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序

論

蕃
山
思
想
の
研
究
と
方
法

熊
沢
蕃
山
︵
一
六
一
九
～
九
一
︶
の
思
想
の
研
究
は
︑
尾
藤
正
英
氏
の
﹃
日
本
封
建
思
想
史
研
究
︱
幕
藩
体
制
の
原
理
と
朱
子
学

的
思
惟
︱
﹄
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
︒
こ
こ
で
は
ま
ず
︑
﹁
蕃
山
に
お
け
る
日
本
の
�

水
土
�

へ
の
関
心
は
︑
儒
教
の
精
神
を
日
本

へ
移
植
す
る
に
当
り
︑
そ
の
本
質
に
関
わ
り
な
き
面
を
削
る
こ
と
に
よ
り
︑
抵
抗
を
少
く
し
よ
う
と
し
た
努
力
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ

て
︑
い
わ
ゆ
る
日
本
的
道
徳
の
自
覚
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
﹂
と
し
︑
蕃
山
の
思
想
を
﹁
朱
子
学
と
陽
明
学
と
の
中
間
的

立
場
と
み
な
し
て
お
く
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
﹂
と
把
握
し
︑
﹁
朱
子
学
と
戦
国
武
士
の
伝
統
と
を
結
び
つ
け
て
︑
幕
藩
体
制
の
政

治
的
原
理
に
正
面
か
ら
批
判
的
姿
勢
を
と
ろ
う
と
し
た
﹂
と
評
価
し
て
い
る
︵
�

︶
︒

牛
尾
春
夫
氏
は
﹃
熊
沢
蕃
山

思
想
と
略
伝
﹄
に
お
い
て
︑
蕃
山
の
学
問
を
﹁
︵
中
江
︶
藤
樹
と
同
じ
く
唯
心
論
的
で
あ
り
︑
主

観
的
観
念
論
に
属
﹂
し
︑
﹁
陽
明
学
的
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
﹂
と
把
握
し
︑
﹁
日
本
在
来
の
神
道
を
浅
薄
と
し
︑

儒
学
的
内
容
を
附
与
し
て
︑
そ
の
体
質
を
改
善
し
︑
こ
れ
を
大
い
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
日
本
的
時
処
位
に
応
じ
た
政
治
を

待
望
す
る
も
の
で
あ
っ
た
﹂
と
指
摘
し
︑
さ
ら
に
富
有
大
業
観
を
﹁
天
地
の
用
い
尽
せ
な
い
程
の
無
尽
蔵
な
造
化
を
助
け
て
仁
政
を

行
い
︑
人
民
を
富
有
に
す
る
と
い
う
易
理
に
従
っ
た
造
化
参
賛
で
あ
る
﹂
と
主
張
し
て
い
る
︵
�

︶
︒

後
藤
陽
一
氏
は
﹁
熊
沢
蕃
山
の
生
涯
と
思
想
の
形
成
﹂
に
お
い
て
︑
藤
樹
の
﹃
翁
問
答
﹄
に
注
目
し
︑
﹁
道
徳
的
行
為
の
実
践
的

意
義
は
︑
そ
の
主
体
的
側
面
か
ら
だ
け
で
な
し
に
︑
常
に
時
処
位
に
規
制
さ
れ
る
行
動
の
社
会
的
側
面
か
ら
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
し
た
︒
し
か
し
晩
年
の
述
作
で
は
︑
時
所
位
論
は
ほ
と
ん
ど
影
を
ひ
そ
め
︑
﹁
行
為
主
体
の
良﹅

知﹅

に﹅

至﹅

序 論 蕃山思想の研究と方法

3



る﹅

工
夫
と
し
て
︑
む
し
ろ
観
想
的
な
論
理
に
と
ど
ま
﹂
る
と
指
摘
し
た
︒
そ
し
て
蕃
山
も
そ
の
影
響
を
受
け
︑
﹁
も
っ
ぱ
ら
絶
四
の

工
夫
に
心
法
を
ね
る
こ
と
を
つ
と
め
て
い
た
﹂
と
把
握
し
た
︒
ま
た
﹁
禁
中
と
こ
こ
に
仕
え
る
公
家
の
存
続
の
意
味
を
︑
源
氏
物
語

に
読
み
と
ら
れ
る
王
朝
文
化
の
理
念
に
お
い
て
理
解
し
よ
う
と
し
﹂
︑
さ
ら
に
﹁
抜
本
的
な
対
策
と
し
て
︑
参
勤
交
替
制
を
や
め
︑

武
士
の
帰
農
と
庶
民
の
く
つ
ろ
ぎ
を
は
か
り
︑


使
い
の
経
済
に
立
か
え
り
︑
天
下
文
明
の
教
を
起
し
︑
富
有
大
業
の
仁
政
の
行
な

わ
れ
る
こ
と
を
期
し
て
︑
直
言
に
及
ん
だ
﹂
と
評
価
し
て
い
る
︵
�

︶
︒

友
枝
龍
太
郎
氏
は
﹁
熊
沢
蕃
山
と
中
国
思
想
﹂
に
お
い
て
︑
﹃
集
義
和
書
﹄
で
は
﹁
当
初
太
虚
一
気
の
色
彩
が
濃
厚
で
あ
っ
た
が
︑

心
法
図
解
で
は
︑
は
っ
き
り
太
虚
理
気
の
説
を
定
立
し
︑
更
に
そ
の
後
﹂
︑
﹁
理
気
一
体
の
と
こ
ろ
を
道
と
表
現
し
た
﹂
と
把
握
し
た
︒

ま
た
﹁
天
道
﹂
を
﹁
朱
子
に
と
っ
て
理
は
﹂
﹁
感
じ
働
く
も
の
で
は
な
く
︑
感
じ
働
く
も
の
は
す
べ
て
気
で
あ
っ
た
︒
し
か
る
に
蕃

山
は
︑
理
の
感
を
説
き
︑
理
は
そ
れ
な
り
に
感
応
す
る
も
の
と
す
る
﹂
と
し
︑
﹁
人
道
﹂
を
﹁
朱
子
の
説
が
反
映
し
て
い
る
﹂
と
し
︑

﹁
心
法
﹂
を
﹁
全
く
朱
子
の
即
物
窮
理
説
の
採
用
﹂
と
指
摘
し
た
︒
さ
ら
に
彼
の
経
解
を
読
め
ば
︑
朱
・
王
い
ず
れ
も
取
り
︑
ま
た

藤
樹
を
取
り
︑
さ
ら
に
蕃
山
独
自
の
解
が
到
る
処
に
示
さ
れ
て
い
る
の
を
発
見
す
る
と
し
て
︑
﹁
尾
藤
正
英
氏
が
︑
蕃
山
を
�

朱
子

学
と
陽
明
学
と
の
中
間
的
立
場
�

︵
日
本
封
建
思
想
史
研
究
︶
と
さ
れ
た
の
は
妥
当
な
論
で
あ
る
﹂
と
結
論
付
け
て
い
る
︵
�

︶
︒

源
了
圓
氏
は
﹃
近
世
初
期
実
学
思
想
の
研
究
﹄
に
お
い
て
︑
尾
藤
氏
と
同
様
に
﹁
蕃
山
を
朱
子
学
と
陽
明
学
の
中
間
へ
位
置
づ

け
﹂
︑
﹁
そ
の
い
ず
れ
を
も
超
出
す
る
と
こ
ろ
に
達
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
︑
理
論
の
世
界
に
お
い
て
は
蕃
山
は
ま
さ
に
両
者
の
中

間
に
あ
り
︑
そ
し
て
そ
の
理
論
的
統
一
に
成
功
し
て
い
な
い
﹂
と
し
︑
そ
の
経
世
論
の
魅
力
を
︑
㈠

﹁
彼
が
経
世
論
を
狭
義
の
経
済

問
題
に
限
定
し
な
い
で
︑
そ
の
経
済
的
問
題
の
よ
っ
て
出
た
と
こ
ろ
の
︑
幕
府
の
幕
府
中
心
的
政
策
そ
の
も
の
の
批
判
か
ら
出
発
し
︑

そ
の
文
脈
の
中
で
経
済
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
﹂
た
︑
㈡

﹁
彼
の
経
世
論
の
背
後
に
あ
る
民
衆
へ
の
愛
で
あ
る
﹂
︑
㈢

﹁
蕃
山
の

民
本
主
義
に
も
と
づ
く
経
世
論
が
国
土
論
的
発
想
に
つ
ら
な
り
︑
そ
し
て
そ
れ
が
彼
の
自
然
の
思
想
に
裏
う
ち
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
﹂
と
述
べ
︑
さ
ら
に
蕃
山
の
自
然
の
思
想
は
︑
﹁
一
方
で
は
近
代
的
自
然
観
の
批
評
に
耐
え
な
い
奇
妙
な
面
を
含
む
と
と
も
に
︑
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他
方
で
は
大
自
然
の
一
様
態
と
し
て
の
国
土
の
中
で
民
族
が
養
わ
れ
て
い
る
と
い
う
基
本
的
考
え
に
立
っ
て
︑
大
自
然
の
営
み
に

順
っ
た
国
土
の
合
理
的
利
用
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
点
で
生
態
学
に
通
ず
る
よ
う
な
叡
智
を
含
む
﹂
と
評
価
し
て
い
る
︵
�

︶
︒

宮
崎
道
生
氏
は
﹃
熊
沢
蕃
山
の
研
究
﹄
に
お
い
て
︑
第
一
部
で
政
治
論
序
説
・
政
治
論
策
・
幕
閣
と
の
関
係
・
史
観
と
史
論
・
宗

教
論
・
学
問
の
進
展
と
教
育
に
つ
い
て
考
察
し
︑
第
二
部
で
山
鹿
素
行
・
伊
藤
仁
斎
・
新
井
白
石
・
荻
生
徂
徠
・
太
宰
春
台
の
思
想

と
比
較
し
︑
﹁
蕃
山
の
儒
学
は
後
半
生
に
お
い
て
著
し
く
進
展
深
造
を
続
け
る
が
︑
基
本
的
に
は
�

心
学
�

だ
っ
た
と
認
め
て
よ
い

で
あ
ろ
う
﹂
と
把
握
し
︑
﹁
平
易
は
言
葉
で
民
衆
に
語
り
か
け
︑
道
が
近
き
に
あ
る
こ
と
を
示
し
た
蕃
山
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
民
衆

の
側
か
ら
も
蕃
山
に
対
し
親
近
感
を
抱
き
︑
お
の
ず
か
ら
薫
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
﹂
と
評
価
し
︵


︶
︑
さ
ら
に
注
目
す

べ
き
見
解
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒
長
文
に
わ
た
る
が
重
要
な
の
で
引
用
し
て
み
た
い
︒

蕃
山
の
儒
学
観
︑
ひ
い
て
は
中
国
観
に
は
変
化
は
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
︵
中
国
中
心
的
文
化
観
︑
聖
人
の
中
国

唯
一
出
生
説
︿
後
述
﹀
等
︶
︑
大
き
く
変
化
し
て
く
る
の
が
日
本
観
で
あ
る
︒
前
節
既
に
述
べ
た
通
り
︑
蕃
山
の
﹁
源
氏
学
﹂

の
成
熟
は
明
石
在
住
期
の
後
半
以
後
︑
或
い
は
郡
山
時
代
︱
︱
天
和
年
間
︵
一
六
八
一
～
八
四
︶
以
後
の
こ
と
と
推
考
さ
れ
︑

そ
れ
は
日
本
古
典
学
全
般
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
と
思
う
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
蕃
山
の
儒
学
に
も
変
化
が
現
わ
れ

る
よ
う
に
な
る
︒
即
ち
︑
著
名
な
﹁
時
処
位
﹂
観
に
基
づ
い
て
現
時
世
下
で
は
儒
法
は
日
本
に
不
適
当
で
あ
る
と
の
考
を
抱
く

に
い
た
り
︑
道
の
普
遍
性
を
認
め
つ
つ
も
︱
︱
道
と
法
と
を
区
別
︱
︱
︑
日
本
の
水
土
に
即
応
し
た
神
道
を
説
く
態
度
に
ま
で

な
っ
て
い
る
︒
結
局
︑
道
徳
的
規
範
・
依
拠
と
し
て
は
︑
飽
く
ま
で
も
中
国
の
儒
教
・
儒
道
に
そ
れ
を
求
め
つ
つ
︑
他
方
で
は

日
本
自
体
に
そ
れ
が
備
わ
り
不
完
全
な
が
ら
実
現
を
も
見
て
い
る
と
の
見
解
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
︒
天
照
大
神
を
呉
の
泰
伯

と
見
な
し
︑
﹃
中
庸
﹄
に
い
わ
ゆ
る
知
・
仁
・
勇
の
三
達
徳
の
現
わ
れ
が
︑
皇
位
の
象
徴
と
し
て
の
﹁
三
種
の
神
器
﹂
で
あ
る

と
し
た
り
︑
中
国
の
古
楽
が
日
本
に
の
み
伝
わ
っ
て
い
る
と
述
べ
た
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
︑
蕃
山
学
進
展
の
具
体
相
が
認
め

ら
れ
る
︒
ま
た
人
倫
及
び
社
会
生
活
に
お
け
る
根
本
問
題
の
一
つ
︑
死
者
の
葬
法
や
祖
先
祭
祀
に
つ
い
て
の
見
解
に
し
て
も
︑

序 論 蕃山思想の研究と方法
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﹃
葬
祭
弁
論
﹄
︵
寛
文
七
年
︿
一
六
六
七
﹀
板
行
︶
が
﹃
朱
子
家
礼
﹄
を
準
拠
と
し
︑
火
葬
を
否
定
し
た
の
が
︑
﹃
集
義
和
書
﹄

で
は
や
や
論
調
が
ゆ
る
め
ら
れ
︑
後
に
﹃
集
義
外
書
﹄
に
附
加
収
録
さ
れ
た
﹁
水
土
解
﹂
で
は
︑
現
状
で
は
︵
人
口
増
加
に
よ

る
土
地
の
狭
隘
︶
火
葬
も
や
む
を
得
な
い
と
い
う
論
に
到
達
し
︑
祖
先
祭
祀
に
つ
い
て
は
整
備
し
た
周
王
朝
時
代
の
そ
れ
の
適

用
は
︑
本
質
的
に
易
簡
を
好
む
日
本
人
の
性
情
に
は
適
し
な
い
し
︑
ま
た
歴
史
的
に
は
今
の
日
本
で
は
無
理
で
あ
り
不
適
切
で

も
あ
る
と
し
て
﹁
三
年
の
喪
﹂
を
斥
け
︑
祭
法
に
つ
い
て
も
﹁
も
ろ
こ
し
の
法
﹂
は
用
い
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
︑
﹁
日

本
の
水
土
人
情
に
よ
り
あ
ま
ね
く
用
ひ
て
久
し
か
る
べ
き
祭
法
﹂
の
実
現
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
︵
�

︶
︒

こ
の
見
解
は
蕃
山
の
思
想
が
明
確
に
変
化
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
で
重
要
で
あ
る
︒
本
書
で
は
こ
の
点
に
注
目
し
て
︑
立

論
し
て
い
き
た
い
︒

吉
田
俊
純
氏
は
﹃
熊
沢
蕃
山
︱
そ
の
生
涯
と
思
想
︱
﹄
に
お
い
て
︑
﹁
蕃
山
の
危
機
感
は
︑
非
合
理
的
宗
教
的
な
精
神
が
基
盤
を

な
し
て
い
る
﹂
と
し
て
︑
﹁
究
極
的
に
は
こ
の
解
決
を
求
め
る
の
だ
が
︑
蕃
山
の
議
論
は
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
く
︑
そ
の
前
提
と

し
て
当
面
す
る
危
機
を
︑
い
か
に
解
消
す
る
か
に
集
中
し
て
い
た
﹂
と
評
価
し
︵
�

︶
︑
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
︒

か
く
し
て
蕃
山
は
︑
こ
の
ま
ま
で
は
神
道
も
儒
教
も
天
皇
制
も
滅
び
て
︑
キ
リ
シ
タ
ン
の
﹁
畜
生
国
と
な
﹂
る
と
︑
危
機
感
を

い
っ
そ
う
深
め
る
の
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
蕃
山
は
こ
の
鋭
い
危
機
感
を
抱
い
た
が
故
に
︑
よ
り
強
く
神
道
の
再
興
と
富
有
大

業
の
た
め
の
改
革
の
必
要
性
を
説
く
の
で
あ
る
︵
�

︶
︒

そ
し
て
後
に
内
憂
・
外
患
の
危
機
の
も
と
︑
権
力
が
民
衆
の
心
を
と
ら
え
て
い
な
い
と
危
機
感
を
募
ら
せ
︑
そ
の
た
め
に
神
道
を

天
皇
の
下
に
再
編
し
︑
国
教
化
さ
せ
る
こ
と
を
提
唱
し
た
の
は
水
戸
学
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
︵

︶
︒
こ
の
見
解
は
︑
な
ぜ
蕃
山
が
神

10

道
に
固
執
し
た
の
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
︒

こ
の
よ
う
に
先
行
研
究
を
整
理
し
て
み
る
と
︑
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
︑
蕃
山
が
五
十
四
歳
の
時
に
板
行
し
た
﹃
集
義
和
書
﹄
初
版
︑

五
十
八
歳
の
時
に
板
行
し
た
﹃
集
義
和
書
﹄
二
版
︑
六
十
一
歳
の
時
に
成
稿
し
た
と
推
定
さ
れ
る
﹃
集
義
外
書
﹄
・
﹃
中
庸
小
解
﹄
・

6



あ

と

が

き

前
書
﹃
幕
末
・
明
治
期
の
儒
学
思
想
の
変
遷
﹄
を
出
版
し
て
か
ら
︑
十
六
年
の
歳
月
が
過
ぎ
た
︒
そ
の
後
幕
末
期
の
思
想
家

江
木
鰐
水
・
池
田
草
庵
の
研
究
や
﹃
井
原
市
史
﹄
に
お
い
て
興
譲
館
の
研
究
を
行
っ
て
い
た
が
︑
研
究
の
関
心
が
熊
沢
蕃
山
・

池
田
光
政
・
中
江
藤
樹
に
移
っ
て
い
っ
た
︒

筆
者
は
岡
山
に
住
ん
で
い
る
の
で
︑
岡
山
城
・
岡
山
藩
学
校
跡
・
花
畠
跡
な
ど
の
蕃
山
の
旧
跡
は
よ
く
知
っ
て
い
た
︒
平
成

十
七
年
の
秋
に
終
焉
の
地
で
あ
る
古
河
市
を
訪
ね
た
︒
古
河
歴
史
博
物
館
の
館
長
で
あ
っ
た
鷲
尾
政
市
氏
か
ら
寄
託
さ
れ
た
蕃

山
書
簡
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
︒
そ
し
て
隣
の
鷹
見
泉
石
記
念
館
を
見
学
し
︑
さ
ら
に
鮭
延
寺
に
あ
る
蕃
山
の
墓
を
参
拝
し
た
︒

翌
年
の
秋
に
は
近
江
八
幡
市
の
桐
原
を
訪
ね
た
︒
竹
林
に
囲
ま
れ
た
旧
跡
に
は
﹁
蕃
山
先
生
勉
学
処
﹂
の
碑
と
略
歴
が
立
っ
て

い
た
︒
そ
し
て
大
津
市
の
琵
琶
湖
文
化
館
で
寄
託
さ
れ
た
蕃
山
の
書
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
︒
平
成
二
十
一
年
の
春
に
は
備
前

市
の
蕃
山
を
訪
ね
た
︒
正
楽
寺
の
横
の
空
地
に
息
游
軒
碑
が
あ
り
︑
山
田
方
谷
邸
跡
や
佐
古
田
山
に
蕃
山
の
両
親
の
墓
が
あ
り
︑

夫
婦
ヶ

鼻
に
は
関
係
者
の
墓
が
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
田
舎
の
ゆ
っ
た
り
と
し
た
場
所
か
ら
京
都
に
出
て
い
っ
た
蕃
山
の
心
中

を
思
っ
た
︒
こ
の
前
後
に
大
和
郡
山
城
・
明
石
城
・
藤
樹
書
院
な
ど
も
見
学
し
た
︒

こ
れ
ら
の
旧
跡
を
歩
き
な
が
ら
︑
﹃
増
訂
蕃
山
全
集
﹄
全
七
巻
と
の
格
闘
の
日
々
が
続
い
た
︒
彼
の
不
幸
の
原
因
は
︑
若
い

時
に
藤
樹
の
弟
子
と
し
て
有
名
に
な
り
︑
も
て
は
や
さ
れ
た
こ
と
に
あ
っ
た
︒
そ
し
て
彼
の
主
張
が
捉
え
が
た
い
原
因
は
︑
彼

の
境
遇
の
変
化
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
三
十
九
歳
で
岡
山
藩
を
致
仕
し
︑
寺
口
村
に
退
隠
し
︑
四
十
三
歳
の
時
︑
京
都
の

上
御
霊
へ
移
住
し
た
︒
四
十
九
歳
の
時
︑
京
都
所
司
代
牧
野
親
成
に
よ
っ
て
京
都
居
住
を
禁
じ
ら
れ
︑
吉
野
山
か
ら
山
城
鹿
背

山
に
移
り
︑
の
ち
に
在
京
が
許
可
さ
れ
た
︒
五
十
一
歳
の
時
に
は
明
石
城
下
の
中
ノ
荘
に
移
り
︑
翌
年
太
山
寺
に
転
居
し
た
︒
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そ
し
て
六
十
一
歳
の
時
に
大
和
郡
山
矢
田
山
法
光
寺
に
移
り
︑
六
十
九
歳
で
古
河
に
転
居
し
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
光
政
と
の
確

執
も
暗
い
影
を
落
と
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
浮
草
の
よ
う
な
日
々
が
︑
そ
の
時
々
の
主
張
を
屈
折
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

し
か
し
す
べ
て
の
思
想
を
相
対
化
し
え
た
の
は
︑
や
は
り
彼
の
死
生
観
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
﹁
死
し
て
何
も
な
く
な

り
た
る
﹂
︑
﹁
草
木
国
土
�

も
無
よ
り
生
じ
て
無
に
帰
す
﹂
と
い
う
言
葉
こ
そ
︑
そ
の
確
信
で
あ
っ
た
︒
儒
教
・
神
道
・
仏
教
は
︑

明
知
の
人
が
そ
の
時
所
位
に
応
じ
て
行
っ
た
跡
で
︑
道
の
真
で
は
な
い
︒
私
は
仏
教
で
も
儒
教
で
も
神
道
で
も
な
い
︒
ど
の
教

え
に
も
偏
ら
ず
︑
た
だ
朝
廷
の
臣
で
あ
る
と
い
う
主
張
こ
そ
︑
彼
の
本
領
で
あ
っ
た
︒
朱
子
学
・
陽
明
学
を
受
容
し
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