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（
一

七

四
四

−
一

八
〇一、
じ

の

門
人
・

竹
井
大

業
（
詳

細
不
明）

か

ら

東

郭
に

よ

る

治
験
例
を
学
ん

だ

と

い

う
か
ら、

篤
胤
も
古
方
派
の

医
者
と

し

て

開
業
し
て

い

た

よ

う
で

あ
る．．

し
か

し、

一

方
で

は
、

最
近
よ

う
や
く

皇

国
本
来
の

医
薬
の

道
が

再
興
し

つ

つ

あ
る

情
勢
を
喜
ん

で

い

る
。

「

然

る

に

近

頃、

わ

が

古
学
の

興
り
た

る

よ

り、

此
道
も
開
け
初
て
、

漢
方
に

依
ら

ず
医
療
を

為
す
者
も
、

か

つ

か

つ

出
来
た

る

は
、

然
す
が
に

神
の

御

国
の

印
に

て
、

い

と
も

愛
た

き
こ

と
で

ご

ざ
る

。

」

と
。

こ

こ

で

篤
胤
は

「

和
方
」

と

称
す
べ

き
医
方
の
一

分
野
が

自
分
の

門
下
に

興
起

し
た
こ

と

を

誇
り
と
し
、

そ

の

発
展
に

期
待
し

て

い

る

と
思
わ
れ

る
。

篤
胤
の

真
菅

乃

屋
時
代
の

塾
生
に

森
川

宗
円
な
る

人

物
が

あ
っ

て
、

利
方
家
を

自
任
し

た
と
い

う
こ

と
が
、

早
く
富
ヒ

川
游
に

よ

り
指
摘
さ

れ

て

い

る
。

　
『

靈

宗
仲
景

考
』

は

「

大
壑
君
御
一

代
畧

記
」

に

よ
れ

ば
、

文
政
一

〇

年
（
一

八
】
一
）

の

条
に

「

翳

宗
仲
景

考
刻

成
」

と

記
さ
れ

て

い

る
の

で
、

h

志
都
能
石
屋
講
本』

と

は

時
期
的
に
か
な
り
後
に

著
さ
れ
て

い

る
。

そ
の

二

年
前
に

「

葛
仙
翁

伝
』

が

書
か

れ
て

い

る

の

を

始
め
、

そ
の

前
後

に

は

『

五

嶽
真
形
図
」

「

黄
帝
伝

記
』

な
ど

道
教
経
典
に

か

か

わ

る

著

作

が

多
い

。

本
書
の

内

容
は
「

伊
吹
能
舎

先
生

著
撰

書
目
」

に
よ

れ
ば

、

「

占

今
の

偉
人、

傷
寒
雑
病

論
、

金

匱
要
略

方
論
を

医
薬
の

祖

典
と

尊

奉

す
る
に、

其
の

撰

者
を
張

機
、

字
は

仲
景
と

伝
へ

来
つ

れ

ど
、

史
籍
に

其

傳
な
き
こ

と
を
遺

憾
に

思
へ

る

に
、

此
は

葛
玄

、

字
は

孝
先
と

云
ひ

し
、

真
人
の

寓

名
な
る

由
を

、

諸
書
に

徴
し
て
、

委
曲
に

考
へ

記
さ
れ
し

物
な

り
」

と

説
明

さ
れ
て

い

る
．

つ

ま

り、

『

傷
寒
雑

病
論
』

『

金

匱
要

略
方

論
」

の

撰
者
を
葛
玄
だ
と

推
定
し

、

そ
の

文
献
的

考
証
を
試
み

た

著
作
で

あ
り、

篤
胤
な
り
に

か
な

り
広

範
囲
に

、

緻
密
に

推
論
を
行
っ

て

い

る
。

お
そ
ら
く、

多
紀

元
簡
の

『

医

縢
』

を

引
用
し

て

い

る
こ

と
で

も

知
ら
れ

る

よ

う
に

、

当
時
の

医
学
考
証
学
派
の

文
献
実
証
主

義
を

模
倣
し
た

か

と

思
わ
れ

る

が
、

先
ず
は
、

現
行
本
「
傷
寒
雑
病
論
』

の

伝
承
に

疑
い

を

抱

か

ず
に
、

残
念
な

が

ら

強
引
な

独
断
的
な

推
論

、

考
証
に

終
始
す
る

こ

と

に

な
っ

て

い

る
。

し
か
し

、

『

傷
寒
雑
病

論
』

を

葛
玄
の

よ

う
な
道

教
的

人

物
と

関
連
づ

け
よ

う
と

し
た
こ

と

に

興
味
を

覚
え
る

。

前
橋

神
女
と

平
田

門
人

た

ち

三

ツ

松

誠

　

明
治
新
政
府
内
部
に

地

位
を

得
つ

つ

も
、

維
新
官
僚
と
の

対
立
を

深
め

た

攘
夷
派
と
し

て

の

平
田

門
人
た

ち
は
、

政
策
に

対
し
、

直
接
的
な

影
響

力
を

発
揮
で

き

ず
、

様
々

に

批

判
的
行
動
を

展
開
し

た
。

そ
ん

な
明
治一一．

年
の

冬、

前
橋
神
女
の

示
し

た

神
異
の

話
（

後
に

友
清
歓
真
が

紹
介
し
て

い

る
）

を

聞
き
つ

け
た

平
出
直
門
の

重

鎮
の

幾
人
か

は
、

神
々

の

権
威
に

よ
っ

て

自

分
た
ち
の

信
条
の

正

統
性
を

担
保
し

て

も
ら

う
べ

く、

こ

の
、

春
と

名
乗
る

霊

媒
に
、

様
々

な

問
い

を

投
げ
か

け
る

。

春
の

伝
え
る

神
々

の

世
界
は
、

平
田

派
的
な

要
素
に

よ
っ

て

彩
ら
れ
て

い

る

も
の

の
、

い

ざ

、
半
田

学
の

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

ル

な

部
分
を
よ

く
受

容
し

た

人
々

を

前
に

す
る

と
、

政

策
に

関

す
る

具
体

的
な

期
待
や

、

細
か

な

神
学
的
質
問
に

対
し
て

な
ど

、

十

分
に

は

答
え
る

こ

と
が

で

き
な
か
っ

た
と
こ

ろ

も

窺
え
る
。

他

方
、

国

学
者
内

部
の

争
い

の

は

ざ
ま
で

苦
し
む
平

田
家
三

代
目

延
胤
は
、

こ

の
一

件
に

つ

い

て、

信
用
し

き
る

こ

と
な

く
、

弟
子
た

ち
の

不
平
を

抑

え
る

と
い

う
政
治
的

効
果
に

ま

ず
期
待
し

て

い

た
。

　

結
局、

矢
野
玄
道
ら
の

主

要
門
人
は、

こ

の
一

件
に

関
わ

っ

た

直
後
の
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明

治
四

年
三

月
、

…

斉
に

捕
縛
さ
れ

る

こ

と
に

な
る

。

対
立
の

さ
な
か
で

苫
し
ん

だ

延
胤
も

病
に

伏
し
、

間
も
な

く
病
没
す
る

。

　

政
府
内
部
の

主
流

派
と
の

対
立
の

さ

な
か

に

あ

り
な
が

ら
、

前
橋
神
女

の

声
に

耳
を

傾
け
て

い

た
こ

と

は
、

政

局
史
上

貴
重
な

時

間
を

浪
費
さ

せ
、

彼
ら

の

没
落
を

早
め
る

こ

と
に

つ

な
が

っ

た
の

か

も
し

れ
な
い

。

自

分
た
ち
の

夢
見
た

復
古
が

実
現
さ
れ

な
い

こ

と
を

嘆
く

中
で
、

政

治
へ

の

．
駛

望
を

「

幽
界
」

に

仮
託

し
た

こ

の

営
み

は
、

所
詮
は

キ

ー

ス

・

ト

マ

ス

が

言

う
と
こ

ろ

の

「

魔

術
」

、

す
な
わ

ち
「

効
果
的
な
技

術
が

な
い

と
き

不
安
緩
和
の

た

め

に

実
効
の

な

い

技
術
を

用
い

る

こ

と
」

で

し
か

な
か
つ

た
の

だ
、

と

言
っ

て

も
そ

う
誤
り
で

は

あ
る

ま
い

。

．
平
出
直
門
と

対
立
し

た

津

和
野
派
の

頭
目

、

大
国
隆
正
に

言
わ

せ

れ

ば
、

「

お

の

れ

も
そ
の

は

じ

め

は
、

し
き
り
に

幽
界
の

こ

と
を
と

ひ

な
ど
し

た

り
し
を
、

い

ま
お

も

へ

ば
、

よ

し
な
し

こ

と
に

て

あ
り
し
な
り

。

顕
露
・

幽
界
あ
ひ

か

よ

は

ぬ

は
、

神
道
の

お
き
て

な
り

。

」

　
と

は

い

え、

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ
ズ
ム

が
政
治
運

動
に

携
わ

る
主

体
を

鼓

舞
す
る

も
の

と

し
て

機
能
し
た

そ
の

有
様
は
、

平
田
国
学
が

明
治
維
新
に

お

い

て

果
た

し
た

役
割
を

確
か

に
よ

く
示
し
て

い

る

は

ず
で

あ
る
。

自
然
災
異
の

神
道
的
表
象
の

　

認

知
宗
教
学
的
ア

プ
ロ

ー

チ

の

試
み井

　
上

　
順

　
孝

　
認

知
科
学
で

展
開
さ
れ
て

い

る
議
論
の

中
に

は
、

宗
教
研
究
に

直
接
的

に

関
わ
る

よ

う
な
も
の

が

含
ま
れ
て

い

る
。

少
な
く
と

も
次
の

二

つ

は

重

要
で

あ
る

。

一

つ

は

脳
科
学
の

進
歩
に

よ

り、

人
間
の

認
知
の

仕
組
み
に

つ

い

て

の

新
し

い

見
解
が

も
た
ら
さ

れ

た

こ

と
で

あ
る
。

も
う
一

つ

は
、

マ

ク

ロ

な

問
題
で

あ
り

、

そ

も

そ
も
人

間
が

宗
教
と

い

う
も
の

を
も
っ

た

理

由
に
関
わ
る

新
し
い

説
で

あ
る

。

進
化
的
適

応
環
境
（
EEA

）
、

二

重

相
続
理
論

（

DIT

）

、

ミ

ー

ム

理
論
な
ど
、

新
し
い

概
念
や

理

論
が

提
起
さ

れ、

人

間
が

あ
る

「

信
念
」

に

捕
捉
さ
れ

て

し

ま
う
こ

と

に

関
す

る

幅
広
い

議
論
が

な
さ
れ

て

い

る
。

　
こ

こ

で

は
、

主
と

し
て

二

つ

目
に

関
わ

る

議
論
を
扱
う

。

K
・

ス

タ

ノ

ヴ
ィ

ッ

チ

の

「

二

重
過
程
理
論
」

を

中
心
に
、

認
知
科
学
的
な
ア

プ

ロ

ー

チ

を

宗
教
研
究
に

適
用
す
る

と
、

従
来
の

宗
教
研
究
と

ど
の

よ

う
な
点
で

新
た

な

視
点
が

得
ら

れ
る

の

か

を

検
討
す
る．、

ス

タ
ノ

ヴ
ィ

ッ

チ
の

二

重

過
程
理
論
は
、

人
間
に

は

TASS

（

→
げ
 

〉
＝

8
ヨ
讐
甘

Qり
雲
oho

り

《
ω−

什

Φ

B
の）

と

分
析
的
シ

ス

テ

ム

と

い

う
二

重
の

認
知

機
能
が
あ
る
と
す
る

。

こ

こ

に

お

け
る

人
間
観
は
、

遺
伝
子
と
ミ

ー

ム

と
い

う
二

つ

の

複
製
子
に

影
響
を

受
け
る

存
在
で

あ
り、

こ

の

二

つ

の

複
製
子
に

対
し、

人
間
は

宿

主

（

乗
り
物、

ロ

ボ

ッ

ト
）

に

た

と
え
ら

れ

る
。

宗
教
的
信
念
を
含
む
信

念
一

般
は
、

ミ

ー

ム

複
合
体
と

し
て

扱
わ

れ
て

い

る
。

し
か
し

、

進
化
心

理
学
で

主

流
を

な
す
EEA

を

重
視
す
る

見
解
に

は

疑
問
を
呈
し、

メ

タ

合
理
性
を

追
求
す
べ

き
こ

と

を

力
説
す
る

。

こ

こ

で

の

議
論
が

従
来
の

文

化
論
と

異
な
る

の

は
、

遺
伝
子
も
ミ

ー

ム

も
ひ

た

す
ら

複
製
を

目
指
す
と

い

う
こ

と

に
注
意
を
喚
起
し、

そ
の

こ

と

を
人
聞
が
自
覚
す
べ

き
だ

と

し

て

い

る

点
で

あ
る．、

　
こ

う
し
た

見
解
を、

自
然
災
異
に

関
す
る

神
道
的
表
象
に
対
し
て

議
論

し
て

み

る

と
ど

う
な
る

か
。

自
然
災
異
の

表
象
は
、

こ

れ
は
ウ

ェ

ー

バ

ー

が
注
目
し
た

「

苦
難
の

神
義
論
」

に

含
め

う
る

テ

ー

マ

で

あ
る

。

こ

の

表

400〔1234）
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