
き
ょ
う
と
の
し
ゅ
っ
ぱ
ん

京
都
の
出
版

23
知
る

■
京
都
の
出
版
の
は
じ
ま
り

京
都
で
は
平
安
時
代
よ
り
仏
教
の
経
典
類
が
印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
。

東
山
の
知
恩
院
を
中
心
に
浄
土
教
関
係
の
出
版(

浄
土
教
版)

が
行
わ

れ
、
京
都
五
山
の
禅
僧
に
よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
た
五
山
版
で
は
禅
籍
の

み
な
ら
ず
詩
文
集
や
漢
籍
も
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

戦
国
末
期
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
が
教
書
な
ど
を
刊
行
す
る
た

め
に
用
い
た
キ
リ
シ
タ
ン
版
が
出
版
さ
れ
、
さ
ら
に
文
禄
二(

一
五
九

三)

年
に
後
陽
成
天
皇
勅
版
の
『
古
文
孝
経
』
が
刊
行
さ
れ
る
に
及
ん

こ
ぶ
ん
こ
う
き
ょ
うで

、
日
本
出
版
史
は
一
つ

の
画
期
を
迎
え
ま
す
。

当
時
の
印
刷
方
法
は
、

版
木
に
直
接
文
字
や
図
形

を
彫
刻
し
て
印
刷
し
た
整

版
と
、
一
字
ず
つ
活
字
を

組
ん
で
版
を
作
る
活
字
版

が
あ
り
ま
し
た
。
活
字
版

に
は
銅
製
の
活
字
を
使
っ

た
銅
活
字
版
と
、
慶
長
勅

版
な
ど
で
見
ら
れ
る
よ
う

な
木
製
の
活
字
を
使
用
し。

た
木
活
字
版
が
あ
り
ま
す

■
古
活
字
版

こ

か

つ

じ

ば

ん

安
土
桃
山
時
代
末
期
か
ら
江
戸
初
期
に
か
け
て
出
版
さ
れ
た
活
字
印

本
は
古
活
字
版
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

天
正
十
九(

一
五
九
一)

年
か
ら
慶
長
十
六(

一
六

キ
リ
シ
タ
ン
版

一
一)

年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ

『
平
家
物
語
』
な
ど
現
在
二
十
九
種
が

、

知
ら
れ
て
い
ま
す
。
京
都
で
出
版
さ
れ
た
の
は
、
慶
長
十
五
年
四
月
に

原
田
ア
ン
ト
ニ
オ
が
印
刷
し
た
仮
名
ま
じ
り
文
の
宗
教
書
『
こ
ん
て
む

つ
す
・
む
ん
地
』
の
一
種
の
み
で
す
。

慶
長
二(

一
五
九
七)

年
か
ら
同
八(

一
六
〇
三)

年
に

慶
長

勅
版

け
い
ち
ょ
う
ち
ょ
く
は
ん

か
け
て
、
後
陽
成
天
皇
の
命
に
よ
り
、
大
型
の
木
製
活
字
を
用
い
た
勅

版
が
印
刷
さ
れ

『
錦
繍
段

『
日
本
書
紀
神
代
巻

『
論
語

『
孟
子
』

、

』

』

』

な
ど
を
出
版
し
ま
し
た
。

円
光
寺
版
と
も
呼
ば
れ
、
閑
室
元
佶(

一
五
四
八
～
一
六

伏
見
版

ふ
し

み

ば
ん

か
ん
し
つ
げ
ん
き
つ

一
二)

が

伏
見
の
円
光
寺(

現
左
京
区
一
乗
寺
小
谷
町)

で

慶
長
四(

一

、

、

え
ん
こ
う

じ

五
九
九)

年
に
徳
川
家
康
が
寄
附
し
た
木
活
字
十
万
字
を
使
用
し
、

『
孔
子
家
語

『
三
略

『
六
韜

『
貞

観
政
要

『
周

易
』
な
ど
の

』

』

』

』

こ

う

し

け

ご

さ
ん
り
ゃ
く

り
く
と
う

じ
ょ
う
が
ん
せ
い
よ
う

し
ゅ
う
え
き

書
物
を
印
刷
し
ま
し
た
。

本
阿
弥
光
悦(

一
五
五
八
～
一
六
三
七)

が
角
倉
素
庵(

一

嵯
峨
本

さ

が

ぼ
ん

ほ
ん

あ

み

こ
う
え
つ

す
み
の
く
ら
そ
あ
ん

五
七
一
～
一
六
三
二)

の
協
力
を
得
て
平
仮
名
交
り
の
国
書
を
木
活
字

で
出
版
し
ま
し
た
。
角
倉
本
・
光
悦
本
と
も
呼
ば
れ
た
こ
の
書
籍
は
、

装
丁
の
美
し
さ
が
特
徴
で
、
表
紙
・
本
紙
に
は
雲
母
紙
を
使
っ
て
い
ま

き

ら

ら
が
み

す
。
慶
長
十
三(

一
六
〇
八)

年
刊
の
『
伊
勢
物
語
』(

十
種)

を
は
じ
め

と
し

『
方
丈
記

『
百
人
一
首

『
徒
然
草

『
源
氏
物
語
』
な
ど
を
出

、

』

』

』

版
し
ま
し
た
。
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■
出
版
書
林
の
出
現

慶
長
年
間(

一
五
九
六
～
一
六
一
五)

に
は
、
本
を
出
版
し
店
頭
で
販

売
す
る
本
屋(

書
林)

が
現
れ
ま
す
。
本
屋
の
出
現
は
本
の
需
要
を
増
加

さ
せ
る
結
果
と
な
り
、
大
量
生
産
す
る
た
め
に
印
刷
方
法
も
活
字
版
か

ら
整
版
へ
と
変
化
し
ま
す
。

元
禄
年
間(
一
六
八
八
～
一
七
〇
四)

に
入
る
と
多
く
の
本
屋
が
出
揃

い

林

九
兵
衛(
儒
書)

村
上
勘
兵
衛(

仏
書)

風
月
庄
左
衛
門(

儒

、

、

、

は
や
し
き
ゅ
う
べ

え

む
ら
か
み
か
ん

べ

え

ふ
う
げ
つ
し
ょ
う
ざ

え

も
ん

書
・
医
書)

、
秋
田
屋
平
左
衛
門(

仏
書
・
医
書)

な
ど
が
代
表
的
な
本

あ
き

た

や

へ
い

ざ

え

も
ん

屋
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
こ
の
他
に
も
、
出
雲
寺
和
泉
掾

(

歌
書)

、
永

い

ず

も

じ

い
ず
み
の
じ
ょ
う

な
が

田
調
兵
衛(

仏
書)

、
西
村
九
郎
右
衛
門(

仏
書)

、
佐
々
木
惣
四
郎(

和

た

ち
ょ
う
べ

え

に
し
む
ら

く

ろ

う

え

も
ん

さ

さ

き
そ
う

し

ろ
う

学
書)

な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

本
屋
の
多
い
町
筋
は
寺
町
・
二
条
・
五
条
橋(

五
条)

の
各
通
り
で
、

こ
の
分
布
は
当
時
の
需
要
者
と
関
係
が
あ
り
、
二
条
通
近
辺
に
は
武
家

や
公
家
が
多
い
た
め
古
典
や
歌
書
が
、
寺
町
通
や
五
条
通
に
は
寺
院
が

多
い
た
め
仏
教
関
係
の
本
屋
が
並
び
ま
し
た
。

ま
た
、
本
屋
の
出
現
に
と
も
な
っ
て
江
戸
中
期
に
は
出
版
に
関
連
す

る
板
木
職
・
板
摺
工
な
ど
も
書
店
の
ま
わ
り
に
集
住
し
は
じ
め
ま
す
。

■
書
林
仲
間

寛
永
年
間(

一
六
二
四
～
四
四)

以
降
、
本
屋
に
お
け
る
出
版
が
活
発

に
な
り
は
じ
め
る
と
、
売
れ
行
き
が
良
好
な
本
を
他
の
店
が
ま
ね
て
印

刷
す
る
と
い
う
重
版
や
類
版
の
問
題
が
起
き
、
紛
争
の
種
と
な
り
ま
し

た
。
こ
の
紛
争
を
本
屋
の
間
で
自
主
的
に
処
理
す
る
た
め
に
、
出
版
業

者
の
組
合
で
あ
る
京
都
書
林
仲
間
が
元
禄
期
に
成
立
し
、
や
が
て
町
奉

行
に
よ
っ
て
享
保
元(

一
七
一
六)

年
に
公
認
さ
れ
ま
す
。

書
林
仲
間
は
出
版
・
販
売
者
の
加
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
て
、
仲

間
中
よ
り
二
名
が
「
行
事
」
と
い
う
役
員
に
選
出
さ
れ
ま
し
た
。
行
事

は
、
四
カ
月
交
替
制
で
正
・
五
・
九
月
に
交
替
し
、
町
奉
行
所
へ
の
出

版
の
許
可
、
新
刊
書
の
重
版
・
類
版
の
処
理
、
大
坂
・
江
戸
の
書
林
仲

間
と
の
連
絡
な
ど
の
事
務
に
従
事
し
て
い
ま
し
た
。

■
草
紙
屋

そ

う

し

や

出
版
書
林
の
成
立
に
と
も
な
っ
て
、
小
説
や
浄
瑠
璃
本
・
絵
本
・
絵

図
・
啓
蒙
教
訓
書
、
ま
た
、
諸
技
芸
の
教
本
な
ど
の
「
草
紙
」
と
呼
ば

れ
る
図
書
の
類
を
取
り
扱
う
草
紙
屋
と
い
う
も
の
も
出
現
し
ま
し
た
。

貞
享
二(

一
六
八
五)

年
刊
の
『
京
羽
二
重
』
に
は
「
歌
書
所
并
絵
草

き
ょ
う
は

ぶ

た

え

紙
」
の
店
と
し
て
、
林

白
水(

出
雲
寺)

、
喜
左
衛
門
、
与
菱
屋
の
三

は
や
し
は
く
す
い

い

ず

も

じ

き

ざ

え

も
ん

よ

び
し

や

軒
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
林
白
水
は
、
二
代
目
出
雲
寺
和
泉
掾
を
相
承
し

た
時
元
の
こ
と
で
、
こ
の
出
雲
寺
家
は
、
儒
者
林
羅
山(

一
五
八
三
～

と
き
も
と

は
や
し
ら
ざ
ん

一
六
五
七)

の
遠
縁
に
あ
た
り
、
禁
裏
御
用
や
『
武
鑑
』
出
版
な
ど
幕

府
御
用
も
つ
と
め
ま
し
た
。

元
禄
期
で
は

山
本
九
兵
衛

鶴
屋
喜
右
衛
門

八
文
字
屋
八
左
衛
門

、

、

、

や
ま
も
と
き
ゅ
う
べ

え

つ
る

や

き

え

も

ん

は
ち
も
ん

じ

や

は
ち

ざ

え

も
ん

が
知
ら
れ
、
そ
の
中
で
も
浄
瑠
璃
本
の
販
売
書
店
と
し
て
寛
永
期
か
ら

幕
末
ま
で
開
業
し
た
鶴
屋
喜
右
衛
門
は

近
松
門
左
衛
門
作

心
中

天

、

『
し
ん
じ
ゅ
う
て
ん

の
網
島

『
傾
城
反
魂
香
』
な
ど
を
出
版
し
、
大
坂
で
出
版
さ
れ
た
浄

』

あ
み
じ
ま

け
い
せ
い
は
ん
ご
ん
こ
う

瑠
璃
本(

『
曽
根
崎
心
中

『
鑓
の
権
三
重

帷

子
』
な
ど)

の
京
都
販

』

そ

ね

ざ
き

し
ん
じ
ゅ
う

や
り

ご
ん

ざ

か
さ
ね
か
た
び
ら

売
元
と
な
り
ま
し
た
。

、

「

」

、

な
お

草
紙
屋
も

草
紙
屋
中

と
い
う
仲
間
を
組
織
し
ま
し
た
が

、

、

京
都
で
は
仲
間
と
し
て
認
め
ら
れ
ず

書
林
仲
間
の
監
督
下
に
お
か
れ

草
紙
の
出
版
に
は
書
林
仲
間
行
事
の
許
可
が
必
要
で
し
た
。

■
浮
世
草
子
と
八
文
字
屋
本

は
ち
も
ん

じ

や

元
禄
時
代
に
な
る
と
、
大
坂
の
町
人
で
あ
っ
た
井
原
西
鶴(

一
六
四

い

は
ら
さ
い
か
く

二
～
九
三)
の

好
色

一
代
男

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
浮
世
草
子(

小

『

』

こ
う
し
ょ
く
い
ち
だ
い
お
と
こ

説)

が
需
要
者
の
間
で
流
行
し
、
京
都
で
も
西
村
市
郎
右
衛
門(

嘯

松

に
し
む
ら
い
ち

ろ

う

え

も
ん

し
ょ
う
し
ょ
う

子)

や
林

義
端
な
ど
の
戯
作
者
が
登
場
し
ま
す
。

し

は
や
し

ぎ

た
ん
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こ
の
頃
、
京
都
の
浮
世
草
子
作
家
は
本
屋
の
主
人
や
雑
俳
点
者
な
ど

で
主
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
西
鶴
に
対
抗
す
る
だ
け
の
力

量
手
腕
の
あ
る
作
者
は
一
人
と
し
て
お
ら
ず
、
浮
世
草
子
出
版
に
関
し

て
、
京
都
の
本
屋
は
西
鶴
著
作
を
出
版
し
て
い
た
大
坂
の
本
屋
の
後
塵

を
拝
す
る
状
態
で
し
た
。

し
か
し
、
元
禄
期
の
後
半
に
江
島
其
磧(

一
六
六
六
～
一
七
三
五)

が

え

じ
ま

き

せ
き

登
場
す
る
と
京
坂
書
林
界
の
趨
勢
は
大
き
く
変
動
し
ま
す
。

元
禄
十
四(

一
七
〇
一)

年
に
其
磧
著
の
『
傾
城
色
三
味
線
』
と
い
う

け
い
せ
い
い
ろ
じ

ゃ

み

せ

ん

浮
世
草
子
が
京
都
の
草
紙
屋
八
文
字
屋
八
左
衛
門
か
ら
発
刊
さ
れ
る

は
ち
も
ん

じ

や

は
ち

ざ

え

も
ん

と
、
瞬
く
間
に
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
出
版
に
成
功
し
た
八
文
字

屋
か
ら
刊
行
さ
れ
る
書
籍
は
八
文
字
屋
本
と
呼
ば
れ
、
江
戸
中
期
の
日

本
の
出
版
界
を
風
靡
し
ま
し
た
。

■
案
内
書
の
刊
行

京
都
の
出
版
物
の
中
で
も
特
に
有
名
な
も
の
に
名
所
案
内
記(

ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク)

の
類
が
あ
り
ま
す
。
明
暦
四(

一
六
五
八)

年
に
書
林
山
森

や
ま
も
り

六
兵
衛
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
京

童

』
を
皮
切
り
に
貞
享
二(

一
六
八

ろ
く

べ

え

き
ょ
う
わ
ら
べ

五)

年
に
刊
行
さ
れ
た
『
京
羽
二
重
』
な
ど
た
く
さ
ん
の
案
内
書
が
出

き
ょ
う
は
ぶ

た

え

版
さ
れ
ま
し
た
。
中
で
も
京
都
の
商
人
吉
野
屋
為
八
が
安
永
九(

一
七

よ
し

の

や

た
め
は
ち

八
〇)

年
に
刊
行
し
た
観
光
案
内
書
『
都
名
所
図
会
』
は
空
前
の
売
行

み
や
こ
め
い
し
ょ
ず
え

き
を
見
せ
、
そ
の
後
、
各
地
の
名
所
図
会
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。

■
京
絵
図
の
出
版

江
戸
時
代
の
初
期
に
は
、
京
都
の
市
街
地
を
克
明
に
描
い
た
京
絵
図

(

地
図)

も
盛
ん
に
印
刷
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
寛
永
元(

一
六
二

四)

年
前
後
に
刊
行
さ
れ
た
「
都

記
」
は
、
現
在
知
ら
れ
る

古
の
京

み
や
こ
の
き

絵
図
で
す
。

ま
た
、
庶
民
の
中
で
観
光
が
流
行
し
は
じ
め
、
種
々
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
が
発
行
さ
れ
る
と
、
そ
れ
に
と
も
な
い
名
所
の
手
引
き
や
案
内
を
書

添
え
た
観
光
マ
ッ
プ
が
次
々
と
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
天
保

二(

一
八
三
一)

年
に
竹
原
好
兵
衛
か
ら
刊
行
さ
れ
た
「
改
正
京
町
御
絵

た
け
は
ら
こ
う

べ

え

か
い
せ
い
き
ょ
う
ま
ち
お

え

図
細
見
大
成
」
は
、

ず

さ
い
け
ん

た
い
せ
い

縦(

南
北)

一
・
八
メ

ー
ト
ル
と
刊
行
京
絵

図
の
中
で
は

も
大

き
く
、
細
か
い
通
り

名
か
ら
町
名
ま
で
鮮

明
に
印
刷
さ
れ
て
お

り
、
今
で
も
よ
く
見

か
け
る
京
絵
図
の
代

表
的
な
も
の
で
す
。

歩
く
／
見
る

■
円
光
寺

左
京
区
一
乗
寺
小
谷
町

え
ん
こ
う

じ

臨
済
宗
南
禅
寺
派
の
寺
院
で
、
瑞
巌
山
と
号
し
、
本
尊
は
千
手
観
音

で
す
。

慶
長
六(

一
六
〇
一)

年
、
経
世
・
治
国
の
学
問
を
好
ん
だ
徳
川
家
康

(

一
五
四
二
～
一
六
一
六)

が
足
利
学
校(

栃
木
県
足
利
市)

の
第
九
世

、

庠

主(

校
長)

で
あ
っ
た
閑
室
元
佶(

一
五
四
八
～
一
六
一
二)

を
招
き

し
ょ
う
し
ゅ

か
ん
し
つ
げ
ん
き
つ

足
利
学
校
の
京
都
分
校
と
し
て
伏
見
城
下
に
創
建
し
ま
し
た
。

当
寺
は
国
内
教
学
の
拠
点
と
し
て
多
く
の
朝
鮮
文
書
や
木
製
活
字
を

所
蔵
し
、
伏
見
版(

円
光
寺
版)

と
呼
ば
れ
る
図
書
を
出
版
し
ま
し
た
。

の
ち
に
上
京
区
の
相
国
寺
山
内
へ
移
転
し
、
寛
文
七(

一
六
六
七)

年
、

現
在
地
に
移
っ
て
南
禅
寺
の
末
寺
と
な
り
ま
し
た
。
現
在
で
も
家
康
よ
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り
寄
せ
ら
れ
た
木
活
字(

重
要
文
化
財)

を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。

■
永
田
調
兵
衛

下
京
区
花
屋
町
通
西
洞
院(

永
田
文
昌
堂)

な
が

た

ち
ょ
う
べ

え

な
が

た

ぶ
ん
し
ょ
う
ど
う

慶
長
年
間(

一
五
九
六
～
一
六
一
五)

創
業
、
屋
号
は
丁
字
屋
・
菱
屋

、

。

と
言
い

京
都
に
お
い
て
今
日
ま
で
出
版
を
続
け
る

古
の
本
屋
で
す

現
存
す
る
同
店

古
の
刊
本
と
し
て
寛
永
六(

一
六
二
九)

年
出
版
の
外

山
竹
隠
著
『
医
教
指
南
』
が
あ
り
ま
す
。

い
き
ょ
う

し

な
ん

初
代
か
ら
三
代
目
ま
で
は
長
兵
衛
、
四
代
目
よ
り
十
代
目
ま
で
調
兵

衛
を
襲
名
、

初
は
錦
小
路
通
新
町
西
入
に
店
舗
を
構
え
ま
し
た
が
、

天
明
八(

一
七
八
八)

年
の
大
火
後
、
現
在
地
に
移
り
ま
し
た
。
諸
種
の

図
書
を
広
く
出
版
し
、
書
籍
目
録
の
刊
行
で
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

店
舗
移
転
以
後
は
、
西
本
願
寺
蔵
版
の
も
の
な
ど
一
向
宗
関
係
書
を

も
出
版
し
て
お
り
、
現
在
で
は
永
田
文
昌
堂
と
称
し
て
各
宗
経
典
の
出

版
と
販
売
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
佐
々
木
惣
四
郎

中
京
区
寺
町
通
姉
小
路
上
る
西
側(

竹
苞
楼)

さ

さ

き

そ
う

し

ろ
う

ち
く
ほ
う
ろ
う

宝
暦
元(

一
七
五
一)

年
、
姉
小
路
通
寺
町
西
入
北
側
に
創
業
。
屋
号

を
銭
屋
、
店
号
を
竹
苞
楼
と
号
し
、
初
代
春
重
は
『
茶
経
』
な
ど
を
出

版
、
二
代
の
春
行
は
伴
蒿
蹊
・
高
芙
蓉
・
上
田
秋
成
な
ど
の
文
人
と
親

ば
ん
こ
う
け
い

こ
う
ふ

よ

う

う
え

だ

あ
き
な
り

交
を
結
び
、
国
学
や
漢
学
の
書
籍
を
多
数
出
版
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で

も
『
近
世
畸
人
伝
』
は
、
今
日
で
も
多
く
の
人
々
に
愛
読
さ
れ
て
い
ま

き
ん
せ
い

き

じ
ん
で
ん

す
。

、

、

天
明
の
大
火
で
類
焼
し

享
和
元(

一
八
〇
一)

年
に
現
在
地
に
移
転

五
代
目
春
吉
の
代(

明
治
中
頃)

か
ら
出
版
業
を
や
め
て
販
売
の
み
と
な

り
、
現
在
で
は
古
書
を
扱
っ
て
い
ま
す
。

竹
苞
楼
の
建
物
は
、
元
治
元(

一
八
六
四)

年
の
蛤
御
門
の
変
で
被
災

し
た
直
後
に
再
建
さ
れ
た
も
の
を
使
用
し
て
お
り
、
幕
末
期
の
典
型
的

な
町
家
遺
構
を
現
代
に
残
す
貴
重
な
建
物
と
な
っ
て
い
ま
す
。

■
村
上
勘
兵
衛

中
京
区
東
洞
院
通
三
条
上
る(

平
楽
寺
書
店)

む
ら
か
み
か
ん

べ

え

へ
い
ら
く

じ

村
上
浄

徳
が
慶
長
年
間
に
創
業
。
当
初
は
鞍
馬
口
に
店
舗
を
構
え

じ
ょ
う
と
く

ま
す
が
、
そ
の
後
、
二
条
通
玉
屋
町
や
二
条
通
車
屋
町
角
へ
と
移
転
、

文
化
年
間(

一
八
〇
四
～
一
八)

に
現
在
地
に
移
り
ま
し
た
。

二
代
浄
清
は
俳
書
『
は
な
ひ
草
』
な
ど
を
出
版
、
四
代
目
の
元
信
の

時
、
深
草
に
住
ん
だ
法
華
僧
元
政
と
親
し
く
な
り
、
日
蓮
宗
の
図
書
を

出
版
し
ま
す
。
寛
文
九(

一
六
六
九)

年
に
は
武
村
市
兵
衛
・
秋
田
屋
平

た
け
む
ら
い
ち

べ

え

あ
き

た

や

へ
い

左
衛
門
・
八
尾
甚
四
郎
と
組
ん
で
法
華
宗
門
書
堂
を
開
き
、
日
蓮
宗
書

ざ

え

も
ん

や

お

じ
ん

し

ろ
う

・
天
台
学
書
な
ど
百
点
超
え
る
書
物
を
出
版
、
寛
保
元(

一
七
四
一)

年

か
ら
は
単
独
で
法
華
宗
門
書
を
発
行
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

日
蓮
宗
関
係
以
外
に
も
医
書
や
儒
書
な
ど
幅
広
く
出
版
し
、
明
治
元

(

一
八
六
八)

年
に
は
新
政
府
の
御
用
書
林
と
な
っ
て
『
太
政
官
日
誌
』

(

一
種
の
官
報)

の
発
行
に
携
わ
り
ま
し
た
。
現
在
で
は
平
楽
寺
書
店
の

名
前
で
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
八
文
字
屋
自
笑
翁
邸
跡

中
京
区
麩
屋
町
通
六
角
下
る
西
側

は
ち
も
ん

じ

や

じ
し
ょ
う

江
戸
中
期
の
浮
世
草
子
出
版
者
で
あ
る
八
文
字
屋
自
笑(

？
～
一
七

四
五)

は
、

初
、
説
教
本
や
浄
瑠
璃
本
を
出
版
し
て
い
ま
し
た
が
、

元
禄
十
四(

一
七
〇
一)

年
、
江
島
其
磧
作
の
浮
世
草
子
『
傾
城
色

き

せ
き

け
い
せ
い
い
ろ

三
味
線
』
を
刊
行
し
、
八
文
字
屋
本
と
総
称
さ
れ
る
分
野
を
開
拓
し
ま

じ

ゃ

み

せ

ん

し
た
。
そ
の
邸
宅
の
跡
に
は
石
標
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

草
紙
屋
八
文
字
屋
は
江
戸
中
期

大
の
浮
世
草
子
出
版
店
で
、
体
裁

・
字
体
等
に
も
工
夫
を
施
し
、
其
磧
の
後
は
、
和
学
者
多
田
南
嶺
な
ど

た

だ

な
ん
れ
い

に
執
筆
を
依
頼
、
挿
絵
画
家
に
は
京
都
で
著
名
な
浮
世
絵
師
だ
っ
た

西
川
祐
信
を
起
用
し
ま
し
た
。
自
笑
以
後
は
其
笑
―
瑞
笑
―
素
玉
と
続

に
し
か
わ
す
け
の
ぶ

き
ま
し
た
が
、
素
玉
の
代
に
な
っ
て
所
有
の
浮
世
草
子
板
木
を
大
坂
の

升
屋
大
蔵
に
売
却
し
ま
し
た
。


