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経
師
の
歴
史
的
役
割
に
つ
い
て

橋
口

侯
之
介
（
誠
心
堂
書
店
）

書
物
の
歴
史
上

経
師
の
は
た
し
た
役
割
は
き
わ
め
て
大
き
か
っ
た
。
に
も
か
か

き
よ
う

し

わ
ら
ず
経
師
と
書
物
に
つ
い
て
の
論
考
は
少
な
く
、
ま
だ
十
分
に
あ
き
ら
か
に
さ
れ

た
と
は
い
え
な
い
。
私
は
そ
の
存
在
を
本
屋
の
起
源
と
考
え
て
お
り
、
大
い
に
見
直

す
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
る
。
現
代
で
も
「
経
師
屋
」
と
し
て
掛
け
軸
な
ど
の
表
装
を

す
る
店
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
長
い
歴
史
の
中
で
も
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
実
は
も
っ
と

多
く
の
仕
事
を
し
て
き
た
の
だ
。

そ
の
起
原
は
奈
良
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
。
八
世
紀
、
写
経
は
壮
大
な
国
家
事
業
だ

っ
た
。
こ
の
仕
事
に
従
事
す
る
者
を
経
師
と
い
い
、
仏
師
、
画
師
と
並
ん
で
官
人
と

し
て
遇
さ
れ
て
い
た
。
『
正
倉
院
編
年
文
書
』
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
天
平
十
一
年

（
七
三
三
）
四
月
十
五
日
、
「
法
華
経
七
百
九
十
二
巻
」
を
写
経
す
る
に
あ
た
っ
て
、

「
合
九
十
四
人
、
七
十
八
人
経
師
、
六
人
装
潢
生
、
十
人
校
生
」
と
あ
っ
て
、
九
十

四
名
を
動
員
し
た
が
、
そ
の
う
ち
七
十
八
人
は
写
経
に
従
事
す
る
書
生
、
写
書
手
な

ど
で
こ
れ
を
経
師
と
い
っ
た
。
そ
の
ほ
か
に
、
六
人
の
装
潢
生
が
い
た
と
あ
る
。
こ

そ
う
こ
う

の
装
潢
が
実
は
平
安
時
代
以
降
は
経
師
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
多
岐
に
わ
た
る

作
業
を
し
て
き
た
者
な
の
だ
。

装
潢
の
主
な
仕
事
は
、
経
典
用
の
料
紙
を
提
供
す
る
た
め
に
紙
を
染
め
て
打
ち
、

、
、

行
間
の
線
（
界
線
）
を
引
き
、
紙
を
糊
で
継
い
で
い
く
こ
と
な
ど
を
行
っ
た
。
経
典

の
本
文
が
で
き
あ
が
る
と
、
軸
装
し
表
紙
を
つ
け
て
巻
子
に
仕
立
て
る
と
こ
ろ
ま
で

担
っ
た
。

平
安
時
代
に
入
っ
て
も
経
師
は
そ
の
職
掌
を
受
け
継
ぎ
、
寺
院
に
属
し
て
経
典
を

製
作
す
る
ほ
か
、
禁
裏
や
公
家
の
書
籍
製
作
の
仕
事
も
請
け
負
っ
た
。
摺
経
と
い
わ

れ
た
印
刷
物
に
も
か
か
わ
り
、
板
木
彫
り
や
印
刷
も
仕
事
に
加
わ
っ
た
。

こ
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
、
紙
を
打
つ
仕
事
で
あ
る
。
写
経
・
摺
経
に
は
不
可

欠
な
工
程
で
、
料
紙
を
平
滑
に
し
て
墨
が
乗
り
や
す
い
よ
う
に
い
っ
た
ん
漉
き
あ

が
っ
た
紙
を
さ
ら
に
加
工
し
た
。
そ
の
打
つ
作
業
を
示
す
中
世
の
画
像
が
あ
っ
て
、

『
東
北
院

職
人
歌

合
』
（
十
二
巻
本
、
十
四
世
紀
頃
成
立
）
に
そ
れ
が
描
か
れ
て
い
る
。

と
う
ほ
く
い
ん

し
よ
く
に
ん
う
た

あ
わ
せ

次
頁
右
の
図
が
僧
形
の
経
師
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「

思
あ
ま
り
露
の
夜
す
が
ら

お
も
い

う
つ
紙
の
を
と
（
音
）
に
た
て
て
も
人
を
こ
ひ
は
や
」
と
歌
っ
て
、
大
き
な
槌
の
よ

、
、
、

う
な
も
の
を
引
き
下
ろ
し
て
下
に
置
い
た
紙
を
叩
い
て
い
る
。

こ
の
道
具
を
『
日
葡
辞
書
』
で
は
「sagu

ezzu
ch
i

サ
ゲ
ヅ
チ

一
本
の

長
い

に
つ

ぽ

竹
に
吊
し
て
あ
る
槌
ま
た
は
杵
で
、
紙
で
叩
く
の
に
使
う
も
の
」
と
出
て
い
て
、

下
げ
槌
と
い
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

同
じ
も
の
が
近
世
の
本
に
も
載
っ
て
い
て
、
図
の
左
は
元
禄
三
年
刊
（
一
六
九

〇
）
の
『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』
の
経
師
で
、
そ
こ
で
も
同
じ
よ
う
に
上
部
が
竹
製
で
そ

じ
ん
り
ん
き
ん
も
う

ず
い

こ
か
ら
吊
る
さ
れ
た
下
げ
槌
を
引
き
下
ろ
し
て
い
る
。
下
に
は
か
な
り
頑
丈
な
盤

（
お
そ
ら
く
石
だ
ろ
う
）
が
あ
っ
て
、
何
枚
も
の
紙
を
重
ね
て
叩
い
て
い
る
。
近
世
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の
本
で
は
こ
の
よ
う
な
図
を
い
く

つ
も
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
和
紙
研
究
で
打
紙
が
注

う
ち
が
み

目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
最

近
の
こ
と
で
あ
る
。
下
げ
槌
と
い

う
用
語
も
、
作
業
そ
の
も
の
も
近

代
以
降
忘
却
さ
れ
、
今
で
は
こ
の

よ
う
な
仕
事
を
す
る
職
人
は
い
な

い
だ
ろ
う
。

経
師
の
商
人
性

中
世
の
経
師
で
注
目
す
べ
き
こ
と

は
、
彼
ら
が
た
ん
な
る
細
工
人
で

は
な
く
、
商
人
的
な
性
格
も
有
し

て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

高
野
山
で
は
鎌
倉
時
代
に
入
る
と

真
言
宗
の
版
本
を
つ
く
る
よ
う
に

な
っ
た
（
高
野
版
）
。
早
く
か
ら

開
板
目
録
が
つ
く
ら
れ
、
そ
こ
に
は
個
々
の
本
に
価
格
が
つ
い
て
い
て
、
紙
の
質
と

そ
れ
に
伴
う
摺
り
代
に
よ
っ
て
上
品
・
中
品
・
下
品
の
三
段
階
に
な
っ
て
い
る
。
供

養
の
た
め
に
奉
納
さ
れ
る
摺
経
と
違
っ
て
、こ
れ
ら
は
教
学
の
た
め
に
に
供
す
る
本

で
あ
り
、
頒
布
さ
れ
る
性
質
の
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
役
割
を
高
野

山
の
経
師
が
担
っ
た
。
作
る
こ
と
と
売
る
こ
と
を
同
時
に
こ
な
し
て
い
た
の
だ
。
こ

の
伝
統
は
江
戸
時
代
に
も
及
び
、
山
中
の
版
元
は
経
師
伊
右
衛
門
な
ど
数
名
の
経
師

が
存
在
し
て
い
た
。
い
わ
ば
本
屋
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。

中
世
の
商
行
為
（
交
易
）
は
市
場
の
よ
う
な
特
別
な
非
日
常
的
な
場
で
お
こ
な
わ

れ
る
が
、
寺
院
も
そ
う
い
う
場
で
あ
り
、
中
世
の
職
人
は
同
時
に
商
人
だ
っ
た
。
真

言
宗
以
外
の
経
師
も
制
作
だ
け
で
な
く
頒
布
と
い
う
商
行
為
に
手
を
広
げ
て
い
っ
た

こ
と
が
想
像
で
き
る
。

『
日
葡
辞
書
』
に
「Q

i
o

〓j
i
y
a

（
キ
ャ
ウ
ジ
ヤ
）
。
す
な
わ
ち
、
キ
ャ
ウ
ヒ
ラ

キ
、
コ
シ
ラ
エ
、
ト
ヅ
ル

イ
エ
。
印
刷
所
、
ま
た
は
本
屋
」
と
あ
る
の
も
経
師
が

本
を
売
る
商
人
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

暦
の
製
作
や
頒
布
に
も
か
か
わ
り
が
古
く
、毎
日
の
干
支
・
吉
凶
・
星
宿
な
ど
の
記
述

を
も
と
に
巻
子
に
し
た
具
注
暦
の
制
作
は
平
安
時
代
か
ら
経
師
の
仕
事
だ
っ
た
。
そ
れ
が

引
き
継
が
れ
て
江
戸
時
代
ま
で
暦
の
制
作
販
売
に
関
す
る
権
利
は
経
師
屋
の
専
業
と
さ
れ

た
。
京
都
の
摺
暦
座
は
室
町
時
代
か
ら
続
い
た
。

近
世
に
な
っ
て
本
屋
が
広
が
っ
て
く
る
さ
い
に
も
、
経
師
の
系
譜
を
引
く
者
が
少

な
か
ら
ず
お
り
伝
統
は
続
い
て
い
た
が
、
職
人
と
し
て
の
性
格
は
薄
れ
て
い
く
。

一
方
、
鎌
倉
時
代
に
生
ま
れ
た
唐
紙
師
が
、
布
や
紙
を
貼
る
表
具
師
に
変
わ
っ
て
い

き
、
掛
け
軸
づ
く
り
が
盛
ん
に
な
る
と
、
そ
の
制
作
を
こ
の
表
具
師
と
経
師
の
双
方

が
手
掛
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
し
だ
い
に
表
具
屋
と
経
師
屋
は
混
同
さ

れ
、
経
師
屋
は
た
ん
な
る
表
装
を
す
る
職
人
に
な
っ
て
し
ま
う
。
現
代
で
は
そ
う
い

う
呼
称
だ
け
が
残
り
、
本
屋
の
起
源
と
は
想
像
も
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
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