
「
京
都
も
の
」
と
で
も
い
う
べ
き
図
書
の
出

版
ブ
ー
ム
が
あ
っ
た
。
ま
だ
、
こ
の
種
の
本
は

ぞ
く
ぞ
く
と
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
や
っ
ぱ
り

「
あ
っ
た
」
と
い
う
ゞ
へ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
京
都
も
の
ブ
ー
ム
は
見
る
本
の
流
行
と
関

係
が
深
い
よ
う
に
思
う
。
こ
の
点
を
少
し
た
ど

っ
て
み
よ
う
。

見
る
本
を
う
ま
く
廉
価
に
生
か
し
た
の
は

「
岩
波
写
真
文
庫
」
て
は
な
か
っ
た
か
。
つ
ま
り

見
る
本
と
し
て
の
京
都
も
の
の
は
し
り
は
「
岩

波
写
真
文
庫
」
の
「
京
都
ｌ
歴
史
的
に
見
た
！
」

（
妬
年
刊
）
て
あ
ろ
う
。
こ
の
文
庫
は
つ
い
で
、

「
桂
離
宮
と
修
学
院
」
（
妬
年
刊
）
、
「
京
都
御
所

と
二
条
城
」
（
”
年
刊
）
を
へ
て
「
京
都
案
内
」

（
調
年
刊
）
に
至
る
。
つ
づ
い
て
「
角
川
写
真
文

書
評

森
本
茂
著

「
源
氏
物
語
の
風
土
」

庫
」
が
「
京
都
め
ぐ
り
」
（
鋤
年
刊
）
を
出
し
た
。

す
ゞ
へ
て
Ｂ
６
判
で
あ
る
。

京
都
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
も
の
が
本
に
な
っ

て
、
「
河
出
新
書
」
の
「
京
都
の
仏
像
」
（
証

年
刊
Ｎ
「
東
山
三
十
六
峰
」
（
蛇
年
刊
）
と
な
る
。

叢
書
名
の
示
す
と
お
り
新
書
判
で
あ
る
。
後
者

は
見
る
本
と
は
ち
と
い
い
に
く
い
が
、
似
た
も

の
に
夕
刊
京
都
の
「
京
味
百
選
」
（
妬
年
刊
年
）

も
あ
る
。
・

朝
日
新
聞
連
載
が
本
に
な
っ
た
の
は
「
カ
メ

ラ
京
あ
る
記
」
（
弘
年
刊
）
、
Ａ
５
判
し
っ
か
り

し
た
本
で
、
本
格
的
な
見
る
本
、
こ
の
手
の
本

の
は
し
り
で
あ
る
。
以
後
続
倉
と
出
た
。
奈
良

本
辰
也
「
京
都
の
庭
」
（
妬
年
刊
）
、
「
跡
続
カ

メ
ラ
京
あ
る
記
」
（
妬
年
刊
）
、
京
都
新
聞
連
救

岡
本
彦
一

型
が
小
さ
く
、
文
庫
判
に
か
わ
っ
た
。
「
現

代
教
養
文
庫
」
の
重
森
完
途
「
京
都
の
名
庭
」

（
弱
年
刊
）
、
臼
井
喜
之
介
「
カ
メ
ラ
と
詩
歌
京

都
」
（
妬
年
刊
）
、
「
カ
ラ
ー
ブ
ッ
ク
ス
」
の
出
雲

路
敬
和
「
京
都
」
（
諏
年
刊
）
、
日
本
経
済
新
聞

の
「
カ
メ
ラ
京
都
の
顔
」
（
訂
年
刊
）
な
ど
が
そ

れ
で
あ
る
。

し
か
し
、
何
と
い
っ
て
も
見
る
本
で
の
圧
巻

は
、
京
都
市
編
「
京
都
」
（
妬
年
刊
）
Ａ
４
判
、

と
福
田
勝
治
「
京
都
」
（
認
年
刊
）
Ｂ
４
変
型
判

と
で
あ
ろ
う
。
別
格
で
あ
る
ｂ
ま
た
竹
村
俊
則

「
新
撰
京
都
名
所
図
会
」
七
巻
（
詔
ｌ
柳
年
刊
）

は
足
で
書
い
た
力
作
と
し
て
そ
の
挿
画
と
と
も

に
最
も
た
よ
り
に
な
る
本
で
あ
ろ
う
。

以
上
は
見
る
本
と
し
て
の
京
都
も
の
を
、
そ

の
出
あ
し
の
ぐ
あ
い
を
見
は
か
ら
っ
て
挙
げ
て

み
た
。
こ
こ
に
書
評
に
と
り
あ
げ
た
「
源
氏
物

語
の
風
土
」
も
、
こ
れ
ら
の
本
の
流
れ
に
位
置

一
ユ
ー
ハ

の
「
古
都
再
見
」
（
妬
年
刊
）
、
中
村
直
勝
「
京
の

魅
力
」
（
妬
年
刊
）
、
芳
賀
幸
四
郎
他
「
京
の
禅

寺
」
爺
年
刊
）
、
清
水
一
、
柴
田
実
「
京
の
民

家
」
（
師
年
刊
）
、
矢
内
原
伊
作
他
「
京
都
の
庭
」

（
師
年
刊
）
等
々
と
い
う
ぐ
あ
い
で
あ
る
。



さ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
形
態
の
上
で
は

文
庫
判
系
列
に
属
す
る
も
の
と
い
え
る
。
写
真

半
分
、
文
章
半
分
で
京
都
み
て
あ
る
き
と
い
う

と
こ
ろ
。
だ
が
、
内
容
的
に
は
い
さ
さ
か
ち
が

っ
た
系
列
に
属
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
先
蹴

を
求
め
る
と
「
岩
波
新
書
」
の
林
屋
辰
三
郎
「
京

都
」
と
な
る
。
こ
の
著
は
、
古
い
京
都
の
歴
史

を
現
在
の
京
都
の
地
域
の
な
か
に
さ
ぐ
り
あ
て

よ
う
と
す
る
、
め
ず
ら
し
い
意
図
を
も
っ
た
著

述
で
あ
っ
た
。
森
本
氏
の
「
源
氏
物
語
の
風
土
」

も
源
氏
物
語
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
根
本
に

お
い
た
と
し
て
も
、
千
年
の
昔
を
現
在
に
求
め

よ
う
と
し
た
点
、
厳
密
な
学
術
的
考
証
を
背
後

に
蔵
し
て
い
る
点
、
こ
の
系
列
に
属
す
る
著
作

と
見
て
よ
か
ろ
う
。
朝
日
新
聞
の
紹
介
子
を
し

て
、
「
本
書
は
綿
密
に
文
献
を
追
い
な
が
ら
、
：
．

：
・
詳
細
に
し
ら
§
へ
て
ゆ
く
。
う
っ
か
り
文
学
散

歩
だ
け
を
楽
し
ん
で
い
ら
れ
る
本
で
は
な
い
。
」

と
い
わ
し
め
た
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
こ
こ
に
あ

る
の
だ
。

さ
て
、
本
を
見
て
ゆ
こ
う
。
美
し
い
カ
バ
ー

の
か
か
っ
た
表
紙
を
開
く
と
タ
イ
ト
ル
・
・
ヘ
ー

「
源
氏
物
語
の
風
土
」

ジ
が
二
枚
あ
る
。
珍
ら
し
い
。
文
章
と
な
っ
て
、

玉
上
琢
弥
氏
の
「
文
学
環
境
と
し
て
の
平
安
京
」

と
い
う
一
文
が
「
序
に
か
え
て
」
と
し
て
掲
載

さ
れ
、
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
導
入
に
な
っ
て

い
る
。
次
に
「
源
氏
物
語
に
つ
い
て
」
と
な
り
、

作
者
・
成
立
か
ら
五
十
四
帖
の
あ
ら
す
じ
を
説

く
。
源
氏
の
梗
概
を
ｒ
・
ヘ
ー
ジ
に
要
約
す
る
こ

と
は
何
と
し
て
も
無
理
な
こ
と
、
そ
れ
を
と
に

か
く
や
っ
て
の
け
て
い
る
が
、
あ
る
高
校
生
に

読
ま
せ
た
ら
、
や
た
ら
に
名
前
ば
か
り
が
出
て

ぐ
る
と
い
っ
た
。
書
く
方
、
読
む
方
お
互
に
し

か
た
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
お
も
い
切
っ

て
も
っ
と
な
が
く
し
、
う
ん
と
遠
近
法
を
つ
け

る
と
い
う
や
り
方
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。

い
よ
い
よ
「
風
土
」
に
入
っ
て
、
烏
辺
野
の

里
、
清
水
寺
の
観
音
、
嵯
峨
野
の
住
居
、
野
宮

の
春
、
大
原
野
へ
の
道
、
宇
治
の
自
然
、
宇
治

十
帖
の
世
界
、
須
磨
明
石
の
浦
、
大
宰
府
の
秋
、

初
瀬
の
川
波
と
十
項
に
わ
た
っ
て
の
叙
述
と
な

マ
（
匂
Ｏ

最
初
の
項
が
烏
辺
野
で
あ
る
こ
と
は
縁
起
で

も
な
い
が
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
こ
れ
も
自

然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
源
氏

物
語
と
い
う
の
は
、
よ
く
人
の
死
ぬ
物
語
で
あ

り
、
ま
た
人
の
死
が
印
象
的
な
物
語
で
あ
る
。

始
め
の
方
だ
け
で
も
、
ま
ず
桐
壺
で
は
桐
壺
更

衣
、
更
衣
の
母
、
夕
顔
で
は
夕
顔
、
若
紫
で
は

尼
上
、
葵
で
は
葵
上
、
賢
木
で
は
桐
壺
院
。
な

か
で
も
夕
顔
や
葵
上
の
死
は
た
だ
ご
と
で
は
な

い
の
だ
か
ら
、
ほ
ん
と
う
に
う
す
気
味
の
わ
る

い
物
語
で
あ
る
。
著
者
は
愛
宕
、
珍
皇
寺
、
烏

辺
野
な
ど
葬
送
に
関
係
の
あ
る
と
こ
ろ
、
あ
る

い
は
平
安
時
代
の
葬
礼
の
し
き
た
り
に
つ
い
て
、

「
栄
花
物
語
」
、
「
以
呂
波
字
類
抄
」
、
「
河
海
抄
」
、

「
文
徳
実
録
」
、
「
延
喜
式
」
、
「
拾
遺
抄
註
」
、
「
性

霊
集
」
、
「
山
城
名
跡
巡
行
志
」
等
冬
わ
た
し

な
ど
は
名
前
だ
け
は
聞
い
て
い
る
が
、
読
ん
だ

こ
と
も
な
い
古
書
を
博
引
傍
証
、
縦
横
に
扱
っ

て
説
を
立
て
て
い
る
。
さ
て
次
に
著
者
は
よ
く

あ
る
い
て
い
る
。
京
都
に
住
ん
で
い
れ
ば
、
夏

の
六
通
さ
ん
参
り
、
あ
る
い
は
五
条
坂
の
陶
器

市
に
す
ず
み
が
て
ら
（
実
は
暑
く
て
閉
口
な
の
だ

が
）
出
か
け
る
こ
と
も
あ
ろ
う
、
第
二
節
に
扱

っ
て
あ
る
清
水
さ
ん
な
ど
は
行
っ
た
こ
と
の
な

い
人
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
著
者
の
あ
る
き

方
は
、
た
だ
ど
こ
に
も
、
か
し
こ
に
も
行
っ
た

五
七



と
い
う
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で

何
を
ど
う
見
た
か
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
飛
躍
的

な
想
像
力
と
確
実
な
推
理
力
と
が
い
る
。
著
者

は
源
氏
物
語
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
舞
台
に

な
る
場
所
を
、
作
者
紫
式
部
が
そ
の
土
地
か
ら

つ
か
ん
で
物
語
を
構
想
し
た
で
あ
ろ
う
ｐ
そ
の

つ
か
み
方
で
、
っ
か
，
も
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

著
者
は
「
あ
と
が
き
」
で
い
う
、
「
源
氏
物
語

は
架
空
の
物
語
で
あ
る
か
ら
、
遺
跡
が
あ
る
は

ず
は
な
い
。
本
書
に
お
い
て
わ
た
く
し
は
、
そ

ん
な
架
空
の
遺
跡
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
と
し
た

の
で
は
な
い
。
わ
た
く
し
は
、
源
氏
物
語
の
作

者
や
読
者
（
聞
き
手
）
の
立
場
に
立
っ
て
、
源
氏

物
語
に
描
か
れ
た
世
界
の
背
景
を
、
自
然
的
・

精
神
的
な
面
か
ら
研
究
し
て
み
て
、
源
氏
物
語

が
平
安
時
代
に
読
ま
れ
た
（
聞
か
れ
た
）
よ
う
な

形
に
お
い
て
、
感
動
的
に
源
氏
物
語
を
理
解
・

鑑
賞
し
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
」
と
。
紫

式
部
の
目
で
見
る
こ
と
さ
え
困
難
で
あ
る
の
に
、

さ
ら
に
千
年
を
隔
て
た
現
時
点
の
地
域
か
ら
構

築
し
よ
う
と
す
る
の
だ
か
ら
な
み
な
み
で
は
な

い
。
ま
ず
は
で
き
な
い
相
談
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
本
を
読
ん
で
い
る
と
、
著
者
の
考
え
に
ま

る
め
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
不
思
議
だ
。
そ
れ
だ

け
の
説
得
力
を
も
っ
て
い
る
の
は
前
記
博
引
傍

証
と
す
ぐ
れ
た
眼
力
の
故
で
あ
ろ
う
。
音
羽
の

滝
の
水
源
推
理
一
つ
に
し
て
も
著
者
は
見
る
零
へ

き
も
の
を
見
て
い
る
、
そ
う
い
う
気
が
す
る
の

だ
。
最
後
の
初
順
の
項
で
も
、
著
者
は
い
い
た

い
放
題
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
よ
う
な
の
だ
が
、

や
は
り
著
者
の
い
う
と
お
り
に
思
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

著
者
の
も
つ
こ
う
い
う
不
思
議
な
説
得
力
は
、

ま
た
文
章
と
写
真
に
も
あ
る
よ
う
に
思
う
。

本
書
の
文
章
は
き
ち
っ
と
格
に
は
ま
っ
た
文

章
で
あ
る
。
こ
れ
は
著
者
の
性
格
か
ら
来
た
の

か
も
知
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
何
を
ど
う
い
い
、

こ
ち
ら
で
は
こ
れ
を
こ
う
い
う
と
、
ぴ
た
り
ぴ

た
り
と
押
え
て
ゆ
く
そ
っ
の
な
い
表
現
で
あ
る
。

こ
う
い
う
文
章
は
と
か
く
形
式
や
格
の
わ
ず
ら

わ
し
さ
を
感
ぜ
さ
る
も
の
な
の
だ
が
、
そ
う
い

う
わ
ず
ら
わ
し
さ
の
な
い
と
こ
ろ
、
ま
こ
と
に

微
妙
で
あ
る
。
調
子
の
高
い
文
章
の
一
例
と
し

て
「
野
宮
神
社
」
の
く
だ
り
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

読
み
進
む
う
ち
に
、
自
分
も
い
つ
し
か
嵯
峨
野

に
分
け
入
っ
て
い
る
し
、
ま
た
著
者
が
行
文
の

間
に
に
こ
や
か
に
現
わ
れ
て
き
た
り
す
る
。
自

然
の
描
写
、
人
物
の
点
出
、
俳
句
の
引
用
、
過

去
の
記
憶
の
叙
述
と
か
み
合
わ
せ
る
あ
た
り
構

成
に
す
き
が
な
い
。

こ
の
本
は
見
る
本
で
も
あ
る
。
本
の
半
分
は

写
真
で
あ
る
。
だ
か
ら
写
真
が
よ
く
な
く
て
は

話
に
な
ら
な
い
。
こ
の
手
の
本
は
文
章
の
筆
者

と
写
真
の
撮
影
者
と
が
別
々
で
あ
る
の
が
普
通

の
よ
う
だ
。
だ
が
こ
の
本
の
写
真
は
、
少
し
臼

井
氏
の
も
の
も
ま
じ
っ
て
い
る
そ
う
だ
が
、
ほ

ぼ
す
。
へ
て
著
者
の
撮
っ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
だ
。

「
あ
と
が
き
」
に
「
素
人
な
り
に
写
真
は
、
源

氏
物
語
の
世
界
が
し
の
ば
れ
る
よ
う
に
着
意
し

た
つ
も
り
で
あ
り
、
本
書
で
は
『
文
は
写
真
の

一
部
で
あ
り
、
ま
た
写
真
は
文
の
一
部
で
あ
る
』

と
少
く
と
も
そ
う
あ
り
た
い
と
願
っ
た
も
の
ば

か
り
で
あ
る
。
」
と
自
信
の
ほ
ど
を
述
ゞ
へ
て
い

る
。
話
に
聞
け
ば
、
少
し
ガ
タ
の
来
た
、
古
い

カ
メ
ラ
を
駆
使
し
た
も
の
で
あ
る
そ
う
な
。
こ

こ
に
も
著
者
の
目
の
よ
さ
が
あ
る
よ
う
だ
。
も

ち
ろ
ん
、
正
面
き
っ
た
平
凡
な
も
の
、
な
か
に

は
な
く
も
が
な
の
も
の
も
な
い
で
は
な
い
。
し

か
し
、
こ
う
い
う
本
で
は
、
き
ち
ん
と
撮
っ
た

五
八



１
＄

も
の
も
ま
た
必
要
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
こ

れ
ら
の
写
真
が
説
得
力
の
一
半
を
荷
っ
て
い
る

わ
け
だ
。
「
宇
治
川
の
流
れ
」
、
「
山
の
辺
の
道
‐
｜

な
ど
い
い
写
真
だ
。
こ
と
に
後
者
は
著
者
も
自

信
が
あ
る
ら
し
く
、
撮
影
し
た
一
瞬
を
更
に
し

て
い
る
。
「
老
杉
の
下
を
行
く
と
、
折
か
ら
の

冬
の
木
も
れ
日
が
数
本
の
太
い
光
の
線
と
な
っ

て
地
に
落
ち
て
い
た
。
幽
遼
な
一
瞬
…
…
思
わ

ず
カ
メ
ラ
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
っ
た
。
」
と
。

以
上
、
こ
の
本
の
説
得
力
の
根
元
を
探
っ
て

み
た
の
だ
が
、
な
お
本
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の

主
題
の
あ
り
方
や
「
風
土
」
と
文
学
の
問
題
な

ど
に
つ
い
て
、
ふ
れ
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し

か
し
、
い
ま
は
そ
こ
ま
で
の
ば
し
て
ゆ
く
余
裕

も
な
い
の
で
、
卒
読
の
間
気
づ
い
た
ミ
ス
プ
リ

ン
ト
等
を
少
食
記
し
て
終
り
た
い
。
特
に
気
を

つ
け
て
読
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
か
ら
何
と
も
い

え
な
い
が
、
ミ
ス
プ
リ
ン
ト
の
少
い
本
だ
と
思

う
。
ち
ょ
っ
と
気
の
つ
い
た
と
こ
ろ
を
挙
げ
て

お
く
。
ご
弓
の
「
墳
泉
」
は
「
噴
泉
」
、
や
隠
司

の
「
手
宝
塔
‐
一
は
「
多
宝
塔
」
の
ミ
ス
プ
リ
ン

せ
ん

け
ん

ト
・
や
］
弓
の
「
閨
子
蟇
」
は
「
閏
子
濤
」
の

あ
め
よ

あ
ま
よ
し
じ

誤
り
。
｝
〕
・
圏
「
雨
夜
」
は
「
雨
夜
」
、
「
致
仕
」

「
源
氏
物
語
の
風
土
」

ち
し

は
「
致
仕
」
で
あ
ろ
う
。
ご
】
ｇ
「
左
岸
」
は

「
川
の
下
流
に
向
か
っ
て
左
の
岸
」
（
広
辞
苑
）

し
｜
い
う
こ
と
に
な
る
と
「
右
岸
」
で
あ
ろ
う
。

℃
自
固
「
秋
の
野
の
」
の
歌
の
左
註
の
と
こ
ろ
、

「
誰
が
ど
う
い
う
時
に
詠
ん
だ
も
の
か
明
ら
か

で
な
い
。
」
の
前
後
に
何
か
つ
な
ぎ
こ
と
ば
か
、

あ
る
い
は
補
足
の
こ
と
ば
が
な
い
と
理
解
し
に

く
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
・

鈴
木
弘
道
著
「
寝
覚
物
語
の
基
礎
的
研
究
」

と
本
書
と
の
出
版
記
念
会
の
席
上
、
国
崎
望
久

太
郎
氏
は
文
芸
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
奉
仕
す

る
か
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
向
上
に
努
力
す

る
か
、
そ
れ
と
も
普
及
に
努
力
す
る
か
、
．
と
い

う
毛
沢
東
の
こ
と
ば
を
引
い
て
、
鈴
木
氏
の
著

を
前
者
に
、
本
書
を
後
者
に
あ
て
て
話
を
さ
れ

た
が
、
日
本
文
学
研
究
と
い
う
側
か
ら
本
書
を

見
る
と
、
ま
さ
に
普
及
へ
の
努
力
の
結
晶
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。

白
川
書
院
昭
和
四
十
年
五
月
文
庫
判
二
五

六
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○
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