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小 針 泰 介

優美な黒蝶、謎のサソリ
―『昆蟲圖譜』から―

国立国会図書館の蔵書から

　

上
の
優
美
な
黒
蝶
は
、『
昆こ
ん

蟲ち
ゅ
う

圖ず

譜ふ

』
に
描
か

れ
る
「
ヲ
ハ
ク
ロ
テ
ウ
」
で
あ
る
。
お
歯
黒
の
よ

う
に
黒
い
羽
に
は
赤
い
模
様
が
あ
る
が
、
羽
の
黒

い
部
分
に
も
、
幾
筋
も
の
脈
が
通
っ
て
い
る
。
著

者
の
小お

し
お塩
五ご
ろ
う郎
は
、
こ
の
脈
を
黒
の
濃
淡
で
巧
み

に
描
き
出
し
て
い
る
ほ
か
、
触
角
の
先
の
丸
み
や

腹
部
の
ふ
さ
ふ
さ
し
た
質
感
を
、
繊
細
な
筆
致
で

表
現
し
て
い
る
。

　

小
塩
は
尾
張
藩
士
の
家
に
生
ま
れ
、
幕
末
か
ら

明
治
時
代
に
か
け
て
活
躍
し
た
本
草
学
者
で
あ

り
、『
昆
蟲
圖
譜
』
は
、
小
塩
が
記
し
た
昆
虫
の

写
生
図
を
、
小
塩
と
交
流
が
あ
っ
た
植
物
学
者
の

伊
藤
篤
太
郎
が
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
小
塩 

は
、
尾
張
生
ま
れ
の
博
物
学
者
で
あ
る
伊
藤
圭
介

と
親
交
が
あ
っ
た
。
そ
の
縁
で
、
小
塩
は
自
分
が

長
年
に
わ
た
っ
て
描
い
て
き
た
写
生
図
を
、
圭
介

の
孫
の
篤
太
郎
に
託
し
、
篤
太
郎
の
手
に
よ
っ
て

『
昆
蟲
圖
譜
』
が
ま
と
め
ら
れ
た
。『
昆
蟲
圖
譜
』

は
現
在
、
当
館
所
蔵
の
伊
藤
文
庫
に
収
め
ら
れ
て

い
る
。

　

篤
太
郎
に
よ
る
『
昆
蟲
圖
譜
』
の
序
文
で
は
、

小
塩
は
「
性
淡
泊
無
欲
に
し
て
、
動
植
二
物
の
生

態
と
、
形
態
と
を
観
察
す
る
こ
と
を
好
み
、
殊
に

昆
虫
と
、
鳥
と
を
研
究
す
る
こ
と
頗
る
深
く
、
奇

種
異
品
を
得
る
毎
に
、
必
ず
先
づ
之
を
写
生
す
る

を
楽
事
と
し
、
為
め
に
寝
食
を
忘
る
る
に
至
る（

注
）
」

と
評
さ
れ
て
い
る
。
寝
食
を
忘
れ
る
ほ
ど
昆
虫
や

今 月 の 一 冊

『昆蟲圖譜』
小塩五郎 寫生　[18--]　2冊 ; 25cm
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2607788
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鳥
の
写
生
を
好
ん
だ
小
塩
は
、こ
の
『
昆
蟲
圖
譜
』

の
ほ
か
、
蝶
を
描
い
た
『
蝶
譜
』、
鳥
や
魚
、
モ

グ
ラ
等
の
小
動
物
を
描
い
た
『
動
物
圖
譜
』
等
を

記
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
昆
蟲
圖
譜
』
を
見
て
い
る

と
意
外
な
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
「
サ
ソ
リ
」

で
あ
る（
１
）。
こ
の
「
サ
ソ
リ
」
は
、現
代
の
人
々

が
思
い
浮
か
べ
る
よ
う
な
、
ハ
サ
ミ
を
持
ち
、
尻

尾
の
先
に
毒
針
の
あ
る
サ
ソ
リ
と
は
、
似
て
も
似

つ
か
な
い
姿
を
し
て
い
る
。
こ
の
「
サ
ソ
リ
」
は

一
体
何
者
だ
ろ
う
か
。

　

ハ
サ
ミ
を
持
ち
、
尻
尾
の
先
に
針
の
あ
る
サ
ソ

リ
は
、
日
本
で
は
南
西
諸
島
や
小
笠
原
諸
島
に
し

か
生
息
し
て
い
な
い
た
め
、
古
く
に
は
、
サ
ソ
リ

と
は
ジ
ガ
バ
チ
を
指
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、『
昆
蟲
圖
譜
』
で
は
ジ
ガ
バ
チ
は
別
に
描

か
れ
て
お
り（
２
）、
著
者
の
小
塩
は
こ
の
「
サ
ソ

リ
」
と
ジ
ガ
バ
チ
を
区
別
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
「
サ
ソ
リ
」
は
ジ
ガ
バ
チ
で
は
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
「
サ
ソ
リ
」
の
正
体
は
何
な

の
か
。
そ
の
謎
を
解
く
鍵
は
、
こ
の
「
サ
ソ
リ
」

の
図
の
横
に
記
さ
れ
て
い
る
「
桑
木
の
天
牛
」
に

あ
る
。
天
牛
と
は
現
在
の
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
の
こ
と

で
あ
り
、「
桑
木
の
天
牛
」
と
は
、
桑
の
木
に
い

る
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

桑
の
木
に
い
る
黄
色
と
黒
の
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
―
―

そ
れ
は
ト
ラ
フ
カ
ミ
キ
リ
で
あ
る（
３
）。
ト
ラ
フ

カ
ミ
キ
リ
は
桑
畑
等
に
多
く
見
ら
れ
、
ス
ズ
メ
バ

チ
に
良
く
似
た
姿
を
し
て
い
る
。
こ
の「
サ
ソ
リ
」

の
黄
色
と
黒
の
斜
め
の
縞
模
様
や
胸
部
の
薄
い
赤

色
は
、
ト
ラ
フ
カ
ミ
キ
リ
の
特
徴
と
一
致
し
て
い

る
。

　
『
昆
蟲
圖
譜
』
に
は
、
こ
の
他
に
も
様
々
な
昆

虫
が
描
か
れ
て
い
る
。「
共
に
岐
阜
の
産
な
り
」

と
付
記
さ
れ
る
2
匹
の
ク
ワ
ガ
タ
は
「
ヲ
ニ
ム

シ
」
と
記
さ
れ
て
い
る（
４
）。「
ヲ
ニ
ム
シ
」
は

地
域
に
よ
っ
て
カ
ブ
ト
ム
シ
や
ク
ワ
ガ
タ
、
コ
ガ

ネ
ム
シ
を
指
す
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、『
昆
蟲
圖

譜
』
で
は
カ
ブ
ト
ム
シ（
５
）は
「
カ
ブ
ト
ム
シ
」、

コ
ガ
ネ
ム
シ（
６
）は
「
コ
ガ
ネ
ム
シ
」
と
記
さ
れ

て
お
り
、
ク
ワ
ガ
タ
が
「
ヲ
ニ
ム
シ
」
と
呼
ば
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
じ
「
ヲ
ニ
ム
シ
」
で
も
上

と
下
で
は
大
あ
ご
の
形
や
大
き
さ
が
異
な
り
、
こ

１

３

（参考）トラフカミキリ
加藤正世 著『分類原色日本昆虫図鑑』第九輯　厚生閣　1933＜請求記号 486-Ka641b＞より

２
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４５

６

の
２
匹
の
違
い
が
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。

　

昆
虫
の
呼
び
名
は
時
代
や
地
域
に
よ
っ
て
大
き

く
異
な
り
、『
昆
蟲
圖
譜
』
か
ら
昆
虫
の
呼
び
名

の
多
様
性
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。『
昆
蟲

圖
譜
』
の
昆
虫
は
い
ず
れ
も
細
部
ま
で
詳
細
に
描

か
れ
て
お
り
、
小
塩
の
鋭
い
観
察
眼
と
卓
越
し
た

写
生
の
技
量
、
昆
虫
を
描
く
歓
び
と
あ
く
な
き
情

熱
が
感
じ
ら
れ
る
。

注　引用に際し、カタカナを平仮名に、漢字を平易なものに直しました。

○参考文献
鈴木知之 著『新カミキリムシハンドブック』文一総合出版　2017.3＜請求記号 RA7-L39＞
阿部光典 著、神奈川昆虫談話会 編『昆虫名方言事典』サイエンティスト社　2013.12＜請
求記号 RA2-L16＞

『日本国語大辞典　第 2 版』第 2 巻　小学館　2001.2＜請求記号 KF3-G103＞
『日本国語大辞典　第 2 版』第 6 巻　小学館　2001.6＜請求記号 KF3-G103＞

大林延夫［ほか］編『日本産カミキリムシ検索図説』東海大学出版会　1992.3＜請求記号 
RA7-E10＞
日本鞘翅目学会 編『日本産カミキリ大図鑑』講談社　1984.11＜請求記号 RA7-26＞
土井久作「採集家小鹽五郞翁のこと」『採集と飼育』9 巻１１号　日本科学協会　1947.11
＜請求記号 Z18-48＞
名古屋市 編『名古屋市史』人物編　第 2　川瀬書店　昭和 9
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1145366
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国
立
国
会
図
書
館
に
は
20
代
の
頃
か
ら
、
そ

れ
こ
そ
、
こ
の
新
館
が
な
い
時
代
か
ら
通
っ
て
、

江
戸
か
ら
明
治
初
期
の
資
料
を
あ
れ
こ
れ
拝
見

し
て
い
ま
し
た
。
28
～
29
歳
頃
、
は
じ
め
て
発

表
し
た
論
文（
注
）に
使
っ
た
の
が
国
立
国
会
図
書
館

所
蔵
の
『
焦し
ょ
う
ご後
鶏け
い
ろ
く
さ
つ

肋
冊
』（
図
Ａ
‐
①
）
と
い

う
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
で
す
。
虫
喰
い
で
分
か

り
づ
ら
い
の
で
す
が
、
表
紙
に
「
第
二
集
」
と

書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
は
、
個
々
の
文
芸
作
品

と
は
別
の
文
化
的
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
日
本

で
は
張は
り
こ
み
ち
ょ
う

込
帖
、
張は
り
ま
ぜ
ち
ょ
う

交
帖
と
い
い
ま
す
。
本
来
は

流
れ
て
消
え
て
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
使
い
捨

て
に
さ
れ
る
も
の
。
そ
れ
が
残
さ
れ
て
い
る
の

が
日
本
の
書
物
文
化
の
面
白
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
を
作
っ
た
の
は
、

一
冊
の
中
に
は
小
宇
宙

　
　
　
～
江
戸
時
代
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
を
開
く
～

ロ
バ
ー
ト 

キ
ャ
ン
ベ
ル

ロバート キャンベル氏
国文学研究資料館長。文学博士。専門は
近世・近代日本文学。

九州大学文学部専任講師、国文学研究資
料館助教授、東京大学大学院総合文化研
究科助教授、同研究科教授を経て、2017
年4月から現職。

編著に『ロバート キャンベルの小説家神髄』
（NHK出版）、『Jブンガク』（東京大学出版
会）、『読むことの力』（講談社）など多数。

2018 年 10 月 27 日（土）に東京本館の新館講堂で行わ
れた講演会の様子をダイジェストでお伝えします。
( 講演筆記・文責　本誌編集担当）

開館70周年記念展示講演会（東京）

（注）「天保期前後の書画会」『近世文芸』日本近世文学会 編 （通号 47） 1987 年 11 月
　　　＜請求記号　Z13-907＞
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東と
う
じ
ょ
う條
琴き
ん
だ
い台

（
１
７
９
５
‐
１
８
７
８
）
と
い
う
儒

学
者
で
す
。
博
識
で
本
草
学
に
も
明
る
い
。
で

も
、
素
行
が
悪
い
ん
で
す
。
文
化
14
（
１
８
１
７
）

年
頃
、
今
の
岐
阜
県
、　

岩
村
藩
の
平
尾
と
い
う

家
に
婿
養
子
に
入
る
と
、
領
内
行
政
に
関
わ
ら

な
く
ち
ゃ
い
け
な
く
な
っ
て
、
結
局
、
妻
と
子

ど
も
を
お
い
て
夜
逃
げ
を
し
ま
す
。
じ
つ
は
実

践
女
子
大
学
の
創
立
者
の
下
田
歌
子
（
１
８
５
４

‐
１
９
３
６
）
が
こ
の
人
の
孫
に
あ
た
り
ま
す
。

　

彼
は
江
戸
に
も
ど
り
、
文
壇
の
中
で
活
躍
し

ま
す
。
特
に
、
当
時
は
や
っ
て
い
た
書
画
会
の

中
心
人
物
、
フ
ィ
ク
サ
ー
で
し
た
。
書
画
会
と

い
う
の
は
、
大
広
間
に
人
々
が
集
ま
っ
て
、
書

家
や
画
家
が
み
ん
な
の
前
で
詩
や
絵
な
ど
を

即
座
に
制
作
す
る
イ
ベ
ン
ト
で
す
。
全
国
に
広

が
っ
て
い
ま
し
た
（
図
Ａ
‐
②
）。
毎
週
の
よ

う
に
ど
こ
か
、
料
理
屋
や
寺
院
を
借
り
て
、
い

わ
ば
ゲ
リ
ラ
的
に
開
催
さ
れ
ま
す
。
１
０
０
０

円
ぐ
ら
い
の
席
料
を
払
え
ば
、
誰
で
も
、
男
女
、

身
分
を
問
わ
ず
参
加
で
き
ま
し
た
。

　
「
焦
後
」
と
い
う
の
は
火
事
が
起
き
た
あ
と
、

つ
ま
り
焼
け
残
っ
た
と
い
う
意
味
で
す
。
琴
台

は
谷
中
の
近
く
に
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
が
、
天

保
５
（
１
８
３
４
）
年
２
月
に
一
帯
が
燃
え
て
し
ま

う
火
事
が
あ
り
、
蔵
書
が
全
部
燃
え
て
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
無
事
逃
れ
て
、
引
っ
越
し
た

あ
と
、自
分
の
家
に
た
ま
っ
た
片へ

ん
ぺ
ん々
と
し
た
資
料
、

特
に
書
画
会
の
招
待
状
を
多
く
張
り
込
ん
だ
も

の
が
、
こ
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
で
す
。「
鶏
肋
」

と
い
う
の
は
、
に
わ
と
り
の
肋
骨
で
す
。
捨
て
る

に
は
惜
し
い
が
、不
要
な
も
の
。
ど
う
で
し
ょ
う
、

私
は
漢
籍
で
も
朝
鮮
語
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、

書
名
と
し
て
「
こ
の
本
は
い
ら
な
い
」
と
い
う
の

は
あ
ま
り
見
た
こ
と
な
い
で
す
（
笑
）。

　
数
か
月
前
に
、
た
ま
た
ま
古
書
店
の
販
売
目
録

を
見
て
い
た
ら
、『
焦し
ょ
う
よ余
鶏け
い
ろ
く
さ
つ

肋
冊　

第
一
集
』
が

図Ａ‐①
『焦後鶏肋冊』国立国会図書館所蔵
＜請求記号　234-28＞
※閲覧はモノクロのマイクロ資料になります。

図Ａ‐②
『焦後鶏肋冊』中にある書画会の様子
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出
て
い
ま
し
た
。
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
の
４

年
前
に
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。
こ
れ
が
琴
台
に
よ

る
最
初
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
だ
と
わ
か
り
ま
し

た
。
筆
跡
で
琴
台
に
間
違
い
な
い
と
思
い
、
す
ぐ

電
話
し
て
、求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ち
ょ
っ

と
自
慢
し
て
い
い
の
は
、
タ
イ
ト
ル
の
と
こ
ろ
に

虫
喰
い
が
な
い
こ
と
で
す（
笑
）（
図
Ｂ-

①
右
上
）。

　

な
ん
と
、
屏
風
仕
立
て
に
な
っ
て
い
ま
す
。

誰
が
い
つ
屏
風
に
し
た
の
か
は
わ
か
り
ま
せ

ん
。
ス
ク
ラ
ッ
プ
が
家
の
調
度
品
に
な
る
な
ん

て
、
日
本
の
書
物
の
多
様
性
を
語
っ
て
い
ま
す
。

中
身
は
、
や
は
り
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
招
待
状
。

特
に
書
画
会
の
招
待
状
で
す
。

　

こ
ち
ら
に
は
、
曲
亭
馬
琴
（
１
７
６
７
‐

１
８
４
８
）
が
70
歳
に
な
っ
た
お
祝
い
に
開
か

れ
た
書
画
会
の
招
待
状
（
図
Ｂ
‐
②
）
が
あ
り

ま
す
。
書
画
会
は
還
暦
な
ど
節
目
に
催
す
こ
と

が
よ
く
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
会
に
は
特
殊
な

事
情
が
あ
り
ま
し
た
。
滝
沢
家
は
武
士
で
す
が

零
落
し
、
馬
琴
は
孫
の
た
め
に
御
家
人
株
を
買

い
た
い
か
ら
何
百
両
と
い
う
お
金
が
必
要
に
な

り
ま
し
た
。
そ
こ
で
一
流
の
文
化
人
を
集
め
て

書
画
会
を
開
催
し
た
の
で
す
。
馬
琴
も
当
日
、

多
く
の
扇
子
に
揮
毫
し
て
配
り
、
と
て
も
疲
れ

た
、
と
日
記
に
あ
り
ま
す
。
予
定
の
数
倍
の
人

が
集
ま
っ
て
、
無
事
、
御
家
人
株
を
買
う
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

　

明
治
初
期
の
日
本
の
漢
詩
壇
を
代
表
す
る
大

沼
枕ち
ん
ざ
ん山
（
１
８
１
８
‐
１
８
９
１
）
が
竹
内
雲う
ん

濤と
う
（
１
８
１
５
‐
１
８
６
３
）
と
連
名
で
、
詩

を
提
供
す
る
た
め
書
画
会
を
開
い
た
招
待
状
も

あ
り
ま
す
（
図
Ａ
‐
③
）。
毎
月
開
催
し
て
い

ま
し
た
。
匡き
ょ
う
か
く郭（
枠
）
の
外
に
「
百
文
で
軽
食

を
差
し
上
げ
ま
す
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　

ほ
か
に
は
出
版
記
念
会
。
最
初
に
こ
う
し
た

会
を
や
る
と
、
ど
ん
と
売
れ
ま
す
。
今
と
同
じ

で
す
ね
。『
美
人
百
詠
』
と
い
う
書
物
の
出
版
祝

い
は
鈴
木
松し
ょ
う
ら
ん
嵐
（
生
没
年
不
明
）
と
い
う
人
が

会
主
で
す
が
、
会
幹
（
幹
事
）
と
し
て
東
條
琴

台
が
入
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
崋
山
と
あ
る
の

は
、
渡
辺
崋
山
（
１
７
９
３
‐
１
８
４
１
）
か

も
し
れ
ま
せ
ん
（
図
Ｂ
‐
③
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
文
壇
で
人
脈
が
か
ら

み
あ
っ
て
い
る
様
子
が
み
て
と
れ
ま
す
。
一
枚

の
資
料
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
響
か
な
い

か
も
し
れ
な
い
も
の
で
も
、
た
く
さ
ん
あ
る
と
、

そ
の
人
の
行
動
や
、
誰
と
一
緒
に
、
芸
術
に
、

文
芸
に
関
わ
っ
て
い
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。
一

冊
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
か
ら
、
江
戸
と
い
う

宇
宙
が
見
え
て
く
る
の
で
す
。

図Ｂ‐①
『焦余鶏肋冊　第一集』ロバート キャンベル氏所蔵
右上が表紙

図Ｂ‐②
『焦余鶏肋冊　第一集』中、
曲亭馬琴の 70 歳のお祝いに
開かれた書画会の招待状。
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そのほか、文房具屋さんが作成した、お
正月の書画会の予定がわかるカレンダー
や、書家や画家の連絡先がわかるタウン
情報誌など、様々な資料の中にひろがる
数々の「小宇宙」をご紹介くださいました。

図Ａ‐③
『焦後鶏肋冊』国立国会図書館所蔵

図Ｂ‐③
『焦余鶏肋冊　第一集』中、
『美人百詠』出版祝いの書画会招待状。

▲

「
補
助
」
一
番
左
の
行
に
「
崋
山
」、

「
会
幹
」
一
番
右
の
行
に
「
琴
台
」
と
あ
る
。

　
　

▲匡郭（枠）の左に「受当百壱枚供淡飯麁茶」とある。（「当百」は天保
通宝のこと。一枚が百文に相当）
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私
は
国
会
図
書
館
に
１
９
８
０
～
１
９
９
０

年
代
く
ら
い
は
本
当
に
よ
く
通
い
ま
し
た
。
当

時
関
西
に
は
ま
だ
な
か
っ
た
の
で
、
東
京
本
館

で
す
。
最
大
の
お
目
当
て
は
、
戦
前
・
戦
時
の

発
禁
本（
注
）で
す
。
内
務
省
の
検
閲
を
受
け
て
出
版

が
差
し
止
め
ら
れ
た
本
を
見
た
く
て
、
よ
く

通
っ
て
い
ま
し
た
。
閲
覧
願
い
を
出
す
と
20
分

か
ら
30
分
待
た
さ
れ
ま
す
。
そ
の
暇
つ
ぶ
し
の

時
に
私
は
よ
く
開
架
コ
ー
ナ
ー
に
置
い
て
あ
る

新
聞
の
縮
刷
版
を
見
ま
し
た
。
私
は
阪
神
タ
イ

ガ
ー
ス
を
ひ
い
き
に
し
て
い
ま
す
。
昔
の
阪
神

の
栄
光
の
記
事
を
読
み
ふ
け
っ
て
い
ま
し
た
。

江
夏
の
黄
金
時
代
、
村
山
が
輝
い
た
時
代
を
振

り
返
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

　

昭
和
37
年
10
月
４
日
の
新
聞
記
事
も
見
ま
し

た
。
そ
の
前
日
に
阪
神
は
セ
・
リ
ー
グ
で
優
勝

し
て
い
る
ん
で
す
。
私
は
驚
き
ま
し
た
。
甲
子

園
球
場
に
集
ま
っ
た
２
万
の
阪
神
フ
ァ
ン
が
優

勝
を
祝
っ
て
い
る
。「
優
勝
決
定
戦
で
２
万
人

し
か
来
て
へ
ん
の
？
」
と
い
う
疑
問
を
抱
く
わ

け
で
す
。
球
場
が
発
表
す
る
数
字
だ
か
ら
、
新

聞
に
よ
っ
て
数
字
が
違
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
ど
の
新
聞
も
２
万
人
で
し
た
。
日
経
新

聞
に
は
外
野
席
の
写
真
が
写
し
だ
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
驚
き
ま
し
た
。
優
勝
決
定
戦
な
の
に
外

野
席
に
客
が
い
な
い
ん
で
す
（
会
場
笑
）。
私

は
即
座
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
絶

対
２
万
人
入
っ
て
い
な
い
。
優
勝
の
ご
祝
儀
で

こ
の
数
字
は
膨
ら
ま
さ
れ
て
い
る
。

　

で
す
が
、
そ
の
こ
と
を
当
時
の
新
聞
記
事

は
全
く
不
思
議
が
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
阪
神
フ
ァ
ン
は
１
９
６
０
年

代
あ
ま
り
お
ら
ん
か
っ
た
ん
と
違
う
か
な
。
そ

う
考
え
だ
し
た
こ
ろ
に
、
閲
覧
願
い
を
出
し
て

本
で
ま
な
ぶ
こ
と

街
が
教
え
て
く
れ
る
こ
と井

上 

章
一

井上 章一氏
国際日本文化研究センター教授。京都市出
身。京都大学大学院工学研究科建築学専
攻修士課程修了。専門は風俗史。

京都大学人文科学研究所助手、国際日本
文化研究センター助教授、同センター副所
長を経て現職。

『美人論』『京都ぎらい』（ともに朝日新聞出
版）など著作多数。

2018 年 11 月 10 日（土）に関西館の大会議室で行われた
講演会の様子をダイジェストでお伝えします。
( 講演筆記・文責　本誌編集担当）

（注） 発禁本について『国立国会図書館月報』2017 年 12 月号記事「米国に残された戦前の検閲の痕跡」で解説しています。
　　 http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10991743_po_geppo1712.pdf?contentNo=1#page=6

開館70周年記念展示講演会（関西）
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い
た
本
が
到
着
し
て
読
め
る
よ
う
に
な
る
わ
け

で
す
よ
。
で
も
、
優
勝
決
定
戦
に
客
が
入
っ
て

い
な
い
と
い
う
方
が
気
に
な
っ
て
あ
ま
り
そ
れ

が
読
め
な
い
わ
け
で
す
よ
。
心
を
鬼
に
し
て
阪

神
か
ら
関
心
を
閉
ざ
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
私
は
地
元
の
図
書
館
で
新
聞
の

縮
刷
を
読
み
漁
り
ま
し
た
。
そ
し
て
確
信
を

持
つ
に
至
り
ま
し
た
。
阪
神
電
鉄
の
沿
線
に

１
９
６
０
年
代
、
阪
神
フ
ァ
ン
は
あ
ま
り
い
な

い
。
ジ
ャ
イ
ア
ン
ツ
フ
ァ
ン
の
方
が
数
は
は
る

か
に
多
い
。
関
西
の
球
団
で
最
も
ひ
い
き
を
う

け
て
い
た
の
は
、
南
海
ホ
ー
ク
ス
だ
と
（
会
場

笑
）。

　

今
の
阪
神
フ
ァ
ン
を
拵
え
た
の
は
ど
こ
の
誰

な
の
だ
ろ
う
。
現
在
、
こ
の
地
域
に
住
む
野
球

好
き
の
多
く
が
阪
神
を
ひ
い
き
に
し
て
い
ま

す
。
プ
ロ
野
球
に
気
持
ち
を
傾
け
る
人
た
ち
の

７
～
８
割
く
ら
い
は
阪
神
び
い
き
に
な
っ
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
ス
ポ
ー
ツ
新
聞
に
は
一
面
、

二
面
、
三
面
ま
で
阪
神
の
し
ょ
う
も
な
い
記
事

が
出
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
そ
の
環
境
に
慣
ら

さ
れ
て
い
ま
す
。
い
っ
た
い
い
つ
頃
か
ら
、
な

ぜ
こ
う
い
う
状
態
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う

こ
と
を
気
に
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
私
に

こ
れ
が
研
究
テ
ー
マ
に
な
る
と
教
え
て
く
れ
た

の
は
国
会
図
書
館
で
す
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば

国
会
図
書
館
の
閲
覧
に
至
る
ま
で
の
待
ち
時
間

で
す
。

	

＊	

＊	

＊

　

私
は
美
人
の
研
究
に
凝
っ
て
い
ま
し
た
。

　

明
治
24
年
に
出
版
さ
れ
た
女
学
校
の
修
身
教

科
書
を
大
阪
の
古
本
屋
で
見
つ
け
ま
し
た
。
明

治
・
大
正
時
代
、
昭
和
の
戦
前
・
戦
時
期
、
女

の
人
た
ち
は
中
学
校
へ
進
学
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
女
学
校
へ
行
き
ま
す
。
そ
の

修
身
教
科
書
に
、
驚
く
べ
き
こ
と
が
書
い
て
あ

り
ま
し
た
。「
美
人
に
は
勉
強
が
で
き
ま
せ
ん
、

勉
強
が
で
き
る
の
は
醜
い
人
で
す
…
」（
会
場

笑
）
そ
う
教
科
書
に
書
い
て
あ
っ
た
ん
で
す
。

感
動
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
東
京
国
立
教
育
研
究
所
に
通
い
ま

し
た
。
そ
し
て
戦
前
に
出
さ
れ
た
女
学
校
の
修

身
教
科
書
を
片
っ
端
か
ら
読
ん
で
い
き
ま
し

た
。
多
く
の
教
科
書
に
本
当
に
そ
う
書
い
て
あ

り
ま
し
た
。
こ
ん
な
の
も
あ
り
ま
し
た
。「
美

人
に
は
勉
強
が
で
き
な
い
。
だ
け
ど
が
っ
か
り

し
て
は
い
け
な
い
。
あ
な
た
も
醜
い
女
の
気
持

ち
を
宿
せ
ば
学
業
は
身
に
着
く
の
だ
」
と
書
い

て
あ
り
ま
す
（
会
場
笑
）。
ひ
ど
い
話
で
す
が
、

あ
の
時
代
に
美
し
い
女
学
生
は
本
当
に
勉
強
が

し
に
く
か
っ
た
ん
で
す
。
平
均
結
婚
年
齢
が
今

よ
り
ず
っ
と
低
い
。
満
年
齢
15
、
16
く
ら
い
で

お
嫁
入
り
す
る
こ
と
が
珍
し
く
な
か
っ
た
。
明

治
時
代
の
女
学
校
は
嫁
入
り
の
あ
っ
せ
ん
機
関

で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

で
す
か
ら
授
業
参
観
と
い
う
仕
組
み
が
あ
り

ま
し
た
。
近
隣
在
郷
の
有
力
者
が
見
に
来
て
息

子
の
嫁
を
選
ぶ
ん
で
す
。
1
回
の
授
業
で
嫁
選

び
を
し
ま
す
。
だ
か
ら
見
た
目
で
選
ん
で
い
く

ん
で
す
ね
。
か
わ
い
ら
し
い
御
嬢
さ
ん
や
き
れ

い
な
御
嬢
さ
ん
は
、
女
学
校
5
年
間
の
授
業
を

全
う
す
る
前
に
退
学
し
て
い
く
ん
で
す
よ
。
女

学
校
5
年
間
、
無
事
卒
業
す
る
人
た
ち
の
こ
と

を
当
時
の
教
育
界
用
語
で
「
卒
業
面
」
と
呼
ん

で
い
ま
し
た
（
会
場
笑
）。
あ
ん
ま
り
や
と
思

い
ま
せ
ん
か
。

　

大
正
５
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
婦
人
と
犯
罪
』

と
い
う
研
究
書
を
国
会
図
書
館
で
見
つ
け
ま
し

た
。
著
者
は
確
か
寺
田
精
一
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
恐
る
べ
き
調
査
が
載
っ
て
い
ま
し
た
。
女

性
犯
罪
者
２
６
０
名
の
容
姿
を
５
段
階
に
分
類

し
て
い
ま
し
た
。「
美
、
上
、
中
、
下
、
醜
」

何
の
た
め
に
こ
ん
な
こ
と
を
す
る
の
か
。
殺
人

犯
は
き
れ
い
な
人
に
多
い
の
か
、
不
細
工
な
人

に
多
い
の
か
。
窃
盗
は
ど
う
か
、
詐
欺
は
ど
う
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か
。
顔
の
良
し
あ
し
と
犯
罪
に
は
ど
ん
な
因
果

関
係
が
あ
る
の
か
を
調
査
し
て
い
ま
し
た
。

　

戦
前
の
刑
法
に
姦
通
罪
と
い
う
の
が
あ
り
ま

す
。
夫
を
持
つ
女
の
人
が
浮
気
を
す
れ
ば
、
夫

は
そ
の
妻
を
姦
通
罪
で
訴
え
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
な
ん
と
こ
の
姦
通
罪
で
訴
え
ら
れ
る
人

た
ち
は
「
中
、
下
、
醜
」
に
集
中
し
て
い
ま
し

た
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
警
察
の
コ
メ
ン
ト
が
凄

か
っ
た
。「
美
人
妻
に
不
義
密
通
が
な
い
わ
け

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
妻
が
綺
麗
な
場
合

は
夫
が
妻
を
手
放
し
た
く
な
い
の
で
訴
え
な

い
。
だ
か
ら
こ
う
い
う
結
果
に
な
っ
た
の
だ
ろ

う
」
と
添
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
私
は
こ
の
コ

メ
ン
ト
が
合
っ
て
い
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ

ん
が
、
こ
ん
な
こ
と
を
活
字
に
し
て
大
丈
夫
な

時
代
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
慄お

の
のい
た
わ

け
で
す
。
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
テ
ー
マ
が

こ
れ
で
す
。美
人
だ
と
か
美
人
じ
ゃ
な
い
と
か
、

活
字
で
書
い
て
も
い
い
こ
と
、
書
い
て
は
い
け

な
い
こ
と
が
、
こ
こ
１
０
０
年
く
ら
い
で
ど
う

移
り
変
わ
っ
て
き
た
の
か
、
こ
れ
が
私
の
『
美

人
論
』
と
い
う
本
で
す
。

　

本
を
た
く
さ
ん
読
ん
で
い
る
と
面
白
い
こ
と

が
見
え
て
き
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
本
は
そ
れ
ぞ

れ
の
時
代
の
書
き
方
を
し
て
い
る
ん
で
す
。
そ

れ
ぞ
れ
の
時
代
の
風
向
き
が
透
け
て
見
え
ま

す
。
ま
た
、
本
を
書
く
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
の
違
い
に
よ
っ
て
、
内
容
に
ズ
レ
が
出
て
き

ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
、
た
く
さ
ん
の
本
で

一
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
読
ん
で
い
く
と
そ
う

い
う
も
の
が
見
え
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
本
そ

の
も
の
か
ら
本
を
疑
う
気
持
ち
が
養
え
る
、
と

考
え
て
い
ま
す
。

	

＊	

＊	

＊

　

法
隆
寺
を
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
そ
こ

の
中
門
と
金
堂
、
柱
の
中
ほ
ど
が
少
し
膨
ら
ん

で
い
る
こ
と
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
大
工
は

こ
れ
を
胴
張
り
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
歴
史
の
教

科
書
は
、
ご
く
近
年
ま
で
エ
ン
タ
シ
ス
と
書
い

て
い
ま
し
た
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
建
築
の
柱
も
、

や
は
り
中
ほ
ど
か
ら
下
が
膨
ら
ん
で
い
る
ん
で

す
。
こ
れ
っ
て
よ
く
似
て
る
。
そ
れ
で
こ
の
法

隆
寺
の
柱
も
エ
ン
タ
シ
ス
と
し
ば
し
ば
言
わ
れ

て
い
ま
し
た
。
法
隆
寺
に
ギ
リ
シ
ャ
の
影
響
が

あ
っ
た
の
だ
と
、
私
は
中
学
の
時
、
学
校
で
習

い
ま
し
た
。

　

古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
大
王
は

大
遠
征
を
す
る
。
イ
ン
ド
の
イ
ン
ダ
ス
川
く
ら

い
ま
で
が
領
土
で
し
た
。
イ
ン
ダ
ス
川
あ
た
り

ま
で
は
ギ
リ
シ
ャ
の
文
明
や
建
築
様
式
も
届

大日本文明協会 編『婦人と犯罪』大日本文明協会事務所　大正 5＜請求記号 355-31-(4・3)＞
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く
。
イ
ン
ド
の
仏
教
が
日
本
に
伝
わ
る
。
日
本

に
伝
わ
る
と
き
、
今
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
パ

キ
ス
タ
ン
あ
た
り
に
伝
わ
っ
た
ギ
リ
シ
ャ
文
明

を
一
緒
に
持
っ
て
く
る
。
そ
の
証
拠
に
法
隆
寺

の
柱
は
膨
ら
ん
で
い
る
ん
だ
。
み
な
さ
ん
、
法

隆
寺
に
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
が
届
い
て
い
る
ん
で
す

よ
、
み
た
い
な
授
業
を
私
は
中
学
の
時
に
聞
き

ま
し
た
。
感
動
し
ま
し
た
。
あ
あ
、
世
界
は
一

つ
や
っ
た
ん
や
、
み
た
い
な
思
い
を
抱
き
ま
し

た
。

　

で
も
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ウ
ソ
で
す
。

何
よ
り
、
途
中
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
パ
キ
ス

タ
ン
に
は
、
柱
の
膨
ら
ん
だ
考
古
学
遺
跡
は
一

つ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
の
は
、
ど
こ
も
膨
ら

ま
ず
、
ま
っ
す
ぐ
に
立
つ
柱
だ
け
で
す
。
し
か

も
、
肝
心
の
古
代
ギ
リ
シ
ャ
、
柱
の
膨
ら
む
様

式
は
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
大
王
が
登
場
す
る
百
数

十
年
前
に
無
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ア
レ
ク
サ
ン

ダ
ー
大
王
時
代
の
柱
は
ま
っ
す
ぐ
で
す
。
で
す

か
ら
、
こ
れ
は
作
り
話
で
す
。

　

中
国
に
竜
門
石
窟
が
あ
り
ま
す
。
北
方
の
遊

牧
民
族
で
あ
る
拓た
く

跋ば
つ

氏し

が
作
っ
た
遺
跡
で
す
。

こ
こ
の
柱
が
エ
ン
タ
シ
ス
風
に
膨
ら
ん
で
い
ま

す
。
で
す
か
ら
法
隆
寺
に
届
い
た
の
は
中
国
の

北
方
遊
牧
民
族
が
拵
え
た
デ
ザ
イ
ン
で
す
ね
。

で
も
私
た
ち
は
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
届
い
た
と
思
う

方
が
嬉
し
か
っ
た
ん
で
す
。
で
も
間
違
い
は
間

違
い
で
す
。

　

こ
の
間
違
い
を
有
名
に
し
た
の
は
、
伊
東
忠

太
と
い
う
建
築
家
で
す
。
平
安
神
宮
の
設
計
を

し
た
人
で
す
。
伊
東
忠
太
は
若
い
頃
ジ
ェ
ー

ム
ズ
・
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
（Jam

es	Fergusson

）

と
い
う
人
の
こ
と
を
勉
強
し
ま
し
た
。
フ
ァ
ー

ガ
ソ
ン
は
イ
ン
ド
考
古
学
者
で
す
。『History	

of	Indian	and	Eastern	architecture

（
イ
ン

ド
お
よ
び
東
洋
の
建
築
史
）』
と
い
う
本
を
書

い
て
い
ま
す
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
文
明
で
偉
大
な

の
は
ギ
リ
シ
ャ
の
文
明
が
届
い
た
と
こ
ろ
。
だ

か
ら
イ
ン
ド
の
西
北
部
ま
で
は
素
晴
ら
し
い
建

築
文
明
が
あ
る
。
こ
こ
を
超
え
る
と
ろ
く
な
も

の
が
な
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
価
値
観
で
書
か

れ
た
本
で
す
。
明
治
の
建
築
や
美
術
や
考
古
の

人
は
こ
う
い
う
も
の
を
学
ば
さ
れ
る
わ
け
で

す
。
く
そ
っ
と
思
っ
た
人
も
い
た
で
し
ょ
う
。

く
そ
ー
と
思
っ
た
伊
東
忠
太
は
法
隆
寺
に
行
く

ん
で
す
。
そ
れ
で
法
隆
寺
の
柱
が
膨
ら
ん
で
い

る
様
子
を
見
る
わ
け
で
す
。
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
は

ギ
リ
シ
ャ
文
明
は
イ
ン
ド
ま
で
し
か
届
い
て
い

な
い
と
い
う
。
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
日
本
ま

で
届
い
て
い
る
、
そ
の
証
拠
に
柱
が
膨
ら
ん
ど

る
や
な
い
か
、
と
い
う
の
が
始
ま
り
で
す
。

　

私
は
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
く
て
、

フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
が
英
語
で
書
い
た
本
を
読
も
う

と
思
い
ま
し
た
。
古
本
屋
さ
ん
の
目
録
に
、
い

つ
だ
っ
た
か
出
品
さ
れ
て
い
た
け
ど
７
万
円
を

超
え
て
い
ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と
辛
い
な
ぁ
と
思

い
、
う
ち
の
研
究
所
に
頼
ん
で
、
買
っ
て
も
ら

い
ま
し
た
。
私
の
手
元
に
届
い
た
ん
で
す
。
驚

き
ま
し
た
。
表
紙
を
開
く
で
し
ょ
、
扉
の
ペ
ー

ジ
に
伊
東
忠
太
と
い
う
蔵
書
印
が
押
し
て
あ
っ

た
ん
で
す
（
会
場
笑
）。
伊
東
忠
太
が
こ
れ
を

読
ん
で
た
、
鉛
筆
で
い
ろ
い
ろ
書
い
て
い
る
ん

で
す
よ
、
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
の
悪
口
を
。
こ
れ
で

私
は
自
分
の
見
立
て
に
確
信
を
持
つ
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
文
献
を
操
る
研
究
者
の
端
く
れ
と
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し
て
、
私
の
人
生
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
は
こ
れ
で
す

（
会
場
笑
）。

	

＊	

＊	

＊

　

こ
こ
で
、
街
で
教
わ
っ
た
話
に
移
り
た
い
と

思
い
ま
す
。
私
は
京
都
大
学
で
建
築
の
勉
強
を

し
ま
し
た
。
１
９
７
０
年
代
の
半
ば
こ
ろ
、
京

町
屋
の
調
査
と
い
う
の
を
し
ま
し
た
。
測
量
も

す
る
、
撮
影
も
す
る
、
そ
う
し
て
町
屋
の
暮
ら

し
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
の
を

き
ち
ん
と
記
録
す
る
作
業
で
す
。
聞
い
て
い
た

だ
い
た
ら
わ
か
る
通
り
、
私
は
京
都
弁
で
す
。

私
の
指
導
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
先
生
は
、
私
を

挨
拶
係
に
し
は
り
ま
し
た
。
町
屋
の
ご
主
人
の

所
に
行
っ
て
お
願
い
す
る
ん
で
す
。
こ
れ
か
ら

測
量
さ
せ
て
く
だ
さ
い
、
写
真
を
撮
ら
せ
て
く

だ
さ
い
、
ち
ょ
っ
と
生
活
に
は
迷
惑
を
お
掛
け

し
ま
す
が
、よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
と
。
君
、

京
都
弁
や
か
ら
君
言
っ
て
く
れ
へ
ん
か
と
。
よ

く
そ
の
挨
拶
に
伺
い
ま
し
た
。

　

私
の
京
都
弁
を
聞
い
て
ご
主
人
は
こ
う
お
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。「
君
ど
こ
の
子
や
」「
嵯
峨
で

す
。
嵐
山
の
そ
ば
で
育
ち
ま
し
た
」「
懐
か
し

い
な
。
あ
の
辺
の
お
百
姓
さ
ん
が
よ
う
う
ち
へ

肥
を
汲
み
に
来
て
く
れ
た
わ
」
と
初
対
面
で
言

わ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
（
会
場
笑
）。
京
都

の
人
達
は
大
変
気
位
が
高
い
わ
け
で
す
。

　

町
屋
の
中
に
は
や
や
数
寄
屋
風
の
意
匠
を
凝

ら
し
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
私
は
学
生
同

士
で
言
う
わ
け
で
す
。「
数
寄
屋
風
や
ね
、
こ

こ
」
っ
て
。
あ
る
お
ば
あ
さ
ん
か
ら
言
わ
れ
ま

し
た
。「
数
寄
屋
と
い
う
た
ら
あ
ん
た
、
お
妾

さ
ん
の
お
う
ち
や
な
い
か
。
う
ち
は
そ
う
い
う

も
ん
と
違
う
」
で
す
。
だ
け
ど
私
は
学
校
の
勉

強
で
数
寄
屋
と
い
え
ば
お
妾
さ
ん
の
家
と
い
う

教
育
を
受
け
て
い
ま
せ
ん
。
ど
の
数
寄
屋
研
究

を
読
ん
で
も
、
妾
宅
風
と
は
書
い
て
あ
り
ま
せ

ん
。
だ
け
ど
そ
の
お
ば
あ
さ
ん
は
数
寄
屋
と
い

え
ば
お
妾
さ
ん
の
住
宅
と
考
え
た
は
る
わ
け
で

す
。
私
の
教
養
は
こ
う
で
し
た
。
数
寄
屋
と
い

う
の
は
本
来
茶
室
風
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
も
の

を
散
り
ば
め
た
も
の
や
と
。
そ
の
色
と
形
は
少

し
ア
ー
ル
デ
コ
に
通
じ
て
い
る
。
モ
ダ
ン
デ
ザ

イ
ン
風
の
も
の
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
で
す
。

　

大
人
に
な
っ
て
、
私
も
祇
園
あ
た
り
の
お
茶

屋
さ
ん
へ
行
き
ま
し
た
。
驚
き
ま
し
た
。
芸
子

さ
ん
の
集
ま
る
宴
席
で
す
が
、
や
は
り
造
り
は

数
寄
屋
風
に
な
っ
て
い
る
。
学
校
の
勉
強
で
は

習
い
ま
せ
ん
。
で
も
、
花
街
の
館
は
大
な
り
小

な
り
数
寄
屋
風
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
し
て
昔
の

お
妾
さ
ん
は
、
そ
の
多
く
が
花
街
か
ら
引
き
抜

か
れ
た
で
し
ょ
う
し
、
妾
宅
が
数
寄
屋
風
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
大
い
に
あ
り
得
る
話

だ
な
ぁ
と
。
そ
れ
は
確
信
を
持
つ
に
至
っ
て
い

ま
す
。

井上先生はこのほかにも、美人
の描き方の基準や、日本とヨー
ロッパの街並みの違いなど、た
くさんのお話をしてくださいま
した。どれもユーモアに富んで
いて、日常の些細な事柄に様々
な謎が隠れていることに驚きま
した。



国 立 国 会 図 書 館と特 殊コレクション

　一般に図書館の蔵書コレクションは大きく「特殊」と「一般」に分けられます。

各館の創立者や支援者などを顕彰するため、あるいは特殊主題の蔵書を強

化するため、すでに個人や機関が持っていた資料群が図書館に入ることが

あり、それが一般図書と別に排架・管理されると「特殊コレクション」と総称

される資料群になります。

　さらに、一枚物の地図や楽譜など形態が特殊で、一般コレクションと混排

できずに別
べ っ ち

置される場合にも、特殊コレクションと呼ばれます。

　国立国会図書館は、法定納本による新刊書を一般コレクションとして書庫

内に編成すると同時に、創立以来、100 件以上にわたる個人や機関のコレ

クションを統合・収蔵してきました1。

　一部の資料群はその性格を考慮し、特殊コレクション2として別置されてき

ました。例えば憲政資料室の政治家の文書などです。しかし、多くは、主

題からのアクセスを保証するため――コンピュータ目録が不十分な時代（1990

年代まで）、分類で並んだ本を書庫で見つけることは、司書の極めて重要な

役割でした――一般コレクションに編入・混排されてきました。これらは知る

人ぞ知る存在となっているかもしれません。

　今回から始まる不定期連載「あの人の蔵書」は、別置されたもの、ある

いは一般コレクションに編入されてしまったもののうちから、特徴のあるものを

紹介するシリーズです。図書のタイトルや主題分類など、一般事項から検索

するのとは異なる文脈で資料を探索するヒントとなれば幸いです。

　第一回目は国立国会図書館の創設に関わったヴァーナー・Ｗ・クラップのコレ

クションを紹介します。

（小林 昌樹）

あの人の蔵書
New



クラップ の 履 歴と国 立 国 会 図 書 館との か か わり

　ヴァーナー・Ｗ・クラップ（1901-1972）は米国議会図書館

副館長（1947 年就任）となり、後に図書館振興財団（Council 

of library resources）の理事長になった人物です。米国内

では議会図書館における議会専門部の設置や、図書館業務

の機械化に功績があったことが知られていますが、国立国会図

書館に彼の個人コレクションがあるのは、まさに国立国会図書館

の制度設計を行った人物だからです。

　米国占領軍の示唆もあって国会に巨大な国立図書館を付設すること

になりましたが、その経営ノウハウを欠く衆参両議院は、1947 年、米国から

図書館使節を招聘しました。使節は、米国図書館協会東洋部委員長チャールズ・H・ブラ

ウンと米国議会図書館副館長ヴァーナー・W・クラップという2 人の著名な図書館人から構成

されており、1947 年末から翌年始めにかけて、国立国会図書館の使命や組織機構、法定

納本などの制度設計を使節勧告という形で示します。以後、半世紀以上にわたり国立国会

図書館は彼等の勧告に従って業務を展開してきたといってもよいほどで、例えば勧告にあった

「支部図書館」制度は、当時米国でも珍しい相互協力「図書館システム」の先駆でした。

　クラップは国立国会図書館への尽力をなつかしく思っており、また支部図書館制度の実現

に尽力し、後に副館長となった酒井悌
やすし

などと親交を深めたため、クラップの死後、ドロシー夫

人の申し出により旧蔵書が当館に贈られ、クラップ・コレクションが出来ました。

クラップ ・コレクションの 概 要

　図書館情報学関係の図書 343 点と、リーフレット256 点から成り、国立国会図書館特殊

コレクションの中では小規模な方です。1973 年に寄贈を受けた後、図書館情報学資料室で

開架されていましたが、2002 年 3 月の同室廃止を承けて、2004 年 6 月から人文総合情報

室で利用できるようになりました。

　資料の主題構成はクラップの職歴をほぼなぞるものとなっており、図書館振興財団の年報

などは日本国内では珍しいものです。彼の業務上の課題だったと思われるものとして、著作

権法関係、複写機関係のものが目を引きます。ここでは興味深い痕跡が遺されている資料を

数点ご紹介します。

クラップ・コレクション
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■ A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  L i b r a r i a n  o f  C o n g r e s s  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  e n d e d  . . .  
U . S .  G . P . O .  1 9 4 9 【 U L 2 3 1 - 3 】

　クラップが副館長を務めていた米国議会図書館の年報です。

1948 年報告の 25 ページに数行、日本への図書館
使節派遣について書かれています。

Chief Assistant Librarian にクラップの名前が
記されています。

　国際文化会館が欧文で出版した、日本関

係洋書の総合目録です。見返し紙に「With 

best wishes to Mr. Verner Clapp 1969 

Naomi Fukuda」とあるのは、おそらく国際

文化会館の司書・福田なをみ（1907-2007）

の直筆でしょう。福田は戦前、米国議会図

書館に勤めた坂西志保（1896-1976）の跡

を承け、日米図書館界の架け橋となっていた

キーパーソンです。戦後の日米関係を象徴

する書込みです。

■ U n i o n  c a t a l o g  o f  b o o k s  o n  J a p a n  i n  W e s t e r n  
l a n g u a g e s  R e p r i n t  e d i t i o n  / e d i t e d  b y  N a o m i  
F u k u d a .  I n t e r n a t i o n a l  H o u s e  L i b r a r y ,  1 9 6 8【 G B 1 - 3 】
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■ M e l v i l  D e w e y ,  s e e r :  i n s p i r e r ;  d o e r ,  1 8 5 1 - 1 9 3 1 .  B i o g r a f i c  
c o m p i l a t i o n  b y  G r o s v e n o r  D a w e .  C l u b  e d i t i o n .  M e l v i l  D e w e y  B i o g r a f y ,  
1 9 3 2 .  S i g n a t u r e  o f  D e w e y  p a s t e d  i n  【 G K 4 2 5 - 2 6 】

　著作家ジョージ・クローヴナー・ダウ等によるメルヴィル・デューイの伝記です。実務書の多いクラップ・コレクショ

ンのなかでは珍しく研究的なものです。十進分類法を確立したデューイの直筆サインがタイトルページ裏に貼りこ

まれています（下見開きの左側中央）。

■ A n n u a l  r e p o r t .  C o u n c i l  o n  L i b r a r y  R e s o u r c e s 【 U L 3 - 1 3 】

　クラップが理事長を務めた図書館振興財団の年報です。スプートニク・ショック（1957 年）を受けて米国の図

書館学が図書館情報学へと発展しはじめた時代を反映し、図書館機械化の研究開発を進めていました。内容や

デザインからもそのことがわかります。

3d の表紙の図版は、Agostino Ramelli による 1588 年刊本より採られ
たもので、図書館振興財団の 2 つの関心（図書のコンテンツ、図書館サー
ビスの機械化）を象徴しています。発想としてはウィンドウズ（複数のテキ
スト窓を同時参照する）と同様のものと言えます。
また、表紙にクラップの受領サインがあるものも。

各年代ごとのデューイの肖像。

（左）3d; 1958-59（真ん中）6th; 1961/62（右）2d; 1957/58
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■類縁コレクション
●クラップ文書
https://www.loc.gov/item/mm79049916/
　米国議会図書館にクラップの実務文書が遺されています。日本への旅行記録や、当館副館長だっ
た酒井悌、斎藤毅らとの往復書簡もあるようです。
●図書館学のコレクション
　クラップ個人と直接の関係はありませんが、図書館学に関するコレクションとして国内では、出版物
系で虎文庫（鶴見大学図書館、神奈川県）、間宮文庫（富山県立図書館）があり、文書系で伊
東平蔵関係資料（横浜市中央図書館所蔵。日記、書簡類の複製）、中田邦造関係資料（石川県
立図書館）、長田富作資料（大阪府立図書館）などがあります。
　現在、国立国会図書館でデジタル化準備中の帝国図書館文書もそうですが、これらのコレクション
のうち文書系のものは、図書館史・学史としてだけでなく、出版史や検閲史の史料としても期待され
ます。

１　馬場萬夫「国立国会図書館所蔵コレクションの紹介」『図書館協力セミナー 昭和
62 年度 ( 国立国会図書館のレファレンス・サービスを中心に )』国立国会図書館 , 
[1987] pp.23-48【UL21-E3】
２　国立国会図書館では一般コレクションも膨大な量になるため、旧蔵機関や受入れ
年代ごとの下位区分ごとに呼ばれ（帝国図書館旧蔵「旧函架」など）、特殊コレクショ
ン的な呼び名を持っています。個人文庫など一般とは別置されている本来の特殊コレク
ションは「コレクション」と呼ばれる傾向にあります。
３　 土 井 稔 子、 枝 松 栄「 全 米 総 合目録 の 成 立とその 背 景　National Union 
Catalog,Pre-1956 Imprints を中心に」『参考書誌研究』（9）p.1 ～ 29（1974.5）

【Z21-291】

■ P r o s p e c t u s  f o r  t h e  N a t i o n a l  u n i o n  
c a t a l o g ,  p r e - 1 9 5 6  i m p r i n t s .  M a n s e l l ,  
1 9 6 7 【 Y P 2 1 - 4 】

　一昔前の司書なら誰でも知っていた総合目録のガルガンチュワ

“National union catalog”（1968-1981、754 巻。略称 NUC）3。

その刊行趣旨説明がこれです。目録カードの特殊印刷の技術を

持っていたロンドンの Mansell 社が出版することとなり、この刊

行趣旨説明も同社で出版されました。この目録は印刷カードをそ

のまま圧縮したもので、この刊行趣旨説明も後半が NUC の実

物大内容見本（抜き刷り）となっており、そのために大型本で

す。これは関係者だったクラップのため特別に製本された一本で

しょうか。前見返しの遊び紙にクラップ宛ての献辞が印刷されて

います。NUC【UP6-21】は今、書庫内にありますが、しばらく

前まで東京本館目録ホールに開架され、職員も利用者もよく参照

したものでした。
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は
じ
め
ま
し
て
。
お
会
い
で
き
て
う
れ
し
い
で

す
。
Ｎ
Ｄ
Ｌ
の
印
象
は
い
か
が
で
す
か
？

こ
こ
に
来
て
、
祖
父
が
日
本
の
図
書
館
の
皆

様
と
一
緒
に
成
し
遂
げ
た
も
の
を
目
の
当
た

り
に
で
き
て
、
と
て
も
光
栄
で
す
。
展
示
も

見
ら
れ
て
、
す
ご
く
満
足
し
て
い
ま
す
。

お
じ
い
さ
ま
の
印
象
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

レ
ベ
ッ
カ
さ
ん
が
い
く
つ
の
と
き
ま
で
、
お
じ

い
さ
ま
は
ご
存
命
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ご

一
緒
に
住
ん
で
い
ら
し
た
の
で
す
か
？

赤
ん
坊
の
頃
は
一
緒
に
、
そ
の
あ
と
も
す
ぐ

近
く
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。
祖
父
の
家
は
大

き
く
て
素
敵
で
、
裏
庭
に
は
桜
の
木
が
あ
っ

て
、
訪
ね
る
の
が
と
て
も
楽
し
み
で
し
た
。

毎
日
曜
日
と
、
誰
か
の
誕
生
日
に
は
必
ず
、

一
緒
に
夕
飯
を
食
べ
ま
し
た
。

祖
父
が
亡
く
な
っ
た
の
は
１
９
７
２
年
で
す
。

私
は
13
歳
で
し
た
。
私
は
祖
父
の
仕
事
の
こ

と
は
全
く
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
ん
で
す
。

私
に
と
っ
て
は
、
い
つ
も
面
白
く
て
、
優
し

く
て
、
家
族
を
笑
わ
せ
て
く
れ
る
祖
父
で
し

た
。
歌
い
な
が
ら
私
や
兄
弟
を
高
い
高
い
し

て
く
れ
た
り
、
放
り
投
げ
て
キ
ャ
ッ
チ
し
た

り
…
…
遊
び
心
の
あ
る
人
で
し
た
ね
。

母
や
お
じ
や
お
ば
が
、
祖
父
の
話
を
い
ろ
い

ろ
聞
か
せ
て
く
れ
ま
し
た
が
、
自
分
で
地
下

室
を
掘
っ
て
作
っ
た
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
す
。

家
の
こ
と
は
な
ん
で
も
や
る
人
で
し
た
。
趣

味
も
多
か
っ
た
で
す
。
木
彫
が
好
き
で
、
ポ

ケ
ッ
ト
ナ
イ
フ
で
い
ろ
ん
な
も
の
を
彫
っ
て

い
ま
し
た
。
一
つ
の
角
材
か
ら
輪
っ
か
が
つ

な
が
っ
た
鎖
を
削
り
出
し
た
り
。

輪
っ
か
を
壊
さ
ず
に
？　

そ
れ
は
す
ご
い
で
す
ね
。

そ
う
し
た
方
法
を
編
み
出
す
の
が
得
意
な
人

で
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
勉
強
好
き
で
、
科
学
、

歴
史
…
…
な
ん
に
で
も
興
味
を
も
っ
て
い
ま

し
た
。
も
ち
ろ
ん
図
書
館
も
。「
図
書
館
員
の

中
の
図
書
館
員
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
そ
う
で

す
。
で
も
私
は
そ
う
し
た
面
は
全
く
知
ら
な

か
っ
た
ん
で
す
。

今
回
い
ら
っ
し
ゃ
る
前
に
調
べ
た
の
で
す
か
？

論
文
や
、『National D

iet Library Newsletter

』（
Ｎ

Ｄ
Ｌ
の
英
文
広
報
誌
）※
も
読
み
ま
し
た
よ
。
お
ば

や
母
も
手
伝
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
祖
父
の
日
記
も

読
み
ま
し
た
。
祖
父
は
13
歳
の
と
き
か
ら
、日
々

の
記
録
を
毎
日
つ
け
て
い
た
ん
で
す
。
そ
れ

か
ら
家
族
や
同
僚
へ
の
手
紙
も
。
日
本
で
の

仕
事
の
進
捗
を
伝
え
て
い
ま
し
た
。

日
本
へ
の
旅
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
ま
す
。
当
時

の
Ｎ
Ｄ
Ｌ
職
員
の
書
い
た
記
事
に
は
、
お
じ
い

ヴァーナー・W・クラップ氏のお孫さんである、レベッカ・

ロウさんが 2018 年 11 月 5日、国立国会図書館（NDL）東

京本館に来館しました。羽入館長との懇談、人文総合情報

室と開館 70周年記念展示でクラップ氏の報告書や蔵書を観

覧後、本誌でクラップ氏のお話を伺いました。

クラップさんの思い出
―レベッカ・ロウさんインタビュー

70周年記念展示の撮影コーナー。右から、
レベッカさん、夫君のピーターさん、そ
の双子の兄弟のポールさん

羽入館長に、1947年のクラップ氏の手紙を見せる

過去を読み、未来を読む。

※ “Clapp Collection” (No. 138, August 2004) http://www.ndl.go.jp/en/publication/ndl_newsletter/
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さ
ま
が
1
９
４
７
年
12
月
に
来
日
し
た
際
は

（
当
時
の
飛
行
機
の
性
能
や
戦
後
の
事
情
も
あ

り
）、
来
る
だ
け
で
と
て
も
大
変
だ
っ
た
と
あ

り
ま
す
。
最
初
に
泊
ま
っ
た
ホ
テ
ル
に
は
タ
オ

ル
も
な
け
れ
ば
お
湯
も
で
な
か
っ
た
そ
う
で
す

ね
。
そ
う
し
た
苦
労
話
は
聞
い
て
い
ま
す
か
？

今
回
、
祖
父
が
祖
母
に
あ
て
た
手
紙
を
読
ん

で
知
り
ま
し
た
。
コ
ピ
ー
を
持
っ
て
き
ま
し

た
が
、
祖
父
が
そ
こ
に
い
る
姿
を
思
い
浮
か

べ
る
こ
と
が
で
き
る
く
ら
い
、
臨
場
感
た
っ

ぷ
り
に
書
か
れ
て
い
ま
す
よ
。
こ
う
し
た
中

で
も
、
祖
父
は
全
く
不
平
を
言
っ
て
い
な
い

ん
で
す
よ
ね
。「
冷
た
い
水
の
お
か
げ
で
元
気

づ
け
ら
れ
た
よ
！
」
と
。
と
て
も
ポ
ジ
テ
ィ

ブ
な
人
で
し
た
。

ユ
ー
モ
ア
の
セ
ン
ス
も
あ
り
ま
す
ね
。

１
９
６
８
年
に
祖
父
母
が
Ｎ
Ｄ
Ｌ
の
開
館
20

周
年
式
典
に
参
加
す
る
た
め
に
日
本
を
訪
れ

た
時
、
祖
母
は
腰
を
患
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

図
書
館
の
皆
様
と
一
緒
に
日
本
文
化
を
体
験

し
た
く
て
、
二
人
と
も
慣
れ
な
い
座
敷
で
食

事
を
し
よ
う
と
し
た
そ
う
で
す
。
小
さ
な
机

を
用
意
し
て
く
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
祖

父
と
日
本
の
図
書
館
の
方
々
と
の
間
に
は
本

物
の
友
情
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

レ
ベ
ッ
カ
さ
ん
は
生
前
、
お
じ
い
さ
ま
か
ら
日

本
の
話
を
聞
い
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？　

特
に
は
覚
え
て
い
ま
せ
ん
。
た
く
さ
ん
の
話

を
し
て
く
れ
ま
し
た
か
ら
。
私
た
ち
が
知
っ

て
い
る
の
は
、
祖
父
が
冒
険
好
き
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
。
異
な
る
文
化
に
つ
い
て
経
験
す

る
の
が
好
き
な
人
で
し
た
。
ク
リ
ス
マ
ス
に

は
、
祖
父
母
は
世
界
中
か
ら
の
お
客
様
を
迎

え
て
パ
ー
テ
ィ
を
開
い
て
い
ま
し
た
。

で
は
今
回
、
日
本
や
日
本
の
図
書
館
員
と
の
関

係
を
知
っ
て
驚
か
れ
ま
し
た
か
。

え
え
。
そ
し
て
、
祖
父
に
と
っ
て
そ
れ
が
非

常
に
重
要
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
日
本
の
図

書
館
の
進
展
に
強
い
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
が

手
紙
や
記
録
か
ら
強
く
感
じ
取
れ
ま
し
た
。

我
々
は
普
段
、
70
年
前
の
創
立
時
の
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
意
識
し
て
い
ま
せ
ん
。
で
も
今
回
、
70

周
年
の
年
に
、
ク
ラ
ッ
プ
さ
ん
の
お
孫
さ
ん
に

お
会
い
で
き
た
こ
と
は
と
て
も
幸
運
で
す
。
ク

ラ
ッ
プ
さ
ん
の
業
績
、
創
立
時
の
理
想
を
思
い

起
こ
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

私
に
と
っ
て
も
そ
う
で
す
。
祖
父
が
こ
の
場

所
で
ど
ん
な
仕
事
を
し
て
い
た
の
か
を
実
感

す
る
こ
と
が
で
き
て
と
て
も
嬉
し
く
、
ま
た

楽
し
い
経
験
で
し
た
。
帰
っ
た
ら
、
家
族
や

親
戚
に
大
展
示
会
を
開
い
て
報
告
し
ま
す
ね
。

こ
の
登
録
カ
ー
ド
、
母
や
お
ば
達
も
み
ん
な

き
っ
と
羨
ま
し
が
る
と
思
い
ま
す
！
（
笑
）

「利用者登録しました！」

1962年のクリスマスのクラップ一家。
前列左端の蝶ネクタイがクラップ氏。
中央の赤い吊りスカートの女の子がレベッカさん。
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日
本
庭
園
と
は

　
「
日
本
庭
園
」
と
い
う
言
葉
か
ら
連
想
さ

れ
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
池
を
中
心
に
緑
や
水
が

豊
か
な
回
遊
式
庭
園
か
ら
、
砂
や
石
を
メ
イ

ン
と
す
る
枯
山
水
、
ま
た
茶
室
に
付
随
す
る

茶
庭
や
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
坪
庭
な
ど
、
人

に
よ
っ
て
様
々
で
し
ょ
う
。

　

筆
者
は
、
徳
島
城
博
物
館
に
あ
る
「
旧
徳

島
城
表
御
殿
庭
園
」（
左
上
写
真
参
照
）
の

風
景
が
原
点
と
し
て
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
こ

の
庭
園
は
、
現
在
徳
島
中
央
公
園
と
し
て
整

備
さ
れ
て
い
る
徳
島
城
跡
の
一
角
に
あ
り
、

南
東
部
が
枯
山
水
、
北
西
部
が
築
山
泉
水
庭

と
、
異
な
る
二
つ
の
庭
園
を
つ
な
げ
た
よ
う

な
形
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
や
、
ど
ち
ら
の

様
式
に
も
阿
波
の
青
石
を
は
じ
め
、
徳
島
で

産
出
さ
れ
た
名
石
を
数
多
く
使
用
し
て
い
る

と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
り
ま
す
。
公
園
を
走
り

回
っ
て
い
た
子
供
の
時
で
も
、
こ
の
庭
園
を

訪
れ
る
と
、
池
で
休
む
鳥
や
風
景
を
ぼ
ん
や

り
見
な
が
ら
庭
園
を
味
わ
っ
て
い
た
こ
と
が

思
い
出
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
、
あ
ま
り
に
も
身
近
に
庭
園
や
緑
豊

か
な
公
園
が
あ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
か
、
庭

園
の
持
つ
魅
力
に
改
め
て
気
づ
い
た
の
は
地

元
を
離
れ
て
か
ら
で
し
た
。
最
初
は
近
場
に

あ
っ
た
東
京
都
の
都
立
庭
園
な
ど
を
訪
れ
て

い
ま
し
た
が
、
そ
の
後
日
本
三
名
園
と
言
わ

れ
る
金
沢
の「
兼
六
園
」、岡
山
の「
後
楽
園
」、

水
戸
の
「
偕
楽
園
」
を
訪
れ
た
り
、
京
都
の

神
社
仏
閣
に
残
る
庭
園
を
拝
観
し
た
り
す
る

よ
う
に
な
り
、
今
で
は
各
地
の
庭
園
を
旅
行

が
て
ら
巡
っ
て
い
ま
す
。

　

日
本
庭
園
の
デ
ザ
イ
ン
の
根
源
に
は
、
奈

良
時
代
に
唐
か
ら
入
っ
て
き
た
中
国
庭
園
の

影
響
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

後
は
日
本
の
生
活
や
風
土
を
反
映
し
な
が
ら

独
自
に
発
展
し
、
現
在
で
は
日
本
文
化
の
一

つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

平
安
時
代
の
寝
殿
造
庭
園
や
浄
土
式
庭

園
、
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
の

書
院
造
庭
園
や
禅
宗
寺
院
の
庭
園
な
ど
、
変

化
し
な
が
ら
も
脈
々
と
庭
園
文
化
は
受
け
継

が
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
後
の
発
展
は
大
き

く
二
つ
に
分
か
れ
、
中
世
の
文
化
、
主
に
茶

道
と
結
び
つ
い
た
室
町
時
代
の
庭
園
と
、
写

実
的
な
江
戸
時
代
の
回
遊
式
庭
園
に
分
け
ら

れ
ま
す
。
特
に
後
者
の
園
池
や
築
山
で
構
成

さ
れ
、
作
り
込
ま
れ
た
池
泉
庭
園
は
、
大
名

の
屋
敷
に
造
営
さ
れ
て
お
り
、
接
遇
の
空
間

と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

意
外
な
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
江
戸

時
代
ま
で
は
「
庭
園
」
と
い
う
よ
り
も
、「
島
」

地図から消えた庭
小沢文庫から

本の森を歩く 第20回

里見 航

上写真は、旧徳島城表御殿庭園の心字池（筆者撮影）
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や
「
庭
」、「
林
泉
」
と
い
っ
た
呼
称
が
一
般

的
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
庭
と
園
の
合
成
語

と
し
て
の
「
庭
園
」
が
広
く
一
般
に
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治
時
代
に
入
っ
て

か
ら
で
あ
り
、
幕
末
か
ら
明
治
初
頭
に
か
け

て
大
名
屋
敷
や
寺
院
に
あ
っ
た
日
本
庭
園
が

荒
廃
し
て
い
く
様
子
を
、
そ
の
来
歴
と
共
に

記
述
し
た
「
明
治
庭
園
記
」（『
明
治
園
芸
史
』

所
収
、大
正
4
（
１
９
１
５
）
年
刊
）
が
き
っ

か
け
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。「
明
治
庭
園
記
」

の
著
者
で
あ
る
小
沢
圭
次
郎
（
１
８
４
１
～

１
９
３
１
）
は
、
日
本
庭
園
研
究
の
先
駆
け

と
さ
れ
る
人
物
で
あ
り
、
江
戸
末
期
か
ら
明

治
、
大
正
時
代
に
か
け
て
日
本
庭
園
文
化
の

保
存
に
精
力
的
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

小
沢
圭
次
郎

　

小
沢
は
天
保
13
（
１
８
４
２
）
年
に
、
江
戸

の
築
地
に
あ
っ
た
桑
名
藩
下
屋
敷
に
侍
医
・
小

沢
長
庵
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
後
に

紹
介
し
ま
す
が
、
こ
の
下
屋
敷
に
は
「
浴
恩
園
」

と
呼
ば
れ
る
名
園
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
小

沢
の
庭
園
研
究
の
ル
ー
ツ
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
一
時
は
江
戸
を
離
れ
、
長
崎
や
大
坂
に
滞

在
し
な
が
ら
漢
学
と
医
学
を
修
め
、
22
歳
の
時

に
兄
の
跡
を
継
ぎ
桑
名
藩
医
と
な
り
ま
し
た
。

幕
末
の
激
動
期
は
桑
名
で
過
ご
し
、
ま
た
こ
の

時
期
に
藩
命
を
受
け
、
英
学
も
学
び
ま
し
た
。

明
治
3
（
１
８
７
０
）
年
に
上
京
し
、
東
京
師

範
学
校
の
教
官
な
ど
を
務
め
ま
す
。
そ
の
後
、

明
治
19
（
１
８
８
６
）
年
に
職
を
辞
し
、
庭
園

史
の
研
究
や
、
公
園
の
設
計
、
名
園
の
復
元
に

積
極
的
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

小
沢
の
研
究
活
動
の
背
景
に
は
、
明
治
維

新
後
、廃
藩
置
県
や
廃
仏
毀
釈
運
動
に
よ
り
、

各
地
に
あ
っ
た
武
家
屋
敷
や
寺
社
の
荒
廃
が

進
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
実
際

に
目
に
し
た
小
沢
は
、
当
時
の
荒
れ
よ
う
を

「
明
治
庭
園
記
」
の
冒
頭
で
「
最
も
荒
涼
に

傾
き
て
、
凄
惨
た
る
光
景
を
露
呈
せ
ざ
る
者

は
、
殆
ど
之
あ
ら
ざ
る
ほ
ど
の
衰
頽
に
及
び

た
り
」
と
嘆
い
て
い
ま
す
。
小
沢
は
、
古
来

の
作
庭
法
や
庭
園
の
記
録
を
留
め
る
た
め
、

仕
事
の
合
間
に
資
料
を
収
集
し
た
り
、
資
料

の
写
し
を
作
成
し
た
り
し
ま
し
た
。

　

一
方
、
西
欧
文
化
の
導
入
が
進
む
中
で
、

エ
ド
ワ
ー
ド
・
モ
ー
ス
や
ア
ー
ネ
ス
ト
・
フ
ェ

ノ
ロ
サ
、
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
コ
ン
ド
ル
と
い
っ

た
お
雇
い
外
国
人
に
よ
る
伝
統
的
な
日
本
文

化
の
見
直
し
が
進
み
、
日
本
庭
園
も
そ
の
中

で
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
岡
倉
天
心
ら
が
創

刊
し
た
美
術
雑
誌
『
国
華
』
に
、
明
治
23

（
１
８
９
０
）
年
か
ら
明
治
38
（
１
９
０
５
）

年
ま
で
、小
沢
が
執
筆
し
た
「
園
苑
源
流
考
」

が
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

　

明
治
34
（
１
９
０
１
）
年
に
は
、
日
比
谷

公
園
の
設
計
案
を
（
採
用
は
さ
れ
ま
せ
ん
で

し
た
が
）
当
時
の
東
京
市
に
提
出
し
た
り
、

明
治
43
（
１
９
１
０
）
年
に
ロ
ン
ド
ン
郊
外

で
開
催
さ
れ
た
万
国
博
覧
会
で
、
日
本
ブ
ー

ス
内
に
出
展
さ
れ
た
２
つ
の
日
本
庭
園
の
１

つ
に
小
沢
の
図
案
が
採
用
さ
れ
た
り
し
ま
し

た
。
そ
の
他
に
も
伊
勢
神
宮
神
苑
の
設
計
な

ど
、
積
極
的
に
日
本
各
地
を
訪
れ
活
動
を
展

開
し
て
い
ま
し
た
。
明
治
44
（
１
９
１
１
）

年
か
ら
亡
く
な
る
昭
和
7
（
１
９
３
２
）
年

ま
で
は
、
東
京
府
立
園
芸
学
校
の
嘱
託
講
師

と
し
て
週
一
回
講
義
に
立
ち
、
庭
園
文
化
を

伝
え
ま
し
た
。

　

小
沢
の
集
め
た
蔵
書
・
資
料
の
多
く
は
、

明
治
27
（
１
８
９
４
）
年
の
向
島
大
火
で
残

念
な
が
ら
焼
失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
罹
災
を
免
れ
た
も
の
と
火
災
後
に
新
た

に
集
め
ら
れ
た
資
料
約
２
０
０
点
が
国
立
国

会
図
書
館
に
保
存
さ
れ
て
お
り
、「
小
沢
文

庫
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
大
半
が
庭
園
の

写
図
で
す
。
解
説
や
来
歴
を
記
し
た「
識
語
」

が
添
え
ら
れ
、
小
沢
の
活
動
内
容
の
一
端
が

分
か
る
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
ま
す
。

小沢は自らを「酔園」、「皆園」、「敬斉」と号して
おり、蔵書印には「小澤文庫」のほか「小澤圭」
や「酔園」などが見られます。
蔵 書 印『 隅 田 川 御 屋 鋪 全 図 』http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/8369268 より

小沢は、風景をデザインするという意味
で、設計に「設景」という文字を当てて
いました。

「明治庭園記」『明治
園芸史』日本園芸研
究会編　大正4 
h t t p : / / d l . n d l .
go. jp/ info :ndl jp/
pid/954476

肖像画『創立六十年 : 東京文理科大学・
東京高等師範学校』東京文理科大学 1931
＜請求記号　FB22-40 ＞より
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「
明
治
庭
園
記
」
か
ら
読
み
解

く
江
戸
の
大
名
屋
敷

　

こ
れ
か
ら
「
明
治
庭
園
記
」
と
小
沢
文
庫

を
た
ど
り
な
が
ら
、
現
在
は
存
在
し
な
い
江

戸
の
大
名
庭
園
を
い
く
つ
か
ご
紹
介
し
ま

す
。

　
江
戸
だ
け
で
も
千
を
超
え
る
庭
園
が
あ
っ

た
と
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
中
で
名
が
付
け
ら

れ
、
図
や
記
録
が
残
さ
れ
た
り
、
詩
歌
に
詠

ま
れ
た
り
し
た
大
名
屋
敷
の
庭
園
は
稀
で
あ

り
、
現
在
で
は
記
録
を
た
ど
る
こ
と
が
難
し

い
庭
園
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
で
す
。
小
沢

は
自
分
が
見
聞
き
し
た
、
か
つ
て
庭
園
が
あ
っ

た
と
伝
え
ら
れ
る
情
報
を
記
録
し
何
と
か
後

世
に
残
そ
う
と
し
た
、
と
「
明
治
庭
園
記
」

に
書
い
て
い
ま
す
。

築
地
「
浴
恩
園
」

　
―
そ
の
後
の
築
地
市
場

　
江
戸
時
代
を
通
じ
て
も
っ
と
も
庭
園
を
愛

し
た
大
名
の
一
人
で
あ
り
、「
兼
六
園
」
の

命
名
者
と
も
言
わ
れ
る
松
平
定
信
の
屋
敷
で

す
。

　「
浴
恩
園
」
の
名
は
、
幕
府
よ
り
賜
っ
た

土
地
に
対
し
、「
其
恩
波
に
沐
浴
す
る
」
と

い
う
意
味
で
命
名
さ
れ
ま
し
た
。
先
に
も
述

べ
ま
し
た
が
、
小
沢
が
生
ま
れ
育
っ
た
場
所

▲高く四角い建物は「露台」。庭を見渡すための
３~ ４メートルほどの高さの展望台

▲随所に設けられた「亭」は、茶事のための建物とい
うよりは、回遊の途中に立ち寄る休憩所

『 江 戸 浴 恩 園 全 圖 』 小 沢 圭 写　 明 治 17（1884）　1 舗　
80 × 160cm
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9367513
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が
こ
の
庭
園
に
付
属
す
る
屋
敷
で
す
。

　

浴
恩
園
は
文
政
12
（
１
８
２
９
）
年
の
大

火
に
よ
り
一
度
は
焼
失
し
ま
し
た
。
こ
の
図

は
天
保
13
（
１
８
４
２
）
年
時
点
（
小
沢
の

生
年
）
に
火
災
前
の
様
子
を
懐
か
し
ん
で
描

か
れ
た
も
の
を
、
さ
ら
に
小
沢
が
写
し
た
も

の
で
す
。
紅
葉
と
桜
が
同
時
に
描
か
れ
る
な

ど
、
往
時
の
素
晴
ら
し
さ
を
目
い
っ
ぱ
い
表

現
し
て
い
ま
す
。

　

焼
失
は
し
た
も
の
の
池
や
山
は
残
っ
て
い

た
の
で
修
復
が
行
わ
れ
、「
明
治
庭
園
記
」

に
よ
る
と
天
保
7
（
１
８
３
６
）
年
に
は
美

し
い
景
観
を
取
り
戻
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

小
沢
は
10
歳
前
後
に
は
こ
の
園
の
中
で
遊
ん

で
い
た
と
『
風
俗
画
報
』
に
書
い
て
い
ま
す
。

し
か
し
幕
末
か
ら
明
治
の
初
め
に
か
け
て
荒

廃
し
て
し
ま
い
、
跡
地
は
海
軍
の
用
地
を
経

て
、
築
地
市
場
と
な
り
ま
し
た
。

▲横一列に並んでいるのは、桃 ▲睡蓮 ▲中央下の赤白ピンクは、梅

▲その下は「菓林」
『浴恩春秋両園櫻花譜』　［松平定信］
［編］　狩野良信 写　明治 17（1884）　

1 軸　27cm
h t t p : / / d l . n d l . g o . j p / i n f o : n d l j p /
pid/2542399
浴恩園の桜を描いた図譜。たくさんの種類
の桜が植えられていたことがわかります。
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西
早
稲
田
「
戸
山
荘
」

　
―
陸
軍
駐
屯
所
を
経
て
再
開
発

　
尾
張
藩
徳
川
家
の
下
屋
敷
で
す
。「
明

治
庭
園
記
」
に
よ
る
と
、「
十
三
萬

六
千
二
百
七
十
一
坪
半
」
も
あ
る
広
大
な
庭

園
で
、
大
雑
把
に
換
算
す
る
と
東
京
ド
ー
ム

約
９
・
５
個
分
に
当
た
り
ま
す
。
松
平
定
信

が
こ
の
庭
を
訪
れ
た
際
に
感
激
し
、
天
下
一

の
園
地
だ
と
賞
賛
し
た
ほ
ど
見
事
な
庭
園

で
、
園
内
に
は
25
も
の
名
勝
が
作
ら
れ
て
い

ま
し
た
。

　

幕
末
に
地
震
、
台
風
、
火
事
に
相
次
い
で

見
舞
わ
れ
荒
廃
し
、
最
後
は
西
郷
隆
盛
率
い

る
薩
摩
兵
士
を
は
じ
め
と
す
る
御
親
兵
の
駐

屯
所
に
な
り
廃
園
し
た
と
「
明
治
庭
園
記
」

に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
は
陸
軍
戸
山

学
校
と
な
り
ま
し
た
。

　

戦
後
に
再
開
発
さ
れ
、
現
在
は
西
早
稲
田

駅
付
近
の
都
立
戸
山
公
園
、
早
稲
田
大
学
文

学
部
、
都
営
住
宅
、
都
立
戸
山
高
校
な
ど
と

な
っ
て
い
ま
す
。
戸
山
公
園
内
に「
箱
根
山
」

の
名
称
で
「
玉
圓
峰
」
が
残
っ
て
い
る
の
が

唯
一
の
名
残
で
す
。

『大冢里六園館御苑真寫之圖』　皆園主人圭 写　明治 17（1884）　1 舗　80 × 165cm
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9367510　
浴恩園と同じく、松平定信の屋敷に造営された庭園です。全景を春園・秋園・果園・竹園・集古園・
攅勝園に分け、これらを総称して「六園」と名付けました。この庭園もまた、浴恩園と同じ文政12

（1829）年の大火で焼失しました。敷地の一部は、現在の大塚公園（文京区、一部豊島区にまたがる）
となっています。

『尾張大納言殿下屋敷戸山荘全圖』　1 舗　62 × 72cm
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9367530

▲建物左下は「玉圓峰」。現存する戸山荘の名残！
池を掘った土を使った築山で、高さは約15メートル
もありました

六園館―大塚公園
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▲

上
か
ら
流
れ
て
く
る
水
は
、「
竜
門
の
滝
」。
流
れ
を
せ
き
止
め
て
お
き
、
人
が
飛
び
石
を
渡
る
際
に
一
気
に
水
を
流
し
て
驚
か
せ

る
仕
掛
け
が
、
将
軍
を
は
じ
め
訪
れ
る
人
々
に
好
評
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

▲下の家並みは、小田原宿を模した
宿場の風景

▲池にかかる橋は「琥珀橋」長さ30
メートル弱

『尾侯戸山苑圖』　平野知雄［原図］　皆園圭［写］　明治 21
（1888）　1 軸 　26cm

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2540916
別の角度から描かれた絵巻。この場面は北側（上図では左側が北）
から「琥珀橋」「玉圓峰(箱根山)」を描いた図。
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浅
草
橋
「
蓬
莱
園
」

　
―
都
立
忍
岡
高
校
、
柳
北
公
園
等

　

肥
後
国
平
戸
藩
主
松ま
つ
ら浦
家
の
上
屋
敷

で
、
寛
永
９
（
１
６
３
２
）
年
に
松
浦
家

の
要
請
に
よ
り
小
堀
遠
州
が
造
園
し
ま
し

た
。「
蓬
莱
園
」
と
名
付
け
ら
れ
た
の
は
、

天
保
5
（
１
８
３
４
）
年
、
10
代
藩
主

熙ひ
ろ
むの
と
き
で
す
。
実
際
に
名
前
を
選
定
し

た
の
は
図
に
添
付
さ
れ
た
識
語
に
あ
る
通

り
、
国
学
者
の
橘
守
部
の
よ
う
で
す
。

　

こ
の
「
蓬
莱
園
」
は
、
江
戸
の
大
名
屋

敷
や
庭
園
の
中
で
は
珍
し
い
こ
と
に
、
明

治
維
新
の
後
も
松
浦
氏
一
族
に
よ
り
庭
園

が
維
持
さ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
小
沢
も

実
際
に
何
度
か
訪
れ
、
園
内
を
巡
っ
て
観

察
し
「
大
に
園
趣
に
得
る
所
有
り
」
と
記

し
て
い
ま
す
。

　

園
図
の
左
下
部
に
「
海
潮
の
入
り
口
」

と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
池
水
は
隣
を
流

れ
る
鳥
越
川
か
ら
水
門
を
通
じ
て
直
接
引

き
入
れ
る
造
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

手
法
を「
潮
入
」と
言
い
、先
に
挙
げ
た「
浴

恩
園
」
な
ど
江
戸
の
大
名
庭
園
で
良
く
用

い
ら
れ
ま
し
た
。

　

幕
末
の
混
乱
を
経
て
も
残
っ
た
貴
重
な

庭
園
で
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
関
東
大
震

災
に
よ
り
消
滅
し
、
今
は
跡
地
を
示
す
碑

と
池
の
一
部
、
東
京
都
指
定
の
天
然
記
念

物
で
あ
る
大
イ
チ
ョ
ウ
が
残
る
の
み
で

す
。

地
方
の
庭
園

　

小
沢
は
自
ら
が
育
っ
た
江
戸
以
外
の
庭

園
の
資
料
も
各
地
に
出
向
い
て
集
め
て
お

り
、「
小
沢
文
庫
」
に
残
る
地
方
庭
園
の

中
か
ら
、二
つ
の
庭
園
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

○
延
生
軒

　

阿
波
・
蜂
須
賀
家
の
家
老
・
長
谷
川
氏

が
代
々
営
ん
で
い
た
別
荘
で
あ
る
「
延
生

軒
」
の
資
料
を
小
沢
が
入
手
し
た
も
の
で

す
。
こ
の
「
延
生
軒
」
は
城
下
町
か
ら
少

し
離
れ
た
向
寺
山
の
裾
野
、
標
高
１
０
数

メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
あ
り
、
天
気
が
良

け
れ
ば
徳
島
城
下
や
遠
く
に
淡
路
島
が
見

え
る
景
勝
地
で
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
特
に

八
景
六
境
を
選
び
、
そ
れ
ら
の
詩
を
作
り

文
を
論
じ
る
な
ど
、
風
雅
を
楽
し
ん
で
い

た
よ
う
で
す
。
長
谷
川
氏
の
衰
退
に
よ
り

人
手
に
渡
り
、
歴
史
の
表
舞
台
か
ら
消
え

い
つ
し
か
荒
廃
し
て
し
ま
っ
た
そ
う
で

す
。

　

現
在
は
徳
島
県
立
図
書
館
な
ど
の
文
化

施
設
が
集
ま
っ
た
徳
島
文
化
の
森
総
合
公

園
と
し
て
開
発
さ
れ
て
い
ま
す
。

『松浦侯園池之圖』　1 舗　75 × 81cm　http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9369159

柳北公園北西部にある蓬
莱園跡の碑（筆者撮影）



27 国立国会図書館月報 695号 2019.3

○参考文献

国 立 国 会 図 書 館 著『 人 と 蔵 書 と 蔵 書 印 : 国
立 国 会 図 書 館 所 蔵 本 か ら 』 雄 松 堂 出 版
2002.10<UM57-H2>

小 野 健 吉 著『 岩 波 日 本 庭 園 辞 典 』 岩 波 書 店
2004.3<KA2-H4>

白幡洋三郎『大名庭園　江戸の饗宴』講談社　
1997.4＜KA434-G35＞

小林 治人「酔園 小沢圭次郎--伝統庭園庇護・継
承に生きた「設景家」」『ランドスケープ研究』
58(3) 1995.02＜Z11-315＞

小沢圭次郎「園林叢書節録　其一」『風俗画報』
第13号　明治23年2月10日＜雑23-8＞

小寺武久『尾張藩江戸下屋敷の謎　虚構の町をも
つ大名庭園』中央公論社, 1989.12＜KA224-E22＞

東 京 市 編『 東 京 市 史 稿 遊 園 篇 第3』 東 京 市　
1927-1936＜GC65-28＞

 福原健生『徳島の庭園』1961＜629.21-H779t＞

徳島県教育委員会文化課 編『徳島県文化の森総
合公園建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告
書』徳島県教育委員会　1987.3＜GB121-E901＞

多賀谷 麻美, 杉本 俊多『近代広島における「水主
町」官庁街の形成に関する研究』日本建築学会計
画系論文集 (619) 2007.9＜Z16-107＞

○
與
楽
園
（
与
楽
園
）

　
「
水
主
町
御
茶
屋
」
と
は
、
元
は
広
島

藩
主
の
下
屋
敷
と
し
て
造
営
さ
れ
た
「
與

楽
園
」
の
こ
と
で
す
。
図
か
ら
は
豊
か
な

松
林
や
遠
く
の
山
々
の
見
え
る
美
し
い
風

景
が
楽
し
め
た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。
明
治

維
新
後
に
は
屋
敷
に
代
わ
り
隣
に
建
設
さ

れ
た
県
立
広
島
病
院
の
付
属
地
と
し
て
、

休
日
な
ど
は
一
般
に
開
放
さ
れ
て
い
た
そ

う
で
す
。
小
沢
の
識
語
に
は
、
全
盛
の
頃

の
風
景
を
残
す
の
は
こ
の
図
だ
け
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
、
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
原
爆
に
よ
る
被
害
を
受
け
な

が
ら
も
存
続
し
、
憩
い
の
地
と
し
て
活
用

さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
現
在
は
周
辺
の

再
開
発
に
伴
い
、
文
化
施
設
や
小
学
校
の

敷
地
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
同
じ
く

広
島
藩
に
よ
り
作
ら
れ
原
爆
で
荒
廃
し
、

後
に
再
建
さ
れ
た
「
縮
景
園
」
も
小
沢
文

庫
に
園
図
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

終
わ
り
に

　

現
在
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
日
本
庭
園

を
、
小
沢
文
庫
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る

国
立
国
会
図
書
館
の
資
料
か
ら
ご
紹
介
し

ま
し
た
。小
沢
の
残
し
た
業
績
に
よ
っ
て
、

私
た
ち
は
街
並
み
の
変
化
の
中
で
薄
れ
ゆ

く
日
本
独
自
の
伝
統
的
な
庭
園
文
化
を
学

ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

庭
園
を
訪
れ
た
際
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
通
じ
て
デ
ジ
タ
ル
形
式
の
資
料
か
ら

そ
の
地
の
変
遷
を
追
う
こ
と
が
手
軽
に
で

き
る
の
は
、
現
代
な
ら
で
は
の
利
点
と
言

え
る
で
し
ょ
う
。
小
沢
の
情
熱
を
、
我
々

は
別
の
形
で
引
き
継
ぐ
こ
と
が
で
き
ま

す
。

『安藝國廣島國主浅野侯別荘水主町御茶屋
全景』　1 舗　54 × 134cm
h t t p : / / d l . n d l . g o . j p / i n f o : n d l j p /
pid/9367559
当初、由来が分からなかったため「失姓氏」と
題箋に書いていましたが、後に詳細が判明し、
朱書きで訂正し、判明した経緯も添え書きして
います。小沢の丁寧な仕事ぶりがうかがえます。

『阿波國名東郡下八幡村長谷川氏別荘延生
軒庭圖』　1 舗　56 × 47cm
h t t p : / / d l . n d l . g o . j p / i n f o : n d l j p /
pid/9369582
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昨
年
の
開
館
70
周
年
を
記
念
し
て
、『
国
立
国
会
図
書

館
五
十
年
史
』（
１
９
９
９
年
刊
）
よ
り
後
の
20
年
分
の

館
史
を
作
っ
て
い
ま
す
。

　

監
修
は
管
理
職
で
す
が
、
資
料
収
集
、
調
査
、
執
筆
は

入
館
３
年
目
か
ら
課
長
補
佐
ク
ラ
ス
の
職
員
が
担
当
し
て

い
ま
す
。20
年
前
を
知
ら
な
い
若
者
の
感
想
が
新
鮮
で
す
。

「
砂
鉄
の
入
退
館
カ
ー
ド
っ
て
何
で
す
か
？　

Ｉ
Ｃ
じ
ゃ

な
く
て
？
」
…
…
そ
う
い
う
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
あ
っ
た
ん

だ
よ
。「
昔
あ
っ
た
Ｄ
ｎ
ａ
ｖ
ｉ
っ
て
シ
ス
テ
ム
は
リ
ン

ク
ト
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
で
す
か
？
」
…
…
オ
ー
プ
ン
デ
ー

タ
な
ん
て
そ
の
頃
は
無
か
っ
た
ん
だ
よ
。
当
時
を
知
ら
な

い
人
が
調
べ
な
が
ら
書
く
と
い
う
試
み
に
は
、
歴
史
を
継

承
す
る
と
い
う
意
義
も
あ
り
ま
す
。「
○
○
事
業
が
な
ぜ

実
現
で
き
た
ん
で
す
か
」「
じ
つ
は
…
…
で
、
○
○
は
つ

く
づ
く
運
の
強
い
子
な
ん
だ
よ
ね
え
」「
そ
う
だ
っ
た
ん

で
す
か
！
」
年
長
者
と
若
者
が
、
自
ら
の
組
織
の
歴
史
に

つ
い
て
語
り
合
う
図
は
、
な
か
な
か
良
い
も
の
で
す
。

　

昔
の
会
議
の
資
料
や
議
事
録
も
読
み
ま
す
。「
我
々
の

仕
事
は
誰
の
た
め
の
も
の
な
の
か
？
」
真
剣
に
Ｎ
Ｄ
Ｌ
の

未
来
を
考
え
て
い
ま
す
。「
国
会
サ
ー
ビ
ス
の
情
報
提
供

機
能
と
し
て
主
題
別
閲
覧
室
と
合
併
し
た
調
査
情
報
部
を

新
設
す
る
」「
複
写
以
外
に
も
有
料
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
肢

と
し
て
加
え
る
べ
き
で
あ
る
」
実
現
し
な
か
っ
た
案
も
た

く
さ
ん
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

議
事
録
に
は
、「
責
任
を
ど
う
た
だ
し
て
い
る
の
か
」

と
怒
る
声
、「
全
体
を
つ
か
ん
で
い
る
人
は
誰
も
い
な
い
」

と
嘆
く
声
、「
議
論
が
濁
っ
て
き
て
ス
カ
っ
と
し
な
い
」

と
叱
咤
す
る
声
、「
我
々
に
で
き
る
こ
と
は
サ
ー
ビ
ス
を

誠
実
に
行
う
こ
と
だ
け
だ
」
と
励
ま
し
合
う
声
。
慎
重
で

受
け
身
な
印
象
の
Ｎ
Ｄ
Ｌ
で
す
が
、
奮
闘
し
て
い
た
様
子

が
生
々
し
く
伝
わ
り
ま
す
。

　

図
書
館
情
報
学
の
専
門
家
や
Ｏ
Ｂ
、
現
役
職
員
に
ヒ
ア

リ
ン
グ
も
し
ま
し
た
。「
○
年
９
月
22
日
、
予
算
が
つ
い

た
ぞ
っ
て
言
わ
れ
て
大
喜
び
し
た
ね
」
日
付
を
覚
え
て
い

る
人
、「
あ
の
日
は
大
雪
で
、
成
田
に
着
い
た
ら
深
夜
で
」

天
気
を
覚
え
て
い
る
人
、「
失
敗
で
は
な
い
、
試
行
錯
誤

の
最
後
に
着
地
す
る
プ
ロ
セ
ス
だ
」「
あ
の
シ
ス
テ
ム
は

無
く
な
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
、
そ
の
と
き
が
普
及
が
完
成

し
た
と
き
」
と
誇
り
高
く
語
る
人
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

サ
ー
ビ
ス
は
好
き
勝
手
に
作
っ
た
方
が
面
白
い
よ
ね
」
と

心
意
気
を
語
る
人
、「
あ
れ
は
自
分
の
中
で
黒
歴
史
だ
か

ら
な
あ
（
笑
）」
と
裏
話
を
し
て
く
れ
る
人
。
そ
れ
ぞ
れ

が
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
、仕
事
に
対
し
て
「
思
い
」
を
持
っ

て
い
ま
し
た
。

　

過
去
か
ら
聞
こ
え
る
声
、
過
去
を
語
る
声
、
今
そ
れ
を

語
り
合
う
声
。
た
く
さ
ん
の
声
を
聞
き
な
が
ら
、
起
き
た

こ
と
、
そ
し
て
起
き
な
か
っ
た
こ
と
を
、
ふ
り
か
え
っ
て

い
ま
す
。�

（
総
務
課
編
集
係　

聖
徳
大
子
）

たくさんの声を聞きながら
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カ
プ
セ
ル
ト
イ
、
ガ
チ
ャ
ガ
チ
ャ（
注
）
や
ガ

チ
ャ
ポ
ン
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
お
も
ち
ゃ
を

一
度
は
購
入
し
た
こ
と
が
あ
る
方
も
多
い
だ

ろ
う
。
最
近
は
、
一
風
変
わ
っ
た
も
の
や
観

光
客
向
け
の
も
の
な
ど
多
種
多
様
な
商
品
が

販
売
さ
れ
、
中
に
は
大
ヒ
ッ
ト
し
た
も
の
も

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
身
近
に
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
カ
プ
セ
ル
ト
イ
に
つ
い
て
、

い
つ
頃
誕
生
し
た
の
か
、
ど
う
や
っ
て
商
品

を
開
発
し
て
い
る
の
か
、
ど
ん
な
人
が
ユ
ー

ザ
ー
な
の
か
な
ど
、
詳
し
い
こ
と
は
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
ん
な
カ
プ
セ
ル
ト
イ
に
つ
い
て
、
様
々

な
切
り
口
か
ら
調
査
し
た
の
が
今
回
紹
介
す

る
『
ガ
チ
ャ
ガ
チ
ャ
大
研
究
』
で
あ
る
。
カ

プ
セ
ル
ト
イ
の
歴
史
や
主
な
事
件
を
紹
介
し

て
い
る
ほ
か
、
開
発
・
宣
伝
・
販
売
方
法
の

分
析
や
ユ
ー
ザ
ー
層
の
分
析
な
ど
、
多
様
な

テ
ー
マ
で
カ
プ
セ
ル
ト
イ
の
不
思
議
に
迫
っ

て
い
る
。
カ
プ
セ
ル
ト
イ
に
関
す
る
資
料
は

少
な
い
た
め
、
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
奈
良
女
子
大
学
文
学
部
で
開
講

さ
れ
た
「
文
化
社
会
学
演
習
」
の
調
査
報
告

書
で
あ
る
。
学
生
が
文
献
調
査
だ
け
で
な

く
、
自
ら
の
足
で
調
査
し
て
お
り
、
興
味
深

い
デ
ー
タ
が
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
本
書

に
よ
る
と
、
カ
プ
セ
ル
ト
イ
は
１
９
６
５
年

に
台
東
区
で
初
め
て
導
入
さ
れ
、
そ
の
後
爆

発
的
に
広
が
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
に

３
回
の
ブ
ー
ム
が
あ
り
、
は
じ
め
は
子
ど
も

の
人
気
を
集
め
た
も
の
が
次
第
に
大
人
に
も

広
が
り
、
現
在
は
シ
ュ
ー
ル
な
発
想
の
商
品

が
年
齢
・
性
別
を
問
わ
ず
人
気
を
博
し
て
い

る
そ
う
だ
。
実
際
の
調
査
で
も
、
15
歳
以
上

向
け
の
カ
プ
セ
ル
ト
イ
の
種
類
が
増
加
傾
向

に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
本
書
を
読

む
と
、
カ
プ
セ
ル
ト
イ
が
誕
生
か
ら
ど
の
よ

う
に
進
化
し
て
き
た
の
か
、
そ
の
流
れ
を
つ

か
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
カ
プ
セ
ル
ト
イ
の
開
発
者
や
主
な

企
業
な
ど
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
も
掲
載
さ
れ

て
お
り
、
作
り
手
の
考
え
や
取
組
の
一
端
を

う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
本
書
の

魅
力
で
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
企
業
は
、
商

品
開
発
で
は
市
場
調
査
を
あ
え
て
行
わ
ず
、

作
り
手
が
面
白
い
と
思
っ
た
も
の
を
商
品
化

し
て
い
る
と
回
答
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
商

品
単
価
が
低
く
販
促
に
お
金
を
か
け
ら
れ
な

い
中
、
効
果
的
な
宣
伝
を
す
る
た
め
に
、
Ｓ

Ｎ
Ｓ
な
ど
を
活
用
し
て
ユ
ー
ザ
ー
に
楽
し
ん

で
も
ら
う
工
夫
を
し
て
い
る
そ
う
だ
。
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
か
ら
は
、
作
り
手
自
身
が
カ
プ
セ

ル
ト
イ
に
愛
着
を
持
ち
、
こ
だ
わ
り
を
持
っ

て
商
品
を
開
発
し
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て

く
る
。
こ
の
よ
う
な
作
り
手
の
姿
勢
が
、
今

も
多
く
の
人
か
ら
カ
プ
セ
ル
ト
イ
が
愛
さ
れ

続
け
て
い
る
理
由
の
よ
う
に
思
え
る
。

　

カ
プ
セ
ル
ト
イ
は
数
百
円
で
気
軽
に
手
に

入
れ
ら
れ
る
小
さ
な
お
も
ち
ゃ
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
あ
ま
り
深
く
注
目
す
る
こ
と
が
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、本
書
を
読
め
ば
、

副
題
に
「
パ
カ
ッ
と
あ
け
た
ら
「
あ
ら
、
不

思
議
！
」」
と
あ
る
と
お
り
、
カ
プ
セ
ル
ト

イ
の
魅
力
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
、
そ
ん

な
一
冊
で
あ
る
。

（
小
竹 

毅
郎
）

ガチャガチャ大研究
パカッとあけたら「あら、不思議！」
奈良女子大学文学部人文社会学科文化メディア
学コース（小川研究室）　編集・発行
2015.12　146p 　21cm
<請求記号　KB297-L28>

注
　「
ガ
チ
ャ
ガ
チ
ャ
」
は
バ
ン
ダ
イ
の
登
録
商
標
で
す
。
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開
館
70
周
年
記
念
展
示
「
本
の
玉
手
箱
―
国
立
国
会

図
書
館
70
年
の
歴
史
と
蔵
書
―
」
の
電
子
展
示
会
を

公
開
し
ま
し
た

　

国
立
国
会
図
書
館
は
、
平
成
30
年
10
月
か
ら
12
月
に
開
館
70

周
年
記
念
展
示
「
本
の
玉
手
箱
―
国
立
国
会
図
書
館
70
年
の
歴

史
と
蔵
書
―
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

こ
の
た
び
、
こ
の
展
示
会
の
記
録
と
し
て
、
出
展
し
た
資
料

の
大
半
を
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
や
拡

大
画
像
で
ご
覧
い
た
だ
け
る
電
子
展
示
会
を
公
開
し
ま
し
た
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
も
展
示
会
を
ど
う
ぞ
お
楽
し
み
く
だ

さ
い
。

国
際
子
ど
も
図
書
館
展
示
会

「
詩
と
伝
説
の
国
―
イ
ラ
ン
の
子
ど
も
の
本
」

　

国
際
子
ど
も
図
書
館
で
は
、
今
年
が
日
本
・
イ
ラ
ン
外
交
関

係
樹
立
90
周
年
に
あ
た
る
こ
と
を
記
念
し
て
、
３
月
５
日
（
火
）

か
ら
７
月
21
日
（
日
）
ま
で
、
展
示
会
「
詩
と
伝
説
の
国
―
イ

ラ
ン
の
子
ど
も
の
本
」
を
開
催
し
ま
す
。
こ
の
展
示
会
で
は
、

イ
ラ
ン
の
子
ど
も
の
本
を
、「
詩
と
伝
説
の
国
イ
ラ
ン
」、「
イ
ラ

ン
の
児
童
書
の
現
在
」、「
画
家
・
作
家
紹
介
」
の
３
部
構
成
で

展
示
し
ま
す
。
イ
ラ
ン
の
文
化
に
深
く
根
付
い
て
い
る
詩
や
伝

説
を
題
材
と
し
た
作
品
、
国
際
的
に
高
い
評
価
を
得
て
い
る
イ

ラ
ン
の
画
家
・
作
家
の
作
品
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。

○
開
催
期
間　

前
期
：
３
月
５
日
（
火
）
～
５
月
19
日
（
日
）

　
　
　
　
　
　

後
期
：
５
月
21
日
（
火
）
～
７
月
21
日
（
日
）

　

※
前
期
と
後
期
で
展
示
内
容
が
入
れ
替
わ
り
ま
す
。

　

※
月
曜
日
、
国
民
の
祝
日
・
休
日
（
５
月
５
日
の
こ
ど
も
の

　
　

日
は
開
館
）、
毎
月
第
３
水
曜
日
（
資
料
整
理
休
館
日
）
は

　
　

休
館

○
開
催
時
間　

９
時
30
分 

～ 

17
時

○
会
場 

国
際
子
ど
も
図
書
館 

レ
ン
ガ
棟
３
階 

本
の
ミ
ュ
ー

　

ジ
ア
ム

○
問
合
せ
先　

国
際
子
ど
も
図
書
館 

資
料
情
報
課 

展
示
係

　

電
話　

０
３
（
３
８
２
７
）
２
０
５
３
（
代
表
）

N D L  T o p i c s

Les liliacées
par P.J. Redouté Chez l'auteur, 
Impr. de Didot jeune 1802-1816

【WB32-2(44)】
v.2 103 Lilium superbum
リリウム・スペルブム（ユリ科）

「モージャー氏撮影写真資料」
Robert V. Mosier〔撮影〕昭和21-22

（1946-1947）年
「参謀本部焼け跡」※現在は憲政記

念館

開館70周年記念展示「本の玉手箱―国立国会図書館70年の歴史と蔵書―」
http://www.ndl.go.jp/exhibit70/
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N D L  T o p i c s
新
刊
案
内

レ
フ
ァ
レ
ン
ス　

８
１
６
号

　

平
成
31
年
の
年
頭
の
ご
挨
拶

　

旧
優
生
保
護
法
の
歴
史
と
問
題
―
強
制
不
妊
手
術
問
題
を
中

　
　

心
と
し
て
―

　

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
憲
法
改
正
の
手
続
と
事
例

　

官
民
フ
ァ
ン
ド
の
動
向
と
課
題

　

米
空
軍
機
の
国
外
に
お
け
る
飛
行
の
規
制
（
資
料
）

入
手
の
お
問
い
合
わ
せ

　

日
本
図
書
館
協
会

　

〒
１
０
４
‐
０
０
３
３　

東
京
都
中
央
区
新
川
１
‐
11
‐
14

　

電
話　

０
３
（
３
５
２
３
）
０
８
１
２

平
成
30
年
度
東
日
本
大
震
災
ア
ー
カ
イ
ブ
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
「
震
災
の
記
録
を
伝
え
る
～
自
然
災
害
と
防
災

教
育
」
を
開
催
し
ま
し
た

　

平
成
31
年
１
月
11
日
、
東
北
大
学
災
害
科
学
国
際
研
究
所
多

目
的
ホ
ー
ル
に
て
、
東
日
本
大
震
災
ア
ー
カ
イ
ブ
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
を
開
催
し
ま
し
た
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
国
立
国
会
図
書

館
と
東
北
大
学
災
害
科
学
国
際
研
究
所
と
の
共
催
に
よ
り
、
毎

年
1
月
に
開
催
し
て
い
る
も
の
で
す
。

　

今
年
度
は
、
最
初
に
、
平
成
30
年
に
発
生
し
た
大
阪
府
北
部

の
地
震
、
北
海
道
胆
振
東
部
地
震
の
被
災
状
況
や
震
災
記
録
収

集
等
に
つ
い
て
緊
急
報
告
が
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、「
震
災
ア
ー

カ
イ
ブ
と
防
災
学
習
」
に
焦
点
を
当
て
た
事
例
報
告
が
続
き
、
国

立
国
会
図
書
館
か
ら
は
、
国
立
国
会
図
書
館
東
日
本
大
震
災
ア
ー

カ
イ
ブ
（
ひ
な
ぎ
く
）
の
取
組
に
つ
い
て
報
告
を
行
い
ま
し
た
。

　

続
く
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
震
災
の
記
録
を
伝

え
る
こ
と
、
防
災
学
習
等
に
震
災
ア
ー
カ
イ
ブ
を
活
用
す
る
こ

と
の
重
要
性
と
課
題
に
つ
い
て
議
論
し
ま
し
た
。
震
災
ア
ー
カ

イ
ブ
に
今
後
期
待
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
参
加
者
を
交
え
た

活
発
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ
、
震
災
記
録
を
収
集
し
、
伝
え
る

こ
と
の
必
要
性
を
改
め
て
確
認
す
る
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

お
も
な
人
事

〈
異
動
〉
※(　

)

内
は
前
職

平
成
31
年
1
月
１
日
付
け

専
門
調
査
員　

調
査
及
び
立
法
考
査
局
長
（
専
門
調
査
員　

調

査
及
び
立
法
考
査
局
総
合
調
査
室
主
任
）

山
田　

敏
之

専
門
調
査
員　

調
査
及
び
立
法
考
査
局
政
治
議
会
調
査
室
主
任

（
専
門
調
査
員　

調
査
及
び
立
法
考
査
局
長
）

大
曲　
　

薫

専
門
調
査
員　

調
査
及
び
立
法
考
査
局
総
合
調
査
室
主
任
（
衆

議
院
常
任
委
員
会
専
門
員　

国
土
交
通
委
員
会
専
門
員
）

山
﨑　
　

治 

専
門
調
査
員　

調
査
及
び
立
法
考
査
局
憲
法
調
査
室
主
任
（
専

門
調
査
員　

調
査
及
び
立
法
考
査
局
憲
法
調
査
室
主
任
、
政
治

議
会
調
査
室
主
任
兼
務
）

山
田　

邦
夫

A4 90頁 月刊 1,000円（税別）　
発売　日本図書館協会

シンポジウムの詳細は以下に掲載してい
ます 。
http://kn.ndl.go.jp/static/events

パネルディスカッション

国立国会図書館からの報告

＃11　東京本館のステンドグラス
　　　（2013 年２月）
                 photo by Mizuho
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