如

何

な

る
護

法

な

り

し

や

を

知

る

可

ら

ず
、岐

陽

の
門

下

に

駿

足

多

し
、雲

華

一
慶

尤

も

性

理

學

を

好

み
、

諸

山

の

名

柄

を

會

し

て

百

丈

清

規

を

講

ず

る

や
、往

々
宋

儒

の

説

を

援

引

せ

り
、催

告

得

巖

も

添

文

を

能

く

し

て
宋

學

に

達

せ

り
、得

厳

刑

に

隻

　

　

　

　

宋
、學
傅
來
の
淵
源
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七

幾㍉



、「

凋

1

.=

.
藷

倒
閣
澗

1
調

　

　

　

　

来
月學
傳
來
の
蹴
源
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　、　
　
　
　
　
　

二
八
　
　
　・

桂

と

號

す
、雲

桂

二

門

の

俊

才
、散

し

て

海

内

に

居

り
、以

て

朱

學

を

分

布

せ

し

が
、我

か

薩

摩

め

桂

苓

灘

師

の

如

き

も

亦

其

の

一
人

な

り
、是

よ

り
、

先

ぎ

後

醍

醐

の

元

亨

二

年
、沙

門

素

慶

と

云

ふ

も

の
、古

文

術

書

孔

氏

傳

十

三

巻

を

刻

サ

リ
、真

蹟

に

儒

以

知

道
、繹

以

助

レオ

の

語

あ

り
、儒

道

繹

オ

は

蓋

し

鎌

倉

以

來

の

時

代

的

思

潮

な

り

元

曾

の

來

化

は
、明

極

、梵

仙

、正

澄

囲等

あ

り
、明

曾

永

瑛

以

後

は

之

な

か

り

し

も
、我

が

縄
…
曾

の

入

明

は

盆

多

く
、随

て

詩

文

も

流

行

し
、儒

學

も

亦

盛

行

せ

り
、常

時

の

臨

濟

派

膵

苑

は
、儒

繹

不

二

を

理

想

と

し
、此

の

理

想

は

中

岩

義

堂

咬

傷

に

至

り

て

い

よ

く

登

達

し
、其

の

門

下

生

の

字

號

は
、皆

濡

話

に

取

る

も

の

多

く
、此

の

時

代

の
外

集

に

載

せ

た

る

宇

の

説

は
、概

皆

聖

経

賢

傳

の

講

繹

な

り
、

而

し

て

儒

書

の
出

板

は

元

亨

二

年

の

侮

書

に

次

ぎ

て

正

孕

版

論

語

あ

り
、正

平

版

論

語

に

次

く

者

は
、實

に
桂

苓

の
門

人

な

る
薩

摩

の
伊

地

知

嶋 ・

礒



●

重

貞

か
刻

せ

し

文

明

阪

大

學

な

り
。

　

桂

苓

は

周

防

の
人

な

る

よ

り
、世

之

を

大

内

文

學

の

産

児

と

駕

す

も
、

所

謂

大

内

文

學

は
義

隆

時

代

を

言

ふ

者

に

し

て
、桂

苓

は
義

隆

以

前

の

人

な

る

が

故

に
、大

内

文

學

桂

苓

を

生

み

し

に

あ

ら

ず
、桂

苓

等

の

力

に

因

て
大

内

文

學

は

出

来

た

る

な

り
、大

内

領

の
防

長

二

州

に

は
、咬

傷

も

来

り
、権

官

も

来

り
、其

の
高

弟

も

来

り

て

大

刹

に

住

せ

し

こ

と

あ

り
、且

つ
大

内

氏

が

明

韓

使

璃

の

事

を

総

督

せ

し

ょ

り
、足

利

氏

の

外

交

秘

書

官

た

り

し

惟
亀省

得

巖

と

大

内

氏

と

は
、縁

故

尤

深

か

り

き
、斯

る

関

係

よ

り
、大

内

氏

に
朱

學

の

風

気

を

吹

込

む

こ
と

己

に

久

し

く
、桂

巷

も

亦

斯

の
縁

故

に

因

て
、南

鐸

の
惟

省

に

師

事

せ

し

な

ら

ん
、而

し

て

後

世

に

は

義

隆

の

如

き

興

學

の
人

を

も

産

せ

し

な

る

べ
し
、扱

桂

巷

は

得

巖

に
師

事

せ

し

も
、其

の
宋

學

は

之

を

鼓

腸

の
門

人

な

る

建

仁

等

の

惟

正

明

貞
、

　

　

　

　

宋
學
傅
來
の
淵
源
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　二
九

ー
ー

歎̀
』監

監
夢
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宋
轟
鰯
來
②
淵
源
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
.　
　
　
　

三
〇

東

幅

寺

の
量

召

端

業

と

云

へ
る

二

曾

に

受

け

た

り

と

は
、文

之

の
南

浦

文

集

に

記

す

所

ぼ

り
、此

の

二

信

の

事

蹟

詳

な

ら
ず
、(漢

學

紀

源

に

は

了

港
、景

徐
、簡

波

等

を

桂

苓

の

學

友

と

駕

す

も
、蚤

除
、周

麟

ば

蘭

坂

の
門

人

に
'し

て
、桂

苓

の
後

輩

な
り
)、後

ち

明

に

便

し

て
杭

蘇

の

間

に

留

學

す

る

こ

と

久

し

く
、帰

朝

後

乱

を

石

州

に

避

け
、帰

り

て
赤

馬

關

の

永

幅

寺

に

再

住

し
、尋

き

て

九

州

に

游

び

て
、肥

後

隈

府

の
菊

池

氏

に

客

と

爲

り
、菊

池

聖

廟

の

繹

莫

を

観

て

二

律

を

賦

し
、途

に

島

津

氏

の
聴

に

癒

し

て
薩

摩

に

入

り

し

は
、文

明

十

年

戊

戌

二

月

二

十

一
日

な

り
。

　

薩

摩

に

於

け

る
桂

巷

を

説

か

ん

と

す

る

前

に
、菊

池

聖

廟

に

翻

す

る

鄙

考

を

述

べ
ん

に
、或

る
今

入

の
著

書

に

は
、菊

池

氏

は

桂

巷

の

勧

に

因

て
繹

莫

を

も

行

へ
る

や

う

に

記

し

た

る

者

あ

れ

ど
、此

は
大

間

遽

に

て
、

菊

池

文

學
▼
は

桂

巷

以

前

に

開

け

た

る

こ

と

久

し
、菊

池

氏

は

九

州

の

奮

　　　　　　澗
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家

名

族

に

し

て
、建

武

中

興

の
功

臣

第

一
な

る

寂
6阿

入

道

武

時

か

和

歌

を

能

く

し

た

み

に

も
、其

の
好

學

の

家

風

は

知

ら

れ

た

る

ガ
、傳

説

に

擦

れ

ば

武

時

及

ひ
其

の

子

武

光

は
、入

宋

曾

の
寒

岩

輝

師

が

上

足

た

る
大

智

に

師

事

せ

り

と

云

ふ
、大

智

は

入

元

の
名

僧

な

り
、武

光

の
時
、征

西

將

軍

懐

良

親

王

の

御

下

向

に

は
、都

よ

り

随

從

せ

る

文

臣

も

多

か

り

け

ん

ガ
、中

に

五

條

頼

元

あ

り
、儒

學

の
家

な

れ

ば
、後

醍

醐

朝

の
文

學

を

も

齎

ら

し

け

ん
、武

光

明

主

に
贈

れ

る

文

中

に
、論
レ文

有
二孔

孟

道

徳

之

文

章
論

レ

武

有
孫

呉

鞘

略

之

兵

法
め

語

あ

り
、本

居

宣

長

の
駅

戎

慨

君

な

ど

に
、痛

く

此

の

書

の

失

髄

を

指

摘

し

た

れ

ど

も
、菊

池

氏

が
乱

世

に
在

り

て
、孔

孟

の
道

徳

を

講

じ

居

た

る

を

讃

す

る

に

は

飴

あ

り
、所

謂

孔

孟

の

道

徳
、

域

は

後

醍

醐

朝

の

禁

裏

風

即

ち

宋

學

な

る

な

か

ら

ん

か
、然

ら

ぬ

も

武

光

武

政

武

鯛

三

代

の

明

國

交

通

は
、文

化

を

輸

入

せ

し

を

疑

は

す
、武

鯛

　

　

　

　

宍
學
傳
來
の
遡
源
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　.　
　
　
藁
一

'臨

…

一

　
.-



　

　

　

　

宋
學
傳
來
の
淵
源
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　・　
　
　
三
二

の
子

持

朝
、及

ひ

菓

子

爲

邦

は
、元

志

寛

中

を

師

と

し

て

暉

を

學

び
、爲

邦

尤

も

文

武

に

長

し
、常

に

好

ん

で

碧

巖

を

謹

め

り
、咬

傷

の

弟

子

悪

風

覇

蔵

主

の
竹

居

清

華

に

は
、爲

邦

の
學

を

稔

し

て
、中
盆
ハ
孔

孟

之

儒

雅
鱒の

語

あ

り
、彼

の

聖

廟

は
、爲

邦

隠

居

し

て

其

の

子

重

朝

家

を

嗣

ぎ

し

時

代

に

創

立

せ

し

者

な

れ

は
、爲

邦

の

命

に

出

て

し

や

明

な

り
、宜

な

る

哉

中

興

す

と

稻

せ

し

や
、催

告

門

下

の
希

世

霊

芝
、嘗

て

重

朝

の
詩

を

観

て
、美

哉

北

諸
、識

者
晶微

意
}

て
其

懸

閾

の

志

を

給

せ

り
、以

て

其

の
學

本

原

あ

る

を

知

る

べ
し
、詩

僧

横

川

景

三

が

重

朝

に

贈

り

し

詩

に
、西

州

風

俗

聰
晶人

説
↓戸

々

民

村

復

調
レ書

0
句

あ

り
、慮

仁

文

明

の

乱

離

の

中

に

在

り

て
、民

村

戸

々
粒

調

の
聲

あ

り

と

は
、瓠

も

菊

池

文

學

の
普

及

驚

く

可

ら

ず

や
、

足

れ

決

し

て

山
朝

,憎
夕

の
養

ふ

所

に

非

す
、而

し

て

桂

苓

の
菊

池

氏

に

客

た

り
し

は

重

朝

の
時

な

い
、重

朝

の
重

臣

に

隈

部

総

州

忠

直

ξ

云

ふ



も

の

あ

り
、賢

に

し

て

學

を

好

み
、桂

苓

を

優

麗

し

で

至

ぢ

さ

る

所

な

し
、

君

賢

臣

良

な

る

こ

主

知

比

し
、其

の

風

俗

知

る

可

し
、當

時

源

基

盛

と

云

ふ

も

の
、自

窮

の

四

書

集

註

に
、桂

奄

の

ロ

授

を

受

け

て

訓

黙

を

加

へ

た

'

り

と

云

ふ
、此

の

篇

本

四

書

は

桂

巷

に

因

て

始

て

菊

池

氏

に

入

り

し

に

は

あ

ら

で
、桂

巷

以

前

よ

り

肥

後

に

入

9

て

傳

篇

さ

れ

し

者

な

る

べ

ん
、

果

し

て

然

れ

ば

宋

學

の

肥

後

に

行

は

れ

し

や

久

し
、風

氣

の

開

け

て

教

化

め

普

及

せ

る

こ

と

如

此

ぐ

な

り

し

菊

池

も
、其

後

強

鄭

の

爲

に

込

さ

れ

て
、今

は

孔

子

堂

堤

ど

云

ふ

一
片

の

石

を

留

む

る

に

過

ぎ

さ

る

は

悲

む

に

堪

へ

た

り
、予

は

肥

後

人

士

が

聖

廟

再

建

の

墾

あ

ら

ん

こ

乏

を

望

む

や

切

ぼ

り
。
=

　

斯

く

て

薩

摩

に

入

り

し

桂

巷

は
、園

主

島

津

忠

昌

の

優

遇
.を

受

け
、上

下

土

入

の

師

事

す

る

所

乏

爲

れ

り
、抑

薩

摩

は

古

来

階

唐

交

通

の

門

戸

　

　

　

　

栄
華
癬
來
の
淵
源
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三

…

ー
ー

臨
一

瓶
疑

緊
臨

凱



.弼一

.」

胴
「
-一
調
ー
-

月
　

叫

・
回,議
遡

懸
灘

趨麺

　

　

　

　

宋
學
傷
寒
の
淵
源
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

に

し

て
、文

化

の

此

他

に

蹄

遣

さ

れ

し

者
、古

寺

院

に

鮎

凝

せ

り
、足

利

氏

と

爲

り

て

も
、博

多
、山

口
、堺

と

均

し

く
、漢

土

交

通

の
溝

口

た
,り
、蓋

し

當

時
凋京

都

を

除

き

て
、文

化

の

盛

な

り

し

は

亦

此

の

四

魔

な

り
、足

れ

文

化

輸

入

の
門

戸

な

れ

は

な

り
、正

平

版

論

語

は

堺

に

串

で

ふ
、後

ち

天

文

版

論

語

も

亦

堺

の
署

師

阿

佐

井

野

氏

に

成

れ

り
、博

多

は

日

栄

最

初

の

開

港

場

に

し

て
、宋

元

人

の

帰

化

も

亦

多

く
、是

に
於

て

蹄

化

元

人

愈

良

甫

の

博

多

版

あ
り
、(後

ち

嵯

峨

に

刻

し

て

嵯

峨

版

と

云

ふ
、詳

は

朝

倉

象

三

氏

の

日

本

古

剣

書

史

に

出

づ
)、山

回

は

足

利

氏

の
外

務

大

臣

た

り

し

大

内

氏

の

治

所

に

し

て
、明

韓

の
文

化

を

吸

収

せ

し

結

果

は
、今

も

大

内

本

の
名

を

留

め

た

り
、薩

摩

の
鹿

児

島

堂

濁

り

其

の

後

に

落

ち

ん

や
、正

挙
.

版

論

語

及

び
博

多

版

諸

文

集

よ

り

後

れ

て
、而

し

て

天

文

版

論

語

及

び

大

内

本

数

種

よ

り

も

前

な

る

文

明

十

三

年

に
、朱

子

章

句

の
大

學

一
班

》



は
、桂

苓

の
門

人

伊

地

知

左

衙

門

尉

卒

重

貞

に

因

て

鹿

児

島

に
剥

せ

ら

れ

た

り
、重

貞

は

畠

山

重

忠

の
末

孫

に

し

て
、島

津

氏

の
国

老

な

り
、此

の

書

盛

ん

に

當

時

に

行

は

れ

て
版

木

磨

滅

せ

し

も

の
乏

見

え
、十

一
二
年

を

経

た

る

延

徳

四

年

壬

子
(此

の
歳

改

元

明

鷹
)に

は
、桂

苓

の

桂

樹

輝

院

に
再

刊

せ

り
、文

明

阪

大

學

は

天

保

中

に
伊

地

知

溝

隠

力

を

蓋

し

て
捜

訪

す

る

も
、亡

供

し

て
存

せ

ず
、延

徳

再

刊

本

も

亦

萎

々

た

り

き

と

云

ふ
、

予

は

溝

隠

の

孫

女

婿

に

し

て

予

が

再

従

兄

弟

な

る
種

子

島

月

川

氏

よ

り

贈

與

さ

れ

し

延

徳

版

大

學

を

蔵

せ

る
か
、其

の
巻

尾

の

識

語

左

の
如

し
。

　

文

明

龍

集

辛

丑

夏

六

月

左

衛

門

尉

平

氏

伊

地

知
(此

の
間

に

一
字

あ

　

る

者

の

如

き

も

分

明

な

ら

ず
)重

貞

命

工

鎮
梓

於

薩

洲

鹿

児

島

　

延

徳

壬

子

孟

冬

桂

樹

騨

院

再

刊

　

　

　

　

朱
墨
傳
來
の
淵
源
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　三
五

臨
謄
∴

〆

・
野
一

:



ご

恢

、腔

響

㌦
レ
擁

、
,総

記

▽

ゼ

》

瓢

蹄
＼

じ
滅
.
う
,嘱

　

　

　

　

宋
、攣

癖

塞

の

淵

源
・　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

'　

,　

、　

　

.三
六

　

文
.明

龍

集

め

《三

十

字

は
、
小

.惑

.港
,
行

書

に

し

て
、重

貞

の

自

書

と

麗

し

く
、延

徳

王

子

の

十

二

字

は

稽

大

き

く
、本

文

と

同

形

の
、楷

書

に

し
u
て
、桂

苓

灘

師

の

手

蹟

な

る

や

疑

な

し
、此

の

書

翻

刻

な

ら

ん
、
に

は
、命
レ工

重

梓

な

ど

あ

る

べ

き

に
、左

は

あ

ら

ず

し

て

金

工

鍍

梓

と

云

へ

る

は
、新

に

書

手

に

命

じ

て

篇

ざ

し

め

し

を

剥

せ

し

に

相

違

な

し
、溝

隠

は

英

書

を

以

て

桂

巷
.
の

手

に

出

つ

と

爲

せ

り
、今

桂

巷

の

自

筆

な

る

べ

し

と

思

は

る

》

延

徳

壬

子

の

十

二

字

と
、経

傳

の

本

文

と

を

比

較

す

る

に
、寸

分

も

蓮

`

は

ぬ

同

一
筆

蹟

な

り
、即

ち

知

る

疑

ふ

べ

く

も

あ

ら

ぬ

桂

巷

の

筆

蹟

な

る

を
、桂

苓

の

眞

筆

は

予

れ

廣

捜

通

読

す

る

も

渡

す
、唯

此

の

延

徳

板

大

學

の

端

正

な

る

細

楷

を

見

る

0

み
、霜

風

魚

雨

四

百

十

七

入

年

を

経

た

る

日

本

最

初

の

刊

本

大

學

に

し

て
、而

か

も

桂

苓

の

手

書

に

成

れ

る

も

の
ハ煙

々

と

し

て

天

地

の

間

に
,是

存

す

る

は
満載

に

學

界

の

爲

に

喜

ぶ

可

'

轟∴毒



　

　

　

　

　

ら

ず
や
。(篇

本

延

徳

版
大
"學

は

内

閣

書

目

に

見

ゆ
)

　

　

　

　

　

桂

苓

は

更

に

岐

陽

の

訓

鮎

を

修

正

し

て

四

書

に

加

黙

せ

り

と

傳

へ
ら

　

　

　

　

　

る

、
も
、其

の

書

は

散

逸

し

て
、濁

り

家

法

和

鮎

一
班

を

存

す

る
め

み
、訓

　

　

　

　

　

鮎

の

法

大

略

知

る
可

し
、此

は

如

竹

散

人

寛

永

元

年

に

刻

せ
し

も

の
今

　

　

　

　

　

に

行

は

る
、近

北

本

會

具

な

る

雑

誌

輝

宗

の

主

管

上

村

観

光

民

活

捌

し

　

　

　

　

　

て
同

志

に

頒

て

り
、文

之
和

術

の
文

之

黙

は

此

の

家

法

和

熟

に
'本

つ

き

　

　

　

　

　

て

桂

苓

鮎

を

潤

色

せ

し

者

な

り
。

　

　

　

　

　

　

文

之

は

日

州

の

入
、桂

港

の
學

は

月

渚

英

乗
(入

明

曾
)之

を

二

州

一
翁

　

　

　

　

　

に
傳

へ
、二

州

一
翁

之

を

文

之
ゆに

傳

へ
た

る
ガ
、當

時

薩

摩

に

蹄

化

明

人

　

　

　

　

　

黄

友

賢

あ

り
、江

夏

と

改

姓

し
、環

漢

と

號

す
、二

州

之

を

友

と
し

て
釜
を

　

　

　

　

　

受

け
、二

州
.寂

後

は
、文

之

も

之

に

從

っ

て
朱

學

を

受

け

た

㊨
乏

ぞ
、文

之

　

　

　

　

　

の
著

書

は

其

の
門

人

如

竹

散

人

之

を

刊

行

せ

し

か
、文

之

鮎

刊

行

は

寛

　

　

　

　

　

　

　

　

　

宋
學
修
來
の
灘
源
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
.　
　
　
　
　
　

三
老

辱臥

驚

F

訟

讐
・
一

ζ
一

ご
　

　

　

　

　

　

　

　

　

ー

解
髪
し

一
　

f

　

ー

ー
ー

ー
ー

し



呼塩養

蒙

塵聲

畢

.㌔
　

・

.　

轍
、

'

ぜ

『μ

ド・

　

　

　

　

宋
.學
傅
來
の
淵
源

　

　

　

　

し
　

　

　

　

　

　

三
八

永

四

年

な

似
、文

之

は

文

章

を

以

て

勝

似
、如

竹

は

徳

行

.を

以

.て

.勝

る
、如

、

竹

は

屋

久

嶋

の

人

、初

め

藤

堂

高

庇

の

侍

講

と

爲

り
、中

ご

ろ

琉

球

王

世

子

の

傅

と

爲

り
、又

維

を

浪

華

に

垂

れ

て
、浪

華
・
文

學

傳

開

巻

第
二

の

入

な

り
、晩

年

島
、津

光

久

に

侍

蔑

し

て
、此

に

再

び
、
桂

巷

派

の

宋

學

は

薩

摩

に

行

は
.
れ
、專

ら

躬

行

を

禽

ひ

て

士

氣

を

砥

礪

し

き
。

　

岐

湯

沢

の

朱

學

は

一
方

に

充

つ

薩

摩

に

行

は

る

玉

ゆと

無

比

く

な

り

し

が

、
一
方

に

は

程

経

て

周

防

の

大

内

氏

に

花

を

晩

か

せ

た

り
、大

内

義

隆

は

数

多

の

文

臣

學

曾

を

京

師

よ

り

招

致

し

て
、當

時

の

諺

に

も

流

窟

公

卿

堕
。落

沙

門

の

評

あ

り
、藤

原

實

隆

に

朝

儀

を

質

問

し

て

多

々

良

問

●答

を

著

は

し
、清

原

頼

賢

小

槻

伊

治

等

と

學

を

諾

し

て
、環

翠

軒

宣

賢

の

遺

著

な

る

四

書

諺
.解

を

購

ひ
、近

臣

の

爲

に

大

學

を

講

じ
、朝

鮮

に

向

て

五

経

集

註

を

求

し

事

ど

も
、世

の

知

る

所

な

る

ガ
、
一
朝

國

亡

び

て

空

し

恥 》



く

大

内

本

の
名

の

み
残

れ

り
、而

し

て

大

内

文

學

は

防

長

よ

り

轄

じ

て

四

國

に

入

り
、以

て
海

南

學

の

一
派

を

開

き

ぬ
、海

南

學

の

租

を

南

村

梅

軒

と

云

ふ
、亦

周

防

の

人
、或

は

云

ふ
義

隆

の
儒

臣

に

し

て
、五

経

集

註

を

朝

鮮

に

求

め

し

は

梅

軒

の
勧

に
出

つ
と
、未

だ

確

な

る

や

否

を

知

ら
ず
、

梅

軒

は

天

文

中

忽

如

と

し

て

土

佐

に

現

は

れ
、弘

國

城

主

吉

良

直

後

の

賓

師

と

爲

り
、其

の
門

に

烈

士

吉

良

宣

義

を

出

し
、途

に

長

居

我

部

元

親

を

し

て

學

を

立

て

士

を

敏

へ
し

む

る

の
氣

運

を

開

け

り
、其

の

事

蹟

は

大

日

本

教

育

史

資

料

に

在

り
、其

の
宣

経

に

告

げ

し

所

の

説

を

見

る

に
、

猫

是

れ

牛

偏

牛

輝

な

れ

ば
、鐸

門

に

於

け

る
儒

繹

不

二

の

理

想

中

よ

り

出

て

し

人

な

る

べ

し
、其

の
門

に

忍

性
、如

淵
、天

童

の

三

曾

あ

り

て
、其

の

學

読

を

傳

へ
、天

童

の
門

に

谷

時

中

を

出

し
、小

倉

三

省
、野

中

兼

山

相

踵

ぎ

て

輩

出

し
、南

學

始

て
盛

ん

に
、山

崎

闇

齋

も

亦

吸

江

寺

に

掘

起

し

て
、

　

　

　

　

宋
學
傳
來
の
淵
源
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九

..
套



.一謹

叢
書
精一

ま

鞄

　

　

　

　

宋

學

傳

來

の
淵

源

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
四
〇

崎

門

の

.一'
派

を

開

き
、梅

軒

の

牛

偏

牛

灘

は

-一

軸

し

て

、紳

儒

同

化

、と

矯

曹

れ

9
。。
　

　

,,
　

　

　

　

　

　

　

　

　

,
　

　

,、
　

鑑

、.
,
　

　

　

,
　

婁
一

　

之

を

要

す

る

に

後

醍

醐

以

前

は
、宋

學

の

史

談
朦

朧

に

し

て
、傳
來

の

人

と

時

期

芝

の
考

謹

に
、猫

力

を

蓋

さ

ざ

る
可

ら

ず
、後

醍

醐

の

元

応

以

後

に

至

り

て

は
、史

談

明

白

に

し

て
、己

に

研

究

時

期

に

入

れ

り
、而

し

て

玄

惑

虎

關

の

二

大

派

に

分

れ

た

り
、玄

恵

沢

は

朝

廷

に

行

は

れ

し

も
、朝

廷

の
衰

ふ

る

と

共

に

其

學

振

は

ず
、虎

關

派

は

輝

門

に

行

は

れ

し

か
、騨

の

武

家

に
歓

迎

さ

る

玉
と

共

に
、宋

學

は

輝

學

に

件

ふ

て

武

家

に

行

は

れ

以

て
北

條

足

利

氏

よ

り

徳
ゆ川

氏

に

及

び
、此

に

三

百

年

の
文

化

を

開

け

り
、蓋

し

潭

と

宋

學

と

は

異

姓

の
同

胞

な

り
、孔

繹

其

姓

を

異

に

す

る

も
、性

と

云

へ
る

母

よ

り

生

れ
出

で

し

は

同

じ
、是

を

以

て
輝

徒

億

宋

學

を

喜

べ
り
、而

し

て

不

文

な

る
武

人

は
、ヌ

輝

宗

の

不

立

文

字

直

指

人

心

縫盛 観帆夢叢 誌黙認 蕪鉱毒譲麹、



7
》
　

・
緬

.
を

喜

べ

り
馬足

に

於

て

宋

學

は

叉

灘

宗

に

件

ひ

て

武

人

に

行

は

れ

し

な

り
、宋

學

は

道

義

を

教

へ
氣

節

を

鼓

舞

す

る

よ
」り
、武

人

は
・輝

に

因

て

死

生

の

開

門

を

超

脱

す

と

共

に
、忠

勇

の

武

士

道

を

養

成

し

た
"り
、
き
、此

は

北

條

氏

の

家

法

に

し

て
、足

利

氏

之

を

學

び
、徳

川

民

具

の

成

例

を

襲

顕

し

て
、興

學

の

初

め

人

オ

を

新

註

に

取

り
、以

て

十

五

代

の

治

を

開

け

り
、

繹

宗

に

件

は
國さ

る

宋

學

を

直

に

武

人

の

前

に

説

く

も
、果

し

て

能

く

行

は

る

る

を

得

た

り

ゃ

否

や

は

疑

問

な

り
、且

つ

暉

徒

に

し

て

三

教

不

一
'

を

唱

ふ

る

こ

と

道

元

の

如

く

な

ら

し

め
内儒

を

期

し

て

離

せ

ざ

ら

し

め

.

ば
、則

ち

宋

學

の

興

衰

は

汲

置
.き
、我

邦

の

儒

教

は

能

く

後

日

の

復

興

を

,.

来

し

た

9

し

や

否

も

亦

疑

問

な

り
、足

利

氏

の

世

朝

廷

の

學

衰

へ

て
、繰

莫

の

禮

慶

し
、博

士

の

名
、告

朔

の

饒

羊

に

過

ぎ

ず
、此

の

時

に

當

り

て

信

徒

の

儒

霧

ネ

ニ

を

理

想

と

し
、外

典

を

講

し

て

世

教

を

稗

補

す

る

無

く

　

　

　

　

栄
學

傳
來
の
淵
源
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一

匹　
陰

乾
　
　
　卜　
野乙
崇
静轟

鉾

鶴
罫
一

紅
臨



　

　

　

　

宋
學
傳
來
の
淵
源
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

ん

ば
、則

儒

學

の

衰

滅

や

如

何

ん
、程

來

の

新

説

ば

我

邦

儒

學

衰

頽

の

日

に

傳

来

し

て
、學

界

を

震

蕩

す

る

こ

と
、欧

米

學

説

の

薔

日

本

を

鼓

動

ぜ

し

か

如

し
、奮

派

の

新

派

を

忌

む

は
、何

の

世

か

同

じ

か

ら

ざ

ら

ん
㍉花

園

院

御

記

に

も

難

読

あ

り

し

こ

と

を

記

さ

れ
、中

岩

圓

月

の

詩

に

も
、藤

原

忠

範

等

が

伊

洛

に

反

射

せ

し

こ

と

を

言

へ

り
、儒

林

世

家

の

批

難

想

見

す

べ
し
、
一
方

に

は

文

具

を

好

み

新

を

喜

ふ

は

人

情

な

り
、況

ん

や

元

足

れ

異

姓

の

同

胞

を

や
、灘

徒

の

學

を

好

な

者
、孚

ふ

て

新

註

を

講

じ
、將

軍

に

勧

め

て

四

書

を

績

ま

し

む
、是

に

於

て

宋

學

は

諸

侯

の

國

に

も

行

は

れ

て
、名

將

の

壁

書

修

善

等
、皆

學

文

を

倒

し

つ

玉

武

士

道

の

獲

達

を

謀

れ

り
、乱

離

の

問
、世

道

の

地

に

墜

ち

さ

り

し

は
、量

曾

學

と

武

人

の

學

と

の

力

に

非

ず

や
、然

る

に

後

世

儒

者

の

佛

を

忌

め

る

曾

學

の

功

を

浸

し

て

其

夫

権

を

縮

む

を

責

め
、頼

山

陽

の

如

き

は

北

條

氏

を

罪

す

る

に

輝

四》



を

以

す
、足

れ

猶

久

蕨

の

客
、郷

に

帰

り

て

留

+
ユ
香

し

呉

れ

た

る

隣

人

を

燵

つ

か

如

く
、謂

な

き

偏

見

な

り
。

　

暉

徒

は

儒

者

に

代

っ

て

儒

學

を

維

持

し

た

る

の

み

な

ら

ず
、教

化

を

普

及

せ

し

ぬ

た

る

功

績

尤

大

な

.り
、其

は

海

内

都

鄙

に

大

小

の

寺

あ

り
、

寺

は

即

ち

學

校

な

り

し

こ

と
、南

浦

文

集

に

日

州

目

許

の

延

命

寺

を

指

し

て

郷

校

と

日

.
へ

る

に

徴

す

.べ

し
、即

ち

足

れ

後

世

の

寺

小

屋

な

り
、教

育

普

及

は

訓

黙

に

非

ざ

れ

ば

能

は

ず
、膏

に

儒

生

の

み

な

ら

ず

、商

人

も

農

夫

も
、四

書

を

素

読

し

て
、略

其

の

意

義

に

通

ず

る

を

得

も

は
、訓

黙

の

賜

な

り
、古

註

に

も

訓

黙

あ

り
、然

れ

と

も

粗

略

に

し

て

且

つ

刊

本

な

く

學

ふ

に

随

て

附

馳

せ

し

も

の

な

れ

ば
、普

及

に

便

な

ら

ざ

り

し

を
、四

書

.

集

註

の

訓

馳

は
、岐

陽

に

草

創

さ

れ
、桂

苓

の

紹

述

を

経

て

文

之

に

成

り
、

如

竹

に
杢

り

て

始

て

之

を

刊

行

し
、以

て

津

々

浦

々

の

寺

小

屋

に

も

普

　

　

　

　

宋

學

傳

來

の

淵

源
　
.　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
.　
　
　
　

四
三

い　
L
匿

レ

㌦
配
し
盤

の

、
　

'
島
ー

ー

:

一

転

　

『

亀
匿

一

σ襲

緊

≧

{

軋
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・
『
国
勢
卜

齢

㍗一

輪　
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、薫轟
潔

磯
歩
、

　

　

　

　

宋
學
・傳
、來
一の
淵

源
　
　
　
　・　

ぐ
　
　
　
　
τ　
　
　
　
　
　

。　
　
　
　
　
四
四

及

せ

し

め

た

る
、貴

教

育

上

の

偉

功

に
非

ず

や
、後

ち

道

春

瓢

尤

も

世

に

行

は

れ

し

か
、道

春

鮎

は

怪

窩

黙

に

擦

り

し

も

の

に

て
、怪

窩

鮎

は

文

之

　

。

黙

を

剰

籍

せ
も

者

な

り

と

は
、漢

學

紀

源

の

説

な

り
、其

の

説

に

云

丸

藤

原

幌

窩

明

に

之

か

ル

と

し

て
風

に

阻

て

ら

れ
、鬼

界

が

島

に
漂

着

し
・途

に

薩

摩

の
山

川

に

入

り
、文

之

鮎

四

書

を

寺

僧

に

得

て
、之

あ

れ

ば

足

れ

り

と

て

帰

京

し
、四

書

五

経

和

訓

の
序

を

韓

人

姜

沈

に

請

ふ

に

及

び

て

・

は
、「日
本

諸

儒

未

だ
'宋

儒

の

理

を

知

ら

ず
、予

れ

幼

よ

り

師

な

し
、猫

學

し

て

和

訓

を

施

せ
り
、日

本

宋

儒

の
解

を

課

す

る

者
、此

の
書

を

以

て

原

本

と

駕

す
」と

云

へ
り
、是

れ

桂

苓

文

之

の

功

を
籟

む
者

な

り

云

々
、此
あ

説

如

竹

門

人

愛

甲

喜

春

の
聞

書

に

出

で
、溝

隠

之

を

信

し

て
漢

學

紀

源

に

特

書

し

て

よ

り
、今

人

の

著

書
、皆

之

に

擦

り

て

疑

は

す
、濁

り

山

田

華

氏

の

駁

論

を

経

史

説

林

に

見

る

の

み
、喜

春

の
聞

書

は
、如

竹

の

話

を
筆

記

、

欝

,.鯛

縛
一軸 轟緯醸{　 撫 繊 細 　 盤 礫幽 滋趨 盤轟



せ

し

者

な

る

が
、如

竹

も

暮

春

も

質

直

の

人

な

れ

ば
、誤

を

傳

へ
,て

人

を

謳

ム

る

者

に

あ

ら

ず
、然

れ

ど

も

文

中

に

は

臆

記

の
誤

と

費

し

き

も

の

も

あ

り
、潜
∵隠

は

功

を

桂

文

二

師

に

帰

す

る

に

專

に

し

て
輔
…濤

張

の
嫌

な

き

に

あ

ぢ

ず
、然

れ

ど

も

山

田

氏

の
駁

論

亦

未

だ

蓋

さ

y
乃

者

あ

り
、

要

す

る

に

此

等

疑

似

の
事

は
、後

人

轍

ち

曲

直

を

断

ず

可

ら

す
、疑

を

存

し

て

可

な

り
、幌

窩

鮎

は

倭

板

書

籍

考

に
、慶

長

三

四

年

時

分

に

出

で

た

り
、板

行

に

は

な

し

と

あ

り
、頭

書

四

書

大

全

は

梶

窩

鮎

に
擦

れ

り

と

そ
、

林

道

春

は

怪

窩

に

從

遊

せ

ざ

る

以

前

よ

り
、建

仁

寺

に

謹

書

し

て
.四

書

を

も

講

し

た

れ

ば
、其

の

黙

も

悉

く

幌

窩

に

坦

で

し

に

あ

ら

で
、猫

足

れ

五

山

護

法

を

受

け

し

者

な

ら

ん
、倭

板

書

籍

考

に
、道

春

鮎

は

元

和

四

年

に

成

り

で

文

之

黙

以

後

に

刊
行

す

と

云

ひ
、漢

學

紀

源

に

は
、天

和

三
年

長

尾

某

梓

行

の
道

春

鮎

四

書

巻
尾

の
識

語

に
、近

代

南

浦

劃

加

訓

黙
羅

　

　

　

　

宋

學

憾

來

の
淵

源
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



　

　

　

　

朱
墨
薄
氷
の
淵
源
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
六
　
一　
　

多

淫

復

潤

軸色

之

一と

あ

る

を

引

け

り
、果

し

て

然

ら

ば

訓

鮎

本

刊

行

億
、文

之

鮎

尤

も

早

き

や

明

白

に

し

て
、道

春

鮎

の

如

き

も

多

少

其

の

法

に

篠

呵り

比

し

所

も

あ

り

け

ん
、但

し

後

世

に

行

は

れ

る

道

春

鮎

は

天

和

改

正

黙

な

れ

は
、彼

此

対

照

に

由

な

し
、其

後

各

種

の

訓

鮎

本

出

て

し

中

に

は
、文

之

黙

の

痕

　

を

存

す

る

者

な

き

に

非

す
、其

の

世

に

行

は

れ

し

こ

と

盛

な

り

し

や

知

る

べ
し
。

　

以

上

は

後

醍

醐

帝

以

前

に

宋

學

傳

来

せ

し

時

期

の

臆

考
、及

び

宋

學

研

究

の

史

謹

明

確

な

る

後

醍

醐

帝

以

後

の

趨

勢
、並

に

徳

川

文

學

の

盛

運

を

醗

酵

醐

醸

せ

る

足

利

時

代

の

状

態

に

し

て
、即

ち

足

れ

宋

學

の

淵

源

な

る

が
、慶

元

以

降

の

文

運

勃

興

に

は

二

大

原

因

あ

り
、
一
は

海

内

の

人

心
、戦

乱

を

厭

ひ

て

文

治

を

思

ひ

し

大

勢

に

し

て
、
一
は

在

韓

役

の

副

産

な

り
、織

田

信

長

は

武

井

夕

苓

を

用

ひ

て

禮

樂

を

興

さ

ん

と

せ

し

も
、



大

業

中

殿

し
、豊

太

閤

は

武

功

を

負

り

て

未

だ

文

治

に

暇

あ

ら

ず
、徳

川

家

康

の

賜

暇

達

識

は
、夙

に

太

閤

百

歳

後

の
天

下
、自

家

の

手

に
落

つ

る

を

知

り

て
、乱
を

厭

ひ

治

を

思

ふ

の

大

勢

を
悟

り
、名

古

屋

の
陣

中

に

梶

窩

を

引

見

し
、道

春

と

清

家

と

の

孚

を

制

し
、太

閤

麗

後

は

儒

生

と

學

曾

と

を

擢

用

し

て
、北

條

足

利

の

故

智

に

加

ふ

る

に
、助

覇

奪

幕

の
略

を

以

し

て
、宋

學

を

尊

び

覇

業

を

責

莇

せ

り
、家

康

の

志

を

成

す

輩

好

都

合

な

り

し

は
、征

韓

役

の

戦

利

品

に

し

て
、車

中

の

外

交

文

書

を

掌

れ

る

陣

曾

は
、五

山

文

學

の
尾

を
悼

ふ

と

共

に
、諸

藩

に

勧

め

て
典

籍

を

収

め
、朝

鮮

固

有

の

銅

活

を

も

歯

獲

せ

し

め
、活

字

工

を

も

携

へ
帰

り

し

ょ

り
、印

書

の

業

盛

に

起

れ

り
、上

に

後

傷

成

天

皇

の

學

を

好

ま

せ

た

ま

ふ

あ

り

て
」

慶

長

勅

版

成

り
、下

に

興

學

の

將

軍

あ

り

て
、箪

儒

講

學

の

風

を

開

く
、足

れ

登

氣

蓮

の
際

會

に

非

ず

や
。

　

　

　

　

突
撃
傳
來
の
淵
源
　

　

　

　

　

、
鴨
　

　

　

　

四
七

壷

　

　・



　

　

　

・

宋
學
傳
來
の
淵
源
.-
　

　

、
　

・
　

　

　

更

　

.
傑

.

3

　

徳

川

氏

の

初

儒

官

の

曾

形

僧

官

は
、猫

足

利

時

代

の

儒

繹

一
致

に

似

,

た

り

し

か

ど

も
精

神

t

於

て

は

早

一

己

に

儒

繹

の
孚

を

来

し
、林

蓮

蒲

・

の

紳

肚

考

は

紳

佛

混

清

の

非

を

辮

せ

し

ガ
、水

戸

義

公

も

亦

佛

を
排

し
曄

て

帥

を

敬

し
、其

特

色

な

る

皇

統
～正

潤

の

論

は

神

里

正

統

記

に

擦

り

て

大

月

本

史

に

顯

は

れ

た

り
、但

し

紳

皇

正

統

記

は

北

條

氏

を

論

ず

る

こ

と

李

正
な

れ

と

も
、水

戸

派

は

朱

子

學

の
偏

固

に

細

り

て
、足

利

氏

を

責

む

る

や
酷

な

ゐ

は
、是

れ

爲

に

す

る
所

あ

る

を

以

か
、儒

生

信

服

の
非

は

先

づ
尾

張

敬

公

に

唱

へ
ら

れ
、水

戸

義

公

に

率

先

せ

ら

れ
、元

禄

三

年

に

至

り

て
.幕

府

も

儒

官

の

改

服

改

構

を

行

ひ
、始

て

数

百

年

来

の
積

習

を

一
洗

し

て
、儒

繹

分

立

の

世

と

爲

れ

り
、初

め

家

康

宋

學

を

術

ひ

し

ょ

9
、

海

内

列

藩

靡

然

と

し

て

風

に

翻

ひ

し

が
、伊

藤

仁

齋

出

て

ふ
古

義

を

唱

え
、物

狂

裸

起

似

て

古

文

僻

學

を

講

し

て

よ

り
、程

朱

を

攻

撃

す

る
者

出



で
、訓

話

學

折

中

學

又

随

ひ

て

畢

ひ

起

り
、門

戸

を

標

榜

し
馴
て

一
家

言

を

駕

す

老

少

か

ら

ざ

り

し

に
、白

河

樂

翁

出

る

に

及

び
、寛

政

三

博

士

を

抜

擢

し

て

異

學

を

禁

じ
、海

内

の

學

風

途

に

程

朱

に

帰

一
し

た

り
、是

よ

り

先

き

後

水

尾

帝

深

く

宋

學

を

好

ま

せ

ら

れ
、松

永

昌

三

に

學

校

を

立

て

さ

せ
、論

孟

古

註

學

庸

新

註

の

朝

廷

の

奮

慣

を

破

り

て
、朝

山

意

林

巷

に

程

朱

を

進

講

せ

し

め

ら

れ

し

も
、幕

威

の

熾

な

る
、女

帝

を

す

ら

立

て

し

世

な

れ

ば
、朝

廷

の

學

を

復

興

す

る

を

得

ず
、彼

の

山

崎

闇

齋

の

高

足

浅

見

綱

齋

、京

師

に

在

り

て

尊

王

の

大

義

を

鼓

吹

し
、靖

献

逡

言

を

著

は

し

て

士

氣

を

鼓

舞

せ

し

に
、後

ち

竹

内

式

部

と
㍑
い

ふ

も

の
、靖

献

遺

言

及

び

闇

齋

の

紳

學

を

公

卿

の

間

に

議

し

て
、途

に

桃

園

天

皇

の

御

心

を

動

か
"

し

奉

り

し

ょ

り
、式

部

は

逐

は

れ
、其

蕪

山

縣
』大
踊試

は

断
口ら

れ

た

り
、足

れ
.

正

中

の

登

難

と

相

似

て
、而

し

て

尊

王

倒

幕

の

陳

勝

呉

贋

た

る

者

な

り
、

　

　

　

　

突
撃
傳
楽
の
淵
瀬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
　
●



　

　

　

　

宋
、學
傳
來
の
淵
源
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
五
〇

・

宋

學

は

大

義

を

耕

し

名

節

を

磨

き
、士

氣

を

鼓

す

る

に

明

敷

あ

る

學

問

な

り
、故

に

後

醍

醐

帝

は

之

を

用

ひ

て

建

武

中

興

の

素

を

駕

し

た

ま

介

押

り
、幕

府

異

學

を

禁

し

て

宋

學

に

帰

一

せ

し

は
、學

徳

の

襲

達

を

害

す

る

こ

と

甚

し

か

り

し

も
、列

藩

士

人

を

し

て

名

分

を

僻

し

士

氣

を

鼓

せ

し

む

る

に

は
、著

し

き

効

果

あ

り
、維

新

の

際

に

は

水

戸

と

云

ひ
、薩

摩

ど

云

・

ひ

土

佐

と

云

ひ
、長

州

と

云

ひ
、多

く

勤

王

の

志

士

を

出

し

玉

は
、皆

古

よ

り

宋

學

に

關

係

あ

り

し

土

地

な

り
、其

の

他

各

藩

の

勤

王

家

皆

讃

書

入

に

し

て
、中

に

も

程

朱

學

者

多

か

り

き
、謹

書

人

に

非

さ

れ

は

大

義

を

解

せ

す
、大

義

を

解

す

る

は

程

朱

學

の

本

色

な

れ

は

な

り
、則

ち

王

政

維

新

は

宋

學

の

功

も

亦

興

り

て

多

き

に

居

る

者

と

謂

ふ

べ

し
。

　

以

上

は

宋

學

の

源

委

に

騙

す

る

概

要

な

り
、或

は

誤

脱

多

か

ら

ん

こ

と

を

恐

れ
、叉

粗

漏

を

免

れ

ざ

る

を

悦

づ
、願

く

は

菅

貫

諸

君

批

正

を

下



し

た
,
ま

へ
、(當

日

の

講

演

に

言

及

せ

さ

り

し

々

補

ひ

し

も

あ

9
、又

棄

去

・て

記

さ

ゾ

る

も

あ

り
、特

に

徳

川

氏

以

後

は

世

に

尊

書

多

き

を

以

て

略

し
、薩

摩

の

學

風

の

如

き

は

絵

論

に

過

ぎ

ざ

り

し

を

以

て

之

を

省

け

り
、

讃

者

之

を

諒

せ

よ
)、

9

宍

學

傳

來

の

淵

源

玉

}

索




