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襲
白
珍
思
想
試
論

ー
ー
ー
と
く
に
史
を
中
心
と
し
て

l
l宇

佐

美

博

『
説
文
解
字
注
』
の
著
者
段
玉
裁
を
外
祖
父
に
も
つ
襲
自
珍
は
、
代
々
礼
部
の
大
官
と
い
う
名
家
の
出
身
で
あ
っ
た
。
だ
が
彼
の
生
き

た
五
十
年
間
は
、
農
民
あ
る
い
は
宗
教
結
社
に
よ
る
反
乱
を
初
め
と
し
、
官
僚
の
腐
敗
・
人
口
過
剰
な
ど
、
社
会
矛
盾
が
渦
巻
く
、
清
末

に
近
い
衰
乱
の
時
代
で
あ
っ
た
。
彼
が
こ
の
世
を
去
っ
た
道
光
二
十
一
年
は
、

ア
ヘ
ン
戦
争
の
二
年
目
、
中
国
近
代
史
の
ま
さ
に
開
幕
さ

れ
よ
う
と
す
る
そ
の
瞬
間
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
激
動
の
世
に
身
を
処
し
た
龍
央
白
珍
は
、
そ
の
時
代
の
危
機
を
病
的
な
ま
で
に
鋭
い
感
受
性
に
よ
っ
て
感
得
し
た
の
だ
が
、

果
し
て
い
か
な
る
思
想
を
展
開
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
周
知
の
よ
う
に
、
彼
は
〈
史
〉
に
拠
り
所
を
求
め
、
そ
の
〈
史
〉
を
軸
に
し
て
自
ら

の
思
想
を
形
成
し
て
い
っ
た
。
現
に
「
周
の
世
官
、
大
な
る
者
は
史
な
り
。
史
の
外
に
語
言
あ
る
な
く
、
史
の
外
に
文
字
あ
る
な
く
、
史

の
外
に
人
倫
品
目
あ
る
な
し
。
史
存
す
れ
ば
周
存
し
、
史
亡
べ
ば
周
亡
ぶ
」
(
鞍
羽
)
の
ご
と
く
、
〈
史
〉
に
は
絶
大
な
意
味
が
付
与
せ
ら

れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
史
の
別
子
襲
氏
」
(
一
臨
時
一
日
繕
詰
糊
)
と
自
ら
称
す
る
よ
う
に
、
彼
は
史
氏
と
し
て
当
時
の
危
機
的
情
況
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に
対
処
し
、
そ
の
現
状
改
革
を
も
く
ろ
ん
だ
の
で
あ
る
。
蓋
し
〈
史
V

は
襲
自
珍
思
想
の
基
底
部
で
あ
り
、
彼
の
実
に
多
方
面
に
わ
た
る

学
問
・
思
想
は
、

い
わ
ば
こ
の
基
底
部
を
土
壌
と
し
て
育
ま
れ
た
果
実
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

で
は
一
体
襲
自
珍
は
、
こ
の
〈
史
〉
を
ど
の
様
な
目
的
意
識
の
も
と
で
、

い
か
な
る
展
望
を
抱
き
つ
つ
展
開

L
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ

ら
に
、
彼
は
真
の
史
学
を
ど
の
様
に
理
解
し
、
そ
の
成
果
を
い
か
な
る
方
法
と
論
理
と
を
も
っ
て
現
実
ヘ
適
用
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
ま
た
、
そ
の
際
、

い
か
な
る
立
場
を
堅
持
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
襲
白
珍
思
想
の
本
質
と
そ
の
思
想
史
的
意
義
と
を
把
握
す
る
た

め
に
は
、
ま
ず
こ
の
〈
史
〉
を
手
が
か
り
と
し
て
、
思
想
の
全
体
的
構
造
と
そ
の
特
徴
と
を
具
体
的
に
究
明
す
る
こ
と
こ
そ
先
決
で
あ
ろ

(1) 

ぅ
。
こ
れ
ま
で
に
も
彼
に
お
け
る
〈
史
〉
の
重
要
性
は
指
摘
さ
れ
て
は
い
る
。
た
が
そ
の
具
体
的
考
察
は
ま
だ
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
襲
自
珍
に
は
、
改
革
主
義
者
的
側
面
と
は
別
の
本
質
的
な
一
面
と
し
て
、
乾
隆
の
盛
世
を
ひ
た
す
ら
思
慕
す
る
如
き
態
度
の
存
す

(2) 

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
の
両
者
は
全
く
別
個
の
存
在
と
し
て
見
な
さ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
と
も
に
思
想

の
全
体
的
構
造
の
一
部
分
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
の
も
と
で
体
系
的
か
つ
有
機
的
に
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
襲
白
珍
思
想
の

動
的
考
察
も
そ
こ
か
ら
生
れ
る
に
違
い
な
い
。
以
上
が
小
論
の
意
図
で
あ
る
。

十
二
歳
で
段
玉
裁
か
ら
『
説
文
解
字
』
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
襲
白
珍
は
、
十
七
歳
に
は
自
ら
金
石
学
に
興
味
を
覚
え
、
二
十
一
歳
に

は
武
英
殿
で
校
勘
の
仕
事
に
携
わ
る
な
ど
、

一
方
で
は
、
経
学
者
へ
と
着
実
に
歩
み
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
し
他
方
、
祖
父
・
父
と
も
に
礼

部
の
高
官
で
あ
っ
た
た
め
、
幼
少
の
頃
か
ら
朝
廷
内
の
情
況
を
見
聞
し
、
掌
故
に
精
通
し
て
い
た
。
さ
ら
に
徽
州
や
蘇
州
・
松
江
・
太
倉



(
3
)
 

な
ど
父
闇
斎
の
任
地
で
は
、
人
物
甑
綜
や
掌
故
捜
集
の
仕
事
に
関
与
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
比
較
的
早
く
か
ら
社
会
的
関
心
も
芽
生
え
て
い
た

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
環
境
に
成
長
し
た
彼
は
、
二
十
代
の
前
半
頃
に
な
る
と
、
経
学
よ
り
む
し
ろ
次
第
に
〈
史
〉
に
関
心
を
集
中
し
、

自
ら
史
氏
に
任
ピ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
の
〈
史
〉
に
関
し
て
は
、

一
般
に
は
章
学
誠
の
「
六
経
皆
史
」
説
を
承
襲
し
て
い
る
と
さ
れ

る
が
、
そ
れ
以
外
に
王
曇
か
ら
も
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
て
い
る
に
違
い
な
い
。
王
曇
は
、
襲
自
珍
が
彼
の
こ
と
を
称
し
て
「
史
に
溺
れ
」
、

っ

た

一

、

こ

王

仲

程

。

「
史
を
膿
え
る
を
喜
ん
」
だ
と
述
へ
る
よ
う
に
、
〈
史
〉
に
耽
溺
し
た
忘
年
の
友
で
あ
っ
ア
(
墓
表
銘
)

で
は
こ
の
よ
う
に
〈
史
〉
に
の
め
り
こ
ん
で
い
っ
た
裏
に
は
、
ど
の
様
な
目
的
意
識
が
潜
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
襲
白
珍
は
そ
の

直
接
的
動
機
を
披
涯
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

襲自珍思想試論

然
而
起
覗
其
世
、
乱
亦
克
不
出
忠
実
。
是
故
智
者
受
三
千
年
史
氏
之
書
、
則
能
以
良
史
之
憂
、
憂
一
大
下
、
(
配
制
限
措
)

近
い
将
来
に
反
乱
の
勃
発
を
予
測
す
る
ほ
ど
、
現
状
認
識
は
頗
る
深
刻
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
醸
成
さ
れ
た
危
機
意
識
こ
そ
彼
を
史
氏
へ

(
4
)
 

と
駆
り
た
て
た
の
で
あ
っ
た
。
史
事
は
鑑
で
あ
り
、
そ
れ
に
照
ら
し
て
現
状
を
打
開
し
よ
う
と
の
意
図
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
史
氏

に
任
じ
た
襲
自
珍
は
、
そ
の
衰
亡
の
危
機
感
か
ら
、
痛
烈
な
現
実
批
判
と
そ
の
対
策
と
を
開
陳
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
襲
白
珍
が
経
世
的
関
心
か
ら
〈
史
〉
に
拠
り
所
を
求
め
た
こ
と
は
、
当
時
学
界
の
主
流
で
あ
っ
た
考
証
学
に
対
し
て
、
何
ら

か
の
限
界
を
感
じ
と
っ
て
い
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
当
時
、
清
朝
考
証
学
は
漸
く
専
門
化
の
一
途
を
た
ど
り
、
晴
、
末
な
実
証
に
の
み
傾
倒

す
る
が
如
き
状
態
で
、
そ
こ
か
ら
経
世
の
理
論
的
根
拠
を
汲
み
取
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
、
襲
自
珍
が
当
時

の
考
証
学
を
ど
の
様
に
把
握
し
、
そ
れ
に
い
か
に
対
処
し
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
は
、

ひ
っ
き
ょ
う
彼
が
い
か
な
る
展
望
の
も
と
で
〈
史
〉

を
展
開
し
よ
う
と
し
た
か
の
問
題
に
連
繋
す
る
で
あ
ろ
う
。

35 

さ
て
、
当
時
勢
力
を
有
し
て
い
た
の
は
、
呉
派
・
院
派
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
訓
話
考
証
学
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
呉
派
の
流
れ
に
属
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す
る
漢
学
家
江
藩
に
対
す
る
襲
白
珍
の
批
判
は
恰
好
の
材
料
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
『
漢
学
師
承
記
』
に
対
し
て
の
批
判
で
あ
る
o

い
ま

『
江
子
扉
所
箸
書
序
』
『
輿
江
子
扉
賎
』
の
二
篇
が
存
す
る
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
考
察
を
進
め
た
い
。

ま
ず
『
輿
江
子
扉
賎
』
で
、
江
藩
の
書
に
は
「
十
不
安
」
が
あ
る
と
論
難
す
る
襲
白
珍
は
、
漢
学
と
清
代
学
術
と
の
相
違
を
重
点
的
に

説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
江
藩
を
説
得
せ
ん
と
努
め
る
。
い
ま
詳
細
に
検
討
す
る
暇
は
な
い
が
、
蓋
し
そ
れ
が
十
分
な
説
得
力
を
有
す
る
に

は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
・
漢
学
の
み
な
ら
ず
清
代
学
術
に
対
し
て
も
同
様
、
深
い
認
識
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
不
安
」
の
二
で
、

本
朝
白
有
事
、
非
漢
撃
、
有
漢
人
柏
開
門
径
、
而
近
加
遼
密
者
、
有
漢
人
未
開
之
門
径
、
謂
之
漢
率
、
不
甚
甘
心
。

の
如
く
、
漢
学
と
清
代
学
術
と
の
相
違
を
強
調
す
る
が
、
そ
れ
は
ひ
っ
き
ょ
う
「
本
朝
自
ら
亭
有
り
」
の
よ
う
に
、
清
代
学
術
の
独
自
性

や
や

を
主
張
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
具
体
的
に
「
漢
人
梢
門
径
を
開
き
、
近
ご
ろ
遼
密
を
加
う
る
者
有
り
、
漢
人
未
だ
聞
か
ざ
る

ら
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、

の
門
径
有
り
」
と
主
張
す
る
に
至
っ
て
は
、
そ
の
裏
に
、
清
代
学
術
に
対
す
る
深
い
認
識
を
、
さ
ら
に
は
そ
の
優
秀
性
に
対
す
る
自
信
す

キ
A
m
h
c

さ
ら
に
「
不
安
L

の
九
で
、
「
方
且
に
門
戸
の
見
の
掻
く
る
所
と
為
つ
」
た
者
の
う
ち
に
、
「
白

文
を
函
詠
し
、
経
に
創
獲
し
」
、
「
漢
に
非
、
ず
、
宋
に
非
ざ
る
」
の
独
白
か
つ
優
秀
な
る
業
績
を
収
め
た
「
絶
特
の
士
」
の
存
す
る
こ
と
を

(
6
)
 

力
説
し
て
い
る
の
を
見
れ
ば
思
い
半
ば
に
過
ぐ
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
襲
自
珍
の
漢
学
批
判
が
、
清
代
学
術
に
対
す
る
深
い
認

識
を
基
礎
と
し
、
そ
こ
か
ら
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
在
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
「
不
安
」
の
十
で
、

園
初
之
撃
、
奥
乾
隆
初
年
以
来
之
島
f

不
同
。
園
初
人
印
不
専
立
漢
撃
門
戸
、

(
7
)
 

の
よ
う
に
、
清
代
学
術
を
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

襲
白
珍
は
右
の
ご
と
く
清
初
の
学
術
と
乾
隆
以
降
の
そ
れ
(
漢
学
)
と
の
相
違
を
主
張
す
る
が
、
こ
の
認
識
に
基
づ
い
て
、
漢
学
の
弊

害
を
ど
の
様
に
打
開
せ
ん
と
企
図
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
江
子
扉
所
箸
書
序
』

で
、
「
孔
門
の
道
」
に
は
「
尊
徳
性
L

と
「
道
間
墜
」
の



「
二
大
端
」
が
あ
る
と
す
る
襲
自
珍
は
、

入
我
朝
、
儒
術
博
失
、
然
宜
(
運
賓
属
道
問
問
円
子
。
白
乾
隆
初
元
来
、
儒
術
商
不
這
間
撃
。

清
初
の
学
術
を
「
道
問
墜
」
と
規
定
す
る
も
、
乾
隆
以
降
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、

「
道
間
態
ご
と
し
て
認
定
し
な
い
。
彼
に
お
い
て
真
の

「
道
間
態
ご
と
は
、
顧
炎
武
や
黄
宗
義
の
如
き
、
経
世
を
究
極
の
目
的
と
し
た
学
聞
を
ぱ
意
味
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

門
戸
の
見
に
因
循
し
て
経
世
を
顧
み
な
い
漢
学
を
、
真
の
「
道
間
島
ナ
」
と
し
て
認
定
す
る
の
は
樺
ら
れ
た
に
相
違
な
い
。
襲
自
珍
が
か
か

る
漢
学
の
現
状
打
破
を
企
図
す
る
な
ら
ば
、
経
世
に
根
差
し
た
、
真
の
「
道
間
四
月
子
」
を
展
開
す
る
よ
り
ほ
か
方
法
が
な
か
っ
た
と
い
え
よ

「
漢
人
何
ぞ
嘗
て
性
道
を
談
ぜ
ざ

襲自珍思想、試論

ぅ
。
た
だ
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
彼
が
単
に
真
の
「
遁
間
墜
」
の
必
要
性
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
、

る
」
、
「
宋
人
何
ぞ
嘗
て
名
物
訓
詰
を
談
、
ぜ
ざ
る
L

(

融
子
)
の
如
き
論
法
を
用
い
て
、
「
二
端
の
初
め
は
、
相
非
と
せ
ず
し
て
相
用
い
、

障
す
る
所
を
町
し
く
せ
ん
こ
と
を
耐
る
L

(

軒
開
所
)
の
よ
う
に
、
「
尊
徳
性
」
と
の
相
即
不
離
を
も
主
張
し
て
い
る
点
で
あ
る
o

換
言
す
れ

lよ

聖
人
之
道
、
有
制
度
名
物
以
属
之
表
、
有
窮
理
墨
性
以
属
之
裏
、
有
詰
訓
賓
事
以
馬
之
跡
、
有
知
来
戴
往
以
属
之
神
、
(
製
品
一
所
)

一
方
に
お
い
て
、
過
去
を
保
存
し
て
未
来
を
予
見
す
べ
き
〈
神
〉

1
悟
性
以
上
の
精
神
作
用
|
の
必
要
性
を
も
要
求
す
る
の

一
以
て
之
を
貫
く
の
み
」
(
岨
)
で
あ
っ
た
o

の
ご
と
く
、

(
8
)
 

で
あ
る
。
ま
さ
に
「
小
撃
の
事
と
、
仁
・
愛
・
孝
・
弟
の
行
と
は
、

さ
て
、
当
時
の
考
証
学
に
対
す
る
批
判
及
び
対
処
の
仕
方
が
以
上
の
如
く
で
あ
れ
ば
、
襲
白
珍
が
い
か
な
る
展
望
の
も
と
で
〈
史
〉
を

展
開
せ
ん
と
し
て
い
る
の
か
、

一
定
の
見
通
し
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
「
這
間
撃
」
と
「
尊
徳
性
L

と
の
併
用
を
説
く

裏
に
は
、
学
術
・
人
心
の
両
方
面
に
お
い
て
、
新
た
な
風
気
を
き
り
拓
か
ん
と
す
る
襲
白
珍
の
意
志
が
看
取
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に

37 

こ
の
試
み
は
、
清
代
学
術
に
対
す
る
深
い
認
識
を
後
楯
と
し
て
い
る
か
、
ぎ
り
、

ひ
っ
き
ょ
う
清
朝
考
証
学
(
及
び
宋
学
)
の
止
揚
と
い
う
、
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清
代
の
最
大
課
題
に
連
繋
す
る
可
能
性
を
も
十
分
に
備
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
次
章
で
は
、
以
上
の
襲
自
珍
の
展
望
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
彼
が
い
か
な
る
方
法
と
論
理
と
を
も
っ
て
現
状
を
打
開
せ
ん
と
試
み
た

か
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
襲
自
珍
の
め
ざ
す
学
問

1
史
学
の
内
容
も
お
の
ず
と
明
ら
か
に
な
る
で
あ

ろ
う
。早

く
か
ら
朝
廷
内
の
情
況
を
熟
知
し
た
襲
白
珍
は
、

『
明
良
論
』
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
ま
ず
も
っ
て
「
恥
」
な
き
士
大
夫

1
官
僚
に

批
判
の
矛
先
を
集
中
し
た
。
な
ん
と
な
れ
ば
、

「
人
の
園
に
入
り
て
、
其
の
士
大
夫
多
け
れ
ば
、
則
ち
朝
廷
の
文
必
ず
備
わ
る
。
其
の
士

乙
丙
之
際
塾
ア

大
夫
の
家
久
し
け
れ
ば
、
則
ち
朝
廷
の
情
必
ず
深
し
L

(

議
第
二
十
号
の
よ
う
に
、
士
大
夫
の
時
間
的
空
間
的
隆
盛
こ
そ
、

国
家
的
繁
栄

の
根
本
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
時
間
・
空
間
と
い
う
座
標
軸
を
設
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
思
惟
す
る
が
如
き

は
、
か
の
『
尊
隠
』
に
「
是
の
故
に
民
の
醜
生
す
る
や
、

一
縦
一
横
な
り
。
日
一
暮
を
縦
と
馬
し
、
居
慮
を
横
と
属
す
。
百
世
を
縦
と
馬
し
、

一
世
を
横
と
属
す
」
と
あ
り
、
襲
自
珍
思
想
の
一
大
特
徴
と
い
え
よ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
時
間

1
歴
史
、
空
間

1
現
在
の
情
況
を
ど
の
様

に
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
歴
史
観
に
お
け
る
特
徴
と
し
て
指
摘
し
う
る
の
は
、
次
の
ご
と
き
三
世
説
で
あ
ろ
う
。

吾
間
深
於
春
秋
者
、
其
論
史
也
、
日
、
書
契
以
降
、
世
有
三
等
、
三
等
之
世
、
皆
観
其
才
。
才
之
差
、
泊
世
属
一
等
、
嵐
世
属
一
等
、

乙
丙
之
際

衰
世
別
属
一
等
。
(
箸
議
第
九
)

要
す
る
に
「
治
世
」
↓
「
乱
世
L

↓
「
衰
世
』
の
段
階
的
変
転
を
主
張
す
る
が
、

「
治
世
」
と
は
、
古
の
聖
な
る
時
代
よ
琵
・
舜
・
局
の



三
代
の
こ
と
で
あ
り
、

「
衰
世
」
と
は
、
急
速
に
下
降
期
に
は
い
り
つ
つ
あ
っ
た
清
朝
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
現
在
を

「
衰
世
」
と
捉
え
た
襲
白
珍
は
、
果
し
て
い
か
な
る
方
法
で
も
っ
て
現
状
打
開
を
企
図
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
じ
め
に
、
彼
は
丹
封

(
9
)
 

策
』
の
な
か
で
、

「
治
世
」
「
乱
世
」
「
衰
世
L

の
い
ず
れ
の
時
代
に
も
精
通
す
べ
き
こ
と
を
説
く
。
さ
ら
に
そ
の
各
時
代
に
つ
い
て
は
、

大
抵
三
代
上
馬
一
端
、
漢
以
降
属
一
端
、
今
之
執
媛
、
執
工
剛
一
、
執
可
用
、
執
不
可
用
属
一
端
。
三
代
則
諏
経
、
漢
以
後
則
諏
史
、
嘗

世
之
務
則
諏
勢
。
(
制
)

そ
れ
ぞ
れ
「
経
」
「
史
」
「
勢
L

を
配
当
し
、
そ
れ
ら
の
審
薮
を
通
し
て
究
明
で
き
る
と
主
張
す
る
。
襲
白
珍
は
こ
の
審
豪
を

の
よ
う
に

ふ
ま
え
て
、

襲自珍思想試論

不
研
乎
経
、
不
知
経
術
之
局
本
源
也
。
不
討
乎
史
、
不
知
史
事
之
局
鑑
也
。
不
通
子
宮
世
之
務
、
不
知
経
、
史
施
於
今
日
之
軌
緩
、

執
一
醜
一
、
執
可
行
、
執
不
可
行
也
o

(

鮒
)

と
述
べ
、
本
源
た
る
「
経
L

と
鑑
た
る
「
史
」
の
審
豪
か
ら
得
ら
れ
た
成
果
を
、
「
勢
」

l
現
在
の
諸
情
勢
に
適
用
し
て
そ
の
改
革
を
試
み

ょ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
過
去
の
治
績
の
跡
を
危
機
的
様
相
を
深
め
つ
つ
あ
る
現
実
に
応
用
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
経
」

「
史
」
と
「
勢
」
と
は
、

い
わ
ば
相
互
補
完
的
な
関
係
で
把
握
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
経
」

「
史
」
の
審
薮
は
、
も
は
や
そ
れ
白

体
だ
け
で
は
、
何
ら
の
意
味
も
有
し
な
い
。
そ
れ
ら
は
現
実
に
応
用
さ
れ
て
こ
そ
は
ビ
め
て
、
そ
の
存
在
価
値
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
襲
自
珍
の
漢
学
批
判
か
ら
当
然
予
想
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
彼
の
学
聞
が
経
世
を
究
極
の
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
証
明
し
て
い
る
。
襲
白
珍
は
こ
の
三
者
の
関
係
を
巧
妙
に
喰
え
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

経
史
之
一
言
、
誓
方
書
也
、
施
諸
後
世
之
執
媛
、
塾
盤
、
警
用
薬
也
。
(
矧
)
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「
経
」
「
史
」
は
医
学
書
で
あ
り
、
「
勢
」
は
い
わ
ば
患
部
の
症
状
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
襲
臼
珍
は
、
『
己
亥
雑
誌
』
其
四
十
四
で
も
、
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「
何
ぞ
敢
え
て
自
ら
幹
ら
ん
、
園
を
署
す
る
の
手
、
薬
方
、
只
だ
販
る
古
時
の
丹
」
と
告
白
し
て
い
る
よ
う
に
、
世
を
救
う
処
方
と
し
て
、

い
に
し
え
の
丹
薬
を
売
る
こ
と
に
専
念
し
た
の
で
あ
る
。
い
ま
一
例
と
し
て
襲
自
珍
の
農
宗
説
を
考
察
し
て
み
る
に
、
そ
れ
は
古
代
に
お

け
る
一
種
の
理
想
状
態
か
ら
の
演
緯
的
立
論
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
他
方
に
、
お
い
て
、
現
実
に
お
け
る
人
間
の
不
平
等
を
も
何
ら
か
の
形

(
叩
)

で
承
認
し
よ
う
と
力
め
て
お
り
、
や
は
り
彼
の
経
世
の
方
法
を
如
実
に
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
襲
白
珍
の
具
体
的
な
諸

政
策
は
、
い
ま
見
て
き
た
よ
ラ
な
方
法
を
骨
格
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
以
上
の
方
法
を
、
論
理
の
方
面
か
ら
み
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
ひ
っ
き
ょ
う
「
経
」
「
史
」
と
「
勢
」
と
の
合
致
の
要
求

い
わ
ば
在
る
べ
き
姿
と
在
る
姿
と
の
合
致
の
要
求
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
推
察
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に
、

わ
か

そ
の
論
理
は
正
名
1
名
と
実
で
あ
っ
た
。
現
に
『
保
甲
正
名
』
『
地
丁
正
名
』
な
ど
の
諸
篇
も
存
し
て
い
る
。
襲
自
珍
に
は
「
少
く
し
て

名
家
の
言
を
習
う
、
亦
た
有
用
な
り
」
(
一
ぎ
の
よ
う
に
、
幼
少
の
頃
か
ら
す
で
に
名
家
的
傾
向
は
存
在
し
て
い
た
が
、

で
あ
り
、

『
春
秋
決
事
比

自
序
』
に
お
い
て
ー
董
仲
告
を
名
家
と
規
定
し
、

「
濁
り
董
氏
の
例
に
効
う
を
喜
び
、
後
世
の
事
を
張
り
て
以
て
之
に
設
問
す
」
と
告
白

し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
こ
の
正
名
に
つ
い
て
は
董
仲
脅
か
ら
の
影
響
が
大
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
で
以
上
の
如
く
襲
自
珍
の
方
法
・
論
理
を
考
察
し
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
史
氏
の
職
掌
範
囲
は
、
時
間
・
空
間
を
座

標
軸
と
し
、
時
間
上
H
H

寸
経
」
「
史
」
と
空
間
上

1
「勢
L

大
勢
よ
り
逃
れ
る
こ
と
能
わ
ず
L

(

額
制
暗
号
)
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
今
少
し
検
討
を
加
え
て
お
こ
う
。
確
か
に
襲
白
珍
の
方

法
に
従
え
ば
、
史
書
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
経
書
で
あ
れ
、
諸
子
百
家
の
書
で
あ
れ
、
み
な
史
氏
の
職
掌
範
囲
で
あ
り
、
〈
史
〉
の
も
と
に

の
す
べ
て
に
わ
た
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ひ
っ
き
ょ
う
、

「
史
家
は
古
今
の

統
一
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
も
し
そ
れ
が
歴
史
的
事
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
に
と
っ
て
こ
の
上
な
く
好
都
合
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

ぅ
。
そ
れ
ゆ
え
襲
自
珍
は
、
経
書
も
諸
子
百
家
の
書
も
、
す
べ
て
本
来
は
史
か
、
も
し
く
は
そ
の
支
流
で
あ
る
こ
と
を
、
歴
史
的
事
実
と



し
て
主
張
す
る
。
ま
ず
経
書
に
つ
い
て
。
そ
れ
は
尭
・
舜
・
前
向
の
聖
な
る
時
代
を
知
る
た
め
の
手
が
か
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
三
代
は
、
「
唐

λ
ビ
ょ
う

・
虞
の
天
下
治
ら
ざ
る
な
し
」
(
間
一
)
の
ご
と
き
「
治
世
」
で
あ
り
、
治
と
学
と
は
、
「
周
よ
り
町
上
、
一
代
の
治
は
、
即
ち
一
代
の
撃

な
り
」
(
話
一
議
)
の
よ
う
に
、
た
え
ず
一
致
し
て
い
た
と
い
う
o

そ
れ
ゆ
え
三
代
の
史
氏
は
、
「
経
」
を
治
め
る
だ
け
で
事
足
り
た
o

経

室
田
を
治
め
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
ス
ト
レ
ー
ト
に
政
治
へ
と
直
結
し
た
の
で
あ
る
。
襲
白
珍
は
「
夫
れ
六
経
は
、
周
史
の
宗
史
な
り
L

古
史
鈎

(
沈
論
一
一
)
と
の
ベ
、
六
経
を
す
べ
て
周
史
の
主
な
職
掌
と
み
な
し
、
こ
の
六
経
を
ば
「
易
と
は
、
卜
筆
の
史
な
り
」
、
「
書
と
は
、
言
を
記

す
の
史
な
り
」
、
「
春
秋
と
は
、
動
を
記
す
の
史
な
り
L

な
ど
の
よ
う
に
、
す
べ
て
〈
史
〉
に
帰
一
せ
し
め
て
い
る
(
詩
型
。
ま
た
諸
子

百
家
に
つ
い
て
も
、
そ
の
由
来
を
「
み
な
其
の
本
朝
の
先
玉
に
出
ず
」
(
嘉
一
議
)
と
の
ベ
、
さ
ら
に
道
家
と
術
数
家
の
場
合
の
み
史
よ
り

襲白珍思想試論

出
た
と
断
言
す
る
『
漢
書
塞
文
志
』

の
記
載
に
も
反
論
し
て
、

劉
向
云
、
遁
家
及
術
歎
家
出
於
史
、
不
云
徐
家
出
於
史
。
此
知
五
緯
、
二
十
八
宿
異
度
、
而
不
知
其
皆
繋
於
天
也
。
知
江
河
異
味
、

古
史
鈎

而
不
知
皆
麗
於
地
也
。
故
日
、
諸
子
也
者
、
周
史
之
支
章
小
宗
也
。
(
沈
善
一
)

「
任
名
之
史
」
な
ど
と
、

と
主
張
し
、
道
家
を
「
任
照
之
史
」
、
農
家
を
「
任
天
之
史
」
、
法
家
を
「
任
約
期
之
史
」
、
名
家
を

〈
史
〉
に
帰
一
せ
し
め
る
(
耐
制
調
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
諸
子
学
再
認
識
の
動
向
に
そ
う
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
襲
自
珍
の
場
合
、
「
皆

つ

白
珍
に
語
、
げ
て
日
く
、
局
ぞ
易
、
書
、
詩
、
春
秋
を
寓
定
せ
ざ
る
。
方
に
百
家
を
讃
み
、
雑
家
の
言
を
好
み
て
、
未
だ
暇
あ
ら
ざ
る
な
り
」

古
史
鈎

(
沈
善
一
一
)
の
よ
う
に
、
諸
子
学
研
究
が
、
五
経
の
写
定
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。 す

べ
て
を

こ
の

事
実
は
、
襲
自
珍
が
諸
子
を
〈
史
〉
に
帰
一
せ
し
め
た
意
味
の
重
大
さ
を
物
語
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
想
像
の
産
物
に
し
ろ
、
マ

'-

」
に
お
い
て
‘
漢
以
後
の

「
史
」
と
合
わ
せ
.
歴
代
の
書
は
す
べ
て
〈
史
〉

の
も
と
に
統
一
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

つ
い
で
「
勢
」
の
具
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体
的
内
容
に
つ
い
て
も
、
『
尊
史
』
の
な
か
で
、
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心
何
如
而
尊
。
善
入
。
何
者
善
入
。
天
下
山
川
形
勢
、
人
心
風
気
、
士
所
宜
、
姓
所
貴
、
皆
知
之
。
園
之
組
宗
之
令
、
下
逮
吏
青
之

所
守
、
皆
知
之
。
其
於
言
曜
、
言
兵
、
言
政
、
一
言
獄
、
言
掌
故
、
言
文
曜
、
言
人
賢
否
、
如
其
言
家
事
、
可
謂
入
突
。

と
の
ベ
、
史
氏
た
る
も
の
に
、
風
俗
、
地
理
、
軍
事
、
政
治
、
刑
罰
、
掌
故
、
文
章
、
人
物
甑
綜
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
審
票
を
要
請

し
て
い
る
。

以
上
の
考
察
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
襲
自
珍
は
、
時
間
上
・
空
間
上
に
存
在
す
る
す
べ
て
を
、
〈
史
〉
の
も
と
に
統
一
し
よ
う
と

企
て
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
理
想
と
す
る
三
代
に
お
け
る
〈
治
学
一
致
〉
を
J

清
代
に
・
お
い
て
実
現
し
よ
う
と
企
図
し
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

こ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
史
学
が
も
は
や
彼
の
学
問
の
単
な
る
一
部
分
で
な
い
こ
と
は
、

明
白
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
逆
で
、
史
学

が
根
底
に
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
種
々
の
学
聞
が
匪
胎
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

四

襲
自
珍
が
目
標
と
す
る
学
問
の
内
容
は
、
以
上
述
ぶ
る
が
ご
と
三
そ
の
全
容
を
現
わ
し
た
。
そ
れ
は
経
世
を
究
極
の
目
的
と
す
る
学
問

で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
そ
れ
を
い
か
な
る
立
場
に
立
っ
て
遂
行
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
当
時
の
学
術
方
面
だ
け

で
な
く
、
風
俗
人
心
方
面
に
対
す
る
彼
の
反
発
が
集
中
的
に
反
映
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

襲
白
珍
は
、
ま
ず
自
ら
の
立
場
を
表
明
し
て
、

。

。

我
持
壷
求
其
本
字
、
然
而
所
穿
者
孤
、
漢
師
之
汎
見
雅
記
者
闘
。
孤
則
不
柴
従
、
闘
則
不
具
、
以
不
築
従
之
心
、
采
不
具
之
儲
、
緊

古
史
鈎

而
察
之
、
能
灼
然
知
執
属
正
字
、
執
属
仮
借
、
因
不
能
以
富
失
。
(
沈
着
二
)

と
述
べ
、

〈
孤
〉
の
立
場
を
堅
持
し
て
学
聞
に
携
わ
っ
た
ニ
と
を
告
白
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
学
聞
は
〈
孤
学
〉
と
い
う
こ
と



に
な
ろ
う
。
襲
自
珍
は
『
大
清
一
統
志
』
重
修
の
際
、
校
離
の
仕
事
に
関
与
し
た
が
、
西
北
地
理
に
関
す
る
書
一
通
を
呈
し
て
進
言
し
、

そ
の
末
尾
に
お
い
て
、

珍

(
l襲
自
珍
)

。。

自
是
孤
島
T

、

致
属
鉱
不
幸
、

、
上
園
史
館
線
裁
J

F

提
調
線
纂
童
目
」

情
蒙
垂
捧
、

性

t
F白
uu日
、

日
閉
山

4
tヲ，
w喰州
1
A
1
3

ロ

と
、
自
ら
も
〈
孤
学
〉
と
断
言
し
て
い
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
襲
自
珍
の
学
は
〈
孤
学
〉

で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
や
む
を
得
な
い
事
情
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
官
位
の

低
い
彼
に
は
、
史
料
編
纂
に
ム
ね
い
て
、
校
勘
の
仕
事
に
携
わ
る
の
が
関
の
山
で
あ
っ
た
。
内
藤
湖
南
に
よ
れ
ば
、
史
学
は
唐
以
後
漸
く
衰

襲自珍思想、試論

ぇ
、
世
襲
や
家
学
と
し
て
歴
史
を
書
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
宰
相
の
監
督
に
移
っ
て
、
作
史
は
史
官
の
自
由
に
な
ら

ず
、
正
確
な
史
料
を
作
る
こ
と
の
保
証
さ
え
な
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
(
詩
史
)

0

襲
白
珍
が
自
己
の
目
で
見
、
耳
で
聞
け
る
地
志
や
言
語

の
研
究
に
才
能
を
発
揮
し
た
の
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
理
由
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
「
敢
て
自
ら
秘
せ
ず
、
以
て
纂
修
協
修
の
采
納

上
園
史
館
線
裁

に
供
す
る
を
願
う
」
(
復
調
練
纂
書
)
の
よ
う
に
、
〈
孤
〉
の
立
場
か
ら
公
の
史
に
寄
与
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
目
録
の

・と

学
に
つ
い
て
、
「
朝
廷
官
簿
L

「
私
家
著
録
」
「
史
家
著
録
」
の
三
種
類
を
列
挙
し
、
「
三
者
、
其
の
例
は
同
じ
か
ら
ず
、
頗
る
相
い
資
り
て

用
を
馬
し
、
以
て
偏
麿
す
る
能
わ
ず
」
(
軒
諒
)
と
主
張
し
、
「
私
家
著
録
」
に
他
の
二
者
と
同
等
の
重
要
性
を
認
め
て
い
る
こ
と
か

ら
も
判
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
〈
孤
〉
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
学
問
の
世
界
に
・
お
い
て
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

同
列
八
九
十
輩
安
之
、
而
中
書
一
人
、
胸
弗
謂
是
o

大
廷
虞
衆
、
有
旦
安
之
、
夢
費
濁
居
、
胸
弗
謂
是
。
中
略
、
同
列
八
九
十
輩
、

上
大
島
T

疑
中
書
有
癌
疾
、
弗
排
也
、
然
胸
弗
謂
是
。
(
土
書
)
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以
上
の
如
く
、
あ
ま
り
に
鋭
敏
な
感
受
性
の
た
め
、
た
え
ず
他
人
に
先
ん
じ
て
危
機
を
感
得
し
た
襲
白
珍
は
、
現
状
に
つ
ね
に
不
満
を
抱



44 

き
、
そ
の
あ
ま
り
実
社
会
の
場
で
も
孤
立
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
し
か
し
、
彼
は
た
だ
や
む
な
く
〈
孤
〉
に
甘
ん
じ
て

い
た
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
「
孤
な
れ
ば
、
則
ち
従
う
を
楽
し
ま
ず
」
(
紘
一
卦
)
の
ご
と
く
、
積
極
的
に
〈
孤
〉
の
立
場
を
堅

持
し
よ
う
と
す
る
趣
き
が
看
取
で
き
る
で
は
な
い
か
。
確
か
に
推
察
せ
ら
れ
る
通
り
、
襲
自
珍
は
、

。

壬

奨

之

際

哲
人
之
心
、
孤
而
足
侍
、
(
胎
観
第
四
)

の
よ
う
に
、

夫
に
如
か
ざ
る
な
り
。
百
の
酎
民
は
一
の
庫
民
に
如
か
ざ
る
な
り
o

百
の
痔
民
は
一
の
之
の
民
に
如
か
ざ
る
な
り
」
と
述
べ
、
あ
く
ま
で

0

0

す
な
わ

一
人
の
撤
民
に
期
待
し
、
ま
た
『
尊
任
』
で
「
豪
傑
則
ち
日
く
、
五
口
忠
難
に
擢
れ
ば
、
而
ち
呼
競
し
て
、
手
を
援
か
ん
こ
と
を
庸
人
に
求

〈
孤
〉
に
は
ま
こ
と
に
重
大
な
積
極
的
意
味
を
付
与
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
、
『
尊
隠
』

で
「
百
の
婿
夫
は
一
の
狙

む
、
と
。
宣
に
復
た
豪
傑
馬
ら
ん
や
」
と
主
張
し
、
豪
傑
た
る
も
の
、
あ
く
ま
で
一
人
で
庸
人
に
頼
る
べ
き
で
な
い
こ
と
を
説
く
の
を
み

て
も
思
い
半
、
ば
に
過
ぎ
よ
う
。

で
は
一
体
何
故
に
〈
孤
〉
を
堅
持
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
頼
る
べ
き
で
な
い
と
主
張
し
た
庸
人
が
一
つ
の
手
が

か
り
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
襲
自
珍
は
庸
人
を
「
心
に
力
無
き
者
、
之
を
庸
人
と
謂
う
」
と
定
義
す
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な
者
を
現
実
の

場
に
お
い
て
求
め
る
な
ら
ば
、
彼
が
真
っ
先
に
批
判
し
た
、

士
皆
知
有
恥
、
則
園
家
永
無
恥
突
。
士
不
知
恥
、
馬
園
之
大
恥
。
歴
覧
近
代
之
士
、
白
其
敷
奏
之
目
、
始
進
之
年
、
而
恥
巳
存
者
寡

突
。
(
糾
ユ
)

の
よ
う
な
、
「
恥
」
な
き
士
大
夫

1
官
僚
こ
そ
が
そ
れ
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
庸
人
が
か
く
の
如
く
で
あ
れ
ば
、
彼
の
〈
孤
〉
の
意

味
は
い
っ
そ
う
明
瞭
に
な
る
。
そ
れ
は
、
当
時
の
風
気
及
び
士
大
夫
の
有
様
に
対
す
る
仰
の
一
種
の
抵
抗
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
同
様

に
、
彼
の

〈
孤
学
〉
に
お
い
て
も
、

一
方
で
は
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
っ
た
も
の
の
、
他
方
で
は
当
時
の
学
術
に
反
発
し
て
、

一
家
の



(
日
)

言
を
成
さ
ん
と
す
る
積
極
的
意
志
が
潜
め
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

さ
て
襲
白
珍
は
、
〈
孤
〉
を
堅
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

〈
心
〉
に
力
な
き
庸
人
を
避
け
、
自
ら
〈
心
〉
に
力
あ
ら
ん
こ
と
を
欲
し
た
が
、

彼
に
お
い
て
、
人
心
の
崩
壊
は
、

平
均

人
心
者
、
世
俗
之
本
也
。
世
俗
者
、
王
蓮
之
本
也
。
人
心
亡
、
則
世
俗
壊
。
世
俗
壊
、
則
玉
、
蓮
中
易
。
(
篇
)

の
ご
と
く
、
清
朝
支
配
体
制
の
崩
壊
に
ま
で
連
繋
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
襲
白
珍
は
、

「
大
仇
に
報
い
、

大
病

を
馨
し
、
大
難
を
解
き
、
大
事
を
謀
り
、
大
遁
を
準
ぷ
は
、
み
な
心
の
力
を
以
て
す
」

か
か
る
理
由
に
よ
っ
て
、

(
眠
時
一
一
融
)
の
よ
う
に
、
い
っ
そ
う
「
心
の
力
」
の

襲自珍思想、試論

重
要
性
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
史
氏
と
し
て
ど
う
あ
る
べ
き
か
に
対
し
て
も
、

史
之
尊
、
非
其
職
語
言
、
司
語
審
之
謂
、
尊
其
心
也
o

(

時
)

と
述
べ
、
〈
心
〉
を
尊
ぶ
よ
う
説
く
の
で
あ
る
。

の
力
説
は
、
結
果
と
し
て
、
〈
心
〉
に
力
あ
る
も
の
と
し
て
の
豪
傑
礼
賛
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
に
近
い
任
侠

(ロ)

者
へ
の
親
近
感
と
い
う
事
態
を
生
み
だ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
襲
白
珍
の
一
種
の
自
覚
的
な
狂
人
め
い
た
行
動

そ
し
て
か
く
の
ご
と
き

〈心〉

は
、
あ
る
い
は
豪
傑
志
向
の
あ
ら
わ
れ
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
豪
傑
待
望
の
切
実
な
願
い
は
、
ま
さ
に

次
の
詩
に
結
晶
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

九
州
生
気
侍
風
雷
、
高
馬
斉
痔
究
可
哀
、
我
勤
天
公
重
詰
湖
、
不
拘
一
格
降
人
材
。
(
町
政
書
I
)

さ
て
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
彼
が
一
方
で
は
経
世
を
究
極
の
目
的
と
し
た
学
問
を
展
開
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
人
心
方
面
の
疲
弊
に

着
目
し
て
、
そ
の
打
開
を
企
図
し
て
い
た
こ
と
が
判
っ
た
で
あ
ろ
う
。

45 

襲
白
珍
に
お
け
る

の
兼
採
の
主
張
に
つ
い
て
は
す
で
に
言
及
し
た
、
が
、
こ
こ
に
お
い
て
、
そ
の
具
体
的
内

「
、
道
問
皐
」
と
「
尊
徳
性
」
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容
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。五

士
大
夫
批
判
か
ら
開
始
さ
れ
た
襲
自
珍
の
現
実
批
判
の
矛
先
は
、
漸
次
社
会
全
般
へ
と
拡
大
さ
れ
、
二
十
代
の
後
半
に
は
、

『
西
域
置

行
省
議
』
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
中
国
本
土
の
過
剰
人
口
問
題
に
向
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
彼
は
そ
の
問
題
解
決
の
要
請
に
駆
ら
れ
、
積

極
的
に
西
北
地
理
学
の
研
究
を
推
進
す
る
。
こ
の
よ
う
に
経
世
的
関
心
の
拡
大
に
つ
れ
、
新
た
な
分
野
の
研
究
も
要
請
さ
れ
る
の
だ
が
、

そ
れ
を
す
ぐ
さ
ま
自
由
に
治
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

ひ
と
え
に
彼
の
学
が

〈
孤
学
〉

で
あ
っ
た
せ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し

〈
孤
学
〉

の
限
界
も
存
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
対
象
と
す
る
範
囲
が
、
「
経
L

「史
L

「勢
L

の
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
る
の
に
反
し
、
〈
孤
学
〉

で
は
果
し
て
そ
れ
ら
す
べ
て
を
深
く
究
明
し
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
ひ
っ
き
ょ
う
浅
い
理
解
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
「
自

す

べ

て

(

日

)

珍
の
学
ぶ
所
を
綜
ぷ
る
に
、
病
は
深
く
入
ら
ざ
る
に
在
り
、
所
有
の
思
想
は
、
僅
か
に
其
の
緒
を
引
き
て
止
る
の
み
」
と
の
梁
啓
超
の
批

評
は
、
襲
白
珍
の
〈
孤
学
〉
の
限
界
を
見
事
に
つ
い
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
彼
の
学
聞
が
経
世
を
究
極
の
目
的
と
す
る
限
り
、
そ
こ
に
は
当
然
伝
統
経
学
に
は
囚
わ
れ
な
い
一
面
も
見
ら
れ
た
。
だ
が
単

に
囚
わ
れ
な
い
と
い
う
だ
け
で
あ
り
、
儒
教
体
系
そ
の
も
の
へ
の
直
接
的
批
判
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
襲
自
珍
に
・
お
い
て
、
「
経
」
は
本

源
で
あ
り
、
ま
っ
た
く
無
傷
で
彼
の
方
法
の
一
角
を
占
め
て
い
た
。
さ
ら
に
「
経
」
「
史
L

と
「
勢
」
と
は
あ
く
ま
で
相
互
補
完
的
に
把
握

い
わ
ば
現
在
と
過
去
の
双
方
に
目
を
向
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
経
世
を
究
極
の
目
的
と
し
な

大
、
い
介
。

の
立
場
に
立
っ
た
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
た
え
ず
隠
逸
へ
の
希
求
に
苛
ま
れ
る
情
的
人
間
襲
自
珍
に
、
徹
底
し

(
M
)
 

た
現
実
主
義
者
を
期
待
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
も
あ
っ
た
。
さ
れ
ば
、
現
状
認
識
は
不
徹
底
性
を
免
れ
ず
、
そ
の
方
策
も
有
効
性
を
欠
く

さ
れ
た
た
め
、
襲
自
珍
は
、

が
ら
も
、

つ
ね
に
〈
今
〉



こ
れ
を
抽
象
論
と
し
て
み
れ
ば
や
や
細
目
に
立
ち
入
り
す
ぎ
て
お
り
、

(
日
)

実
行
案
と
し
て
み
れ
ば
あ
ま
り
に
粗
漫
に
失
す
る
嫌
い
が
あ
る
」
と
評
価
せ
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
証
左
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
過
去
の
泊

で
あ
ろ
う
。
襲
自
珍
の
農
宗
説
が
、
「
彼
の
所
説
は
、

さ
り
と
て

績
の
跡
を
現
在
に
生
か
し
、
新
た
に
作
っ
て
い
く
と
い
う
態
度
は
見
ら
れ
な
い
。
せ
い
ぜ
い
理
想
と
現
実
と
を
調
和
せ
ん
と
す
る
態
度
を

出
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
襲
白
珍
の
場
合
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
理
想
か
ら
の
演
緯
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
一
た
び
社
会
矛
盾

が
激
化
す
れ
ば
、

ひ
っ
き
ょ
う
現
実
か
ら
遊
離
し
て
、
理
想
へ
と
趣
く
の
も
致
し
方
な
い
。
三
十
五
歳
頃
か
ら
、
詩
に
隠
逸
へ
の
希
求
が

濃
厚
に
漂
い
は
じ
め
る
の
は
、

一
つ
の
手
が
か
り
と
な
る
。
た
だ
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
襲
自
珍
に
お
い
て
聖
な

る
時
代
で
あ
っ
た
尭
・
舜
・
爵
の
三
代
が
、

い
つ
の
間
に
か
清
朝
に
お
け
る
最
盛
期
|
康
照
・
薙
正
・
乾
隆
の
盛
世
に
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ

襲自珍思想、試論

さ
れ
、
そ
の
時
期
も
三
代
と
同
様
に
絶
対
化
さ
れ
る
に
い
た
る
こ
と
で
あ
る
。

天
必
有
所
趨
、
天
之
鹿
封
建
而
趨
一
統
也
昭
昭
失
。
然
且
相
持
低
仰
俳
個
二
千
絵
年
、
市
後
毅
然
定
。
何
所
定
。
至
我
朝
而
後
大
定
。

(
骸
慨
)

ま
ず
清
朝
支
配
体
制
出
現
の
必
然
性
を
こ
の
よ
う
に
説
く
襲
自
珍
は
、
そ
の
清
朝
の
盛
世
期
を

我
朝
山
川
護
調
、
自
康
照
初
元
以
来
、
如
日
炎
炎
。
乾
隆
之
文
、

(
鋭
性
功
)

一
康
照
之
文
、
税
関
元
、
慶
歴
、
成
化
、
善
気
之
長
、
敷
倍
遁
之
。

の
ご
と
く
、
絶
賛
す
る
。
す
で
に
言
及
し
た
が
、
そ
こ
に
は
、
襲
白
珍
の
清
代
文
化
に
対
す
る
絶
大
な
る
自
信
が
窺
わ
れ
る
。
か
く
の
ご

と
く
で
あ
れ
ば
、
清
朝
の
最
盛
期
を
ひ
た
す
ら
慕
い
、
な
つ
か
し
む
に
至
る
の
も
蓋
し
当
然
で
あ
ろ
う
。
で
は
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
彼

の
方
法
・
論
理
に
お
い
て
、

い
ま
ま
で
現
実
と
理
想
の
双
方
に
注
が
れ
て
い
た
視
線
が
、

い
か
な
る
事
態
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

47 

い
ま
や
も
っ
ぱ
ら
理
想
に
の
み
集
中
せ
ら
れ
る
結
果
に
陥
っ
て
い
る
。
論
理
の
方
面
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
在
る
べ
き
姿
の
一
方
的
力
説
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と
い
う
姿
を
呈
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
最
終
的
に
は
、

我
聖
清
之
休
養
民
、
同
符
乎
三
代
。
(
一
回
畑
一
州
生
)

(
日
)

の
よ
う
に
、
衰
退
し
つ
つ
あ
る
清
朝
も
絶
対
化
さ
れ
る
に
至
る
。
ま
た
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
皇
帝
自
身
も
、

回
部
多
古
民
、
叢
叢
蒜
蒜
漢
世
三
十
六
城
之
静
子
音
、
尚
有
存
者
。
天
存
之
、
高
宗
存
之
也
。
高
宗
、

一
天
也
。

¥
上
鎮
守
吐
魯
番
領
〆

f

隊
大
巨
費
公
書
」

の
よ
う
に
、
〈
天
〉
に
よ
っ
て
超
人
格
的
存
在
へ
と
押
し
上
げ
ら
れ
、
そ
の
支
配
権
力
の
絶
対
化
が
保
証
さ
れ
る
。

」
の
よ
う
に
清
朝
の

盛
世
期
を
ひ
た
す
ら
思
慕
し
、
皇
帝
の
支
配
権
力
の
絶
対
化
を
も
主
張
す
る
襲
白
珍
に
、

も
は
や
徹
底
し
た
現
実
批
判
な
ど
期
待
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
急
務
た
る
貧
民
窮
民
問
題
に
対
し
て
も
、

民
固
悦
其
生
、
然
而
飢
寒
之
民
、
未
嘗
一
日
絶
於
天
地
之
問
、
天
馬
之
、
非
人
爵
之
也
。
是
故
京
師
有
悦
生
堂
、
以
佐
聖
天
子
養
民

京
師
悦
生

(
堂
刻
石
)

と
、
そ
の
原
因
を
天
の
為
せ
る
わ
ざ
と
し
、
な
ぜ
飢
寒
の
民
が
存
す
る
の
か
、
現
実
の
場
で
追
求
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
ま
っ
た
く
看
取

で
き
な
い
。
襲
白
珍
に
お
け
る
経
世
の
方
法
、
及
び
論
理
的
思
考
は
、
も
は
や
ま
っ
た
く
跡
形
も
な
い
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
襲
自
珍
の
経
世
の
方
法
は
、
そ
れ
自
体
に
内
在
す
る
と
こ
ろ
の
儒
教
主
義
的
理
想
の
極
度
の
肥
大
化
に
よ
っ
て
、

あ
え
な
く
潰
え
た
の
で
あ
る
。
ま
た

〈神〉

で
未
来
を
予
見
す
べ
き
を
説
い
た
は
ず
の
襲
白
珍
が
、
実
際
に
は
〈
情
〉
に
妨
げ
ら
れ
、
た

え
ず
〈
今
〉
の
立
場
に
立
て
な
か
っ
た
の
も
破
綻
の
一
原
因
で
あ
ろ
う
。
だ
が
結
果
は
ど
う
で
あ
れ
、
襲
白
珍
が
一
方
で
、
清
代
学
術
に

対
す
る
深
い
認
識
を
後
楯
と
し
て
、
当
時
の
考
証
学
を
批
判
し
、
そ
こ
か
ら
経
世
を
究
極
の
目
的
と
し
た
学
問

1
史
学
を
展
開
し
た
こ
と
、

ま
た
他
方
で
、
道
徳
方
面
に
お
い
て
も
そ
の
打
開
を
図
ら
ん
と
し
て
、
〈
心
〉
を
力
説
し
た
こ
と
は
、

清
朝
考
証
学
及
び
宋
学
を
、
批
判
し
、

包
揺
し
、
止
揚
し
よ
う
と
構
想
し
た
の
で
あ
り
、
高
く
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。



注

一
九
六
七
年
)

襲自珍思想試論

(
1
)
島
田
慶
次
「
襲
白
珍
『
尊
隠
』
」
(
『
前
近
代
ア
ジ
ア
の
法
と
社
会
』
所
収
、
勤
草
書
一
房
、

(
2
)
注

(
1
)
島
田
前
掲
論
文
四
四
一
頁
参
照
。

(
3
)
以
上
は
、
呉
昌
綬
『
定
車
先
生
年
譜
』
(
『
襲
白
珍
全
集
』
)
参
照
。

(
4
)

『
乙
丙
之
際
箸
議
第
九
』
は
、
二
十
四
、
二
十
五
歳
の
と
き
の
作
で
あ
る
。

(
5
)
江
藩
の
書
は
嘉
慶
二
十
三
年
に
侃
元
に
よ
っ
て
広
州
で
出
版
さ
れ
た
が
、
襲
白
珍
の
批
判
は
そ
の
前
年
に
行
わ
れ
て
い
る
。

(
6
)
ち
な
み
に
江
藩
『
経
師
経
義
目
録
』
に
は
、
段
玉
裁
『
説
文
解
{
子
注
』
、
玉
念
孫
『
虞
雅
疏
詮
』
、
孫
星
術
『
尚
書
今
古
文
注
疏
』
、
劉
逢
禄

『
公
羊
何
氏
稗
例
L

な
ど
、
清
代
学
術
を
代
表
す
る
重
要
典
籍
の
名
が
見
当
ら
な
い
。

(
7
)
梁
啓
超
は
『
清
代
撃
術
概
論
』
で
「
清
代
撃
術
、
論
者
多
稀
矯
「
漢
撃
」
、
其
賓
前
此
顧
黄
玉
顔
諸
家
所
治
、
並
非
「
漢
撃
ヒ
と
述
べ
る

が
、
謹
一
白
珍
の
説
を
そ
の
ま
ま
承
襲
し
て
い
る
。
蓋
し
襲
自
珍
は
清
代
学
術
を
正
当
に
評
価
す
る
き
っ
か
け
を
作
っ
た
具
眼
の
士
の
一
人

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

(
8
)

『
針
策
』
に
も
「
要
之
不
離
乎
経
、
史
。
斯
又
大
易
所
稽
紳
市
明
之
。
」
と
あ
る
。
(
『
全
集
』
、
一
一
七
百
ハ
)
。
〈
神
〉
は
章
学
識
の
史
学
に

お
け
る
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
そ
の
影
響
と
も
考
え
ら
れ
る
。
章
学
誠
の
〈
神
〉
に
つ
い
て
は
、
島
田
慶
次
「
歴
史
的
理
性
批
判
|

2
ハ

経
皆
史
』
の
説
し
(
岩
波
講
座
『
哲

AZ
四
、
『
歴
史
哲
学
』
、
一
九
六
九
)
参
照
。

(
9
)

『
針
策
』
は
西
域
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
可
西
域
置
行
省
議
』
(
二
十
九
歳
の
と
き
の
作
)
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
作
と
思
わ
れ
る
。

(
叩
)
小
島
祐
馬
「
襲
白
珍
の
農
宗
説
」
二
七
五
百
円
。
(
『
中
国
の
社
会
思
想
L

所
収
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
)

(
日
)
〈
孤
学
〉
は
、
章
学
誠
の
〈
独
断
の
学
〉
と
の
関
係
が
予
想
さ
れ
る
。

(
ロ
)
遊
侠
を
好
ん
だ
王
曇
と
の
交
友
は
そ
の
例
で
あ
る
。
ま
た
『
尊
任
L

(

『
全
集
』
、
八
五
百
(
)
と
い
う
篇
も
存
す
る
。

(
日
)
『
清
代
血
学
術
概
論
L

二
二
節
。

(
日
)
襲
白
珍
の
〈
情
〉
に
つ
い
て
は
、
田
中
謙
二
『
襲
自
珍
』
(
岩
波
・
中
国
詩
人
選
集
二
集
)
の
解
説
参
照
。

(
日
)
小
島
前
出
書
二
七
六
頁
。

(
日
)
司
京
師
悦
生
堂
刻
石
』
は
四
十
七
歳
の
と
き
の
作
で
あ
る
。
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(
大
学
院
博
士
課
程
学
生
)


