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自
著
を
語
る 
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有
史
以
来
明
治
初
期
ま
で
の
日
本
の
書
物
を
総
称
し
て
和
本
と
い
う
。
明
治
二
十
年
代
、
出

版
界
が
活
版
印
刷
に
塗
り
替
わ
る
ま
で
千
二
百
年
以
上
の
歴
史
が
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
江
戸
時

代
の
盛
ん
な
さ
ま
は
、
想
像
を
絶
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
今
で
も
古
書
と
し
て
か
な

り
の
量
が
出
回
っ
て
い
る
。
そ
の
本
を
手
に
取
り
な
が
ら
、
書
物
の
歴
史
や
、
様
式
の
変
遷
、

価
値
の
見
極
め
方
な
ど
を
古
本
屋
の
立
場
で
案
内
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
。 

柔
ら
か
な
和
紙
で
で
き
た
和
本
は
、
癒
し
系
の
オ
ー
ラ
を
今
も
出
し
続
け
て
お
り
、
伝
存
の

歴
史
過
程
を
生
き
た
ま
ま
内
包
し
て
く
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
感
じ
と
れ
る
も
の
は
、
本
は
「
読

む
」
と
い
う
一
つ
の
行
為
の
た
め
だ
け
に
存
在
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
属
性

を
い
っ
し
ょ
に
伴
い
な
が
ら
、
後
世
に
伝
え
続
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
実
物
の
和
本

を
見
る
こ
と
で
、
日
本
人
の
書
物
観
を
目
の
当
た
り
に
す
る
の
で
あ
る
。 

た
と
え
ば
、
和
本
の
形
態
は
、
巻
物
か
ら
始
ま
っ
て
、
折
り
た
た
む
形
（
折
本
）
、
糊
で
綴

じ
る
冊
子
本
、
糸
で
か
が
る
方
法
へ
と
変
遷
し
て
き
た
。
そ
れ
は
読
み
や
す
く
、
作
り
や
す
く
、

扱
い
や
す
く
、
残
し
や
す
く
す
る
工
夫
で
も
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
に
も
っ
と
も
普
及
し
た
の
は

袋
綴
じ
と
呼
ば
れ
る
冊
子
の
装
訂
だ
が
、
同
時
に
こ
の
ど
の
歴
史
的
な
形
を
も
併
存
し
て
い
た
。

物
語
の
時
空
表
現
に
は
巻
物
が
向
い
て
お
り
、
お
経
は
折
本
で
読
み
、
江
戸
の
町
を
見
る
な
ら

二
畳
分
に
貼
り
合
わ
せ
た
地
図
が
よ
く
、
嫁
入
り
道
具
は
優
雅
な
中
世
風
の
糸
綴
じ
本
が
よ
い
、

な
ど
そ
の
内
容
や
機
能
の
た
め
に
分
化
し
て
い
た
。 

さ
ら
に
、
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
存
在
価
値
は
、
手
書
き
の
本
（
写
本
）
で
も
十
分
な
役
割
を

果
た
し
て
い
た
。
『
源
氏
物
語
』
が
千
年
の
命
脈
を
保
っ
て
き
た
の
は
、
こ
の
写
本
の
力
で
あ
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る
。
江
戸
時
代
に
な
っ
て
も
写
本
は
、
重
要
な
媒
体
と
し
て
働
い
て
い
た
。 

和
本
は
歴
史
的
伝
統
の
様
式
を
残
す
一
方
、
こ
う
し
た
多
様
性
や
工
夫
の
た
め
の
新
た
な
試

み
も
受
け
入
れ
る
懐
の
広
さ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

今
、
電
子
書
籍
化
が
進
も
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
よ
く
聞
か
れ
る
フ
レ
ー
ズ
に
「
グ
ー
テ

ン
ベ
ル
ク
以
来
の
変
革
」
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
も
っ
と
日
本
に
お
け
る
歴
史
と
、
本
と
は
何

か
、
と
い
う
根
源
ま
で
探
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。 

ア
ジ
ア
で
は
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
と
関
係
な
し
に
書
籍
は
進
展
し
て
き
た
。
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク

よ
り
数
百
年
早
い
宋
代
（
十
世
紀
後
半
か
ら
三
百
年
間
）
に
は
木
版
印
刷
が
盛
ん
に
な
り
、
書

肆
で
本
が
売
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
韓
国
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ
り
ず
っ
と
早
く
に
活
字

印
刷
が
行
わ
れ
て
い
た
。
日
本
で
も
平
安
時
代
に
は
経
典
の
印
刷
が
始
ま
っ
て
い
る
。 

江
戸
時
代
に
入
っ
て
、
活
字
印
刷
の
方
法
で
は
漢
字
や
振
り
仮
名
の
あ
る
文
字
表
現
に
向
い

て
い
な
い
こ
と
を
悟
り
、
木
版
に
よ
る
精
緻
な
印
刷
を
発
展
さ
せ
た
。
以
来
、
二
百
六
十
年
間
、

独
自
に
「
進
化
」
を
続
け
て
、
豊
饒
な
書
物
文
化
を
形
成
し
た
の
だ
っ
た
。 

電
子
化
の
本
当
の
意
義
は
、
多
様
性
を
生
か
し
た
知
識
の
複
合
化
に
あ
る
。
そ
れ
は
過
去
の

清
算
で
な
く
、
新
た
な
組
み
立
て
で
あ
る
。
そ
の
と
き
に
、
ぜ
ひ
拙
著
を
読
ん
で
、
こ
の
和
本

か
ら
見
た
書
物
の
根
源
、
本
質
を
読
み
取
っ
て
ほ
し
い
。
む
し
ろ
、
そ
こ
に
新
鮮
な
視
点
が
浮

か
び
あ
が
る
だ
ろ
う
。 

「
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刊
読
書
人
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