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本
書
の
著
者
佐
藤
三
郎
氏
は
東
大
文
学
部
国
史
学
科
の
卒
業
生
で

あ
る
が
�
当
時
国
史
学
科
で
は
平
泉
澄
教
授
の
皇
国
史
観
が
席
捲

し
�
客
観
的
な
学
問
研
究
は
で
き
な
い
状
態
に
あ
�
た
�
中
世
史
研

究
を
目
ざ
し
た
佐
藤
氏
で
は
あ
�
た
が
�
北
京
に
新
設
さ
れ
た
北
京

近
代
科
学
図
書
館
の
司
書
と
し
て
赴
任
�
近
代
日
中
交
流
史
の
研
究

に
関
わ
る
こ
と
に
な
り
�
そ
れ
が
佐
藤
氏
の
ラ
イ
フ･

ワ
�
ク
と

な
�
た
�
北
京
在
任
中
�
中
国
知
識
人
の
見
た
明
治
日
本
の
記
録

�
東
游
日
記
�
に
強
い
関
心
を
抱
き
�
積
極
的
に
蒐
書
に
つ
と
め
て
二

百
種
ば
か
り
集
め
ら
れ
た
由
で
あ
る
�

　

一
九
四
二
年
八
月
�
旧
制
山
形
高
校
教
授
に
任
命
さ
れ
帰
国
さ
れ

た
が
�
そ
の
際
�
東
游
日
記
�
を
日
本
に
持
ち
帰
ら
れ
た
�
そ
れ
が

本
書
の
基
礎
に
な
�
て
い
る
�
こ
れ
だ
け
多
数
の
東
游
日
記
を
個
人

で
所
有
す
る
例
は
他
に
見
当
る
ま
い
�
佐
藤
氏
は
戦
後
は
山
形
大
学

教
授
と
な
り
�
定
年
後
は
上
京
し
て
国
士
舘
大
学
教
授
に
就
任
さ
れ

た
が
�
一
貫
し
て
近
代
日
中
関
係
史
の
研
究
に
専
念
さ
れ
た
�
九
二

歳
の
現
在
�
な
お
孜
々
と
し
て
研
究
を
継
続
さ
れ
て
い
る
姿
勢
に

は
�
全
く
頭
の
さ
が
る
思
い
で
あ
る
�

　

さ
て
�
本
書
に
は
十
二
種
の
�
東
游
日
記
�
が
収
め
ら
れ
て
い
る
�

そ
れ
は
左
の
通
り
で
あ
る
�

　

①
李
圭
�
浙
海
関
書
記
�
東
行
日
記

　

②
何
如
璋
�
初
代
駐
日
公
使
�
使
東
述
略

　

③
李
筱
圃
�
吉
安
府
同
知
�
日
本
紀
游

▼

一

▲

　

④
王
之
春
�
道
員
�
談
瀛
録

　

⑤
王
詠
霓
�
外
交
官
�
道
西
斎
日
記

　

⑥
李
春
生
�
実
業
家
�
東
遊
六
十
四
日
随
筆

　

⑦
章
宗
祥
�
駐
日
公
使
�
日
本
遊
学
指
南

　

⑧
胡
玉
縉
�
候
補
知
県
�
甲
辰
東
游
日
記

　

⑨
黄
尊
三
�
留
学
生
�
日
本
留
学
日
記

　

⑩
黄
慶
澄
�
孫
詒
譲
の
友
人
�
東
游
日
記

　

⑪
丁
鴻
臣
�
簡
放
提
督
�
四
川
派
赴
東
瀛
游
歴
閲
操
日
記

　

⑫
尹
蘊
清
�
中
学
校
長
�
考
察
教
育
日
記

　

右
の
中
�
⑨
に
つ
い
て
は
�
佐
藤
氏
は
実
藤
恵
秀
氏
�
故
人
�
早

大
教
授
�
と
共
訳
し
て
�
一
九
八
六
年
東
方
書
店
よ
り
刊
行
し
て
い

る
�
⑨
⑪
を
除
く
十
種
の
東
游
日
記
に
つ
い
て
は
�
佐
藤
氏
は
一
九

九
一
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
に
か
け
て
�
雑
誌
�
藝
林
�
に
そ
の
紹
介

を
試
み
て
い
る
�
⑪
の
み
は
�
日
本
歴
史
�
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
�

こ
れ
ら
の
長
年
に
わ
た
る
考
察
を
ま
と
め
て
�
本
書
を
完
成
さ
れ
た

の
で
あ
る
�

ク
リ
�
ク
す
る
と
次
の
段
に
ジ
�
ン
プ
し
ま
す
�

佐
藤
三
郎
著

�
中
国
人
の
見
た
明
治
日
本―

―

東
遊
日
記
の
研
究
�

Ａ
５
判
・
二
六
四
頁
・
東
方
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・
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九
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〇
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⑦
�
日
本
遊
学
指
南
�
の
著
書
章
宗
祥
は
�
五
四
運
動
の
際
�
駐

日
公
使
の
職
に
あ
り
�
売
国
官
僚
と
し
て
学
生
た
ち
の
非
難
�
攻
撃

の
的
と
な
�
た
�
本
書
は
彼
が
東
京
帝
大
法
科
大
学
に
留
学
中
�
友

人
の
求
め
に
応
じ
て
�
日
本
留
学
を
希
望
す
る
中
国
青
年
の
た
め
に

著
し
た
留
学
手
引
書
で
あ
る
�
章
は
日
本
へ
留
学
す
る
利
点
と
し

て
�
第
一
に
中
国
と
同
じ
文
字
を
使
い
�
第
二
に
地
理
的
に
近
く
�

し
た
が
�
て
第
三
に
費
用
が
少
な
く
て
済
む
こ
と
を
挙
げ
る
�
そ
し

て
�
日
本
に
渡
航
す
る
手
順
と
留
学
費
用
に
つ
い
て
�
具
体
的
な
数

字
を
あ
げ
て
説
明
し
て
い
る
�
ま
ず
日
本
へ
渡
航
す
る
に
は
�
華
北

な
ら
山
東
省
芝
罘
か
ら
�
華
中
な
ら
上
海
か
ら
汽
船
で
神
戸
ま
で
行

き
�
こ
こ
で
汽
車
に
乗
り
か
え
て
東
京
へ
行
く
こ
と
を
説
明
す
る
�

船
賃
�
汽
車
賃
に
つ
い
て
も
�
一
等
�
二
等
�
三
等
の
各
料
金
を
示

す
�
入
学
す
る
場
合
�
学
費
と
し
て
�
受
験
料
�
授
業
料
に
つ
い
て
�

官
立
学
校
�
私
立
学
校
に
分
け
て
そ
の
金
額
を
示
す
�
更
に
住
宿
費

に
つ
い
て
�
寄
宿
舎
で
な
く
下
宿
の
場
合
�
や
は
り
上
�
中
�
下
三

等
に
分
け
て
�
具
体
的
な
数
字
を
示
し
て
い
る
�
そ
の
他
�
書
籍･

筆
墨
費
�
雑
費
�
理
髪
�
入
浴
�
洗
濯
な
ど
��
交
際
費
な
ど
の
数

字
も
掲
げ
る
�
具
体
的
な
数
字
の
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
�
留
学
志

望
者
に
と
�
て
目
安
に
な
ろ
う
�
最
後
に
�
章
は
�
学
問
を
求
め
る

我
が
国
の
人
が
留
学
す
べ
き
国
と
し
て
は
�
日
本
の
右
に
出
る
も
の

の
な
い
こ
と
は
疑
を
容
れ
る
余
地
が
な
い
���
日
本
が
明
治
維
新
以

来
三
十
余
年
に
し
て
富
強
を
致
し
た
こ
と
は
�
日
本
の
学
問
が
実
際

に
役
に
立
つ
こ
と
の
明
白
な
証
拠
�
と
結
ん
で
い
る
�
当
時
の
留
学

案
内
書
と
し
て
は
�
き
わ
め
て
適
切
な
も
の
で
あ
�
た
と
思
わ
れ
る
�

　

⑧
胡
玉
縉
�
甲
辰
東
游
日
記
�
に
つ
い
て
�
佐
藤
氏
は
胡
の
詳
し

い
経
歴
は
わ
か
ら
な
い
と
さ
れ
る
が
�
彼
は
江
蘇
呉
県
の
人
で
�
光

緒
一
七
年
の
挙
人
�
光
緒
二
九
年
の
召
試
で
一
等
第
六
席
に
選
ば

れ
�
湖
北
で
候
補
知
県
の
資
格
で
総
督
・
撫
院
の
文
案
作
成
に
当
�

て
い
た
�
翌
三
○
年
二
カ
月
間
�
視
察
の
た
め
日
本
へ
赴
い
た
際
の

日
記
で
あ
る
�
そ
の
前
半
を
教
育
関
係
後
半
を
官
公
庁
�
産
業
関
係

機
関
の
視
察
に
充
て
た
�
東
京
帝
大
�
東
京
高
師･

附
属
中･

小
学

校
�
女
高
師･

附
属
高
女･

小
学
校･

幼
稚
園
�
府
立
一
中
�
美
術
学

校
�
音
楽
学
校
�
東
京
高
商
�
東
京
高
等
工
業
�
盲
晞
学
校
�
更
に

陸
軍
士
官
学
校
ま
で
見
学
し
て
い
る
�
彼
は
日
記
に
視
察
内
容
と
そ

の
時
々
の
感
想
を
か
な
り
詳
し
く
書
き
残
し
て
い
る
�
例
え
ば
�
東

京
高
商
を
訪
れ
た
ら
�
丁
度
卒
業
式
で
あ
�
た
が
�
校
長
の
式
辞
の

あ
と
�
農
商
務
大
臣
が
訓
辞
し
て
�
商
業
を
盛
ん
に
す
る
に
は
�
欧

米
語
だ
け
で
は
な
く
�
中
国
語
も
勉
強
す
る
必
要
が
あ
る
�
と
説
い

た
と
云
う
�
胡
は
我
が
商
業
界
を
ひ
と
た
び
日
本
の
蹂
躙
に
委
ね
た

場
合
�
こ
れ
に
抵
抗
し
な
け
れ
ば
大
変
な
こ
と
に
な
�
て
し
ま
う
と

恐
れ
て
い
る
�
学
校
視
察
中
に
胡
が
注
目
し
た
の
は
�
日
本
で
は
身

体
障
害
者
や
貧
家
の
子
弟
の
た
め
の
教
育
に
も
意
が
用
い
ら
れ
て
い

る
点
で
あ
�
た
�
私
立
女
子
職
業
学
校
は
�
小
学
校
を
卒
業
し
た
が

貧
し
く
て
上
級
学
校
に
進
む
こ
と
の
出
来
な
い
貧
家
の
子
女
の
た
め

に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
�
染
色･

刺
褶･

造
花
な
ど
の
手
芸
を
教
え
�

校
内
ま
た
は
家
庭
で
作
�
た
製
品
を
学
校
が
売
り
捌
き
�
そ
の
代
金

の
半
分
を
本
人
に
交
付
し
�
半
分
を
学
校
の
運
営
に
充
て
て
い
る
も

の
で
�
胡
は
�
法
�
至
善
な
り
�
と
評
し
て
い
る
�
帰
国
後
は
学
部

に
転
じ
�
主
事
�
員
外
郎
な
ど
に
任
じ
た
が
�
民
国
に
な
�
て
か
ら

は
仕
え
な
か
�
た
�
但
し
�
東
方
文
化
事
業
で
北
京
人
文
科
学
研
究

所
が
設
置
さ
れ
た
際
�
そ
の
研
究
員
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
�

　

⑩
黄
慶
澄
�
東
游
日
記
�
に
よ
れ
ば
�
彼
は
一
八
九
三
年
上
海
よ

り
出
帆
�
長
崎
を
経
て
�
神
戸
に
到
着
し
た
�
そ
の
際
�
清
国
領
事

館
を
訪
問
�
珠
孝
胥
領
事
�
後
の
満
州
国
の
初
代
国
務
総
理
�
に
面

会
し
た
�
更
に
船
で
横
浜
に
到
着
�
山
崎
屋
と
い
う
旅
館
に
宿
泊
し

た
が
�
風
呂
で
男
女
混
浴
し
て
い
る
こ
と
に
驚
き
の
眼
を
見
張
�
て

い
る
�
こ
れ
は
黄
の
み
で
な
く
�
す
べ
て
の
中
国
人
が
驚
い
て
い

る
�
例
え
ば
�
王
詠
霓
も
風
呂
屋
へ
行
�
た
が
�
男
女
混
浴
が
西
洋
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人
の
非
難
を
浴
び
た
の
で
�
浴
槽
の
上
を
壁
で
二
つ
に
仕
切
�
た

が
�
仕
切
り
の
下
の
方
を
人
が
通
れ
る
ぐ
ら
い
開
け
て
あ
り
�
二
階

か
ら
眺
め
る
と
裸
体
が
丸
見
え
な
の
に
そ
れ
を
ち
�
と
も
恥
と
し
な

い
�
と
批
判
し
て
い
る
�
こ
の
よ
う
に
二
〇
世
紀
初
め
�
日
本
の
銭

湯
で
は
平
然
と
男
女
混
浴
の
風
習
が
存
在
し
た
こ
と
に
気
付
か
さ
れ

る
�
な
お
�
黄
の
日
本
視
察
が
清
国
高
官
に
よ
る
推
薦
と
駐
日
公
使

の
資
金
提
供
に
よ
�
て
な
さ
れ
た
こ
と
�
来
日
後
に
長
崎
�
神
戸
�

横
浜
な
ど
の
領
事
館
が
彼
を
丁
重
に
遇
し
東
京
の
公
使
館
も
半
月
間

に
わ
た
る
彼
の
滞
京
中
の
宿
舎
と
し
て
�
構
内
の
建
物
を
提
供
し
た

事
実
な
ど
か
ら
見
て
�
彼
の
訪
日
旅
行
に
は
表
面
上
の
目
的
の
ほ
か

に
�
時
局
関
係
の
偵
察
と
い
う
よ
う
な
別
の
目
的
も
隠
さ
れ
て
い
た

の
で
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
�
旅
行
の
翌
年
�
一
八
九
四
�
に
刊

行
さ
れ
た
こ
の
日
記
は
�
ま
も
な
く
日
清
戦
争
が
始
ま
�
た
こ
と
も

あ
�
て
か
清
国
読
書
人
の
間
に
か
な
り
の
関
心
を
惹
き
起
こ
し
た
ら

し
い
と
指
摘
し
て
い
る
�

　

以
上
三
点
の
東
游
日
記
を
紹
介
し
た
に
す
ぎ
な
い
が
�
私
た
ち
は

佐
藤
氏
の
考
察
を
通
じ
て
色
々
の
こ
と
を
教
え
ら
れ
る
�
視
察
者
の

官
職
や
そ
の
地
位
に
よ
�
て
�
日
本
に
対
す
る
関
心
や
興
味
に
相
異

も
み
ら
れ
る
が
�
全
体
に
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
�
日
本
が
西
洋

の
新
し
い
学
問
や
技
術
を
摂
取
し
て
�
著
し
い
発
展
を
と
げ
た
こ
と

に
学
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
い
る
�
そ
の
た
め
に
は
留
学
生
を
西
洋

に
派
遣
し
て
�
新
し
い
学
問
や
技
術
を
摂
取
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
�

そ
れ
を
実
行
す
る
に
は
長
い
年
月
と
巨
額
の
経
費
が
必
要
と
な
る
�

故
に
�
既
に
こ
の
方
法
を
実
施
し
て
大
き
な
成
果
を
挙
げ
た
日
本
へ

留
学
生
を
派
遣
す
べ
き
で
な
い
か
�
と
い
う
結
論
に
達
し
て
い
る
�

そ
の
た
め
の
準
備
と
し
て
数
多
く
の
東
游
日
記
が
書
か
れ
た
の
で
あ

る
�

　

佐
藤
氏
が
本
書
で
紹
介
さ
れ
た
東
游
日
記
は
多
数
の
游
記
の
中
の

ご
く
一
部
で
あ
る
�
佐
藤
氏
が
今
後
も
そ
れ
ら
の
紹
介
を
つ
づ
け
て

下
さ
る
こ
と
を
期
待
し
て
や
ま
な
い
�
な
お
�
筆
者
の
希
望
を
述
べ

れ
ば
�
簡
単
な
も
の
で
も
好
い
か
ら
�
人
名
索
引
を
つ
け
て
下
さ
る

こ
と
で
あ
る
�
読
者
に
と
�
て
も
�
人
名
索
引
が
あ
れ
ば
ど
れ
だ
け

便
利
か
知
れ
な
い
で
あ
ろ
う
�
佐
藤
氏
の
最
初
の
勤
務
先
が
�
北
京

日
本
近
代
科
学
図
書
館
�
と
な
�
て
い
る
が
�
�
日
本
�
は
余
計
で

あ
る
�
上
海
の
場
合
は
�
確
か
に
在
上
海
日
本
近
代
科
学
図
書
館
と

称
し
た
�
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