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唐
代
悌
数
史
の
研
究

道

端

秀

著

良

昭
和
三
十
二
年
三
月
法
政
館
夜
行

A
5
版
本
文
五
四
五
頁

本
書
は
中
閥
例
数
史
、
特
に
そ
の
社
合
史
的
方
面
の
研
究
に
従
事
し
て
ζ

ら

れ
た
道
端
氏
の
、
唐
代
に
闘
す
る
い
く
つ
か
の
務
作
を
あ
つ
め
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
沓
稿
に
は
多
く
築
を
加
え
、
更
に
あ
ら
た
に
書
き
hz
こ
さ
れ
た
部
分

も
あ
り
、
各
種
の
問
題
に
及
び
な
が
ら
系
統
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
従
っ

て
、
本
書
は
庶
代
例
数
史
の
論
文
集
で
は
あ
る
が
、
綜
合
的
な
通
論
と
も
言
う

べ
き
体
裁
を
と
っ
て
か
り
、
本
書
の
出
版
は
唐
代
史
の
一
面
を
補
い
前
進
さ
ぜ

る
も
の
と
し
て
、
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。

今
更
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
中
国
例
数
の
祉
舎
経
済
史
的
研
究
を
開
拓
し
促

進
す
る
の
に
非
常
な
貢
献
を
な
し
た
の
は
、
雑
誌
「
支
那
例
数
史
翠
」
で
あ
り
、

そ
れ
を
創
刊
し
、
そ
れ
を
活
動
の
鉢
台
と
し
た
同
史
皐
舎
の
同
人
達
で
あ
っ
た
。

今
日
の
祉
命
経
済
史
的
方
面
の
業
績
も
殆
ん
と
常
時
の
研
究
に
基
づ
い
て
い
る

の
で
あ
り
、
ζ

の
雑
誌
が
創
刊
さ
れ
た
昭
和
十
二
年
は
、

疫
に
わ
が
圏
中
閥
例

数
史
皐
史
上
の
特
筆
す
べ
き

一
時
期
と
さ
れ
て
い
る
。
著
者
の
道
端
氏
は、

塚

本
救
援
が
本
書
の
序
文
に
述
べ
て
か
ら
れ
る
と
と
く
、
同
舎
の
夜
起
人
の
有
力

な
一
員
で
あ
り
、
終
始
中
核
的
存
在
と
し
て
活
躍
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た。

同
誌

創
刊
践
の
「
創
刊
後
記
」

を
讃
む
な
ら
ば
、
こ
れ
を
執
筆
さ
れ
た
著
者
の
激
し

い
気
概
と
大
き
な
抱
負
と
に
打
た
れ
る
で
あ
ろ
う
。
事
費
、
着
々
と
新
し
い
研

究
を
設
表
さ
れ
た
が
、
そ
の
め
ざ
す
所
は
「
中
園
例
数
々
園
の
社
合
経
済
の
問

題
」
(
本
書
自
序
)
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
州
立
富
な
例
数
知
識
を
掘
使
し
つ

つ
、
し
か
も
宗
派
的
ド
グ

マ
に
と
ら
わ
れ
な
い
客
観
的
立
場
か
ら
す
る
幾
多
の

研
究
は
、
常
時
よ
り
康
く
率
界
に
注
目
さ
れ
て
い
た
と
聞
い
て
い
る
。
そ
れ
以

来
二
十
年
、

た
ゆ
ま
ね
精
進
の
結
質
と
し
て
、
こ
こ
に
五
百
徐
頁
の
大
芳
が
世

に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
過
程
を
通
じ
て
生
み
出

さ
れ
た
本
書
は
、
例
数
史
皐
史
上

K
輝
し
い
一
一
良
を
飾
る
も
の
と
し
て
、
殊
更

意
養
深
い
も
の
が
あ
る
。

さ
て
、
本
書
は
五
章
よ
り
・な
っ
て
い
る
。
以
下
章
ど
と
に
そ
の
概
略
を
紹
介

し
つ
つ
、
一
二
感
想
を
付
し
た
い
と
思
う
。

第
一
章
麿
朝
の
例
数
針
策
。
極
盛
期
を
迎
え
定
大
な
数
闘
を
擁
す
る
例
教

に
封
し
、
唐
朝
が
如
何
に
制
到』
隠
し
た
か
を
「
官
寺
の
設
置
と
内
道
場
」「
度
情
制

度
の
問
題
」「
寺
院
僧
尼
の
取
締
と
沙
汰
」
の
三
貼
よ
り
眺
め
る
。
そ
し
て
、
結

論
と
し
て
は
、
官
朝
の
根
本
的
立
場
は
例
数
保
護
の
政
策
に
あ
っ
た
が
、
数
回

を
強
力
な
国
家
権
カ
に
屈
服
さ
せ
て
御
用
宗
教
と
し
た
。
そ
の
現
れ
が
官
寺
や

内
道
場
の
設
置
で
あ
り
、
保
護
政
策
の
結
果
が
数
園
の
膨
脹
と
弊
害
を
招
き」、

度
俗
制
度
や
沙
汰
の
問
題
を
生
じ
た
と
す
る
黙
に
あ
る
。
し
か
も
「
ζ

の
章
で

は
特
に
度
備
の
問
題
を
中
心
と
し
」
て
h
g
り
(
自
序
)
、
も
っ
と
も
多
く
を
こ
れ

に
割
い
て
い
る
。
先
歩
、
得
度
の
意
味
を
解
説
し
、
得
度
の
方
法
|
試
経
度
俗

|
特
恩
度
倫
1

進
納
度
階
あ
る
い
は
賀
度
|
と
そ
の
質
例
を
克
明
に
た
と
り
、

特
に
進
納

・
賛
度
に
よ
る
信
は
多
く
私
度
信
で
あ
り
、

財
政
救
済
の
篤
に
地
方

官
が
勝
手
に
行
う
よ
う
に
な
っ
て
多
く
の
問
題
を
生
じ
た
。
資
度
の
始
め
を

一

般
に
粛
宗
朝
の
表
免
と
す
る
が
、
中
宗
頃
に
は
既
に
行
わ
れ
て
か
り
、
更
に
古

く
南
北
朝
に

遡
上
れ
よ
う
と
述
べ

、
更
に
度
牒
の
始
め
を

天
賓
六
裁
と
す
る

『
時
国
史
署
』
の
誤
謬
を
細
密
に
指
摘
し
、
形
式
は
異
な
る
と
し
て
も
僧
尼
の
認
定

書
は
東
晋
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
ろ
う
と
読
く
。
(
こ
の
こ
と
は
す
で
に
二
、

三
の
人
々
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
)
叉
、
戒
牒

・
信
籍
に
燭
れ
、
最
後
K
私
度

慣
の
問
題
に
及
ぶ
。
私
度
抽
出
と
は
抽出
籍
な
く
度
牒
な
き
慣
で
、
晶
画
還
に
私
度

l

偽
濫
俗
と
み
る
が
、
必
歩
し
も
そ
う
で
は
な
く
、
度
牒
が
あ
っ
て
も
私
度
と
し
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て
排
斥
さ
れ
た
し
、
求
道
の
ま
じ
め
な
私
度
慣
も
い
た
寅
例
を
事
げ
、
そ
こ
で

私
度
借
を
外
形
的

・
内
容
的

・
手
績
上
か
ら
多
く
の
場
合
に
分
類
し
て
い
る
。

そ
し
て
「
こ
の
私
度
俗
の
問
題
が
中
園
併
数
々
園
史
の
鍵
で
あ
る
」
(
自
序
)
と

言
っ
て
い
る
が
、
悲
し
的
確
な
指
摘
で
あ
り
、
同
時
に
唐
代
史
全
体
を
解
明
す

る
鍵
の
一

つ
で
も
あ
ろ
う
。
た
Z

こ
h

で
は
問
題
の
提
起
に
終
っ
て
い
る
の
で
、

今
後
の
究
明
に
期
待
し
た
い
。
最
後
の
問
題
で
は
、
寺
院
僧
尼
の
統
制
機
関

・

信
尼
に
到
す
る
法
令
を
概
説
し
た
後、

唐
朝
の
俳
教
の
取
締
と
沙
汰
政
策
を
年

代
順
に
叙
述
し
て
、
い
わ
ば
本
蓄
の
総
括
を
行
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら

の
取
締
り
は
結
果
的
に
は
教
圏
健
全
化
の
た
め
に
外
部
か
ら
行
わ
れ
た
例
数
の

保
護
政
策
で
あ
り
、
曾
回目
の
緩
併
も
停
統
的
俳
品
然
保
護
の
一
環
と
し
て
の
例
教

の
大
改
革
で
あ
り
大
整
理
運
動
で
あ
っ
た
と
す
る
。
注
目
す
べ
き
設
で
あ
る
が
、

排
斥
が
保
護
政
策
で
あ
る
と
い
う
積
極
的
な
根
様
に
乏
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

叉
、
沙
汰
な
り
股
併
の
結
果
よ
り
も
、
政
策
が
打
ち
出
さ
れ
た
意
園
ζ

そ
重
要

で
あ
り
、
沙
汰
の
詔
勅
文
に
書
か
れ
た
字
句
そ
の
ま
ま
を
理
由
と
す
る
の
も
早

計
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
か
掘
り
下
げ
て
考
察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
二
掌
仰
教
徒
の
精
榊
生
活
と
民
衆
教
化
。
唐
代
も
フ
と
も
隆
盛
で
あ
っ

た
「
浄
土
教
徒
の
精
紳
生
活
」
に
フ
い
て
、
浄
土
往
生
の
型
態
を
各
階
級
|
俗

尼

・
王
公
貴
族
・
一
般
庶
民
ー
に
分
け
て
検
討
し
、
そ
の
信
仰
内
容
を
各
種
の

往
生
同

・
粗
削
の
著
述
に
基
づ
い
て
論
究
す
る
。
そ
し
て
、
彼
等
の
信
仰
は
鴻

陀

・
粥
勤
の
匡
別
も
明
白
で
な
い
漠
然
と
し
た
も
の
で
、
信
仰
の
行
業
も
多
様

で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
と
の
こ
と
は
浄
土
教
に
限
ら
ナ
、
中
園
併
数

全
体
に
言
え
る
乙
と
で
あ
ろ
う
し
、
日
本
川
田
敬
と
比
較
し
て
重
要
・
な
特
質
を
な

す
も
の
で
あ
ろ
う
。
衣
の

「
例
数
徒
の
民
衆
教
化
」
で
は
、
民
衆
数
化
に
従
事

し
た
人
止
と
そ
の
教
化
の
方
法
と
を
詳
細
に
分
類
し
、
特

κ俗
講
と
祭
文
に
つ

い
て
例
数
A

化
の
函
か
ら
分
析
を
行
っ
た
。

ζ

の
問
題
で
は
か
が
図
に
那
波
博

土
の
諸
研
究
が
あ
り
、

中
園
側
か
ら
も
数
多
く
の
論
文
や
資
料
が
綴
之
授
表
さ

れ
て
、
最
近
の
中
園
俗
文
息
史
上
の
一

焦
鈷
で
あ
る
。
著
者
は
こ
れ
ら
の
諸
業

績
に
よ
り
つ
つ
例
数
史
側
か
ら
考
究
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
主
な
見
解
は

衣
の
ど
と
く
で
あ
る
。

ω俗
講
と
は
俗
人
に
刑
判
す
る
講
経
で
「
通
俗
的
」
の
意

で
は
な
い
。

ω俗
講
と
唱
導
と
は
入
玉
く
成
立
を
異
に
し
て
必
り
、
爾
者
は
は
っ

き
り
と
匿
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
俗
講
は
純
然
た
る
講
経
の
系
統
に
麗
し
、

議
経
↓
夜
講
↓
俗
講
の
過
程
を
た
と
る
も
の
、
唱
導
は
専
門
の
布
教
家
で
唱
導

文
を
請
し
て
地
方
を
巡
回
す
る
も
の
で
あ
る
。

ω『杜
陽
雑
編
』
に
記
す
講
座

・

唱
経
座
の
二
高
峰
設
置
に
つ

い
て
、
那
波
-訟
で
は
唱
経
座
が
議
経
の
合
聞
に
行

う
除
興
的
催
物
を
な
す
座
で
南
宋
の
読
経

・
談
経
の
淵
源
を
な
す
と
す
る
が
、

ζ

れ
は
講
経
時
の
都
議
が
経
題
を
唱
え
る
座
で
俗
講
と
は
無
関
係
で
あ
る
。

ω

愛
文
は
俗
講
の
種
本
で
あ
る
が
、
ま
た
唱
導
師
ら
の
種
本
で
も
あ
り
、
庚
く
例

数
々
化
の
資
料
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
著
者
は
俗
講
等
を
南
北
朝
以
来
行
わ

れ
て
来
た
俳
教
の
民
衆
激
化
の
中
に
位
置
づ
け
て
考
察
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
0

・そ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
右
の
諸
見
解
は
、
今
後
ζ

の
方
面
の
研
究
に
多

大
の
寄
輿
を
な
す
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
た
だ

ωの
俗
講
と
唱
導
の
閥
係
に

つ
い
て
は
、
か
な
り
疑
問
が
残
る
よ
う
で
あ
る
。
雨
者
は
「
根
本
的
な
差
異
」

を
も
ち
「
確
然
と
匿
別
」
し
な
け
れ
ば
・
な
ら
な
い
と
し
な
が
ら
、
所
謂
俗
論
が

盛
ん
で
あ
っ
た
中
唐
頃
に
雨
者
が
具
体
的
に
と
う
選
っ
て
い
た
か
明
ら
か
で
な

く
、
逆
に

「限
令
後
に
そ
の
結
果
や
方
法
が
同
じ
と
な
っ
た
と
し
て
も
」
(
二
六

四
頁
)
と
か
「
麿
中
葉
以
後
:
:
:
次
第
に
剣
然
と
区
別
す
る
こ
と
が
出
来
な
」

(
二
六
五
頁
)
く
な
っ
た
と
か
述
べ
、
肝
心
の
問
題
が
ぼ
や
け
て
し
ま
っ
た
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
灯
が
明
ら
か
で
な
い
か
ぎ
り
、
国
境
文
の
問
題
も
十
分
に
納

得
で
き
な
い
。
な
お
、
本
章
の
構
成
に
重
要
な
位
置
を
占
め

τい
る
初
麿
に
俗

議
が
存
在
し
た
と
の
設
に
は
、
小
笠
原
宣
秀
氏
の
批
剣
が
あ
る
(
例
数
史
暴
六
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の
一
)
。

第
三
章
俳
数
と
'
貨
践
倫
理
。
俳
教
の
中
図
的
展
開
を
儒
教
倫
理
の
中
心
で

あ
る
孝
に
お
い
て
考
察
し
た
近
年
の
品
目
作
数
篇
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
先
A
Y

「中
幽
祉
曾
と
儒
叙
の
孝
倫
理
」
を
述
べ
、

特
に
儒
教
孝
倫
理
の
代
表
的
立
場
と

し
て
の
「
二
十
四
孝
L
K
及
び
、
「的
救
孝
経
典
の
流
布
」
で
は
、
特
に
「
父
母

恩
重
経
」
の
成
立
を
考
察
し
て
、
庶
民
社
舎
を
封
象
と
し
た
ζ

の
経
が
孝
経
典

の
欠
陥
を
補
い
、
#
ヰ
を
要
求
す
る
祉
品
聞
に
歓
迎
さ
れ
臆
く
普
及
し
た
と
い
う
。

例
教
の
民
間
夜
逃
を
知
る
上
に
重
要
な

一
面
で
あ
ろ
う
。
結
論
で
こ
の
継
が
普

及
し
た
の
は

「蛍
時
一

般
祉
舎
の
孝
K
針
す
る
要
求
が
餓
烈
で
あ
っ
た
箆
」
(
一
二

一
五
頁
)
と
あ
る
の
は
、
具
体
的
K
と
う
い
う
ζ

と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

む
し
ろ
、
御
用
宗
教
と
し
て
の
杜
曾
指
導
性
に
多
く
を
求
む
べ
き
で
な
か
ろ
う

か
。
な
か
、
本
書
出
版
蛍
時
で
は
内
容
を
知
り
え
・な
か
っ
た
「
二
十
四
孝
抑
康

文
」
が
、
最
近
の

『
敦
爆
後
文
集
』
に

「故
悶
嬰
大
師
二
十
四
孝
抑
座
文
」
と

し
て
収
載
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

ζ

れ
は
例
数
側
か
ら
儒
教
の
孝
と
の
一

致
を
詠
じ
て
お
り
、
果
し
て
唐
代
で
も
二
十
四
孝
を
儒
教
の
代
表
的
孝
倫
理
と

し
て
場
げ
ら
れ
る
か
、
ど
う
か
、
今
後
の
究
明
に
期
待
す
る
。
ζ

の
章
の
後
半

で
は

「唐
代
俳
数
徒
の
孝
道
論
」
「
抽
出
尼
の
君
親
K
射
す
る
奔
木
奔
の
論
宇
」

「
五
戒
と
五
常
と
の
問
題
」
と
、
孝
を
中
心
に
様
々
の
角
度
か
ら
眺
め
、
最
後
に

儒
仰
の
孝
を
比
較
し
て
二
つ
の
差
異
を
務
げ
る
。
即
ち
、

ω儒
教
の
孝
は
肉
体

的

・
現
a

質
的
で
、
例
数
の
は
粘
耐
的

・
将
来
的
で
あ
る
。

ω根
本
的
差
異
は
、

儒
教
の
孝
が
身
分
的
規
制
で
あ
る
に
劉
し
、
俳
教
の
孝
は
自
由
と
卒
等
K
立
つ

も
の
と
し
て
い

る
。

第
四
章
俳
教
と
祉
食
事
業
。
慈
悲

・
布
施
・

稲
田
等
の
仰
教
の
根
本
思
想

に
基
づ
き
、
祉
品
開
の
諮
欠
陥
を
是
正
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
多
く
の
祉
合
救
済

事
業
を
、
悲
国
益
病
坊
と
宿
房
の
問
題
を
中
心
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
後

者
に
つ

い
て
は
那
波
博
土
の
研
究
も
あ
り
、
唐
代
の
交
通
史
上
か
ら
も
重
要
な

問
題
で
あ
る
。
五
台
山
の
普
通
院
の
ど
と
く
、
は
じ
め
は
僧
尼
や
巡
種
者
の
た

め
に
提
供
さ
れ
た
も
の
が
、

次
第
に
一
般
社
舎
へ
開
放
さ
れ
長
期
的
な
貸
房
貸

室
に
設
展
し
た
。
後
に
は
寺
院
経
済
の
一

環
と
し
て
そ
の
目
的
の
震
に
経
営
さ

れ
、
叉
乙
れ
を
通
じ
て
貴
族

・
官
人

・
軍
人
ら
と
の
関
係
が
密
接
に
な
っ
て
、

功
徳
院
を
は
じ
め
多
く
の
弊
害
が
生
じ
た
こ
と
を
明
か
に
し
て
い
る
。
な
お
、

「
俳
教
と
杜
食
事
業
」
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
ま
と
め
ら
れ
る
改
定
で
あ
る

(
自
序
)
。

第
五
章

例

数

寺
院
と
経
済
問
題
。
昭
和
十
年
前
後
に
時
公
表
さ
れ
た
落
大
な

仰
教
教
園
を
支
え
る
寺
院
経
済
K
関
す
る
嘗
つ
て
の
力
作
を
集
め
た
も
の
で、

本
書
で
は
も
っ
と
も
嘗
稿
に
属
す
る
。
こ
こ
で
は
、
寺
領
荘
園
と
無
蓋
H

質
業

と
が
そ
の
中
心
で
あ
る
。
前
者
で
は
、
特
に
寺
領
に
常
住
物

l
共
有
物
と
し
て

の
寺
田
と
、
信
尼
個
人
の
所
有
で
あ
る
抽
出
回
と
が
あ
り
、
均
田
法
で
も
爾
者
が

区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
論
設
し
、
寺
田
と
俗
図
の
関
係
や
後
濯
に
設
き
及
ん

で
い
る
。
寅
に
明
確
な
優
れ
た
研
究
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
奮
稿
の
ま
ま
で
も
高

い
債
値
を
有
し
て
い
る
が
、
近
年
の
成
果
を
採
り
入
れ
て
い
た
だ
け
れ
ば
な
か

よ
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
後
者
の
無
設
に
つ
い
て
、

ζ

れ
が
中
闘
で
は

大
乗
俳
教
の
稲
田
事
業
と
し
て
始
め
ら
れ
た
が
、
後
に
は
純
然
た
る
蓄
財
の
目

的
に
渡
り
、
高
利
貸
的
性
格
を
幣
ぴ
て
逆
に
民
衆
を
苦
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た

こ
と
を
明
か
に
し
て
お
り
、
貴
重
な
論
文
で
あ
る
。

以
上
、
非
常
に
蕪
雑
な
紹
介
で
理
解
の
い
た
ら
な
い
と
ζ

ろ
も
多
か
っ
た
と

思
う
が
、
な
お
本
蓄
を
通
じ
て
の
感
想
を
申
し
上
げ
る
な
ら
ば
、
先
歩
著
者
が

い
つ
も
新
鮮
な
感
伎
を
も
っ
て
凡
ゆ
る
問
題
に
取
り
組
ん
で
ζ

ら
れ
た
事
が
窺

わ
れ
る
。
寺
領
荘
園
の
問
題
、
俗
講
と
蟹
文
な
ど
が
そ
れ
で
、
い
や
ノれ
も
田
技
表

蛍
時
の
中
心
問
題
で
あ
っ
た
。
仰
教
に
関
係
し
た
そ
れ
ら
の
課
題
に
悌
教
史
側

-274-
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か
ら
積
極
的
に
参
加
し
、

仰
教
の
専
門
的
知
識
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
事
柄
に

つ
い
て
次
々
に
解
明
を
奥
え
、
康
く
間
宇
界
に
寄
興
し
て
こ
ら
れ
た
。
そ
の
研
究

の
態
度
は
、
こ
れ
か
ら
同
じ
道
を
進
も
う
と
志
す
筆
者
に
と
っ
て
数
え
ら
れ
る

所
が
極
め
て
大
き
い
。
し
か
も
、
論
究
K
あ
た
っ
て
は
、
漠
然
と
理
解
さ
れ
て

い
た
概
念
や
事
柄
を
分
析
分
類
し
、
更
に
複
雑
な
過
程
を
巧
み
に
整
理
し
系
統

化
し
て
い
く
と
ζ

ろ、

著
者
の
明
断
さ
働
組
密
さ
に
敬
服
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し

か
し
、
割
り
切
り
す
ぎ
る
結
果
、
逆
に
徐
り
に
も
系
園
的
で
核
心
の
問
題
に
深

く
入
り
と
め
な
い
嫌
い
が
・
な
い
で
も
な
い
。
も
う
一
つ
、
本
書
の
特
色
と
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
に
つ
い
て
網
羅
的
に
全
体
的
K
論
述
さ
れ
て
い
る
と
と
が
事

げ
ら
れ
る
。

一
一
の
事
項
毎
に
可
能
な
限
り
資
料
を
集
め
、
過
去
の
諸
研
究
に

依
同
減
し
て
、
系
統
的
に
客
観
的
に
詳
細
な
叙
述
が
行
か
れ
て
い
て
、
取
り
上
げ

ら
れ
た
問
題
な
ら
本
書
を
み
れ
ば
見
首
が
つ
け
ら
れ
る
ほ
と
、
貨
に
懇
切
丁
寧

で
あ
る
。
そ
れ
放
に
本
書
が
肢
く
今
後
の
研
究
に

「確
か
な
礎
」
(
塚
本
序
文
)

と
な
る
で
あ
ろ
う
と
信
ヂ
る
。
ま
た
そ
れ
だ
け
に
問
題
の
焦
舶
が
ぼ
や
け
た
箇

が
ま
ま
あ
り
、
複
雑
な
も
の
が
綜
合
し
整
理
さ
れ
て
は
い
る
が
、
生
々
と
し
た

歴
史
の
流
れ
を
汲
み
と
り
に
く
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
後
、
械
の
ひ
ろ
が
り

と
同
時
に
、
唐
代
を
中
心
に
し
て
歴
史
的
に
深
め
ら
れ
る
ζ

と
を
期
待
し
た
い
。

か
ね

τよ
り
著
者
の
諮
論
文
を
辺
じ
て
啓
砕
鉱
さ
れ
数
え
を
う
け
て
来
た
筆
者

に
と
っ
て
、
一
部
で
は
あ
る
が
一
加
の
本
に
ま
と
め
ら
れ
、
い

つ
も
座
右
に
置

い
て
教
示
を
乞
え
る
ζ

と
は
非
常
な
喜
び
で
あ
る
。
な
か
多
く
の
問
題
が
残
さ

れ
て
は
い
る
が
、
震
は
そ
れ
が
即
ち
中
関
例
数
史
皐
の
現
欣
・
な
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
を
深
め
て
い
く
の
が
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
れ
た
道
で
あ
る
と
も
感
じ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
hz
い
て
、
本
書
は
後
進
者
に
射
す
る
啓
時
伎
の
書
で

あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
敢
て
雷
同
し
て
来
た
数
々
の
妄
雪
口
も
、
浅
飢
平の
筆
者

の
自
己
批
剣
を
か
ね
た
留
一局
の
雪
固
な
の
で
あ
る
。

(
佐
一
沙
雅
章
)
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