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謹
ん
で
新
春
の
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。
年
頭

に
あ
た
り
、
皆
様
の
ご
支
援
、
ご
協
力
に
心
か
ら
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
利
用
者
の
皆
様
に
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
ご
理
解
ご
協
力
を
下
さ
り

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
昨
年
は
、
国
立
国
会
図
書
館
に
と
っ
て
大
き
な
転

換
点
と
な
っ
た
年
と
言
え
ま
す
。
新
し
い
ビ
ジ
ョ
ン

と
し
て
「
国
立
国
会
図
書
館
ビ
ジ
ョ
ン
２
０
２
１
‐

２
０
２
５ -

国
立
国
会
図
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
シ
フ
ト

-

」
を
発
表
し
て
、
今
後
の
館
の
運
営
の
方
向
性
を

お
示
し
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
策
定
し

た
き
っ
か
け
の
一
つ
に
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
図

書
館
利
用
の
制
約
が
続
く
中
、
デ
ジ
タ
ル
化
資
料
を

リ
モ
ー
ト
で
利
用
し
た
い
と
い
う
要
望
が
国
立
国
会

図
書
館
に
も
多
く
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
ビ
ジ
ョ
ン
で
は
、
今
後
５
年
間
で
当
館
が
デ
ジ
タ

ル
シ
フ
ト
を
進
め
て
い
く
上
で
重
要
な
７
つ
の
重
点

事
業
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
、「
資
料
デ
ジ

タ
ル
化
の
加
速
」
は
、
国
会
サ
ー
ビ
ス
を
始
め
と
す

る
様
々
な
事
業
の
基
盤
と
な
る
も
の
で
す
。
昨
年
、

国
内
刊
行
図
書
の
大
規
模
な
デ
ジ
タ
ル
化
が
ス
タ
ー

ト
し
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
今
後
も
そ
の
必
要
性
を
訴

え
る
こ
と
に
よ
り
、
５
年
間
で
１
０
０
万
冊
以
上
の

デ
ジ
タ
ル
化
を
目
標
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
資
料
の
テ
キ
ス
ト
化
も

進
め
て
お
り
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
で
提
供
し
て
い
る
資
料
の
う
ち
、
古
典
籍
等

を
除
く
全
点
に
つ
い
て
О
Ｃ
Ｒ（

１
）で
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ

を
作
製
中
で
す
。
こ
れ
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、

画
像
デ
ー
タ
の
形
で
は
デ
ジ
タ
ル
化
資
料
を
利
用
で

き
な
い
視
覚
障
害
者
等
の
皆
様
に
対
し
て
、
テ
キ
ス

ト
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
こ
と
も
検
討
し
て
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
「
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
推
進
」
も
重

点
事
業
の
一
つ
で
す
。
国
会
向
け
の
サ
ー
ビ
ス
に
お

い
て
も
、
デ
ジ
タ
ル
化
、
テ
キ
ス
ト
化
の
メ
リ
ッ
ト

を
生
か
し
て
、
よ
り
高
度
な
立
法
補
佐
活
動
を
行
っ

て
い
く
所
存
で
す
。

　
ほ
か
に
は
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
提
供
資
料
の
拡

充
」
に
関
し
て
、
昨
年
６
月
に
公
布
さ
れ
た
改
正
著

作
権
法
に
よ
っ
て
、
絶
版
等
に
よ
り
入
手
困
難
と

な
っ
て
い
る
資
料
を
、
図
書
館
等
に
加
え
て
個
人
に

ま
で
送
信
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
現
在
、
サ
ー

ビ
ス
の
開
始
に
向
け
て
、
関
係
者
と
の
協
議
を
行
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

新年のごあいさつ

国 立 国 会 図 書 館 長　 吉 永 元 信
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さ
ら
に
、「
デ
ジ
タ
ル
資
料
の
収
集
と
長
期
保
存
」

の
関
係
で
は
、
現
在
、
無
償
か
つ
Ｄ
Ｒ
Ｍ
（
技
術
的

制
限
手
段
）
が
付
さ
れ
て
い
な
い
電
子
書
籍
・
電
子

雑
誌
を
収
集
対
象
と
し
て
お
り
ま
す
が
、
有
償
の
も

の
の
収
集
に
つ
い
て
、
昨
年
３
月
、
当
館
の
納
本
制

度
審
議
会
で
答
申（

２
）が
示
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
答
申
に

沿
っ
た
形
で
、
令
和
５
年
か
ら
有
償
の
電
子
書
籍
・

電
子
雑
誌
の
制
度
収
集
を
実
現
す
る
た
め
、
関
係
各

位
の
ご
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
努
め
て
お
り
ま
す
。

　
昨
年
の
夏
、
国
立
図
書
館
長
会
議（

３
）に
オ
ン
ラ
イ
ン

で
参
加
い
た
し
ま
し
た
。各
国
の
国
立
図
書
館
長
と
、

「
不
確
実
性
：
リ
ス
ク
と
チ
ャ
ン
ス
に
国
立
図
書
館

は
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も

と
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
や
自
然
災
害
な

ど
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を

す
べ
き
か
を
議
論
し
ま
し
た
。
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
と
は
、
マ
イ
ナ
ス
へ
の
対
処
の
み
を
行
う
も
の
で

は
な
く
、
リ
ス
ク
の
中
か
ら
チ
ャ
ン
ス
を
見
つ
け
る

も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
は
、
こ
れ
ま
で
に
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
危
機
で

あ
る
た
め
、
当
館
で
も
試
行
錯
誤
を
重
ね
な
が
ら
対

応
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
困
難
の
中
で
デ
ジ
タ
ル

シ
フ
ト
を
進
め
ら
れ
た
こ
と
は
成
果
で
あ
っ
た
と
思

い
ま
す
。

　
今
後
、デ
ジ
タ
ル
シ
フ
ト
が
進
展
し
て
ゆ
く
中
で
、

リ
ア
ル
と
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
情
報
が
共
存
す
る
図
書

館
は
ど
う
な
る
の
か
、と
い
う
課
題
が
あ
り
ま
す
が
、

少
し
前
に
よ
く
言
わ
れ
た
「
場
と
し
て
の
図
書
館
」

と
い
う
言
葉
を
思
い
出
し
ま
す
。
物
理
的
な
場
と
し

て
の
図
書
館
を
豊
か
に
構
想
す
る
こ
と
が
引
き
続
き

重
要
で
あ
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
ま
た
、
来
館
し
な

い
で
図
書
館
を
利
用
す
る
の
が
次
第
に
当
た
り
前
に

な
っ
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
当
館
で
シ
ス
テ
ム
運
用
を
担
当
し
て
い
る
ジ
ャ
パ

ン
サ
ー
チ（

４
）は
、
図
書
館
だ
け
で
な
く
、
博
物
館
、
美

術
館
、
大
学
な
ど
、
様
々
な
分
野
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー

カ
イ
ブ
が
連
携
す
る
こ
と
で
、
我
が
国
が
保
有
す
る

多
様
な
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
を
ま
と
め
て
検
索
・

閲
覧
・
活
用
で
き
る
基
盤
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
例

え
ば
、
全
国
の
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
を
利
用
し

て
、
電
子
展
示
会
用
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を
簡
便
に
作

成
す
る
機
能
な
ど
も
あ
り
、
教
育
、
研
究
、
地
域
情

報
発
信
な
ど
様
々
な
場
面
で
利
用
さ
れ
は
じ
め
て
い

ま
す
。ジ
ャ
パ
ン
サ
ー
チ
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、

オ
ン
ラ
イ
ン
の
世
界
で
の
当
館
の
新
た
な
役
割
を
見

出
せ
な
い
も
の
か
と
思
い
ま
す
。

　
一
方
で
、
人
間
は
社
会
的
動
物
で
あ
り
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
求
め
て
い
ま
す
し
、
人
と
人
が
交

流
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
身
の
知
的
関
心
も
高
ま
り

ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
で
人
と
物
理
的
距
離
を
置
く
こ
と

が
日
常
の
ル
ー
ル
と
さ
れ
、
そ
の
弊
害
と
し
て
人
々

の
孤
立
化
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。
対
面
で
も
オ
ン

ラ
イ
ン
で
も
、
人
と
交
わ
り
な
が
ら
「
知
」
を
交
流

さ
せ
て
い
く
。
図
書
館
は
そ
う
し
た
新
し
い
ス
タ
イ

ル
の
場
を
提
供
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
の
中
で
も
、
リ
ス
ク
を
チ
ャ
ン
ス
に

か
え
る
よ
う
な
希
望
を
持
ち
続
け
た
い
と
思
い
ま

す
。

　
本
年
も
、
皆
様
の
ご
支
援
と
ご
協
力
を
た
ま
わ
り

ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

１　

光
学
文
字
認
識
（O

ptical Character Reader

）

２　

納
本
制
度
審
議
会
答
申
「
オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
の
制
度

収
集
を
行
う
に
当
た
っ
て
補
償
す
べ
き
費
用
の
内
容
に

つ
い
て
」（
令
和
３
年
３
月
25
日
）<https://w

w
w

.ndl.

go.jp/jp/collect/deposit/council/s_toushin_8.pdf>

３　

CD
N

L

（Conference of D
irectors of N

ational 

Libraries

）

４　

<https://jpsearch.go.jp/>

https://www.ndl.go.jp/jp/collect/deposit/council/s_toushin_8.pdf
https://www.ndl.go.jp/jp/collect/deposit/council/s_toushin_8.pdf
https://jpsearch.go.jp/
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谷与吉　明治 19［1886］　錦絵（35.5×23.9cm）
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「完全なブックマン」による東洋の手漉製紙の研究
―Old papermaking in China and Japan

金 森 健 太 郎

国立国会図書館の蔵書から

　

見
慣
れ
た
「
本
」
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
こ
の
資

料
、「
紙
」
の
迫
力
を
感
じ
ま
す
。

　

ダ
ー
ド
・
ハ
ン
タ
ー
（D

ard H
unter　

１
８
８
３

‐
１
９
６
６
）
に
よ
るO

ld paperm
aking in China 

and Japan

は
、
ほ
ぼ
Ａ
２
判
大
の
透
か
し
の
入
っ
た

二
つ
折
り
手
漉
き
紙
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
裁
断

や
製
本
は
施
さ
れ
ず
に
丈
夫
な
外
箱
に
収
め
ら
れ
、

紙
や
植
物
の
断
片
（
標
本
）
が
貼
ら
れ
て
い
ま
す
。

本
書
は
原
稿
の
執
筆
は
も
ち
ろ
ん
、
活
字
の
設
計
及

び
制
作
や
組
版
、
そ
し
て
製
紙
か
ら
印
刷
等
、
本
を

作
り
出
す
ほ
ぼ
全
て
の
作
業
を
著
者
自
身
が
一
人
で

行
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
１
９
３
２
年
に
２
０
０
部

限
定
で
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

ハ
ン
タ
ー
は
１
８
８
３
年
に
米
オ
ハ
イ
オ
州
で
生

ま
れ
ま
し
た
。
10
歳
か
12
歳
の
頃
、
父
親
の
所
蔵
し

て
い
た（
中
に
は
15
世
紀
の
も
の
も
あ
っ
た
ら
し
い
）

古
書
に
触
れ
、
破
損
し
た
ペ
ー
ジ
な
ど
は
手
ず
か
ら

補
修
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

17
歳
の
頃
に
父
親
が
経
営
、
編
集
す
る
新
聞
社

で
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
働
き
始
め
ま
す
。
そ
の
後

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
運

動
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
る
ロ
イ
ク
ロ
フ
ト
に
関
わ

り
、
手
仕
事
に
よ
る
デ
ザ
イ
ン
及
び
ク
ラ
フ
ト
へ
の

造
詣
を
深
め
ま
し
た
。
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ

ツ
運
動
と
は
１
８
８
０
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
を
発
祥
と

す
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
が
主
導
し
た
デ
ザ
イ
ン

運
動
で
、
産
業
革
命
に
よ
る
工
業
生
産
や
大
量
生
産

今 月 の 一 冊

冒頭ページと文字の標本。
Old papermaking in China and Japan
by Dard Hunter, Mountain house press, 1932, 71 pages : 
illustrations, (part mounted ; part colour ; including map), plates 
(part mounted, colour, folded) facsimiles, mounted samples (part 
folded) ; 43 cm<請求記号 YP51-B519>
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「紙」という文字の成り立ちについて解説されたページ。ここで
見られるハンターの製版へのこだわりを感じるこの特徴的な台形
の文字組みは、本書に繰り返し登場します。

（左から）楮（こうぞ）、ミツマタ、雁皮の樹
の皮の標本。楮とミツマタのページには、そ
れぞれの原料から作られた紙の標本も貼られ
ています。

「紙」の活字4種。最初の2つの絵は古代の篆書で、
糸に当たる部首は連なる絹の繭をピクトグラフ化し
ています。3番目は書き文字、4番目は印刷文字です。
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へ
の
批
判
と
共
に
中
世
の
手
工
芸
の
復
興
を
目
指

し
、
や
が
て
世
界
各
国
に
浸
透
し
影
響
を
与
え
ま
し

た
。

　

さ
ら
に
20
代
に
お
け
る
ウ
ィ
ー
ン
と
ロ
ン
ド
ン
で

の
仕
事
や
体
験
を
通
し
て
、
紙
漉
き
と
活
字
作
成
を

含
め
た
一
冊
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
の
本
作
り
を
志
向

す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
後
ハ
ン
タ
ー
は
私
家
版
製
作
に
お
い
て
ほ
ぼ

す
べ
て
の
工
程
を
一
人
で
こ
な
す
こ
と
か
ら
、「
ワ

ン
マ
ン
・
ブ
ッ
ク
マ
ン
」
あ
る
い
は
「
完
全
な
ブ
ッ

ク
マ
ン
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
彼
自
身
は
、
自
分
の
こ
と
を
活
版
印
刷
家

や
製
紙
家
で
は
な
く
、「
東
洋
及
び
西
洋
の
手
漉
製

紙
の
分
野
の
素
人
研
究
家
」
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
と

を
望
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。
実
際
彼
は
世
界
各
地
の

手
漉
き
紙
を
調
査
、
採
集
し
て
回
り
、
そ
の
成
果
を

自
ら
の
私
家
版
印
刷
所
で
出
版
し
た
、
紙
の
歴
史
研

究
の
国
際
的
権
威
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

本
書
は
当
初
、
近
代
東
洋
の
手
漉
き
製
紙
の
起
源

か
ら
執
筆
当
時
に
至
る
ま
で
を
一
冊
に
ま
と
め
る
構

想
の
元
で
製
作
さ
れ
ま
し
た
が
、
ハ
ン
タ
ー
が
準
備

し
た
史
料
や
標
本
の
膨
大
さ
等
か
ら
そ
れ
を
諦
め
、

手
漉
き
製
紙
の
初
期
数
世
紀
の
み
を
取
り
扱
っ
て
い

ま
す
。

　

構
成
は
二
部
に
分
か
れ
て
お
り
、
前
半
は
主
に
中

国
に
つ
い
て
製
紙
以
前
か
ら
の
発
祥
を
文
章
で
考
察

し
て
い
ま
す
。
後
半
は
図
版
や
標
本
を
数
多
く
紹
介

し
て
お
り
、
中
国
と
日
本
に
関
す
る
事
柄
が
ほ
ぼ
半

分
ず
つ
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
標
本
は
一
つ
と

し
て
同
じ
物
は
存
在
し
ま
せ
ん
。

　

前
半
で
製
紙
の
発
祥
を
遡
る
た
め
に
、
ハ
ン
タ
ー

は
漢
字
の
発
祥
か
ら
考
察
を
始
め
ま
す
。

　

竹
と
い
う
部
首
を
含
ん
だ
文
字
や
筆
記
に
関
す
る

事
柄
を
意
味
す
る
多
数
の
漢
字
か
ら
、
古
代
中
国
の

筆
記
用
具
、
記
録
簿
の
保
管
、
学
術
・
書
誌
学
上
の

多
く
の
事
項
に
お
い
て
「
竹
」
が
目
立
っ
た
役
割
を

果
た
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
秦
や
漢

の
時
代
に
は
絹
に
筆
記
さ
れ
て
い
た
と
述
べ
て
お

り
、「
現
在
、
紙
を
表
す
文
字
と
し
て
使
わ
れ
て
い

る
「
紙
」
は
、
生
糸
を
意
味
す
る
部
首
「
糸
」
と
家

族
を
意
味
す
る
部
首
「
氏
」
を
組
み
合
わ
せ
た
語
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
絹
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
ま
す
」、
つ
ま
り
「
紙
」
は
当
初
は
絹

布
を
意
味
し
て
お
り
「
糸
」
の
初
期
篆
書
体
は
連
な

る
繭
と
そ
の
下
に
垂
れ
た
糸
を
表
現
し
て
い
る
、
と

の
こ
と
で
す
。

　

こ
う
し
た
説
明
に
用
い
ら
れ
る
漢
字
は
も
ち
ろ
ん

ハ
ン
タ
ー
の
自
作
、
し
か
も
部
首
ご
と
の
活
字
を
用

い
て
印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
。

（上）限定200部の内の139番目を表すサイン。ハンターは後に「もし本の発
行部数が実際に物理的必然性によって限定されなければ、それは決して「限定」
と呼ばれるべきではない」と真摯に述べています。また、限定された部数の
中には製本された物もあったようです。

（右）当館所蔵資料には販売時の別紙が付属しており、本書の出版に関する事
情等が記載されています。例えば「この版に使用されている木版画はジュリ
アス・J・ランケスによって彫られた」とあります（どうやらハンターはこの
本を作る全ての作業を完全に一人で行ったわけではなく、部分的には他人の
手も借りているようです）。
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日本の刀に関する書物（1721年に刊行された神田白竜子の「新
刃銘尽」と思われる）から採用された「楮の繊維のみで構成さ
れた和紙の標本」。「楮の皮は少ししか叩かれていないため、繊
維の長さが長いものが多い」という説明があります。

楮の樹皮紙。写真では分かり辛いですが 「紙にはかなりの雲母が含まれている」た
めにきらきらと輝きます（右画像）。皇室で使用される用紙だったと記されています。

　

世
界
の
製
紙
の
始
祖
と
し
て
知
ら
れ
る
中
国
後
漢

の
宦
官
、
蔡さ
い
り
ん倫
に
関
し
て
は
、「
蔡
倫
が
紙
漉
き
の

発
明
者
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
古
布
を
紙
漉
き

の
材
料
と
し
て
利
用
し
た
の
は
彼
が
最
初
で
あ
ろ

う
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
彼
の
登
場
以
前
か
ら
廃
棄

物
に
よ
る
製
紙
は
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、木
の
皮
、

麻
の
屑
、
古
い
ボ
ロ
布
…
…
、
こ
れ
ら
を
粉
砕
し
た

繊
維
か
ら
紙
を
作
る
こ
と
を
考
え
出
し
た
の
は
蔡
倫

で
し
た
。

　

な
お
、
中
国
に
比
べ
る
と
日
本
に
つ
い
て
の
記
述

は
多
く
は
な
い
で
す
が
、「
日
本
古
来
の
歴
史
書
で

あ
る
「
日
本
書
紀
」
に
は
僧
侶
で
あ
る
曇ど

ん
ち
ょ
う徴が
紙
漉

き
を
広
め
た
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
曇
徴
が
（
日
本

に
お
け
る
）
発
明
者
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い

る
」「
推
古
天
皇
の
息
子
で
あ
る
聖
徳
太
子
が
楮こ

う
ぞの

木
の
皮
か
ら
紙
を
作
る
こ
と
を
試
み
て
以
来
、
こ
の

素
材
が
紙
の
原
料
と
な
っ
た
」
と
記
述
さ
れ
て
い
ま

す
。
聖
徳
太
子
は
推
古
天
皇
の
息
子
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
聖
徳
太
子
が
楮
に
よ
る
製
紙
を
奨
励
し
た
こ

と
は
史
実
で
あ
り
、
そ
の
後
の
日
本
の
製
紙
の
基
礎

と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
古
い
紙
と
本
の
歴
史
に
つ
い
て
、
自

ら
活
字
と
紙
を
古
い
方
法
で
作
製
し
て
本
に
す
る
と

は
、
ハ
ン
タ
ー
の
紙
へ
の
情
熱
が
う
か
が
え
ま
す
。

１
９
３
０
年
代
と
い
え
ば
、
大
量
印
刷
が
可
能
な
、

現
代
で
も
主
流
の
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
や
、
活
字
と

違
っ
て
拡
大
縮
小
が
簡
便
な
写
真
植
字
が
す
で
に
発
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○参考文献
谷村豊太郎「ダード・ハンター製紙博物館抜刷抄　遊
歴と将来の見込み」『百万塔』（77）　1990.10<請求記
号 Z17-41>
谷村豊太郎「ダード･ハンター製紙博物館抜刷抄（了）　
東洋及び西洋の紙と本に関する覚書」『百万塔』（83）　
1992.9<請求記号 Z17-41>
小林良生「ダード・ハンターの紙・印刷人生　ワンマン
ブックの作家・製紙の歴史研究家」『印刷雑誌』79（１１）　
1996.11<請求記号 Z17-467>
ダード・ハンター 著、久米康生 訳『和紙のすばらしさ　
日本・韓国・中国への製紙行脚』勉誠出版　2009<請
求記号 PA477-J6>
久米康生「紙史研究の権威、ダード・ハンター」『百万塔』

（134）　2009.10<請求記号 Z17-41>
Dard Hunter Studios　https://www.dardhunter.com/
※URLの最終アクセス日：令和 3 年11月2日

明
さ
れ
て
い
た
時
代
で
す
。
ハ
ン
タ
ー
は
時
代
の
流

れ
と
真
逆
の
こ
と
を
行
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

じ
つ
は
本
書
を
執
筆
し
た
当
時
、
ハ
ン
タ
ー
は

ま
だ
実
際
に
中
国
や
日
本
を
訪
れ
て
は
い
ま
せ

ん
。
実
地
調
査
を
行
う
の
は
、
本
書
が
刊
行
さ
れ

た
翌
年
の
１
９
３
３
年
で
す
。
そ
の
際
の
記
録
と

し
て
１
９
３
６
年
に
出
版
さ
れ
たA

 Paperm
aking 

Pilgrim
age to Japan, K

orea and China

（
日
本
語

版
『
和
紙
の
す
ば
ら
し
さ　

日
本
・
韓
国
・
中
国
へ

の
製
紙
行
脚
』）
で
は
、
他
の
二
国
に
比
し
て
日
本
の

手
漉
き
製
紙
に
つ
い
て
の
記
述
が
豊
富
で
あ
り
、「
現

在
の
日
本
の
手
漉
き
の
紙
は
、
す
べ
て
の
製
紙
工
業

の
な
か
で
驚
嘆
に
値
す
る
す
ば
ら
し
い
工
芸
と
い
っ

て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
」
と
絶
賛
し
て
い
ま
す
。

　

ハ
ン
タ
ー
は
そ
の
後
も
世
界
各
地
を
回
っ
て
手
漉

き
製
紙
の
研
究
を
続
け
、合
計
16
冊
の
本
を
執
筆
し
、

そ
の
内
８
冊
が
手
作
業
で
印
刷
さ
れ
ま
し
た
。

　

収
集
し
た
膨
大
な
量
の
標
本
や
関
係
資
料
類
を
基

に
、
１
９
３
９
年
に
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大

学
に
世
界
で
最
初
の
紙
の
博
物
館
（D

ard H
unter 

Paper M
useum

）
を
開
館
、
ハ
ン
タ
ー
は
そ
の
館

長
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
二
度
の
移
管
を
経
て
、

現
在
そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
ジ
ョ
ー
ジ
ア
工
科
大
学

に
あ
る
博
物
館
（Robert C. W

illiam
s M

useum
 

of Paperm
aking

）
に
収
蔵
さ
れ
、
今
で
も
資
料

と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

ハンターによれば、左の標本は「14世紀から15世紀の「古今集」のページの一部」、
右の標本は「13世紀かそれ以前の日本の仏教の巻物の一部」で、どちらも原料に
ミツマタが用いられていると指摘しています。ミツマタは製紙原料としては17世
紀頃から用いられたとされ、他の原料より1000年程採用が遅いのですが、ハンター
は15世紀以前にもミツマタが用いられた標本が存在する、と主張しています。

https://www.dardhunter.com/
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■そもそも義太夫節人形浄瑠璃（文楽）とは
　語りと三味線による「義太夫節」にあわせて人形が演じる、
大阪発祥の伝統演劇。
　人形をつかう芸能と、物語を口で語る芸能（『平家物語』が
有名）とが室町時代頃に結びついた。「義太夫節」は17 世紀
後半に登場した竹本義太夫の創始によるもので、近松門左衛
門の作品とともに人形浄瑠璃を芸術として確立させた。
　「文楽」という言葉は、大正時代に唯一残った座の名前に由
来する。
　1955 年に国の重要無形文化財となった。現在は、1966 年
に東京都千代田区に開場した国立劇場、1984 年に大阪市中
央区に開場した国立文楽劇場で主に上演されている。

本
の
森
を
歩
く
　
第
2 6
回

館
長 

吉
永
元
信
と
読
む

 
浄
瑠
璃
本
の
世
界

■用語集
・太夫＝芸能を行う人への敬称だが、ここでは義太夫節の語り手を指す。
・さわり＝聞かせどころ。
・段＝浄瑠璃の作品構成上の区切り。
・時代物＝歴史劇。江戸時代よりも古い時代を舞台としている作品。
・世話物＝当時の現代劇。
・道行＝世話物で心中する二人の死出の旅が有名だが、それだけでは

ない。目的地まで移動する様子を華やかに表現する場面で、多くの
作品に存在する。長い演目の途中での息抜きの意味合いもあった。

義太夫節人形浄瑠璃に魅せられて約 50 年、
館長 吉永元信が当館所蔵浄瑠璃関係資料とその魅力を紹介します。

上挿絵の出典：今昔操年代記　正本屋九左衛門 作　廣屋福三郎、天満屋
安兵衛　https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2606018

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2606018
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正本
浄瑠璃の台本を正しく写した版本。ある一節を抜き出したの
ではなくまるまる収録されているという意で、俗に「丸本」と
もいう。稽古の定本として、また読み物として普及した。義
太夫節では一丁あたり七行の「七行本」が一般的。

国性爺合戦
近松門左衛門作。1715 年初演。中国人の父と日本人の母との間に生まれた和藤内（鄭
成功）が明を再興するため活躍する。足掛け 17 か月のロングランとなり、低迷してい
た竹本座が復活した。

国性爺合戦　近松門左衛門 作　西澤九左衛門、鱗
形屋孫兵衛＜請求記号 191-453＞

当時、外国を舞台にしたスケールの大きな話をよく作れ
たと思う。日本に存在していない虎まで登場します。ちなみ
に、近松の作品は七五調じゃない詞章が多くとても語りにく
い、でもそれが面白いんです。

和
藤
内
は
明
に
渡
り
、
義
理
の
姉
で
あ
る
錦
祥
女
が
妻
と
な
っ
て
い
る
甘
輝
将
軍

に
味
方
に
な
っ
て
も
ら
お
う
と
、
甘
輝
館
へ
向
か
う
場
面
。
道
中
、
た
け
だ
け
し

い
虎
を
伊
勢
神
宮
の
お
札
で
懐
か
せ
、
家
来
を
多
数
従
え
る
。

「
今
参
の
お
供
先
。
跡
に
引
馬
と
ら
ふ
の
こ
ま
母
を
。
た
す
け
て
孝
行
の
名
。

を
取
口
取
国
を
取
ほ
ま
れ
は
。
ゐ
こ
く
本
朝
に
。
ふ
み
ま
た
け
た
る
く
ら

あ
ぶ
み
。
と
ら
の
せ
な
か
に
打
乗
て
ゐ
せ
い
を
。
千
里
に
あ
ら
は
せ
り
」

あやつり画番附（15 ページ参照）より

▼
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仮名手本忠臣蔵
竹田出雲、三好松洛、並木千柳の合作。1748 年初演。三大名作の一つ。赤穂浪
士の事件後 47 年目に脚色。当時は事件をそのまま取り上げることが禁じられていたた
め、太平記の世界に置き換えた。

仮名手本忠臣蔵　竹田出雲［ほか］作　鱗形屋孫兵衛［ほ
か 2 名］＜請求記号 912.4-Ta464k＞

「
花
に
遊
ば
ゝ
祇
園
あ
た
り
の
色
揃

へ
。
東
方
南
方
北
方
西
方
。
み
だ
の

浄
土
か
ぬ
り
に
塗
立
ひ
つ
か
り
ひ
か

〳
〵
。
光
り
か
ゝ
や
く
は
く
や
芸
子

に
い
か
な
す
い
め
も
。
現
ぬ
か
し
て
。

く
ど
ん
ど
ろ
つ
く
ど
ろ
つ
く
や
ワ
イ
ワ

イ
ノ
ワ
イ
ト
サ
」

七
段
目
。
祇
園
の
茶
屋
で
放
蕩
三
昧
す
る
大
星
由

良
助
（
大
石
内
蔵
助
）
の
本
心
を
探
ろ
う
と
敵
味

方
が
入
り
混
じ
る
場
面
。
歌
舞
伎
で
も
有
名
。
通

常
義
太
夫
節
は
一
人
で
語
る
が
、
こ
の
場
面
は
に
ぎ

や
か
に
複
数
人
で
掛
け
合
い
で
語
る
。

よく習う演目です。どの場面も面白いですが、特徴的な
のは、ほかの演目では上演しない大序（作品全体の最初
の部分）。人形の演出が面白い。太夫の語りで自分の名前
が出てきたらおもむろに動き出す、まるで人形に命が吹き込
まれるみたいなんです。人形浄瑠璃の原点を感じさせます。

義経千本桜
竹田出雲、三好松洛、並木千柳の合作。1747 年初演。三大名作の一つ。『平家物語』

『義経記』などの先行作をふまえたうえで、滅亡したはずの平家の武将がじつは生きて
いた、狐が人間に化けて登場するなど脚色し、義経をめぐる人 の々悲劇を描く。

義経千本桜　竹田出雲［ほか］作＜請
求記号 238-128＞

「
恋
と
。
忠
義
は
い
づ
れ
が
お
も
い
。
か
け
て

思
ひ
は
は
か
り
な
や
。
忠
と
信ま
こ
との
も
の
ふゝ
に
。

君
が
情
と
預
ら
れ
。」

「
道
行
初
音
旅
」。吉
野
に
お
ち
の
び
た
義
経
の
も
と
へ
と
、

満
開
の
桜
の
下
を
歩
く
静
御
前
。
静
御
前
が
鼓
を
打
つ

と
、
従
者
忠
信
が
あ
ら
わ
れ
、
二
人
は
思
い
出
話
を
し

な
が
ら
歩
い
て
い
く
。
じ
つ
は
忠
信
は
狐
の
化
身
で
あ
る
。

音
楽
、
舞
踊
の
要
素
が
強
く
、
華
や
か
な
場
面
。

これは道行の最高傑作！　よく練習し
ました。聴いている人も演奏する人も気持
ちいいんです。

▼

▼
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菅原伝授手習鑑
竹田出雲、三好松洛、並木千柳、竹田小出雲の合作。1746 年初演。三大名作の
一つ。流罪となる菅原道真を中心に、道真の養女と帝の弟との恋や、三つ子である梅
王丸、松王丸、桜丸が敵味方になるなど、様 な々人物の忠義と葛藤が描かれる。「せ
まじきものは宮仕へ」の詞章が有名。

菅原伝授手習鑑　竹田出雲［ほか］作＜請求記号
238-279＞

「
い
ろ
は
書
子
を
あ
へ
な
く
も
。
ち
り
ぬ
る
命
。
ぜ
ひ
も
な
や
。

あ
す
夜
た
れ
か
添
乳
せ
ん
。
ら
む
う
ゐ
め
見
る
親
心
。」

有
名
な
寺
子
屋
の
場
面
（
平
安
時
代
の
設
定
だ
が
、
初

演
当
時
の
風
俗
で
あ
る
寺
子
屋
が
描
か
れ
て
い
る
）。
寺

子
屋
を
経
営
す
る
源
蔵
は
主
君
で
あ
る
道
真
の
子
を
か

く
ま
っ
た
が
、
道
真
を
謀
殺
し
た
い
藤
原
時
平
か
ら
、
道

真
の
子
の
首
を
討
て
と
命
じ
ら
れ
る
。
思
い
あ
ま
っ
て
当

日
寺
子
屋
入
り
し
た
小
太
郎
と
い
う
少
年
の
首
を
切
る
。

時
平
の
家
臣
で
首
実
検
を
行
い
に
来
た
の
は
松
王
丸
。
な

ん
と
小
太
郎
は
松
王
丸
の
実
子
で
、
道
真
に
恩
義
が
あ

る
松
王
丸
は
身
代
わ
り
の
た
め
に
小
太
郎
を
寺
子
屋
に

入
れ
た
の
だ
っ
た
。

この浄瑠璃は、どの場面も重く面白い。本当に、ここま
ですごいのかっていうぐらい。仮名手本も義経も、三大名
作はどれも素晴らしい。

心中天網島
近松門左衛門作。1720 年初演。大坂網島で、紙屋治兵衛と遊女小春が心中した事
件をもとにしている。治兵衛の妻おさんも登場し、義理と人情のしがらみが描かれる。

天の網島　近松門左衛門［作］　山本九右衛門、山本九兵衛
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2539993

「
は
し
り
か
き
。
う
た
ひ
の
本
は
こ
の
へ
り
う
。
や
ら
う

ぼ
う
し
は
わ
か
む
ら
さ
き
。
あ
く
し
よ
ぐ
る
ひ
の
。
身

の
は
て
は
。
か
く
成
行
と
。
定
ま
り
し
。
し
や
か
の
お

し
へ
も
有
こ
と
か
（
中
略
）
君
を
し
た
ひ
て
だ
ざ
い
ふ
へ

た
つ
た
一
と
び
梅
田
ば
し
。
跡
お
ひ
松
の
み
と
り
ば
し
。

（
中
略
）
あ
の
い
た
い
け
な
か
い
が
ら
に
。
一
は
い
も
な
き

し
ゞ
み
ば
し
。
み
じ
か
き
物
は
我
々
が
。
此
世
の
す
ま
ゐ
。

秋
の
日
よ
十
九
と
。
廿
八
年
の
。
け
ふ
の
こ
よ
ひ
を
か

ぎ
り
に
て
。
ふ
た
り
い
の
ち
の
す
て
ど
こ
ろ
。」

「
道
行
名
残
の
橋
づ
く
し
」。
橋
を
順
番
に
渡
っ
て
、
最
後

に
網
島
の
大
長
寺
で
心
中
す
る
。

大阪の橋が次 と々出てくるので、歩きたくなりま
す。心中事件を聞いた近松が駕籠の中で想を練っ
たという逸話があって、「走り書き」という言葉で始
まります。『曽根崎心中』の道行と双璧。それにまた、
曲節もいいんです。

小太郎の野辺送り、通称「いろは送り」の場面。中央が松王丸と
その妻千代。
文楽浄瑠璃物語　竹本住太夫 著　正文館書店　昭和 18
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1125740

▼

▼

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2539993
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1125740


12国立国会図書館月報 729号 2022.1

本朝廿四孝　近松半二［ほか］作＜請求記号 191-
434＞

「
十
種
香
」
の
場
面
。
八
重
垣
姫
は
信
玄
の
嫡

子
勝
頼
の
許
嫁
で
あ
り
、
死
ん
だ
勝
頼
を
供

養
す
る
た
め
十
種
香
と
い
う
名
香
を
焚
い
て
い

る
。
そ
こ
に
、
じ
つ
は
生
き
て
い
た
勝
頼
が
現

れ
る
。
ま
た
、
次
の
場
面
で
は
、
勝
頼
に
迫

る
危
険
を
知
ら
せ
る
た
め
、
八
重
垣
姫
が
武

田
信
玄
秘
蔵
の
諏
訪
法
性
の
兜
に
祈
る
と
、
狐

の
霊
力
が
の
り
う
つ
り
、
姫
は
氷
の
張
り
つ
め

た
諏
訪
湖
を
一
気
に
渡
る
。

本朝廿四孝
近松半二、三好松洛、竹田因幡、竹田小出、竹田平七、竹本三郎兵衛の合作。
1766 年初演。武田信玄と上杉謙信は対立しているように見えて、じつは齋藤道三が
共通の敵であるという設定で、様 な々謀略とどんでん返しが多い作品。謙信の娘である
八重垣姫は人気のあるキャラクター。

美しい場面！　華やかでうっとりします。諏訪
の大学で図書館学を教えていたのですが、諏
訪湖のほとりに八重垣姫の像があります。諏訪
法性の兜を掲げた非常に大きな像です。

十行本
正本の一種だが、一丁あたりの行数を十行と増やして、丁数を
少なくしたもの。稽古のための書き込みはしにくいが、かさばら
ない利点がある。

人気浄瑠璃を題材にした双六に登
場する八重垣姫。手には兜が。
当世流行浄瑠璃外題尽巡双六　
宗広 画　朝倉藏版
h t t p s : / / d l . n d l . g o . j p /
info:ndljp/pid/1310629

新版歌祭文　上の巻　野崎村の段　［近松半二］［作］　
加嶋屋清助＜請求記号 912.4-Ti2382s＞

「
其
間
遅
し
と
か
け
入
お
染
。
逢
た
か
つ
た
と

久
松
に
縋
付
ば
。」

「
野
崎
村
の
段
」。
久
松
は
集
金
の
金
を

だ
ま
し
取
ら
れ
て
故
郷
野
崎
村
に
帰
さ

れ
る
。
久
松
の
養
父
久
作
は
、
久
松
を

妻
の
連
れ
子
で
あ
る
お
み
つ
と
結
婚
さ
せ

た
が
っ
て
お
り
、
お
み
つ
も
喜
ぶ
が
、
そ

こ
に
お
染
が
訪
ね
て
く
る
。
お
染
と
久

松
は
す
で
に
心
中
を
決
意
し
て
お
り
、
察

し
た
お
み
つ
は
身
を
引
く
の
だ
っ
た
。

新版歌祭文
近松半二作。1780 年初演。1710 年に起きた、油屋の
一人娘お染と丁稚の久松の心中を扱った作品。お染久松も
のとしてすでに先行作があり、「新版」は新作の意味。

素人が三味線で一番最
初に習うのが、この段切（段
の終わりの部分）の俗に「野
崎」と言われる部分。わかり
やすいし、さわりがいっぱい
あります。「義太夫さわり集」
などに必ず出てきます。

五行本
正本と異なり、一部分を抜き出して一丁あたり五行で印刷したも
の。太夫が舞台で語る「床本」（17ページ参照）は見やすいよ
うに五行で書かれている。それを印刷したものという位置づけで、
稽古用の五行本が多く出版された。

▼

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1310629
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1310629
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■浄瑠璃本ワンポイント 段数が、その段が始まる丁の小口に書いて
あるので、探しやすい！

朱は三 味 線の演
奏のための記号。
本の持ち主が稽古
のために書き込ん
だものと思われる。

浄瑠璃本のくずし字はほかのくずし字と違う独特のもの。ややつぶれ
た形になっている。

段の後ろのほうになると、行数を変えずになるべく多くの詞章を一丁におさめるため、さら
に字を変形させて字配りを変えているものがある。上左画像は段の最初、上右画像は段
の最後の方の丁。
ひらかな盛衰記　文耕堂［ほか］［作］吉川宗兵衛、山本九兵衛［元文 4（1739）初
演］＜請求記号 238-203＞

一谷嫩軍記　並木宗輔［ほか］作　［宝暦 1
（1751）初演］＜請求記号 238-150＞

仮名手本忠臣蔵
（10 ページ）

きゅうくつ…

双六

大都会浄瑠璃高鼻寿語録

江戸の素人の浄瑠璃サークル（「連」）が双六仕立
てで紹介されている。それぞれのマス目には所属し
ている素人のうち特に名の知られた人の芸名も。「上
がり」のマス目を開くと鼻高 な々太夫と三味線弾きが
あらわれ、素人のお稽古として義太夫節や三味線
が大人気だったことがわかる。「禁賣買不出連外」
とあり、内輪で配布したものと思われる。

上がりのマスを開けると…

歌川国芳 画　鎧島藤秀軒蔵版
https ://dl .nd l .go . jp/ info :nd l jp/
pid/1310573

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1310573
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1310573
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番付・絵尽
番付は、宣伝のために町に貼られたり、贔屓筋に配られたもの。
座元名、上演タイトル、出演者の名前が掲載されている。
絵尽は、見どころを絵にして、ストーリーを説明するもの。上演
が始まってから売られ、観劇後の記念や、観劇できない人など
が舞台を想像するために購入した。

操人形番附
人形浄瑠璃の番付や絵尽を集めた資料。
掲載箇所は、1782 年に国性爺合戦が上演された際に刊行された絵
尽の表紙。登場人物が描かれている。
＜請求記号 126-116＞

芝居諸芸題集
人形浄瑠璃や歌舞伎の番付や絵尽を集めた資料。人形浄瑠璃では、
全盛期に人気だった竹本座、豊竹座、両方のものを含めて集められて
いる。初演のものもあり、当時の配役がわかる。
掲載箇所は本朝廿四孝。一つの見開きに場面が複数描かれている。
＜請求記号 106-246＞
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あやつり画番附
人形浄瑠璃の番付を集めた資料。
掲載箇所は、竹本座で 1750 年に国性爺合戦が上演された際の番付。持ち場ごとに太夫と三味
線の名前が書かれている。また、タイトルには「父は唐士／母は日本」という角

つのがき

書が付されている。
［享保頃］https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2533295

大正期の資料

此君帖

浄瑠璃素人講釈

在野の国家主義者杉山茂丸による、浄瑠璃の芸論書。自身
の論説誌『黒白』に別名で連載したものを一冊にまとめた。
2004 年に岩波文庫で復刻された。

「即ち現今は、斯界に衰微荒廃の暮鐘が鳴つて居る時である」
と嘆き、そのためには修行するしかないが、たよりとなるもの
が口伝しかなく、「口移しが、古代には、名人も澤山あつた
であらうが、庵主（注：杉山）等は、其名人の口移しには、
接する事が出来ぬ譯であるから」、現在の師匠たちからきい
た話をここにまとめるので参考にしてほしい、と述べる。
現在は上演されていない演目も多い。この演目はこのように語
るべき、この太夫が上手かった下手だった、など、実演に関
する貴重な記録となっている。

今は録音ができるから便利になりまし
たが、それでも基本は口伝えです。謡曲
は、謡本の胡麻章という記号を見ればあ
る程度は再現できるらしいですが、浄瑠
璃はできない。だからこういう資料はとて
も貴重。

杉山其日庵 著　黒白発行所　大正 15
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1016656

（モノクロ画像）

竹本義太夫にはじまる著名な太夫と三味線の肖像、
プロフィール集。高級なコロタイプ印刷で刷られ、
和装仕立てである。
橘米吉 編　富久積会　大正 12
＜請求記号 192-152＞

掲載箇所は二代目豊竹古靱太夫、のちの
豊竹山城少掾。心理描写や解釈によって、
義太夫節に近代的リアリズムを導入した。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2533295
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1016656
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―
関
西
ご
出
身
で
す
が
、
浄
瑠
璃
と
の
出

会
い
は
幼
少
期
で
し
ょ
う
か
？

劇
場
で
の
舞
台
を
見
た
の
は
、
こ
こ
に
就
職

し
て
か
ら
で
す
。
国
立
劇
場
が
近
く
、
行
き

や
す
か
っ
た
で
す
か
ら
ね
。

で
も
、
子
供
の
こ
ろ
関
西
に
い
た
の
で
、
テ

レ
ビ
で
放
映
し
て
い
る
の
を
目
に
す
る
こ
と

は
あ
り
ま
し
た
。
文
楽
座
が
朝
日
座
に
変
わ
っ

た
記
憶
は
鮮
明
に
残
っ
て
い
ま
す
。
15
、６
才

の
時
で
し
ょ
う
か（

１
）。
昔
は
道
頓
堀
に
た
く
さ

ん
劇
場
が
あ
っ
た
の
に
、
戦
後
、
上
方
歌
舞

伎
も
、
文
楽
も
か
な
り
低
迷
し
て
し
ま
っ
た

ん
で
す
。
そ
う
し
た
こ
と
も
一
因
で
国
が
本

腰
を
入
れ
て
、
東
京
に
国
立
劇
場
を
、
大
阪

に
国
立
文
楽
劇
場
を
作
り
古
典
芸
能
へ
の
テ

コ
入
れ
を
始
め
ま
し
た
。

見
始
め
た
時
に
、
義
太
夫
教
室
の
募
集
が
あ
っ

た
ん
で
す
。
面
白
そ
う
だ
な
、
と
思
っ
て
入

会
し
ま
し
た
。

―
い
き
な
り
教
室
に
入
る
っ
て
か
な
り
熱

心
で
す
ね
。

い
や
、
ど
ん
な
も
の
か
と
軽
い
気
持
ち
で
。

語
り
と
三
味
線
の
両
方
を
教
え
て
も
ら
え
ま

し
た
。
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め
の
教
室

な
ん
で
し
ょ
う
が
、
最
後
に
文
楽
の
鶴
澤
重

造
師
が
教
え
に
来
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
説

明
が
わ
か
り
や
す
く
、
人
物
の
語
り
分
け
と

い
う
の
を
い
ろ
い
ろ
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

―
語
り
分
け
？

浄
瑠
璃
は
、
地
の
文
と
人
物
の
セ
リ
フ
が
な

い
ま
ぜ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
の
語
り
物

の
歴
史
は
み
ん
な
そ
う
で
す
。
太
夫
が
全
部

語
っ
て
、
普
通
の
演
劇
な
ら
個
々
の
俳
優
が

セ
リ
フ
を
話
し
ま
す
が
、
浄
瑠
璃
は
話
し
ま

せ
ん
。
し
か
も
そ
れ
が
人
形
だ
と
い
う
、
面

白
い
芸
能
が
で
き
た
わ
け
で
す
。

１
人
の
太
夫
が
、
老
若
男
女
い
ろ
ん
な
人
を

語
り
分
け
る
か
ら
、
そ
の
や
り
方
が
難
し
い
。

最
初
の
う
ち
は
首
を
振
り
な
さ
い
っ
て
い
う

指
導
で
し
た
。
た
と
え
ば
「
父
様
や
母
様
に

別
れ
て
か
ら
」
と
語
る
と
き
、「
父
様
や
」
で

は
お
父
さ
ん
を
思
い
浮
か
べ
て
右
を
向
き
、

「
母
様
に
」
で
は
お
母
さ
ん
を
思
い
浮
か
べ
て

左
を
向
く
と
か
ね
。
そ
れ
に
、「
情
を
語
れ
」

と
い
う
奥
深
さ
を
教
わ
っ
て
感
激
し
て
、
教

室
が
終
わ
っ
た
後
も
、
お
師
匠
さ
ん
に
つ
い

て
も
う
少
し
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
次
第

で
す
。

―
情
を
語
る
？　

感
情
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
か
。

今
の
言
葉
で
は
難
し
い
で
す
が
、
強
い
て
言

う
な
ら
「
人
の
こ
こ
ろ
」
で
し
ょ
う
か
。
義

太
夫
節
の
真
髄
と
で
も
い
う
も
の
で
す
。

―
真
髄
！　

と
こ
ろ
で
邦
楽
の
音
階
っ
て

と
っ
つ
き
に
く
い
感
じ
が
し
ま
す
が
…
…

邦
楽
は
西
洋
の
音
階
と
は
違
う
ん
で
す
よ
。

西
洋
の
音
楽
は
ド
の
音
だ
っ
た
ら
ド
ぴ
っ
た

り
の
音
を
出
し
ま
す
が
、
邦
楽
の
音
階
に
は

幅
が
あ
り
ま
す
。
き
れ
い
な
音
と
か
は
あ
ま

り
関
係
な
い
ん
で
す
。

―
き
れ
い
な
音
が
求
め
ら
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
ん
で
す
か
？

絶
対
音
感
が
あ
る
人
に
は
気
持
ち
悪
い
か
も

し
れ
な
い
で
す
ね
。
語
り
に
は
理
知
的
な
語

り
、
豪
快
な
語
り
、
美
声
の
語
り
な
ど
な
ど

い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
奥
が
深
い
。「
情
を
語
る
」

こ
と
が
第
一
だ
か
ら
、
き
れ
い
だ
か
ら
良
い

と
は
限
ら
な
い
。
師
匠
に
「
お
前
の
語
り
じ
ゃ

泣
け
な
い
」
と
し
ご
か
れ
た
、
と
い
っ
た
話

が
多
い
ぐ
ら
い
。
三
味
線
と
の
関
係
も
そ
う

で
、
三
味
線
と
完
全
に
合
わ
せ
て
語
っ
て
も

面
白
く
も
な
ん
と
も
な
い
ん
で
す
。「
三
味
線

か
ら
離
れ
ろ
」
と
言
わ
れ
ま
す
ね
。

―
難
し
い
で
す
ね
…
…
！　

音
の
楽
し
さ

の
ほ
か
に
、
内
容
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

筋
に
違
和
感
は
な
い
で
す
か
？　
『
菅
原
伝
授

手
習
鑑
』（
11
ペ
ー
ジ
参
照
）
で
の
、
自
分
の

子
ど
も
を
主
君
の
子
ど
も
の
身
代
わ
り
に
す

る
く
だ
り
な
ど
、
か
わ
い
そ
う
で
す
。

今
の
公
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
解
説
に
も
「
現
代
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の
感
覚
か
ら
す
る
と
違
和
感
が
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
」
と
言
っ
た
趣
旨
の
こ
と
が
書

い
て
あ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
当
時
の
儒
教

的
倫
理
感
か
ら
す
る
と
、
ま
ず
主
君
へ
の
忠

義
。
次
に
親
へ
の
孝
行
。
そ
の
次
に
男
女
の

愛
や
子
ど
も
へ
の
情
。
序
列
が
は
っ
き
り
し

て
い
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
心
中
な
ど
が

起
き
る
。
恋
と
忠
義
は
い
ず
れ
が
重
い
か
。

「
忠
」
が
や
っ
ぱ
り
第
一
な
ん
で
す
。
個
人
の

感
情
と
し
て
は
、
人
を
好
き
に
な
る
と
か
、

子
ど
も
を
失
っ
て
悲
し
い
と
か
が
あ
る
ん
だ

け
れ
ど
、「
忠
」「
孝
」
と
ぶ
つ
か
り
あ
う
。

だ
か
ら
庶
民
に
愛
さ
れ
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。

―
当
時
の
人
に
と
っ
て
は
リ
ア
リ
テ
ィ
が

あ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
う
と
、
切
な
い
で
す
。

で
も
、
今
だ
っ
て
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い

で
す
ね
。

当
時
は
子
ど
も
の
死
亡
率
が
高
か
っ
た
と
か

今
と
違
う
こ
と
は
多
い
で
す
が
、
現
代
で
も
、

理
不
尽
な
こ
と
、
不
条
理
な
こ
と
が
あ
る
と

い
う
根
っ
こ
の
と
こ
ろ
は
普
遍
的
。
新
作
文

楽
は
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
る
か

も
と
思
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

今
は
す
っ
か
り
古
典
芸
能
に
な
り
ま
し
た
が
、

昔
は
カ
ラ
オ
ケ
み
た
い
な
も
の
だ
っ
た
ん
だ

と
思
い
ま
す
。
素
人
の
お
稽
古
が
大
流
行
し

て
、
み
ん
な
が
口
ず
さ
ん
で
。「
ま
だ
青
い
素

人
（
白
）
義
太
夫
玄く

ろ人
（
黒
）
が
っ
て
赤
い

顔
し
て
黄
な
声
を
出
し
」
と
い
う
狂
歌
が
あ

る
よ
う
に
、
落
語
の
「
寝
床
」
の
世
界
な
ん

で
す
。

―
義
太
夫
節
を
語
る
の
が
好
き
だ
け
ど
下

手
な
大
家
さ
ん
が
い
て
、
店
子
と
か
誰
も
聞

い
て
く
れ
な
い
、
と
い
う
話
で
す
ね
。
司
馬

遼
太
郎
の
『
菜
の
花
の
沖
』
に
は
、
遠
く
離

れ
た
土
地
の
人
と
浄
瑠
璃
の
フ
レ
ー
ズ
で
や

り
と
り
し
て
喜
ぶ
場
面
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
う
い
う
こ
と
は
大
い
に
あ
り
え
ま
す
ね
。

浄
瑠
璃
は
庶
民
の
共
通
語
。「
時
代
物
」
の
ド

ラ
マ
チ
ッ
ク
な
筋
立
て
と
構
成
美
。「
世
話
物
」

の
義
理
と
人
情
と
男
女
の
恋
の
葛
藤
。
演
劇

的
に
も
そ
れ
ぞ
れ
に
素
晴
ら
し
い
で
す
が
、

最
大
の
魅
力
は
詞
章
の
美
し
さ
。
と
に
か
く

美
し
い
。
詞
章
に
の
め
り
込
む
。
そ
れ
に
、

知
ら
な
い
言
葉
が
た
く
さ
ん
出
て
く
る
ん
で

す
。
い
ろ
ん
な
古
典
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
て
、

き
ち
ん
と
調
べ
て
い
く
と
、
日
本
文
化
、
文

学
の
伝
統
が
わ
か
り
ま
す
。

―
本
歌
取
り（
２
）
み
た
い
な
こ
と
で
し
ょ
う

か
？

そ
う
で
す
。
声
明（

３
）
や
、
平
安
時
代
の
和
歌
、

漢
文
、
平
家
物
語
、
能
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

教
養
が
流
れ
込
ん
で
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の

人
の
教
養
の
高
さ
は
す
ご
い
。
も
ち
ろ
ん
素

人
が
全
員
理
解
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か

り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
を
趣
味
で
や
っ
て
い
た
。

現
代
で
も
、
解
説
し
て
く
れ
る
本
が
な
い
の

で
、
私
は
自
分
で
調
べ
ま
し
た
。
私
の
お
師

匠
さ
ん
が
そ
う
い
う
こ
と
が
好
き
だ
っ
た
か

ら
あ
り
が
た
か
っ
た
で
す
。

当
時
の
歌
舞
伎
に
は
作
者
部
屋
と
い
う
の
が

あ
っ
て
、
そ
こ
に
ネ
タ
本
が
た
く
さ
ん
あ
っ

た
よ
う
で
す
。
作
者
の
レ
ベ
ル
も
高
か
っ
た

ん
で
し
ょ
う
ね
。

―
い
ろ
ん
な
知
識
が
浄
瑠
璃
に
流
れ
込
ん

で
、
そ
れ
が
現
代
に
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る

ん
で
す
ね
。
美
し
い
詞
章
の
意
味
や
背
景
も

理
解
し
て
、
し
か
も
自
分
で
語
る
っ
て
す
ご

く
充
実
感
が
あ
り
そ
う
で
す
。

そ
れ
は
も
う
。底
が
な
い
っ
て
感
じ
で
す（
笑
）。

道頓堀の角座前にあった天牛書店で購入した床本
（8 ページ、16 ページで手にしているものも同様）。
床本とは、上演の際に太夫が見る台本。太夫が手
書きする。語る前に床本を掲げて一礼する動作を行
う。

１　

１
９
６
３
年
。

２　

和
歌
や
連
歌
を
作
る
際
に
、
古
歌
な
ど
の
一
部
を
意

識
的
に
取
り
入
れ
る
技
法
。

３　

仏
教
儀
式
で
経
文
を
朗
誦
す
る
芸
能
。
広
い
意
味
に

お
い
て
日
本
伝
統
音
楽
の
源
流
と
言
え
る
。
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保存・修復の道具
③ プレスする

　国立国会図書館では、所蔵する資料の永続的利用を保証するために、デジタル化などの媒体変換、
防災、保存環境の整備、修復といった様 な々保存活動を行っています。
　その活動で大きな役割を担うのが、収集書誌部資料保存課です。資料保存担当の専門職員が、専
門的な判断と技術を必要とする補修・修復を資料の特性や状態に応じて行っています。また、書庫の環
境管理や虫菌害対策などの業務にも当たっています。
　資料保存課で保存・修復のために使用する「道具」にフォーカスをあてたシリーズ第 3回。ほんの一
部ではありますが、文化的資産を残していく活動の様子を垣間見ていただければと思います。

本をまもる
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卓
上
に
置
け
る
小
型
の
プ
レ
ス
機

で
す
。

　

取
っ
手
の
形
状
に
よ
り
、「
角
型
」

「
ハ
ン
ド
ル
型
」な
ど
の
種
類
が
あ
り
、

取
っ
手
の
締
め
具
合
に
よ
っ
て
、
締

め
る
圧
力
を
調
整
で
き
ま
す
。

いろいろな用途に使います

製本し直す際などページを1枚 1枚はがし
て解体したときに、どうしても出てしまう紙の
歪みを、圧力をかけて平らにします。

洋装本の背の部分を固定する「背固め」という作業の際には、横置き
にして使用します。

手て

機ぎ

械か
い

取っ手を回すと上板が
上下します。
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手
機
械
で
は
少
量
の
資
料
し
か
プ

レ
ス
で
き
ま
せ
ん
。
大
量
の
資
料
や
、

大
型
の
資
料
を
プ
レ
ス
す
る
場
合
は

大
型
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
プ
レ
ス
を

使
い
ま
す
。

　

鉄
製
で
頑
丈
に
で
き
て
い
る
の
で
、

高
い
圧
力
で
プ
レ
ス
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ

プ
レ
ス

　

さ
ら
に
強
力
な
接
着
が
必
要
な
場

合
や
、
折
り
癖
や
歪
み
を
取
る
場
合

な
ど
に
は
、
よ
り
圧
力
の
か
け
ら
れ

る
油
圧
プ
レ
ス
機
を
使
い
ま
す
。
た

と
え
ば
新
聞
の
縮
刷
版
を
ハ
ー
ド
カ

バ
ー
製
本
に
す
る
と
き
な
ど
に
使
い

ま
す
。

　

ほ
か
の
プ
レ
ス
機
は
す
べ
て
手
動

で
す
が
、
こ
れ
は
油
圧
ポ
ン
プ
の
力

で
強
力
に
プ
レ
ス
で
き
ま
す
。

油
圧プレ

ス

圧力の強さは数値で設定します。
締め終わると自動で止まります。
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耳出し（バッキング）

　

資
料
を
プ
レ
ス
す
る
上
で
無
く
て

は
な
ら
な
い
物
が
締
板
で
す
。
プ
レ

ス
す
る
際
に
は
、
資
料
を
保
護
し
、

力
が
均
一
に
か
か
る
よ
う
に
、
必
ず

１
冊
ず
つ
締
板
で
挟
み
ま
す
。

　

締
板
は
資
料
の
大
き
さ
に
合
わ
せ

て
大
き
さ
な
ど
を
使
い
分
け
て
い
ま

す
。

丸
まるぜ

背（背が丸みを帯びた製本様式）の資料の背の部分
には、表紙の厚紙と高さを合わせるための出っ張り（耳）
があります。これを手作業で作る場合は、プレス機に挟
んで行います。使うのは手機械（19ページ）です。

バッケ板に資料を挟んで、手機械で固定し、背の部分を
金槌で叩いて耳を出します。

耳がきれいに出ました。

バッケ板
いた

という金属のガイド
が付いた板。角度がついて
います。

締し
め

板い
た

耳とは、ここのことです。
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修
復
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
い
ろ

い
ろ
な
重
石
を
使
い
分
け
て
い
ま
す
。　
　

 

　
　

　

こ
の
重
石
は
特
殊
な
も
の
で
は
な

く
、
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
売
っ

て
い
る
漬
物
石
で
す
。
中
に
は
コ
ン

ク
リ
ー
ト
が
入
っ
て
い
ま
す
。
見
た

目
よ
り
も
ず
っ
と
重
く
、
一
番
大
き

な
も
の
で
、
８
．５
㎏
あ
り
ま
す
。

　

プ
レ
ス
機
に
入
ら
な
い
よ
う
な
大
き

な
資
料
の
シ
ワ
伸
ば
し
を
す
る
と
き

に
、
締
板
の
上
に
乗
せ
て
プ
レ
ス
し
ま

す
。

重お

も石し

全体に軽く水分で湿り気を与えてから、「ろ紙」
に挟んで、なるべく平均に重さが行きわたるよ
うに、上から板や重石をたくさん乗せてプレス
します。一昼夜以上おいて、しっかり乾かし
たのちに重石を外し、補修します。

漬つ
け

物も
の

石い
し

いろいろ

大きな地図は、折りたたまれて「折図」の
状態で保存されています。破損箇所の補
修の前に、まず折れやシワを伸ばしてなる
べく資料を平らにします。

たとえば、大きな地図を補修するとき

かなり重たいです。
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地
図
の
折
図
は
、
折
り
目
が
破
れ

て
い
る
場
合
が
多
い
で
す
。
折
り
目
の

破
損
を
補
修
す
る
時
に
は
、
細
長
い

重
石
が
活
躍
し
ま
す
。
ま
た
、
締
板

で
は
な
く
、
細
長
い
ア
ク
リ
ル
の
定

規
を
使
い
ま
す
。

　

　

小
さ
な
破
損
を
補
修
し
て
乾
燥
さ

せ
る
際
に
小
さ
い
重
石
を
置
き
ま
す
。

こ
う
す
る
事
で
乾
燥
時
の
ペ
ー
ジ
の

波
打
ち
が
防
げ
ま
す
。

細
長
い重石

小
さ
い

重
石

帯状の和紙に糊を付け、折り目に貼り、不織布と
「ろ紙」、長いアクリルの定規を置き、その上から
重石を乗せてプレスします。こうすることで、波打
たず平らに乾かすことができます。

巻子の欠損箇所に糊を少量塗って和紙を貼り、
プレスして接着・乾燥させているところです。
「ろ紙」の上には厚手の板紙を置き、均等に圧
がかかるようにしています。

重石の裏には保護のために
「ろ紙」を貼っています。

たとえば、巻子を補修するとき
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玉だ
ま

　

こ
の
重
石
は
、
手
作
り
で
す
。
白

い
布
袋
に
、直
径
２
㎜
の
鉛
玉
が
入
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
鉛
玉
は
、
散
弾
銃

の
弾
と
し
て
も
使
わ
れ
る
も
の
で
す
。

　

絵
巻
物
の
絵
具
の
部
分
や
書
簡
な

ど
、
紙
が
柔
ら
か
い
資
料
の
小
さ
な

補
修
箇
所
を
こ
ま
め
に
プ
レ
ス
す
る

の
に
向
い
て
い
ま
す
。
美
術
館
や
博

物
館
関
連
で
も
、
使
用
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

展示の時にも、重石を使用することがあります。支持具
の中に重石を入れ、支持具が浮き上がったりしないよう
に支えています。

いろいろな用途に使います

鉛な
ま
り

※ここにあげた道具とその使い方はほんの一例です。

書簡の細かい破損箇所を和紙と糊で補修し、
鉛玉が入った重石を乗せて、接着・乾燥させ
ているところです。

資料に沿ってフレキシブルにプレスをすることができます。

二重のチャック袋に入れ
、さらに

白い布で作った袋に入れ
ています。

係みんなで手作りしました
。

中身
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収
集
・
書
誌
調
整
課
収
集
企
画
係
で
ど
ん

な
お
仕
事
を
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

一
言
で
言
う
と
、
国
立
国
会
図
書
館
（
Ｎ

Ｄ
Ｌ
）
が
ど
の
よ
う
な
資
料
を
集
め
る
か

を
示
す
方
針
を
決
め
て
い
ま
す
。
ど
の
よ

う
な
資
料
を
ど
の
よ
う
な
優
先
順
位
で
集

め
る
か
、
と
か
。
図
書
館
の
資
料
は
、
あ

ら
ゆ
る
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
に
な
り

ま
す
。
資
料
収
集
の
方
針
は
、
Ｎ
Ｄ
Ｌ
が

果
た
す
べ
き
使
命
や
役
割
と
密
接
に
結
び

つ
い
て
い
る
重
要
な
も
の
で
す
。

Ｎ
Ｄ
Ｌ
の
収
集
に
つ
い
て
全
部
を
網
羅
し

た
も
の
を
作
る
ん
で
す
か
？

は
い
。
Ｎ
Ｄ
Ｌ
が
集
め
る
資
料
の
範
囲
や

優
先
順
位
を
決
め
て
い
ま
す
。基
本
的
に
、

国
内
で
発
行
さ
れ
た
出
版
物
は
、
納
本
制

度（
１
）に

基
づ
い
て
集
め
て
い
ま
す
が
、
外
国

で
発
行
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
購
入

す
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
こ
の
ほ
か
に
も

寄
贈
、
国
際
交
換
な
ど
、
資
料
に
よ
っ
て

い
ろ
い
ろ
な
収
集
方
法
が
あ
り
ま
す
。
方

針
で
は
、
こ
う
し
た
い
ろ
い
ろ
な
方
法
で

集
め
る
資
料
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
外
国
の
資
料
に
つ
い
て
は
、

Ｎ
Ｄ
Ｌ
の
目
的
に
応
じ
た
主
題
や
分
野
の

も
の
を
重
点
的
に
選
び
ま
す
よ
、
と
か
。

具
体
的
に
は
議
会
資
料
や
法
令
資
料
、
日

本
に
関
係
す
る
資
料
な
ど
。
最
近
で
は
、

同
じ
内
容
で
冊
子
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
や
電

子
ジ
ャ
ー
ナ
ル
な
ど
の
電
子
情
報
が
あ
れ

ば
、
電
子
情
報
を
優
先
し
ま
す
よ
、
と
い

う
方
針
に
基
づ
い
て
、
外
国
の
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
や
電
子
ジ
ャ
ー
ナ
ル
な
ど
を
積
極

的
に
導
入
し
て
い
ま
す
。

改
定
も
必
要
で
す
よ
ね
。

方
針
や
ル
ー
ル
は
作
り
っ
ぱ
な
し
で
は
な

く
て
、
維
持
管
理
も
大
事
で
す
。
た
と
え

ば
新
し
い
形
態
の
出
版
物
が
出
て
く
る
と

か
、
世
の
中
の
動
き
に
合
わ
せ
て
、
定
期

的
に
見
直
し
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資

料
と
か
オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
と
か
、
Ｎ
Ｄ
Ｌ

で
新
し
く
集
め
る
資
料
の
制
度
が
整
え

ば
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
方
針
の
範
囲
も
広

げ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
あ
と
Ｎ
Ｄ
Ｌ
の

ビ
ジ
ョ
ン
、
今
だ
と
「
国
立
国
会
図
書
館

の
デ
ジ
タ
ル
シ
フ
ト
」
で
す
ね
、
こ
う
し

た
Ｎ
Ｄ
Ｌ
全
体
が
目
指
す
取
組
や
方
向
性

に
も
応
じ
て
、
収
集
の
方
針
も
適
宜
見
直

し
ま
す
。

依
っ
て
立
つ
も
の
を
作
っ
て
、
維
持
し
て

い
る
ん
で
す
ね
。

み
ん
な
が
ち
ゃ
ん
と
同
じ
も
の
を
目
指
し

て
取
り
組
ん
で
い
け
る
よ
う
に
、
ビ
ジ
ョ

ン
や
方
針
、
明
確
な
目
標
や
目
的
を
共
有

す
る
こ
と
は
大
切
で
す
。
と
く
に
、
Ｎ
Ｄ

Ｌ
み
た
い
に
大
き
な
組
織
、
国
の
図
書
館

に
と
っ
て
は
。
何
の
た
め
に
、
誰
の
た
め

に
、
何
に
取
り
組
む
の
か
。
資
料
を
集
め

る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
お
ん
な
じ
だ
と
思

う
ん
で
す
。
Ｎ
Ｄ
Ｌ
が
、
何
の
た
め
に
、
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誰
の
た
め
に
、
ど
う
い
っ
た
方
向
性
で
、

ど
ん
な
資
料
を
集
め
る
の
か
。
こ
の
ポ
リ

シ
ー
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
Ｎ
Ｄ
Ｌ
と
し

て
ぶ
れ
な
い
資
料
収
集
が
で
き
る
。
方
針

や
ル
ー
ル
っ
て
、
縁
の
下
の
力
持
ち
み
た

い
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
目
に
見
え
る

形
が
な
い
し
、
目
立
つ
も
の
で
も
な
い
け

れ
ど
、こ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
、ち
ゃ

ん
と
必
要
な
と
き
に
必
要
な
資
料
を
利
用

者
の
皆
さ
ん
が
手
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

大
事
な
こ
と
で
す
ね
。
と
す
る
と
、
ル
ー

テ
ィ
ン
は
な
い
感
じ
で
す
か
？

一
年
を
通
じ
て
の
大
き
な
流
れ
は
あ
り
ま

す
が
、
毎
日
の
決
ま
っ
た
も
の
は
あ
ま
り

な
い
で
す
。
新
し
く
導
入
す
る
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
を
検
討
し
た
り
、
館
内
外
か
ら
の

相
談
や
問
合
せ
に
対
応
し
た
り
、
資
料
の

収
集
に
関
す
る
調
整
役
の
よ
う
な
と
こ
ろ

で
、
毎
日
飽
き
る
こ
と
は
な
い
で
す
。

と
こ
ろ
で
、今
ま
で
「
企
画
」
と
か
「
調
整
」

と
か
似
た
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の
部
署
に
所

属
し
て
い
ま
す
ね
。

そ
う
な
ん
で
す
。
収
集
企
画
係
と
か
書
誌

調
整
係
と
か
、四
字
熟
語
み
た
い
で
す
が
、

名
前
を
聞
い
た
だ
け
だ
と
何
を
し
て
い

る
と
こ
ろ
か
想
像
し
に
く
い
で
す
よ
ね
。

ざ
っ
く
り
説
明
す
る
と
、
資
料
の
大
き
な

流
れ
、「
集
め
る
」「
整
理
す
る
」「
保
存

す
る
」、
そ
し
て
「
提
供
す
る
」
と
い
う

中
で
、
今
は
入
り
口
の
「
集
め
る
」
と
こ

ろ
に
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は「
整
理
す
る
」

に
関
係
す
る
と
こ
ろ
に
比
較
的
長
く
い
ま

し
た
。
書
誌
調
整
係
で
は
、
資
料
の
整
理

に
必
要
な
方
針
や
ル
ー
ル
づ
く
り
を
し
て

い
ま
し
た
。
実
際
に
資
料
を
整
理
し
た
こ

と
は
な
い
ん
で
す
け
ど
。
入
館
し
て
最
初

に
配
属
さ
れ
た
書
誌
調
整
課
の
時
代
も
ほ

ぼ
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
た
の
で
、

あ
わ
せ
る
と
７
年
半
、
資
料
の
整
理
に
関

す
る
相
談
を
受
け
た
り
、
調
整
を
し
た
り

し
て
い
ま
し
た
。
扱
う
内
容
は
ぜ
ん
ぜ
ん

違
い
ま
す
が
、
今
い
る
収
集
企
画
係
と
も

似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

あ
と
、「
電
子
」
の
つ
く
部
署
も
長
く
い

ら
し
た
よ
う
な
。

関
西
館
の
電
子
図
書
館
課
と
電
子
情
報
部

の
電
子
情
報
流
通
課
で
す
ね
。
こ
ち
ら
は

あ
わ
せ
て
７
年
間
い
ま
し
た
。
研
究
企
画

係
と
標
準
化
推
進
係
に
い
た
ん
で
す
が
、

そ
れ
ぞ
れ
や
っ
ぱ
り
「
何
し
て
る
と
こ

ろ
？
」
と
よ
く
聞
か
れ
ま
し
た
。
か
く
い

う
私
も
最
初
は
「
何
す
る
と
こ
ろ
？
」
と

思
っ
て
ま
し
た
。
し
か
も
「
電
子
」
が
つ

く
と
、
最
先
端
の
Ｉ
Ｔ
技
術
を
駆
使
し
て

い
る
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
が
、私
の
い
た
研
究
企
画
係
で
は
、

主
に
資
料
を
「
保
存
す
る
」
を
テ
ー
マ
に

調
査
研
究
を
し
て
い
ま
し
た
。
紙
の
資
料

で
は
な
く
、
形
の
な
い
電
子
情
報
の
長
期

保
存
が
対
象
で
し
た
が
、
こ
れ
も
資
料
の

流
れ
の
一
部
と
い
え
ま
す
。

標
準
化
推
進
係
で
は
、
主
な
仕
事
の
一
つ

と
し
て
、
メ
タ
デ
ー
タ（

２
）な

ど
の
標
準
類
を

維
持
管
理
し
て
い
ま
し
た
。
こ
ち
ら
も
電

子
情
報
が
対
象
で
す
が
、
書
誌
調
整
係
と

同
じ
く
資
料
を
「
整
理
す
る
」
に
関
わ
る

内
容
で
し
た
。
そ
し
て
、
や
っ
ぱ
り
電
子

情
報
の
標
準
に
関
す
る
相
談
を
受
け
た

り
、
調
整
を
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

じ
ゃ
あ
、
入
館
し
て
か
ら
ず
っ
と
、
紙
も

電
子
も
、
資
料
の
流
れ
に
関
わ
り
続
け
て

い
る
ん
で
す
ね
。

図
ら
ず
も
そ
の
よ
う
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
海
外
の
活
動
に
も
参
加
さ
れ

て
い
ま
し
た
よ
ね
？

Ｉ
Ｆ
Ｌ
Ａ（

３
）目

録
分
科
会
の
常
任
委
員
と
し

て
、
２
０
２
１
年
８
月
ま
で
の
４
年
間
、

目
録
に
関
す
る
国
際
的
な
標
準
や
基
準
づ

く
り
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
目

録
に
関
す
る
概
念
や
用
語
の
多
言
語
辞
書

を
作
る
グ
ル
ー
プ
に
入
っ
て
い
ま
し
た
。

分
科
会
で
は
、
委
員
の
皆
さ
ん
が
世
界
中

に
住
ん
で
い
る
の
で
、
普
段
は
メ
ー
ル
で

や
り
と
り
し
て
い
ま
す
が
、
新
型
コ
ロ
ナ

感
染
拡
大
以
前
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
も

年
に
何
回
か
、
多
い
時
は
毎
月
グ
ル
ー
プ

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
が
あ
り
ま
し
た
。

ち
な
み
に
、
英
語
で
の
会
議
参
加
で
す
よ

ね
…
…
？

非
常
に
大
変
で
し
た
。
図
書
館
の
目
録
に

関
す
る
共
通
の
テ
ー
マ
が
あ
る
の
で
、
伝

え
た
い
と
い
う
強
い
気
持
ち
で
語
学
力
を

カ
バ
ー
す
る
し
か
な
か
っ
た
で
す
。
強
い

気
持
ち
が
あ
れ
ば
言
語
の
壁
す
ら
超
え
ら

れ
る
と
己
に
無
理
や
り
信
じ
こ
ま
せ
、
折

れ
な
い
心
で
い
つ
も
臨
ん
で
い
ま
し
た
。

英
語
が
で
き
た
ら
も
っ
と
深
い
話
が
で
き

た
の
に
と
痛
感
し
て
い
ま
す
。

大
変
で
し
た
が
、
話
す
言
葉
や
住
ん
で
い

る
国
は
違
っ
て
も
、
図
書
館
に
関
す
る
共

通
の
目
標
や
課
題
を
持
ち
、
日
々
が
ん

ば
っ
て
る
人
た
ち
が
世
界
中
に
こ
ん
な
に

い
る
ん
だ
な
あ
と
実
感
で
き
、
そ
ん
な

方
々
と
知
り
合
え
た
っ
て
い
う
の
は
、
本

当
に
良
い
経
験
が
で
き
た
な
と
思
い
ま

（２）資料の検索や識別に必要な、タイトルや作成者等の資料の特徴を記述したデータ。

（３）International Federation of Library Associations and Institutions（国際図書館連盟）
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す
。
世
界
の
図
書
館
で
ま
さ
に
今
、
進

行
形
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
取
組
み
も
知

れ
て
、
た
く
さ
ん
刺
激
を
受
け
ま
し
た
。

Ｉ
Ｆ
Ｌ
Ａ
で
仲
良
く
な
っ
た
人
た
ち
と

は
、今
で
も
連
絡
を
取
り
あ
っ
て
い
ま
す
。

以
前
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
観
光
を
兼
ね
て

会
い
に
行
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

い
い
で
す
ね
！　

と
こ
ろ
で
、
Ｎ
Ｄ
Ｌ
に

就
職
し
た
い
と
思
っ
た
理
由
は
？

図
書
館
と
い
う
一
つ
の
大
き
な
土
台
の
上

で
い
ろ
い
ろ
な
仕
事
が
で
き
る
と
思
っ
た

か
ら
で
し
ょ
う
か
。
Ｎ
Ｄ
Ｌ
は
巨
大
な
図

書
館
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

し
て
い
る
の
で
、
一
見
、
い
わ
ゆ
る
図
書

館
ぽ
く
な
い
よ
う
な
仕
事
も
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。
入
館
し
て
か
ら
「
こ
ん
な
こ
と

も
し
て
い
る
ん
だ
！
」
と
初
め
て
知
っ
た

り
。
実
は
い
ま
だ
に
未
知
数
で
、
異
動
す

る
た
び
に
転
職
し
た
よ
う
な
新
鮮
さ
を
味

わ
っ
て
ま
す
。
利
用
者
の
方
と
直
接
関
わ

ら
な
い
よ
う
な
、
な
か
な
か
外
か
ら
は
見

え
に
く
い
仕
事
も
多
い
で
す
よ
ね
。
Ｎ
Ｄ

Ｌ
な
ら
ば
、
こ
こ
で
す
る
仕
事
は
す
べ
て

図
書
館
と
い
う
土
台
に
繋
が
っ
て
い
る
と

常
に
感
じ
ら
れ
、
い
ろ
い
ろ
な
仕
事
に
出

会
え
そ
う
だ
な
と
。

図
書
館
で
働
い
て
い
る
と
、
も
と
も
と

図
書
館
の
ヘ
ビ
ー
ユ
ー
ザ
ー
だ
っ
た
と

か
、
本
が
好
き
だ
っ
た
と
か
、
そ
う
い
う

イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
が
ち
で
す
が
、
そ
う

で
も
な
い
で
す
。
む
し
ろ
、
図
書
館
に
対

し
て
思
い
入
れ
が
強
す
ぎ
る
と
、
仕
事
と

し
て
や
り
づ
ら
い
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま

す
。
気
に
な
る
存
在
で
は
あ
る
け
れ
ど
、

好
き
す
ぎ
な
い
。
ち
ょ
う
ど
よ
い
距
離
感

で
い
ら
れ
る
か
ら
、
こ
う
し
て
仕
事
と
し

て
続
け
ら
れ
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

あ
る
程
度
距
離
を
保
っ
て
い
ら
れ
る
か
ら

こ
そ
、
適
切
な
ル
ー
ル
が
作
れ
る
の
か
も

し
れ
な
い
で
す
ね
。

そ
う
で
す
ね
。
標
準
や
ル
ー
ル
は
、
客
観

的
な
判
断
が
必
要
で
す
。
偏
ら
な
い
こ

と
、
バ
ラ
ン
ス
感
覚
が
大
事
だ
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
ル
ー
ル
づ
く
り
だ
け
で
な

く
、
ど
ん
な
仕
事
に
対
し
て
も
忘
れ
な
い

よ
う
に
し
て
ま
す
。
た
だ
自
分
が
や
り
た

い
か
ら
や
る
、
楽
し
そ
う
だ
か
ら
や
る
、

で
は
な
く
て
、
何
の
た
め
に
、
と
い
う
目

的
を
見
失
わ
な
い
こ
と
を
常
に
心
が
け
て

ま
す
。
た
と
え
ば
、
何
か
新
し
い
サ
ー
ビ

ス
や
事
業
を
考
え
る
と
き
に
、
ち
ゃ
ん
と

明
確
な
目
的
を
持
つ
こ
と
。
そ
れ
を
や
る

こ
と
自
体
が
ゴ
ー
ル
で
は
な
く
て
、
始
め

た
ら
、ち
ゃ
ん
と
続
け
る
こ
と
も
必
要
で
。

今
の
「
集
め
る
」
仕
事
で
あ
れ
ば
、
必
要

な
と
き
に
、
必
要
な
資
料
や
情
報
を
ち
ゃ

ん
と
手
に
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
、
適
切
に

定
め
た
方
針
に
基
づ
い
て
着
実
に
資
料
を

集
め
る
。「
必
要
な
と
き
」
は
今
か
も
し

れ
な
い
し
、
ず
っ
と
先
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
「
必
要
な
と
き
」
の
た
め
に
日
々
こ

つ
こ
つ
と
取
り
組
ん
で
い
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。

立
派
な
心
掛
け
で
す
。
で
は
、
ご
趣
味
は
。

趣
味
と
は
違
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、私
、

観
覧
車
が
大
好
き
な
ん
で
す
。

観
覧
車
で
す
か
!?

今
は
な
か
な
か
行
け
な
い
ん
で
す
け
ど
、

以
前
は
「
観
覧
車
の
観
覧
」
が
目
的
の
お

出
か
け
を
よ
く
し
て
ま
し
た
。
乗
る
の
も

好
き
で
す
が
、
た
だ
じ
っ
と
眺
め
て
い
る

の
も
好
き
な
ん
で
す
。
い
く
ら
で
も
見
て

ら
れ
ま
す
。

素
敵
で
す
ね
！　

映
画
「
第
三
の
男
」
に

出
て
く
る
や
つ
と
か
？

ウ
ィ
ー
ン
の
プ
ラ
ー
タ
ー
公
園
に
あ
る
大

観
覧
車
（W

iener Riesenrad

）
で
す

よ
ね
、
乗
り
ま
し
た
。
プ
ラ
ー
タ
ー
公
園

に
は
観
覧
車
が
も
う
１
基
あ
っ
て
、
子
ど

も
向
け
っ
ぽ
い
の
で
す
が
、
大
人
だ
け
で

も
乗
れ
ま
す
。
屋
根
も
窓
も
壁
も
、
覆
う

も
の
が
一
切
な
く
て
、
見
晴
ら
し
が
よ
い

で
す
。
風
で
結
構
激
し
く
揺
れ
ま
す
が
。

こ
れ
に
乗
り
な
が
ら
大
観
覧
車
を
眺
め
る

の
は
至
福
の
ひ
と
と
き
で
し
た
。
ち
な
み

に
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
ご
近

所
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
ブ
ダ
ペ
ス
ト
に
も
観

覧
車
が
あ
り
ま
す
。
街
中
に
あ
っ
て
ド
ナ

ウ
川
も
見
え
ま
す
。
乗
る
と
そ
こ
ま
で
気

に
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
外
か
ら
見
て
い

る
と
、
日
本
に
比
べ
て
か
な
り
高
速
で
回

転
し
て
い
た
気
が
し
ま
す
。

高
速
！　
日
本
で
一
番
古
い
観
覧
車
は
？
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現
存
す
る
最
古
の
観
覧
車
は
、
北
海
道

の
函
館
公
園
こ
ど
も
の
く
に
に
あ
り
ま

す
。
も
と
も
と
１
９
５
０
年
に
七
飯
町
の

大
沼
国
定
公
園
に
設
置
さ
れ
た
も
の
が

１
９
６
５
年
に
移
設
さ
れ
ま
し
た
。
登
録

有
形
文
化
財
に
も
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

じ
ゃ
あ
、
柴
田
さ
ん
の
一
番
の
お
す
す
め

観
覧
車
は
？

甲
乙
つ
け
が
た
い
で
す
が
、
ヘ
ル
シ
ン
キ

の
港
に
あ
る
観
覧
車
で
す
。
白
と
青
で
統

一
さ
れ
た
清
々
し
い
姿
に
一
目
惚
れ
し
ま

し
た
。こ
れ
に
乗
り
た
い
が
た
め
だ
け
に
、

ヘ
ル
シ
ン
キ
に
何
度
も
行
き
ま
し
た
。
最

近
で
は
、
サ
ウ
ナ
付
き
の
ゴ
ン
ド
ラ
が
有

名
で
す
。

ヘ
ル
シ
ン
キ
に
何
度
も
！　

し
か
も
サ
ウ

ナ
付
き
で
す
か
!?

は
い
。
で
き
る
だ
け
長
く
見
て
い
た
い
の

で
、
日
の
長
い
夏
の
シ
ー
ズ
ン
に
よ
く

行
っ
て
ま
し
た
。
滞
在
中
は
何
度
も
乗
っ

た
り
、
朝
昼
晩
と
表
情
が
変
わ
る
の
で
、

一
日
に
何
度
も
同
じ
場
所
か
ら
眺
め
て
み

た
り
。
真
横
か
ら
も
よ
し
、
あ
え
て
遠
く

か
ら
眺
め
る
の
も
よ
し
。
ち
っ
と
も
飽
き

ま
せ
ん
。
ゴ
ン
ド
ラ
の
中
か
ら
は
景
色
よ

り
も
回
転
す
る
軸
に
目
が
い
っ
て
し
ま
い

ま
す
。ヘ
ル
シ
ン
キ
に
は
こ
れ
と
は
別
に
、

遊
園
地
に
も
観
覧
車
が
2
基
あ
る
の
で
、

一
石
二
鳥
な
ら
ぬ
一
都
市
３
基
で
お
得
な

街
で
す
。
早
く
ま
た
乗
り
に
行
け
る
日
が

く
る
と
よ
い
で
す
。
サ
ウ
ナ
付
き
ゴ
ン
ド

ラ
は
最
初
は
な
か
っ
た
ん
で
す
。
個
人
的

に
は
そ
ん
な
も
の
で
話
題
性
を
作
ら
な
く

て
も
十
分
魅
力
的
な
観
覧
車
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。

見
て
愛
ら
し
い
と
感
じ
る
ん
で
す
か
？

大
き
さ
に
も
よ
り
ま
す
。
函
館
公
園
の
よ

う
な
小
ぶ
り
な
の
は
愛
ら
し
い
で
す
ね
。

あ
の
コ
ロ
ン
と
し
た
ま
る
い
形
も
い
い
で

す
。
あ
と
、
安
定
感
が
あ
っ
て
。
ヘ
ル
シ

ン
キ
の
観
覧
車
は
サ
イ
ズ
感
も
ち
ょ
う
ど

好
み
で
し
た
。
ち
ょ
う
ど
よ
く
見
上
げ
る

こ
と
が
で
き
て
。
ロ
ン
ド
ン
と
か
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
に
も
乗
り
に
行
き
ま
し
た
が
、
こ

れ
ら
は
カ
ワ
イ
イ
と
い
う
よ
り
壮
観
で

す
。
気
持
ち
よ
い
く
ら
い
巨
大
で
す
。
ち

な
み
に
、
さ
っ
き
の
Ｉ
Ｆ
Ｌ
Ａ
で
仲
良
く

な
っ
た
人
と
会
っ
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
も
、

実
は
、
そ
も
そ
も
旅
の
目
的
は
観
覧
車
で

し
た
。

素
晴
ら
し
い
～
！　

海
外
の
観
覧
車
に

乗
っ
て
び
っ
く
り
し
た
こ
と
と
か
あ
り
ま

す
か
？

巨
大
な
も
の
は
１
周
30
分
く
ら
い
し
ま

す
。
日
本
だ
と
長
く
て
15
分
程
度
で
し
ょ

う
か
。
そ
れ
だ
け
値
段
も
高
い
ん
で
す
け

ど
。
あ
と
、
た
ま
た
ま
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
私
が
乗
っ
た
も
の
は
、
１
回
乗
る
と

何
周
も
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
で
す
。
日

本
だ
と
だ
い
た
い
１
周
で
す
よ
ね
。
し
か

も
、
操
作
し
て
い
る
人
次
第
な
の
か
、
何

周
す
る
か
ア
バ
ウ
ト
な
も
の
も
。

え
？
？

気
に
な
っ
て
「
こ
の
観
覧
車
は
何
周
し
ま

す
か
？
」っ
て
係
の
人
に
聞
い
て
み
た
ら
、

「
３
～
４
周
か
な
」
っ
て
。
今
、”three 

or four”

っ
て
言
っ
た
よ
ね
？　

え
、
決

ま
っ
て
な
い
の
？
？　

と
。
ち
な
み
に
、

そ
の
時
は
４
周
し
て
ま
し
た
。

乗
る
の
も
楽
し
い
し
、
降
り
て
眺
め
て
い

る
の
も
楽
し
い
？

そ
う
な
の
で
す
。
乗
っ
て
よ
し
。
眺
め
て

よ
し
。

安
定
し
て
回
転
す
る
観
覧
車
を
見
て
い
る
視

点
と
、図
書
館
の
ル
ー
ル
を
見
て
い
る
視
点
、

似
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

上から、函館、ブダペスト（赤い服が柴田さん）、ヘルシンキ
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韓
国
国
立
中
央
図
書
館
と
の
オ
ン
ラ
イ
ン
業
務
交
流

　　

令
和
３
年
10
月
28
日
に
韓
国
国
立
中
央
図
書
館
（
Ｎ
Ｌ
Ｋ
）

と
の
業
務
交
流
を
オ
ン
ラ
イ
ン
形
式
で
実
施
し
ま
し
た
。

　

初
め
に
、
基
調
報
告
と
し
て
、
Ｎ
Ｌ
Ｋ
か
ら
は
ポ
ス
ト
コ
ロ

ナ
時
代
に
お
け
る
運
営
戦
略
に
つ
い
て
、
当
館
か
ら
は
本
年
４

月
に
公
表
し
た
「
国
立
国
会
図
書
館
ビ
ジ
ョ
ン
２
０
２
１
‐

２
０
２
５ –

国
立
国
会
図
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
シ
フ
ト–

」
に
つ

い
て
そ
れ
ぞ
れ
報
告
し
、
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。
次
に
、「
両

館
の
デ
ジ
タ
ル
シ
フ
ト
に
関
す
る
最
近
の
動
向
」
を
テ
ー
マ
と

し
て
、
Ｎ
Ｌ
Ｋ
は
、
オ
ン
タ
ク
ト
（O

ntact

）
サ
ー
ビ
ス
の

拡
充
や
デ
ー
タ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
な
ど
、「
デ

ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
３
か
年
計
画
（
２
０
２
１
‐
２
０
２
３
）」

を
中
心
と
し
た
取
組
に
つ
い
て
、
当
館
は
資
料
デ
ジ
タ
ル
化
の

加
速
、
デ
ジ
タ
ル
資
料
の
収
集
と
長
期
保
存
、
ジ
ャ
パ
ン
サ
ー

チ
な
ど
の
取
組
に
つ
い
て
報
告
し
、
今
後
の
課
題
や
展
望
に
関

し
活
発
な
意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。

令
和
３
年
度
国
立
国
会
図
書
館
長
と
行
政
・
司
法
各

部
門
支
部
図
書
館
長
と
の
懇
談
会

　

令
和
３
年
11
月
16
日
、標
記
の
懇
談
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
各
府
省
庁
と
最
高
裁
判
所
に
置
か
れ
た
支
部
図
書
館

の
充
実
に
資
す
る
た
め
、
支
部
図
書
館
長
等
を
招
い
て
毎
年

行
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
昨
年
度
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
感
染
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
中
止
と
な
り
ま
し
た
が
、

今
回
、
オ
ン
ラ
イ
ン
形
式
で
２
年
ぶ
り
に
行
い
、
支
部
図
書
館

25
館
、
分
館
５
館
か
ら
、
53
名
の
支
部
図
書
館
長
、
支
部
図
書

館
職
員
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

国
立
国
会
図
書
館
（
中
央
館
）
は
、
新
し
い
ビ
ジ
ョ
ン
で
あ

る
「
国
立
国
会
図
書
館
ビ
ジ
ョ
ン
２
０
２
１
‐
２
０
２
５ –

国

立
国
会
図
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
シ
フ
ト–

」
に
つ
い
て
概
要
を
紹

介
す
る
と
と
も
に
、
資
料
デ
ジ
タ
ル
化
及
び
Ｗ
Ａ
Ｒ
Ｐ
に
関
す

る
取
組
を
中
心
に
報
告
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
福
島
幸
宏
慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
准
教
授
が
、「
デ

ジ
タ
ル
時
代
の
政
府
情
報
と
図
書
館
の
役
割
」
と
題
す
る
特
別

講
演
を
行
い
ま
し
た
。
デ
ジ
タ
ル
時
代
の
図
書
館
の
役
割
と
し

て
、
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
等
を
含
む
電
子
リ
ソ
ー
ス
を
ハ
ン
ド
リ
ン

グ
し
、
統
合
的
発
見
環
境
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
フ
ロ
ー
の

情
報
を
ス
ト
ッ
ク
す
る
機
能
を
備
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ

と
等
に
つ
い
て
、
示
唆
に
富
む
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。

新
刊
案
内

レ
フ
ァ
レ
ン
ス　

８
５
１
号　

　

公 

立
学
校
生
徒
の
言
論
の
自
由
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
連
邦
最

高
裁
判
決
―
学
校
の
規
制
権
限
と
修
正
第
1
条
―

　

強 

制
労
働
の
禁
止
と
兵
役
義
務
―
日
米
の
憲
法
規
定
の
比
較

を
中
心
に
―

　

オ
ス
プ
レ
イ
と
は
何
か
―
主
な
論
点
を
振
り
返
る
―

　

フ
ラ
ン
ス
議
会
に
お
け
る
国
政
調
査
制
度

　

ニ 

ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
国
民
投
票
制
度
―
概
要
及
び
広
告
規

制
―
（
資
料
）

　

選
挙
供
託
制
度
（
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
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国会へのサービス
依頼調査回答

3 万 5259 件
国会議員等からの依頼に基づき、国政
課題や内外の諸事情に関する調査、法
案の分析・評価などを行っている。

行政・司法支部図書館へのサービス

貸出 4355 点
支部図書館制度に基づき、各府省庁および最高裁判所に
支部図書館が設置されている。この図書館ネットワーク
をもとに、図書館サービス、資料の交換が行われている。

数 字 で 見 る
国 立 国 会 図 書 館

『国立国会図書館年報 令和 2 年度』から

『国立国会図書館年報』は、ホームページでもご覧になれます。
https://www.ndl.go.jp/jp/publication/annual/index.html

『国立国会図書館年報　令和 2年度』をもとに、
国立国会図書館の業務、サービス、組織に関す
るおもな数字を抜粋しました。
※数字は令和 3年 3月 31 日現在（令和 2年度の実績）

国政課題に関する
調査研究

329件
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マイクロ資料
6663点
マイクロ資料
6663点

地図資料
4389点
地図資料
4389点

録音資料
1万134点
録音資料
1万134点

楽譜資料
3117点
楽譜資料
3117点博士論文

901点
博士論文
901点

機械可読資料
（CD-ROM等）
6597点

機械可読資料
（CD-ROM等）
6597点

文書類
3555点
文書類
3555点

点字・大活字資料
1043点

点字・大活字資料
1043点

映像資料
6939点
映像資料
6939点

図書
19万2928点

図書
19万2928点

雑誌
28万3972点

雑誌
28万3972点

新聞
19万208点
新聞

19万208点

ほか

100点100点1万点1万点 1000点1000点

書誌データ作成数（年間）

54万8668件
書誌データ提供数（総計）

2649万709件

資料収集のための費用

約23億8249万円
うち、納入出版物代償金
約3億9748万円

館全体の予算・決算
歳出予算現額
約278億3305万円
  決算額
約197億5072万円
前年度からの繰越額約13億301万円
次年度への繰越額約73億6015万円

年間受入点数 71万655点

32国立国会図書館月報 729号 2022.1



インターネット公開
169万8967点

図書館送信
152万9162点

図書館向けデジタル化資料送信
サービスの提供データ　　　　

館内限定
96万1922点

インターネット
資料収集保存事業
収集データ件数
19万7446件

収集データ容量
2PB

デジタル資料点数

国立国会図書館サーチで
統合検索できる書誌データ

1億1913万6449件
当館や他機関が保有する冊子体・デジタル化された画像・

音声等の様々な形態の情報を検索できる

ホームページへの
アクセス

3148万3468件
インターネットを通じて、蔵書目録、国会会議録等

の各種データベース、調べものに役立つ情報などが

利用できる

所蔵点数
4560万
9602点
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職員数
892人
男性　49.3％
女性　50.7％

管理職のうち女性の割合
約 33.7％

	 建物延べ面積	 書庫面積	 閲覧室面積
	 24万 6284㎡	 12万		578㎡	 2万 5864㎡
	 	14 万 7853㎡	 7 万 7829㎡	 1 万 8983㎡

			国会分館	 1331㎡	 609㎡	 562㎡
	 8 万 4339㎡	 3 万 9026㎡	 4265㎡
	 1 万 2761㎡	 3114㎡	 2054㎡

東京本館
関西館
国際子ども図書館

図書館等への貸出し

1万3979点

図書館への貸出し、小中学生向けの 
学校図書館セット貸出し、展示会に 

出品するための貸出しがある

遠隔複写

31万1539件

来館せずに申し込む複写サービス

来館者

26万3234人
　15万5629人
　 5万9444人
　 4万8161人

閲覧

98万5939点

　 87万2940点
　  9万7798点
　  1万5201点

来館して申し込む閲覧サービス

来館複写

68万1363件
うちプリントアウト件数

33万1114件

来館して申し込む複写サービス
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