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『女房三十六歌仙』　―高まる江戸の教育熱―

櫛 来 亜 矢 子

国立国会図書館の蔵書から

　
『
女
房
三
十
六
歌
仙
』
は
江
戸
時
代
後
期
に
刊
行

さ
れ
た
絵
本
で
、
日
本
橋
長
谷
川
町
の
手
習
い
塾
で

書
を
学
ぶ
６
歳
か
ら
15
歳
の
少
女
36
名
が
書
い
た
和

歌
に
挿
絵
を
つ
け
た
も
の
で
す
。
少
女
た
ち
の
書
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
住
所
、
氏
名
、
年
齢
が
記
載
さ
れ
て

お
り
、
現
代
で
い
え
ば
子
ど
も
書
道
教
室
の
優
秀
生

徒
作
品
集
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。し
か
し
、

本
書
は
、
現
代
の
私
た
ち
が
想
像
す
る
生
徒
作
品
集

の
レ
ベ
ル
を
遥
か
に
超
え
た
書
物
で
す
。

　

頁
を
開
く
と
、
ま
ず
目
に
飛
び
込
む
の
は
少
女
た

ち
の
流
麗
な
文
字
で
す
。
一
見
す
る
と
肉
筆
の
よ
う

に
み
え
ま
す
が
、
全
て
版
木
を
彫
っ
て
摺
ら
れ
た
印

刷
物
で
す
。
少
女
た
ち
の
達
筆
ぶ
り
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
そ
れ
を
見
事
に
表
現
し
た
職
人
た
ち
の
技
術

の
高
さ
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
全
て
の
書
に

は
当
時
の
人
気
浮
世
絵
師
で
あ
る
鳥ち

ょ
う
ぶ
ん
さ
い
え
い
し

文
斎
栄
之
（
宝

暦
６
（
１
７
５
６
）
～
文
政
12
（
１
８
２
９
）
年
）
が
描
い

た
王
朝
歌
人
の
華
麗
な
錦
絵
が
添
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
だ
け
で
も
、
一
介
の
町
の
書
道
教
室
の
作

品
集
と
し
て
は
破
格
の
豪
華
さ
で
す
が
、
本
書
は
さ

ら
に
巻
頭
に
、
歌
人
・
書
家
と
し
て
名
高
い
加
藤
千

蔭
（
享
保
20
（
１
７
３
５
）
～
文
化
５
（
１
８
０
８
）
年
）

の
序
文
と
、
葛
飾
北
斎
（
宝
暦
10
（
１
７
６
０
）
～
嘉

永
２
（
１
８
４
９
）
年
）
の
口
絵
ま
で
掲
げ
て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
は
本
書
の
よ
う
な
三
十
六
歌
仙
や
百

人
一
首
等
を
題
材
と
し
た
歌
仙
絵
本
が
多
数
出
版
さ

れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
ほ
ど
贅
を
尽
く
し
た
本
は
他
に

今 月 の 一 冊

女房三十六歌仙
細井鳥文斎 筆　永寿堂西村屋与八
寛政 13（1801）年　1 帖
https://dl.ndl.go.jp/pid/2533732

右頁右下端に書の作者の住所、氏名、年齢が記載されています（「小網町二丁目　
豊田美祢女　六歳書」）。６才が書いたとは思えない見事な書です。なお、本書に
は同住所、同姓の 10 歳の少女の書も掲載されており、おそらく姉妹であったと
考えられます。親にとってはさぞかし自慢の娘たちだったことでしょう。
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類
を
み
ま
せ
ん
。
採
算
性
の
面
か
ら
、
少
女
の
親
た

ち
か
ら
資
金
提
供
を
受
け
て
出
版
し
た
入

に
ゅ
う
ぎ
ん銀
物（
１
）
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

本
書
の
版
元
で
あ
る
西
村
屋
与
八
は
、
本
書
の
他

に
７
歳
と
９
歳
の
天
才
書
家
を
描
い
た
鳥
居
清
長

（
宝
暦
２
（
１
７
５
２
）
～
文
化
12
（
１
８
１
５
）
年
）
の

大
判
錦
絵（

２
）も
刊
行
し
て
お
り
、
才
能
あ
る
少
年
少
女

を
題
材
と
し
た
刊
行
物
に
一
定
の
需
要
が
あ
っ
た
こ

と
が
窺
え
ま
す
。で
は
、い
っ
た
い
な
ぜ
当
時
の
人
々

は
、
こ
の
よ
う
な
刊
行
物
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
の

で
し
ょ
う
か
。

　

理
由
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
当
時
の

教
育
熱
の
高
さ
で
す
。
江
戸
の
町
に
は
多
く
の
寺
子

屋
が
立
ち
並
び
、
子
ど
も
た
ち
は
熱
心
に
読
み
書
き

を
学
ん
で
い
ま
し
た
。
中
で
も
女
の
子
は
、
読
み
書

き
の
他
に
踊
り
や
三
味
線
な
ど
複
数
の
稽
古
事
に
も

通
っ
て
い
ま
し
た
。
江
戸
庶
民
の
暮
ら
し
を
生
き
生

き
と
描
い
た
式し

き
て
い
さ
ん
ば

亭
三
馬
（
安
永
５
（
１
７
７
６
）
～
文

政
５
（
１
８
２
２
）
年
）
の
洒
落
本
『
浮う
き
よ
ぶ
ろ

世
風
呂
』
は
、

江
戸
の
少
女
た
ち
の
慌
た
だ
し
い
日
常
を
こ
の
よ
う

に
伝
え
て
い
ま
す
。

朝
む
つ
く
り
起
る
と
手
習
の
お
師
さ
ん
へ
行
て

お
座
を
出
し
て
来
て
、
夫
か
ら
三
味
線
の
お
師

さ
ん
の
所
へ
朝
稽
古
に
ま
ゐ
つ
て
ね
。
内
へ
帰

つ
て
朝
飯
を
た
べ
て
踊
の
稽
古
か
ら
お
手
習
へ

廻
つ
て
、
お
八
ツ
に
下
ツ
て
か
ら
湯
へ
行
て
参

（右）表紙。
（下）本書を刊行した永寿堂西村屋の店頭。西村屋は、

少女たちが通った手習い塾が所在する日本橋長谷川町か
らほど近い馬喰町に店を構えていました。少女たちの住
所も、徒歩で通塾が可能な日本橋界隈に集中しています。

『彩色美津朝』　鳥居清長［画］　永寿堂　1帖
https://dl.ndl.go.jp/pid/1288347/1/9
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る
と
、
直
に
お
琴
の
御
師
匠
さ
ん
へ
行
て
、
夫

か
ら
帰
つ
て
三
味
線
や
踊
の
お
さ
ら
ひ
さ
。
其

内
に
、
ち
イ
ツ
と
ば
か
り
あ
す
ん
で
ね
。
日
が

暮
る
と
又
琴
の
お
さ
ら
ひ
さ（

３
）

　

朝
起
き
て
か
ら
夜
寝
る
ま
で
、
い
く
つ
も
の
稽
古

事
に
追
わ
れ
息
つ
く
暇
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

少
女
た
ち
が
こ
こ
ま
で
頑
張
る
の
に
は
、
理
由
が

あ
り
ま
し
た
。
天
保
８
（
１
８
３
７
）
年
か
ら
約
30
年

か
け
て
書
き
続
け
ら
れ
た
随
筆
『
守も

り
さ
だ
ま
ん
こ
う

貞
謾
稿
』
は
、

女
子
が
三
味
線
や
琴
を
習
う
の
は
約
１
０
０
年
前
頃

か
ら
の
風
潮
で
あ
る
と
し
、
特
に
江
戸
に
つ
い
て
は

こ
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

江
戸
は
特
に
小
民
の
子
と
い
へ
ど
も
必
ず
一
芸

を
熟
せ
し
め
、
そ
れ
を
も
つ
て
武
家
に
仕
へ
し

め
、武
家
に
仕
へ
ざ
れ
ば
良
縁
を
結
ぶ
に
難
く
、

一
芸
を
学
ば
ざ
れ
ば
武
家
に
仕
ゆ
る
こ
と
難
し（

４
）

　

良
い
縁
談
を
得
る
に
は
、
武
家
奉
公
が
前
提
で
あ

り
、
そ
の
為
に
は
何
か
一
芸
に
秀
で
る
必
要
が
あ
っ

た
の
で
す
。

　

習
い
事
の
出
来
不
出
来
が
人
生
を
左
右
す
る
と
あ

れ
ば
、
本
人
た
ち
は
勿
論
の
こ
と
、
そ
の
親
た
ち
も

当
然
力
が
入
り
ま
す
。
本
書
の
よ
う
な
才
能
あ
る
子

ど
も
た
ち
を
題
材
に
し
た
刊
行
物
が
出
版
さ
れ
た
背

景
に
は
、
自
身
の
未
来
の
た
め
に
日
々
稽
古
事
に
励

下段中央に「ふり出し　弟子入」
とあり、上段中央に「上り　御奉公」
とあります。途中には「ぬひもの（縫
物）」「おどり（踊り）」「三味せん

（三味線）」「ちやのゆ（茶の湯）」「ご
しやうぎ（御将棋）」等様々な芸事
が列挙されています。奉公にあが
るには多くの芸事を身につける必
要があったことが分かります。

『新板娘諸藝雙六』山田屋三四郎　
1 枚
https://dl.ndl.go.jp/pid/1310670
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1 作者や注文者が経費をあらかじめ負担した出版物。
2 「玉花子の席書」「源成之の席書」天明 3（1783）年　西村屋与八刊。
3 『日本古典文学大系』第 63（浮世風呂）岩波書店 , 1957, p.185<918-N6852>。
4 喜田川守貞 著, 宇佐美英機校訂『近世風俗志：守貞謾稿』第 3 巻 , 岩波書店 , 1999, 
p.436<GB341-G11>。

○参考文献

鈴木淳 著『橘千蔭の研究』ぺりかん社 , 2006<KG244-H46>
国文学研究資料館 , チェスター・ビーティー・ライブラリィ 共編『チェスター・ビー
ティー・ライブラリィ絵巻絵本解題目録 解題篇』勉誠出版 , 2002<K3-G204>

『浮世絵に描かれた子どもたち』千葉市美術館 , [2014]<KC16-L1008>
市川寛明 , 石山秀和 著『図説江戸の学び』河出書房新社 , 2006<FB13-H29>

※引用の旧字は新字にしました。
※ <　> 内は当館請求記号

む
子
ど
も
た
ち
と
、
そ
ん
な
我
が
子
を
支
え
る
親
た

ち
の
存
在
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

本
書
に
見
事
な
書
を
残
し
た
36
人
の
少
女
た
ち
が

そ
の
後
、
ど
の
よ
う
な
人
生
を
辿
っ
た
の
か
は
残
念

な
が
ら
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
道
に
進
ん
だ

と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
、
幸
せ
な
人
生
を

送
っ
て
く
れ
た
こ
と
を
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ

ん
。

（右）手習いをしている子どもに、母親らしき人物がなにやら声
をかけています。背景には「一日一字習者　三百六十字　一字
千金当」「手習は坂に車をおすことく　ゆだんをすれは跡へもと
るそ」と書かれています。当時の教育熱の高さが窺えます。

『春乃遊手習出世双六』［双六袋］　芳虎　画　丸屋鉄次郎　１枚
https://dl.ndl.go.jp/pid/1301602/1/1

（下）手習い塾の様子が描かれています。本書の少女たちも、こ
のように日々学んでいたのでしょうか。

『絵本栄家種』　[ 勝川春潮 画 ]　 和泉屋市 [ 兵衛 ]　寛政 2（1790）
年　2 冊
https://dl.ndl.go.jp/pid/1286828/1/5

手習いの様子を
　のぞいてみると
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「古活字版」とは、16 世紀末から17 世紀前半のおよそ50 年間に出版された活
字による印刷本のことをいいます。中世以前の寺院中心の出版界を一変させ、多
様な出版文化が花開くきっかけを作ったとも言われ、その内容は、仏書、漢籍、
国書の文学書、歴史書や医書などの実用書にも及びました。

当館は、最古の刊記がある『天
てんだいしきょうぎしゅうげ

台四教儀集解』をはじめ、古活字版およそ300
点を所蔵する、国内有数の所蔵館です。

今回の小特集では、古活字版の中でも最も美しく、日本の書物文化の粋とも言わ
れる「嵯峨本」について、小秋元 段先生（法政大学）から寄稿をいただきました。
また、徳川家康の命により出版された古活字版の「伏見版」について、資料を「見
る」ことで明らかになった事実をご紹介します。

古活字版の世界に足を踏み入れてみませんか。

小特集　

古活字版



古
代
・
中
世
の
印
刷
・
出
版

　
日
本
の
印
刷
・
出
版
の
歴
史
を
語
る
う
え
で
、

最
古
の
遺
品
と
さ
れ
る
の
が
「
百ひ

ゃ
く
ま
ん
と
う
だ
ら
に

万
塔
陀
羅
尼
」

で
あ
る［
図
１
］。こ
れ
は
神
護
景
雲
４（
７
７
０
）

年
、
称
徳
天
皇
が
藤
原
仲
麻
呂
の
乱
の
戦
没
者

を
供
養
す
る
た
め
、
百
万
基
の
木
製
の
小
塔
を

造
立
し
、『
無む

く
じ
ょ
う
こ
う
だ
い
だ
ら
に
き
ょ
う

垢
浄
光
大
陀
羅
尼
経
』
を
印
刷
し

て
そ
の
な
か
に
納
め
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
韓

国
慶
州
の
仏
国
寺
の
釈
迦
塔
か
ら
も
同
様
の
陀

羅
尼
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
日
本
の
印
刷
の
歴

史
は
東
ア
ジ
ア
史
的
視
点
で
位
置
づ
け
る
こ
と

が
必
要
だ
。

　

そ
の
後
、
し
ば
ら
く
の
空
白
期
を
経
て
、
印

刷
の
営
為
が
再
び
記
録
上
に
現
れ
る
の
は
藤
原

道
長
の
全
盛
期
、
11
世
紀
初
頭
の
こ
と
で
あ
る
。

貴
族
た
ち
が
経
典
の
摺し

ょ
う
さ
つ刷

を
供
養
と
し
て
行
っ

た
事
例
が
日
記
類
に
散
見
さ
れ
る
。
そ
の
背
景

に
は
五
代
か
ら
北
宋
に
か
け
て
、
中
国
で
出
版

事
業
が
隆
盛
を
迎
え
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

る
。
寛
和
２（
９
８
６
）年
、東
大
寺
の
奝ち

ょ
う
ね
ん然

は
、

宋
の
太
宗
よ
り
賜
っ
た
蜀
版
の
『
大だ

い
ぞ
う
き
ょ
う

蔵
経
』
を

日
本
へ
も
た
ら
し
た
。
こ
う
し
た
文
物
の
到
来

が
、
経
典
の
印
刷
を
促
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　

そ
の
後
、
中
世
に
お
け
る
印
刷
・
出
版
は
大

寺
院
で
行
わ
れ
、
そ
の
対
象
も
経
典
や
そ
の
注

釈
書
類
と
な
る
こ
と
が
専
ら
で
あ
っ
た
。
寺

院
に
は
そ
れ
を
必
要
と
す
る
多
く
の
学
僧
が
い

た
。
ま
た
、
刊
行
に
要
す
る
費
用
は
布
施
と
し

て
集
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
中
世
に
お

け
る
代
表
的
な
出
版
の
拠
点
と
い
え
ば
、
興
福

寺
（
春
日
版
）［
図
２
］、金
剛
峯
寺
（
高
野
版
）、

知
恩
院
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
（
カ
ッ
コ
内
は
そ

の
版
本
の
呼
称
）。

図１　『百万塔陀羅尼』（無垢浄光経自心印陀羅尼）　神護景雲 4（770）年刊　
国立国会図書館所蔵＜WA3-1＞
https://dl.ndl.go.jp/pid/2584849/1/2

　

嵯
峨
本
と
は
何
か

 

小
秋
元　

段

法
政
大
学
文
学
部
教
授

専
攻
は
日
本
文
学
。
主
著
に
『
太
平
記
・
梅
松
論
の
研
究
』（
汲

古
書
院
、２
０
０
５
年
）、『
増
補
太
平
記
と
古
活
字
版
の
時
代
』（
新

典
社
、
２
０
１
８
年
）                                                   
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図２　春日版 『成唯識論』巻一　［鎌倉・南北朝頃］刊　
国立国会図書館所蔵＜WA3-11＞
https://dl.ndl.go.jp/pid/1286896/1/4

　

や
が
て
南
北
朝
・
室
町
期
に
な
る
と
、
禅
宗

の
存
在
感
が
大
き
く
な
る
。
こ
こ
で
も
出
版
は

盛
ん
で
、
禅
籍
の
刊
行
は
勿
論
の
こ
と
、
詩
文

を
愛
好
し
た
禅
僧
に
向
け
て
詩
集
や
辞
書
な
ど

も
開
版
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
を
禅
宗
の
統
括
に
あ

た
っ
た
京
都
・
鎌
倉
の
五
山
に
ち
な
ん
で
五
山

版
と
呼
ぶ
。
五
山
版
の
な
か
に
は
、
宋
元
版
の

被か
ぶ

せ
彫ぼ

り
（
覆
刻
）
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
禅

僧
ら
は
得
意
の
外
交
を
通
じ
て
、
最
新
の
中
国

の
学
術
を
導
入
し
、
共
有
し
た
の
で
あ
る
。

古
活
字
版
の
登
場

　
古
代
・
中
世
の
印
刷
は
整
版
に
よ
っ
て
い
た
。

整
版
と
は
、
文
字
や
図
を
彫
刻
し
た
版
木
に
墨

を
塗
り
、
上
か
ら
紙
を
あ
て
て
馬ば

れ
ん楝

で
刷
る
技

法
で
あ
る
。
版
木
を
製
作
す
る
に
は
多
大
な
経

費
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
一
度
版
木
を
製
作
し
、

そ
れ
を
所
有
し
て
い
れ
ば
、
増
刷
の
需
要
に
応

え
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
利
点
か
ら
、
日
本

の
印
刷
は
古
代
・
中
世
の
み
な
ら
ず
、
近
世
に

お
い
て
も
整
版
が
主
流
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
な
か
、
日
本
で
活
字
印
刷
が
導
入

さ
れ
る
の
は
安
土
桃
山
時
代
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
文
祿
・
慶
長
の
役
で
は
、

朝
鮮
半
島
で
多
く
の
略
奪
が
行
わ
れ
た
が
、
そ

の
な
か
に
銅
活
字
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
当
時
の
朝
鮮
は
世
界
で
も
最
高
水
準
の
活

字
出
版
文
化
を
誇
る
国
で
あ
っ
た
。

　

秀
吉
は
朝
鮮
銅
活
字
を
後
陽
成
天
皇
に
献
上

し
た
。
天
皇
は
文
祿
２
（
１
５
９
３
）
年
に

『
古こ

ぶ
ん
こ
う
き
ょ
う

文
孝
経
』
を
、
慶
長
２
（
１
５
９
７
）
年
に

『
錦き

ん
し
ゅ
う
だ
ん

繡
段
』『
勧か

ん
が
く
ぶ
ん

学
文
』
を
開
版
さ
せ
、
以
後
も

刊
行
事
業
を
つ
づ
け
た
（
文
祿
勅
版
・
慶
長
勅

版
）［
図
３
］。
文
祿
勅
版
は
現
存
し
て
い
な
い

た
め
、
朝
鮮
銅
活
字
が
用
い
ら
れ
た
の
か
は
不

明
だ
が
、
慶
長
勅
版
で
は
日
本
で
彫
造
さ
れ
た

木
活
字
が
使
用
さ
れ
た
。
以
後
、
概
ね
寛
永
年

間
（
１
６
２
４
～
１
６
４
４
）
に
か
け
て
活
字

印
刷
さ
れ
た
本
を
「
古
活
字
版
」
と
呼
ぶ
。
活

字
版
の
利
点
は
、
整
版
に
比
べ
る
と
簡
便
に
印

刷
の
事
業
が
行
え
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
の

た
め
、
仏
典
に
限
ら
ず
、
漢
籍
、
医
書
、
文
学・

芸
能
の
書
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
書
籍

が
印
刷
さ
れ
、
近
世
出
版
文
化
の
魁

さ
き
が
けと

な
っ
た
。

　

こ
の
時
期
、
徳
川
家
康
も
活
字
に
よ
る
出

版
事
業
に
力
を
入
れ
、
伏
見
の
円
光
寺
の

閑か
ん
し
つ
げ
ん
き
つ

室
元
佶
に
『
孔こ

う
し
け
ご

子
家
語
』『
六り

く
と
う韜

』『
三
略
』

ほ
か
を
刊
行
さ
せ
て
い
る（
伏
見
版
）。
同
時
に
、

民
間
に
お
け
る
出
版
活
動
も
勃
興
し
た
。
そ
の

代
表
的
存
在
が
京
都
嵯
峨
で
活
動
し
た
角

す
み
の
く
ら倉

図３　慶長勅版『日本書紀』巻一・神代上　慶長 4（1599）年刊　
国立国会図書館所蔵＜WA7-251＞
https://dl.ndl.go.jp/pid/1286872/1/3
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素そ
あ
ん庵

（
１
５
７
１
～
１
６
３
２
）
だ
。
素
庵
は

豪
商
角
倉
了り

ょ
う
い以

の
子
で
、
父
の
事
業
を
継
承
す

る
ほ
か
、
儒
学
や
詩
文
、
日
本
の
古
典
を
深
く

学
び
、
能
書
と
し
て
も
知
ら
れ
た
。
素
庵
の
主

導
で
刊
行
さ
れ
た
書
物
を
「
嵯
峨
本
」
と
い
う
。

雲き
ら
ず
り

母
刷
模
様
の
施
さ
れ
た
表
紙
や
料
紙
を
用

い
、
流
麗
か
つ
個
性
的
な
平
仮
名
活
字
で
印
刷

さ
れ
た
嵯
峨
本
は
、
書
物
文
化
の
精
華
と
い
え

る
。
２
０
０
０
年
代
に
入
っ
て
素
庵
の
筆
跡
研

究
が
急
速
に
進
み
、
嵯
峨
本
の
活
字
は
素
庵
の

書
体
を
も
と
に
す
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
き
た（

１
） 

。

嵯
峨
本
の
該
当
書
と
刊
行
時
期

　

嵯
峨
本
の
研
究
に
多
大
な
足
跡
を
残
し
た
の

は
、
書
誌
学
者
の
川
瀬
一か

ず
ま馬

（
１
９
０
６
～

１
９
９
９
）
で
あ
る
。
そ
の
主
著
『
古
活
字
版

之
研
究
』
で
は
、
以
下
の
書
籍
が
嵯
峨
本
と
認

定
さ
れ
て
い
る
。

　

 　

 

伊
勢
物
語
（
十
種
）、
伊
勢
物
語
聞
書

（
肖

し
ょ
う
も
ん
し
ょ
う

聞
抄
）（
二
種
）、
源
氏
小こ

か
が
み鏡

（
一
種
）、

方
丈
記
（
二
種
）、
撰
集
抄
（
一
種
）、
徒

然
草
（
五
種
）、
観
世
流
謡う

た
い
ぼ
ん

本
（
九
種
）、

久く
せ
ま
い

世
舞
三
十
曲
本
（
一
種
）、
久
世
舞

三
十
六
曲
本
（
一
種
）、
新＊

古
今
和
歌
集

月
詠
歌
巻
（
一
種
）、
百
人
一
首
（
二
種
）、

三＊

十
六
歌
仙
（
二
種
）、二＊

十
四
孝
（
一
種
）

　
　
　
　
　
　
　
　

 　

 

＊
を
付
し
た
も
の
は
整
版

　
川
瀬
に
よ
る
嵯
峨
本
の
定
義
と
は
、「
光
悦
が

自
ら
版
下
を
書
き
、
其
の
装そ

う
こ
う潢

に
美
術
的
の
意

匠
を
施
し
た
も
の
」、
な
ら
び
に
「
光
悦
の
書

風
・
装
潢
等
の
影
響
を
頗
る
豊
富
に
具
備
す
る

刻
書
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た（

２
） 

。
つ
ま
り
、
書

風
や
装
訂
が
（
本
阿
弥
）
光
悦
の
手
に
よ
る
も

の
と
、
光
悦
の
影
響
を
強
く
受
け
た
も
の
と
を

嵯
峨
本
と
し
た
の
で
あ
る
（
嵯
峨
本
の
書
風
が

素
庵
の
も
の
を
も
と
に
す
る
こ
と
は
、
前
述
の

と
お
り
で
あ
る
）。

　

嵯
峨
本
の
刊
行
時
期
に
つ
い
て
は
不
明
な
点

が
多
い
。
刊
記
・
識
語
に
年
紀
が
刻
さ
れ
た
も

の
と
し
て
は
、『
伊
勢
物
語
』
の
慶
長
13
・
14
・

15
年
（
１
６
０
８・１
６
０
９・１
６
１
０
）［
図

４
］、『
伊
勢
物
語
肖
聞
抄
』
の
慶
長
14
年
、『
源

氏
小
鏡
』
の
慶
長
15
年
を
あ
げ
る
に
と
ど
ま
る
。

こ
の
ほ
か
、『
方
丈
記
』
の
一
本
に
慶
長
15
年

７
月
の
墨
書
の
識
語
が
あ
り
、「
観
世
流
謡
本
」

の
刊
行
は
慶
長
10
年
頃
ま
で
溯
れ
る
と
推
測
さ

れ
て
い
る（

３
） 

。
こ
れ
ら
に
も
と
づ
け
ば
、
嵯
峨
本

は
慶
長
年
間
（
１
５
９
６
～
１
６
１
５
）
の
後

図４　嵯峨本『伊勢物語』上　
慶長 13（1608）年刊　
国立国会図書館所蔵＜WA7-238＞　
https://dl.ndl.go.jp/
pid/1287963/1/4
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半
に
刊
行
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

嵯
峨
本
の
広
が
り

　

川
瀬
一
馬
は
嵯
峨
本
を
書
風
と
装
訂
と
い

う
、
二
つ
の
特
色
か
ら
定
義
し
た
。
だ
が
、
こ

の
二
点
に
縛
ら
れ
る
と
、
嵯
峨
本
の
実
態
や
素

庵
の
出
版
事
業
を
と
ら
え
き
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
慶
長
期
に
刊
行
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
書
籍

の
な
か
に
は
、
雲
母
刷
模
様
の
表
紙
や
料
紙
は

用
い
ら
れ
な
い
も
の
の
、
嵯
峨
本
と
同
じ
活
字

を
用
い
る
も
の
が
存
在
す
る
た
め
だ
。
こ
れ
ら

も
嵯
峨
本
と
一
群
を
な
す
書
籍
と
と
ら
え
な
く

て
は
な
る
ま
い
。

　
こ
れ
に
該
当
す
る
の
が
十
行
古
活
字
本
『
方

丈
記
』
と
下
村
本
『
平
家
物
語
』
で
あ
る
。
こ

れ
ら
は
従
来
、
嵯
峨
本
と
は
認
定
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
が
、
嵯
峨
本
『
徒
然
草
』
と
同
じ
活
字

を
使
用
し
て
い
る
。
試
み
に
、
三
者
の
「
事
」

と
い
う
活
字
を
並
べ
て
み
る
。
こ
れ
ら
が
同
一

の
活
字
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
［
図

５
］。
こ
の
ほ
か
、
一
つ
一
つ
事
例
を
あ
げ
る

遑い
と
まは

な
い
が
、
活
字
の
交
代
（
こ
れ
ま
で
使
わ

れ
て
い
た
活
字
が
使
わ
れ
な
く
な
り
、
代
わ
っ

て
新
た
な
活
字
が
使
わ
れ
る
こ
と
）
や
、
同
一

活
字
の
欠
損
（
使
用
す
る
過
程
で
、
活
字
に
傷

図５　右から

十行本『方丈記』　［慶長 8（1603）年］以前刊　

京都大学附属図書館所蔵（請求記号　10-05/ ホ /1 貴）

嵯峨本第一種本『徒然草』上　［慶長 8（1603）年］以前刊　

国立公文書館内閣文庫所蔵（請求記号　特 27-18）

下村本『平家物語』巻一　［慶長 9（1604）年］頃刊　

国立国会図書館所蔵＜WA7-255＞

https://dl.ndl.go.jp/pid/1288262/1/7

三書の「事」の活字が共有されている。

嵯
峨
本
第
一
種
本『
徒
然
草
』上　

下
村
本『
平
家
物
語
』巻
一　

十
行
本『
方
丈
記
』　

図６
（右）　嵯峨本第一種本『徒然草』上　［慶長
8（1603）年］以前刊　国立公文書館内閣
文庫所蔵（請求記号　特 27-18）

（左）　下村本『平家物語』巻一　［慶長 9
（1604）年］頃刊　国立国会図書館所蔵
＜ WA7-255 ＞ https://dl.ndl.go.jp/
pid/1288262/1/11

『平家物語』では「ける」の活字に欠損が生
じている。欠損の有無で、刊行の先後がわかる。
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が
生
じ
る
こ
と
）
を
追
っ
て
ゆ
く
と
、
こ
の
三

者
は
『
方
丈
記
』
→
『
徒
然
草
』
→
『
平
家
物
語
』

の
順
で
刊
行
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る［
図
６（
前

頁
）］。

嵯
峨
本
の
前
史

　
こ
れ
ら
の
刊
行
時
期
は
い
つ
な
の
か
。
そ
の

手
が
か
り
は
、
素
庵
が
刊
行
し
た
こ
と
が
確
実

な
古
活
字
版
『
史
記
』（
漢
籍
で
は
あ
る
が
、
嵯

峨
本
『
史
記
』
と
通
称
さ
れ
る
）
が
与
え
て
く

れ
る
。
当
時
、
書
物
の
表
紙
は
料
紙
を
二
枚
、

三
枚
と
貼
り
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
製
作
さ
れ

た
。
そ
の
料
紙
に
は
白
紙
だ
け
で
な
く
、
書
状

や
大
福
帳
の
反ほ

ご古
、
版
本
の
刷す

り

反
古
（
印
刷
に

失
敗
し
た
も
の
や
試
し
刷
り
）
な
ど
も
用
い
ら

れ
た
。
近
世
初
期
の
書
籍
を
観
察
し
て
い
る
と
、

表
紙
の
裏う

ら
ば
り張

に
こ
う
し
た
反
古
を
見
い
だ
す
こ

と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。

  

現
存
す
る
嵯
峨
本
『
史
記
』
に
は
、
原
装
表

紙
の
裏
張
に
刷
反
古
を
も
つ
も
の
が
あ
る
。
そ

の
な
か
で
、
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
に
所
蔵

さ
れ
る
一
本
に
、
古
活
字
版
の
謡
本
や
嵯
峨
本

『
徒
然
草
』の
刷
反
古
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。『
史

記
』
の
刊
行
は
、
山
科
言と

き
つ
ね経

の
日
記
『
言
経
卿

記
』
の
記
述
か
ら
、
慶
長
８
（
１
６
０
３
）
年

以
前
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、

嵯
峨
本
『
徒
然
草
』
の
刊
行
時
期
も
そ
れ
以
前

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、下
村
本
『
平

家
物
語
』
の
刊
行
も
慶
長
９
年
前
後
と
推
測
さ

れ
て
い
る（

４
） 

。
し
た
が
っ
て
、『
方
丈
記
』『
徒
然

草
』『
平
家
物
語
』
の
三
書
は
、「
観
世
流
謡
本
」

や
『
伊
勢
物
語
』
な
ど
、
嵯
峨
本
の
代
表
的
書

籍
に
先
立
っ
て
刊
行
さ
れ
た
、
嵯
峨
本
の
前
史

を
形
成
す
る
書
籍
群
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

ち
な
み
に
、
下
村
本
『
平
家
物
語
』
に
は
巻

末
に
「
下
村
時
房
刊
之
」
の
刊
語
が
刻
さ
れ
て

い
る
。
下
村
時と

き
ふ
さ房

の
伝
は
未
詳
だ
が
、
素
庵
の

も
と
で
『
平
家
物
語
』
刊
行
の
実
務
に
あ
た
っ

た
者
と
思
わ
れ
る
。
嵯
峨
本
の
工
房
で
は
、
素

庵
の
指
導
・
庇
護
な
ど
を
受
け
て
、
刊
行
の
実

務
に
あ
た
る
者
が
複
数
存
在
し
た
の
で
あ
ろ

う
。

特
殊
な
レ
イ
ア
ウ
ト

　

十
行
本
『
方
丈
記
』、
嵯
峨
本
『
徒
然
草
』、

下
村
本
『
平
家
物
語
』
の
レ
イ
ア
ウ
ト
に
は
興

味
深
い
共
通
点
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
各

行
に
文
字
を
割
り
付
け
て
ゆ
く
に
あ
た
り
、
行

末
が
必
ず
文
節
の
切
れ
目
に
な
る
よ
う
配
字
さ

れ
、
文
節
が
行
を
跨
ぐ
こ
と
が
決
し
て
な
い
の

で
あ
る
［
図
７
］。
活
字
版
の
場
合
、
活
字
一

コ
マ
の
大
き
さ
に
は
一
字
が
割
り
当
て
ら
れ
る

の
が
普
通
で
あ
る
（
平
仮
名
活
字
に
は
連
綿
体

の
も
の
も
あ
る
の
で
、
実
際
に
は
二
コ
マ
分
以

上
の
長
さ
を
も
つ
活
字
も
多
い
）。
し
た
が
っ

て
、
各
行
末
に
文
節
の
切
れ
目
が
来
る
よ
う
に

割
り
付
け
を
行
う
に
は
、
相
当
の
配
慮
が
必
要

で
あ
っ
た
。
こ
の
三
書
は
、
漢
字
と
仮
名
の
使

い
分
け
や
、
例
え
ば
、
二
コ
マ
分
に
三
字
、
三

コ
マ
分
に
四
字
を
圧
縮
し
て
刻
し
た
活
字
な
ど

を
取
り
入
れ
、
各
行
の
字
数
調
整
を
行
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
割
り
付
け
に
対
す
る
入
念
な
配
慮

は
、
嵯
峨
本
の
「
観
世
流
謡
本
」
と
『
方
丈
記
』

に
引
き
継
が
れ
た
。
し
か
し
、
古
活
字
版
全
体

を
見
て
も
、
他
に
こ
の
意
識
を
徹
底
す
る
本
は

存
在
し
な
い
。

　

行
末
を
文
節
の
切
れ
目
で
揃
え
る
こ
の
配
字

法
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
版
国こ

く
じ字

本
に
見
ら
れ
る
も

の
で
あ
る（

５
） 

。
キ
リ
シ
タ
ン
版
と
は
、
天
正
18

（
１
５
９
０
）
年
に
イ
エ
ズ
ス
会
巡
察
使
ヴ
ァ

リ
ニ
ャ
ー
ノ
に
よ
っ
て
日
本
へ
も
た
ら
さ
れ
た

西
欧
式
の
印
刷
技
法
を
用
い
て
刊
行
さ
れ
た
書

物
の
こ
と
で
あ
る
。
印
刷
器
具
一
式
は
肥
前
国

加
津
佐
、
天
草
、
長
崎
と
移
転
し
、
そ
の
な
か
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図７　嵯峨本『徒然草』下　［慶長年間］刊　
国立国会図書館所蔵＜WA7-219＞
各行、文節の切れ目で行末を迎えている。
https://dl.ndl.go.jp/pid/2544702/1/2

で
ロ
ー
マ
字
本
と
国
字
本
が
刊
行
さ
れ
た
。
キ

リ
シ
タ
ン
版
で
は
活
字
と
活
字
の
間
に
込
め
物

を
施
し
、
単
語
の
間
を
空
け
て
可
読
性
を
高
め

る
工
夫
が
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
た
。
込
め
物

の
込
め
方
次
第
で
、
行
末
を
文
節
の
切
れ
目
で

揃
え
る
こ
と
は
容
易
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

十
行
本
『
方
丈
記
』
以
下
、
一
部
の
嵯
峨
の

刊
行
書
に
見
ら
れ
る
レ
イ
ア
ウ
ト
意
識
は
、
キ

リ
シ
タ
ン
版
を
範
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
角

倉
家
は
南
蛮
貿
易
で
財
を
築
い
た
。
キ
リ
シ
タ

ン
文
化
に
対
す
る
素
庵
の
感
度
の
片
鱗
が
、
こ

こ
に
は
微
か
に
感
じ
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は

他
の
古
活
字
版
に
は
受
け
継
が
れ
な
か
っ
た
。

割
り
付
け
が
煩
雑
で
あ
る
こ
と
、
文
節
が
行
を

跨
い
で
も
日
本
語
を
母
語
と
す
る
者
に
は
大
き

な
支
障
と
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
理
由
と
思
わ

れ
る
。

嵯
峨
本
の
三
系
統

　

嵯
峨
本
の
古
活
字
版
の
書
風
は
い
ず
れ
も
素

庵
の
も
の
を
も
と
に
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
微

妙
な
違
い
も
見
せ
て
い
る
。
そ
の
違
い
に
も
と

づ
く
と
、
嵯
峨
本
は
三
系
統
に
分
け
ら
れ
る
。

　
第
一
は
『
伊
勢
物
語
』
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。

刊
語
に
慶
長
13
・
14
・
15
年
の
年
紀
を
も
つ
複
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数
の
版
と
『
撰
集
抄
』
が
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
属

す
る
。
こ
の
う
ち
、
慶
長
13
年
刊
初
刊
本
と
再

刊
本
は
同
じ
活
字
を
使
用
し
て
い
る（

６
） 

。
第
二
は

「
観
世
流
謡
本
」
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
［
図
８
］。

『
百
人
一
首
』
と
『
方
丈
記
』（
嵯
峨
本
）
も
こ

の
グ
ル
ー
プ
に
入
る
。「
観
世
流
謡
本
」
に
は
複

数
の
版
種
が
あ
っ
て
、
こ
の
う
ち
の
特
製
本
と

『
百
人
一
首
』
の
活
字
が
同
じ
も
の
で
あ
る
と
い

う（
７
） 

。
第
三
は
『
徒
然
草
』
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。

こ
こ
に
は『
伊
勢
物
語
肖
聞
抄
』と『
源
氏
小
鏡
』

が
入
る
ほ
か
、
さ
き
に
見
た
十
行
本
『
方
丈
記
』

と
下
村
本
『
平
家
物
語
』
も
入
る
。
第
三
の
グ

ル
ー
プ
に
属
す
る
す
べ
て
の
書
籍
は
、
同
じ
活

字
を
共
有
し
て
い
る
。

　

実
は
、
嵯
峨
本
『
徒
然
草
』
に
は
六
種
類
も

の
異い

し
ょ
く
じ
ば
ん

植
字
版
（
同
じ
活
字
を
使
用
し
た
別
版
）

が
存
在
す
る
。『
古
活
字
版
之
研
究
』
増
補
版
に

い
う
第
一
種
本
～
第
六
種
本
（
第
二
種
は
欠
番
。

第
五
種
は
現
在
存
否
不
明
）
と
、
そ
れ
以
後
に

存
在
が
知
ら
れ
た
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
で
あ

る
。
活
字
の
交
代
や
同
一
活
字
の
欠
損
・
摩
滅

な
ど
を
頼
り
に
、
こ
れ
ら
五
種
と
他
の
書
籍
の

刊
行
順
を
た
ど
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

  　
　

  

十
行
本
『
方
丈
記
』

  　
　
嵯
峨
本
第
一
種
本
『
徒
然
草
』

図８　嵯峨本観世流謡本・色替り本『猩 』々表紙、『兼平』本文　［慶長年間］刊　国立国会図書館所蔵＜WA7-256＞　
表紙に雲母刷文様を施し、本文料紙も色替りである。　
https://dl.ndl.go.jp/pid/1288107/1/1
https://dl.ndl.go.jp/pid/1288093/1/3
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図９　嵯峨本第三種本『徒然草』
上　［慶長年間］刊　公益財団
法人東洋文庫所蔵（請求記号　
三Ｂａ18）

「課」の活字は『日本書紀』所
用のものを流用している。［ 図
10］参照。

図１０　古活字版『日本
書紀』巻五　第９丁裏　
慶長 15（1610）年刊　
国立国会図書館所蔵
＜WA7-120＞
https://dl.ndl.go.jp/
pid/2544342/1/43

　
　
嵯
峨
本
国
会
本
『
徒
然
草
』

　
　
下
村
本
『
平
家
物
語
』

　
　
嵯
峨
本
第
四
種
本
『
徒
然
草
』

　
　
嵯
峨
本
第
三
種
本
『
徒
然
草
』

　
　
嵯
峨
本
『
伊
勢
物
語
肖
聞
抄
』

　
　
嵯
峨
本
『
源
氏
小
鏡
』

　
　
嵯
峨
本
第
六
種
本
『
徒
然
草
』

　
六
種
も
の『
徒
然
草
』あ
り
、全
十
二
巻
の『
平

家
物
語
』
あ
り
と
、
こ
れ
ら
の
書
籍
の
活
字
群

は
息
長
く
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
第
三
の
グ
ル
ー

プ
こ
そ
、
嵯
峨
本
の
脊せ

き
り
ょ
う梁

を
な
す
存
在
な
の
で

あ
る
。

嵯
峨
本
の
工
房
と
『
日
本
書
紀
』

　
こ
の
う
ち
、
興
味
深
い
事
例
を
紹
介
し
よ
う
。

嵯
峨
本
第
三
種
本
『
徒
然
草
』
の
上
冊
、
第

百
三
十
五
段
の
「
大
納
言
入
道
ま
け
に
な
り
て
、

所
課
い
か
め
し
く
せ
ら
れ
た
り
け
る
と
そ
」
と

い
う
一
節
の「
課
」の
字
に
注
目
し
た
い［
図
９
］。

平
仮
名
古
活
字
版
の
漢
字
書
体
は
行
書
ま
た
は

草
書
で
あ
る
の
が
普
通
だ
が
、
こ
の
「
課
」
の

字
は
明
ら
か
に
楷
書
で
あ
る
。
ち
な
み
に
第
三

種
本
以
外
で
は
行
書
体
の
「
課
」
の
活
字
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。
第
三
種
本
で
は
何
ら
か
の
理

由
で
、
嵯
峨
本
活
字
セ
ッ
ト
中
の
行
書
の
「
課
」
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が
使
用
で
き
ず
、
他
書
の
活
字
を
流
用
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
流
用
元
は
慶
長
15
年
刊
の
『
日
本
書
紀
』

で
あ
っ
た
［
図
10
（
前
頁
）］。
慶
長
15
年
版
『
日

本
書
紀
』
は
三
十
巻
十
五
冊
で
、
刊
語
の
末
尾

に
は
「
慶
長
十
五
庚
戌
仲
夏
念
八
／
洛
汭
野
子

三
白
誌
」
と
刻
さ
れ
て
い
る
。「
野
子
三
白
」
と

称
す
る
人
物
は
未
詳
で
あ
る
。

　

だ
が
、
夙つ

と

に
本
書
を
研
究
し
た
近
藤
喜よ

し
ひ
ろ博

（
１
９
１
１
～
１
９
９
７
）
は
、
そ
の
刊
行
者

に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
伝
承
の
あ
る
こ
と
を
紹

介
し
て
い
る（

８
） 

。
慶
長
15
年
版
『
日
本
書
紀
』
の

う
ち
、
大
東
急
記
念
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
一
本

に
、
松
尾
大
社
の
摂
社
、
月つ

き
よ
み読

神
社
の
禰ね

ぎ宜
家

で
あ
る
秦
氏
（
松
室
家
）
の
旧
蔵
本
が
あ
る
。

本
書
に
は
墨
書
・
朱
書
に
よ
る
数
次
の
附
訓
加

注
が
な
さ
れ
て
お
り
、
万
治
２
（
１
６
５
９
）

年
よ
り
寛
文
３
（
１
６
６
３
）
年
に
か
け
て
の

秦
重し

げ
た
ね種

に
よ
る
加
点
の
際
に
は
、
角
倉
素
庵
加

点
の
写
本
を
も
と
に
し
た
と
記
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、重
種
の
子
、種た

ね
も
り盛

が
正
徳
元
（
１
７
１
１
）

年
ま
で
に
加
注
し
た
際
に
は
、
複
数
の
冊
の
上

層
に
、
こ
の
慶
長
15
年
版
が
角
倉
素
庵
に
よ
る

「
植う

え
じ
ぼ
ん

字
本
」（
古
活
字
版
の
こ
と
）
で
あ
る
と
書

き
入
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
書
き
入
れ
に
は
、

角
倉
家
と
松
室
家
と
が
素
庵
以
来
、
相あ

い
む
こ婿

の
姻

戚
関
係
に
あ
っ
た
と
も
記
さ
れ
て
い
て
、
こ
の

本
の
刊
行
者
を
素
庵
だ
と
す
る
伝
承
の
正
し
さ

が
窺
え
る
。

　

嵯
峨
本
第
三
種
本
『
徒
然
草
』
の
活
字
に
慶

長
15
年
版
『
日
本
書
紀
』
の
活
字
が
流
用
さ
れ

て
い
た
こ
と
は
、
嵯
峨
本
の
工
房
と
『
日
本
書

紀
』
の
工
房
が
地
続
き
で
、し
か
も
素
庵
に
よ
っ

て
統
括
さ
れ
た
空
間
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ

て
い
よ
う
。

再
び
、嵯
峨
本
の
広
が
り

　

川
瀬
一
馬
は
嵯
峨
本
を
活
字
と
装
訂
と
い
う

二
つ
の
点
か
ら
定
義
し
た
。
そ
の
定
義
に
よ
る

と
、十
行
本
『
方
丈
記
』
と
下
村
本
『
平
家
物
語
』

が
漏
れ
る
こ
と
に
な
る
。
形
態
上
の
分
類
と
し

て
は
や
む
を
得
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
嵯
峨

本
の
実
像
を
と
ら
え
る
た
め
に
は
別
の
尺
度
も

必
要
と
な
る
。

　

同
時
に
、
角
倉
素
庵
の
出
版
活
動
全
体
を
と

ら
え
る
と
き
に
は
、
さ
ら
に
広
い
視
野
が
求
め

ら
れ
る
。
嵯
峨
本
『
史
記
』
の
存
在
が
そ
れ
を

象
徴
し
て
い
る
が
、
慶
長
15
年
野
子
三
白
刊
の

『
日
本
書
紀
』
が
素
庵
の
刊
行
書
で
あ
る
こ
と

も
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
他
に
も
、
国

立
国
会
図
書
館
蔵
の
嵯
峨
本
『
伊
勢
物
語
肖
聞

抄
』
表
紙
裏
張
に
刷
反
古
が
現
れ
る
、
慶
長
10

年
刊
『
元げ

ん
こ
う
し
ゃ
く
し
ょ

亨
釈
書
』
も
気
に
な
る
存
在
で
あ
る

［
図
11
］。
同
書
は
下
村
時
房
と
同
姓
の
下
村
生

蔵
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
下
村
生
蔵

に
は
慶
長
８
年
刊
『
医
学
正
伝
』、
同
９
年
刊

『
教き

ょ
う
か
い
し
ん
が
く
び
く
ぎ
ょ
う
ご
り
つ
ぎ

誡
新
学
比
丘
行
護
律
儀
』
の
刊
行
の
実
績

も
あ
る
。
他
に
も
気
に
な
る
古
活
字
版
は
あ
り
、

こ
れ
ら
を
原
典
に
即
し
て
精
査
し
て
ゆ
く
こ
と

が
、
嵯
峨
本
世
界
を
成
り
立
た
せ
た
素
庵
の
工

房
の
実
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る

の
だ
。
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2　川瀬一馬『古活字版之研究』増補版 上巻　第二編第七章第二節「「嵯峨本」の刊行」  （日本古書籍商協会 ,  1967。
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7　森上修「館蔵〈光悦謡本〉「矢卓鴨」について」（『香散見草』31,  2003）＜Z21-1467＞

8　近藤喜博「角倉素庵と日本書紀」（『國學院雑誌』56(1), 1955.6）

       https://dl.ndl.go.jp/pid/3365254/1/9

〇参考文献
小秋元段『増補太平記と古活字版の時代』 （新典社 , 2018）＜KG161-L20＞
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※　＜　　＞内は当館請求記号

図１１　嵯峨本『伊勢物語肖聞抄』中　
後表紙裏張　慶長 14（1609）年刊　
国立国会図書館所蔵＜WA7-29＞
慶長 10 年刊『元亨釈書』の刷反古が用
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https://dl.ndl.go.jp/pid/2555021
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上
田
　
由
紀
美

　

伏
見
版
『
六り
く
と
う韜
』『
三さ
ん
り
ゃ
く略
』
と
『
七し
ち
し
ょ書
』
に
つ
い
て
　

伏
見
版
と
は

　
伏
見
版
と
は
徳
川
家
康（
１
５
４
３
～
１
６
１
６
）

の
命
に
よ
り
出
版
さ
れ
た
古
活
字
版
で
す
。
家
康
は

足
利
学
校
の
庠し

ょ
う
し
ゅ主

（
校
長
）
で
あ
っ
た
閑か

ん
し
つ
げ
ん
き
つ

室
元
佶

（
１
５
４
８
～
１
６
１
２
）
を
京
都
の
伏
見
に
呼

び
寄
せ
、
木
活
字
10
万
個
を
与
え
て
出
版
事
業
を

始
め
さ
せ
ま
す
。
関
ヶ
原
合
戦
の
前
年
に
あ
た
る

慶
長
４
（
１
５
９
９
）
年
か
ら
慶
長
11
年
に
か
け

て
、『
孔こ

う
し
け
ご

子
家
語
』『
六
韜
』『
三
略
』『
貞

じ
ょ
う
が
ん
せ
い
よ
う

観
政
要
』

『
周
易
』『
七
書
』
が
出
版
さ
れ
ま
し
た（

４
）。

こ
れ
ら
は

為
政
者
の
教
科
書
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
た
書
物
で

あ
り
、
早
く
よ
り
武
だ
け
で
は
な
く
文
を
も
重
視

し
て
い
た
家
康
の
姿
勢
が
窺
わ
れ
ま
す
。

　
さ
て
、
こ
の
中
で
も
繰
り
返
し
版
を
重
ね
た
の

が
、
中
国
古
代
の
兵
法
書
で
、
政
治
論
の
書
と
し

て
も
読
ま
れ
て
い
た
『
六
韜
』『
三
略
』
と
、
こ

の
２
書
を
含
む
兵
法
書
７
書
を
あ
わ
せ
た
『
七
書
』

で
し
た
。

伏
見
版『
六
韜
』『
三
略
』と『
七
書
』

　

伏
見
版
『
六
韜
』
に
は
慶
長
４
年
、
５
年
、
９

年
に
出
版
さ
れ
た
伝
本
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
慶
長

９
年
の
も
の
に
は
２
種
類
の
版
が
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、『
三
略
』
に
は
慶
長
５
年
、
９
年
の
伝

本
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
伝
本
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
江
戸
幕
府
の
書
物
奉
行
で
あ
っ
た
近
藤

重じ
ゅ
う
ぞ
う

蔵
（
１
７
７
１
～
１
８
２
９
）
の
記
録（

５
）か

ら
慶

長
４
年
に
も
出
版
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

―
慶
長
９
年
版
『
六
韜
』『
三
略
』
と
慶
長
11
年
版
『
七
書
』
の
「
六
韜
」「
三
略
」
が 

同
版
で
あ
る
こ
と
―

古
活
字
版
に
つ
い
て
興
味
深
い
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
わ
か
っ
た
け
れ
ど
、
調
べ
る
の
っ
て
難
し
い
ん
で

し
ょ
う
？　

っ
て
思
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
か
。
い
い
え
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
地
道
で
緻
密
な
調

査
を
積
み
重
ね
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
事
柄
も
多
々
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
た
だ
「
見
る
」
だ
け
で
思
い
が
け
な

い
事
実
に
気
づ
く
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
こ
こ
で
は
、
私
が
資
料
を
「
見
る
」
こ
と
で
気
が
付
い
た
、
伏
見
版
『
六

韜（
１
）』 『
三
略（
２
）』 

と
『
七
書（
３
）』 

に
つ
い
て
の
思
い
が
け
な
い
こ
と
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
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図１　慶長 5 年版『三略』
九州大学中央図書館

（支子文庫）所蔵
（請求記号　399-コ-1/1/3）

す
。『
六
韜
』
と
『
三
略
』
は
お
そ
ら
く
揃
い
で

出
版
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
慶
長
９
年
の『
三

略
』
は
１
種
類
し
か
伝
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、『
六

韜
』
と
同
様
に
慶
長
９
年
に
２
回
出
版
さ
れ
て
い

た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
、
慶
長
11
年
に
は
「
六
韜
」「
三
略
」

を
含
む
『
七
書
』
が
出
版
さ
れ
ま
す
。
慶
長
11
年

の
『
七
書
』
に
も
２
種
類
の
版
が
知
ら
れ
て
い
ま

す
の
で
、『
六
韜
』
は
伏
見
版
と
し
て
計
６
回
、『
三

略
』
も
お
そ
ら
く
は
同
じ
回
数
出
版
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　

伏
見
版
『
六
韜
』『
三
略
』
の
各
版
は
、
同
じ

本
文（

６
）を

、
同
じ
活
字
セ
ッ
ト
を
用
い
て
、
行
数
・

字
数
・
匡
郭
（
四
周
の
枠
）
な
ど
も
同
じ
形
式
で

印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
と
て
も
よ

く
似
て
い
ま
す
が
、
細
か
く
見
て
い
く
と
少
し
ず

つ
違
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
［
図
１
、
図

２
］。
詳
し
く
は
後
述
し
ま
す
が
、
古
活
字
版
は

印
刷
が
終
わ
る
と
組
版
を
ば
ら
し
ま
す
の
で
、
違

う
年
に
印
刷
さ
れ
た
も
の
が
異
な
る
の
は
当
然
と

い
え
る
の
で
す
。

図２　慶長 11 年（二）版
『七書』のうち「三略」
国立公文書館所蔵 

（請求記号　299-0203）

伏見版『六韜』『三略』『七書』の出版
刊語・跋の年記 書名
慶長 4 年仲夏 六韜 三略（記録より）

慶長 5 年初夏（孟夏） 六韜 三略
慶長 9 年仲冬   六韜（2 種類あり※） 三略

慶長 11 年初秋 七書（六韜・三略を含む）（2 種類あり※）

1 文字目の「黄」を見比べると、図 1 の「黄」の 4 画目の横棒は図 2 に比べて左に突き出しており、図 1、2
には異なる活字が使用されていることがわかります。このように、活字セットの中には一つの文字につき複数の活
字が用意されているため、版によって使用される活字が変わり版面は異なります。

※本稿では慶長 9 年版『六韜』、慶長 11 年版『七書』の版種を以下のように記します。
『六韜』：「慶長 9 年（一）版」（東洋文庫所蔵本等）、「慶長 9 年（二）版」（天理図書館所蔵本等）
『七書』：「慶長 11 年（一）版」（東洋文庫所蔵本等）、「慶長 11 年（二）版」（国立公文書館内閣文庫所蔵本等）
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慶
長
９
年
版 『
三
略
』と
慶
長
11
年（
一
）版

『
七
書
』の「
三
略
」

　

と
こ
ろ
が
で
す
。
東
洋
文
庫
所
蔵
の
慶
長
11

年
（
一
）
版
『
七
書
』
の
閲
覧
に
う
か
が
っ
た
時
、

持
参
し
て
い
た
当
館
所
蔵
の
慶
長
９
年
版
『
三
略
』

の
コ
ピ
ー
と
見
比
べ
て
、
あ
れ
？　

と
驚
く
こ
と

と
な
っ
た
の
で
す
。
慶
長
９
年
版
『
三
略
』
と
慶

長
11
年（
一
）版『
七
書
』の「
三
略
」、右
側
の
ペ
ー

ジ
を
見
比
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
［
図
３
、
図
４
］。

そ
っ
く
り
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？　
こ
こ
に
挙

げ
た
の
は
巻
末
だ
け
で
す
が
、
全
丁
見
比
べ
て
も

同
じ
な
の
で
す
。
違
い
と
し
て
は
、
慶
長
９
年
版

『
三
略
』
に
は
末
尾
に
刊
語
（
刊
行
経
緯
を
記
し

た
文
章
）
の
丁
が
あ
り
、
そ
の
１
行
目
に
巻
末
書

名
が
記
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
慶
長
11
年
（
一
）

版
『
七
書
』
の
「
三
略
」
に
は
刊
語
の
丁
が
な
く
、

本
文
の
最
終
行
の
下
に
「
三
略
終
」
の
３
字
が
加

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
で
す
。

　

こ
れ
は
い
っ
た
い
、
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
？　

そ
の
疑
問
の
答
え
に
つ
い
て
は
後
述
す
る

こ
と
と
し
て
、
私
に
は
も
う
一
つ
疑
問
が
浮
か
ん

で
き
ま
し
た
。
先
述
の
よ
う
に
『
六
韜
』
と
『
三

略
』は
揃
い
で
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
は『
六
韜
』

も
ま
た
慶
長
９
年
の
も
の
と
慶
長
11
年（
一
）版『
七

書
』
の
も
の
と
が
同
じ
な
の
で
は
な
い
か･･････

図 3　慶長 9 年版『三略』
国立国会図書館所蔵 <WA7-22>　https://dl.ndl.go.jp/pid/2532141/1/17

18国立国会図書館月報 747/748号 2023.7/8

https://dl.ndl.go.jp/pid/2532141/1/17


図 4　慶長 11 年（一）版『七書』のうち「三略」
公益財団法人東洋文庫所蔵（請求記号　三 -A-k-1）

慶
長
９
年（
二
）版『
六
韜
』と
慶
長
11
年（
一
）

版『
七
書
』の「
六
韜
」　

　
慶
長
９
年
版
『
六
韜
』
に
は
２
種
類
あ
り
ま
す

が
、
慶
長
９
年
（
一
）
版
を
閲
覧
し
た
と
こ
ろ
慶

長
11
年
（
一
）
版
『
七
書
』
と
は
版
面
が
異
な
り

ま
し
た
。
で
は
、
も
う
一
方
の
慶
長
９
年
（
二
）

版
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
複
写
物（

７
）を

取
り
寄
せ
て

み
た
と
こ
ろ
、
予
想
は
当
た
り
、
や
は
り
慶
長
11

年
（
一
）
版
『
七
書
』
の
「
六
韜
」
と
全
丁
が
同

版
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た（

８
） ［ 

図
５
、
図
６

（
20
、21
頁
）］。
違
い
と
し
て
は
、慶
長
９
年
（
二
）

版
『
六
韜
』
に
は
刊
語
の
丁
が
末
尾
に
あ
り
ま
す

が
、
慶
長
11
年
（
一
）
版
『
七
書
』
の
「
六
韜
」

に
は
そ
れ
が
な
い
だ
け
で
す
。

　

つ
ま
り
、『
六
韜
』
も
『
三
略
』
も
、
慶
長
９

年
の
も
の
と
慶
長
11
年
（
一
）
版
『
七
書
』
に
含

ま
れ
る
も
の
と
が
同
版
な
の
で
す
。

な
ぜ
慶
長
９
年
と
慶
長
11
年
の
版
が
同
版
な

の
か

 　
慶
長
９
年
と
慶
長
11
年
の
も
の
が
同
版
と
い
う

の
は
、
と
て
も
意
外
な
こ
と
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら

古
活
字
版
で
は
、
異
な
る
年
に
印
刷
さ
れ
た
も
の

が
同
版
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
す
。

　
古
活
字
版
は
、
活
字
を
組
ん
で
印
刷
し
て
い
ま

19 国立国会図書館月報 747/748号 2023.7/8



す
。
１
丁
分
の
活
字
を
組
ん
で
必
要
枚
数
を
印
刷

す
る
と
、
そ
の
活
字
は
バ
ラ
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て

新
し
い
丁
の
字
組
が
行
わ
れ
、
印
刷
が
終
わ
る
と
、

ま
た
そ
の
活
字
は
バ
ラ
さ
れ
ま
す
。
そ
の
繰
り
返

し
で
１
冊
の
本
が
出
来
上
が
り
ま
す
。
近
代
に
な

る
と
紙
型
を
残
す
こ
と
で
、
活
字
版
で
あ
っ
て
も

後
年
に
同
版
の
印
刷
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す

が
、
古
活
字
版
の
時
代
に
は
そ
う
い
う
技
術
は
あ

り
ま
せ
ん
。
た
と
え
同
じ
活
字
セ
ッ
ト
を
使
っ
て

も
、
全
く
同
じ
版
面
を
再
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
の
で
す
。
同
版
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
同
じ

時
（
活
字
の
字
組
が
バ
ラ
さ
れ
る
ま
で
）
に
印
刷

さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

　
そ
れ
で
は
な
ぜ
刊
語
や
跋
の
年
記
の
異
な
る
慶

長
９
年
と
慶
長
11
年
の
も
の
が
同
版
な
の
で
し
ょ

う
か
。

　
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
慶
長
９
年
に
印
刷
し

た
余
部
が
残
っ
て
い
て
、
慶
長
11
年
に
『
七
書
』

を
出
版
す
る
と
き
に
使
わ
れ
た
と
い
う
可
能
性
で
す
。

　
『
六
韜
』
に
つ
い
て
は
、
そ
の
考
え
方
で
も
説

明
で
き
そ
う
で
す
。『
七
書
』
は
全
体
の
末
尾
に

刊
行
経
緯
を
記
し
た
跋
を
付
す
た
め
、「
六
韜
」

に
刊
語
を
つ
け
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
慶
長
９

年（
二
）版『
六
韜
』と
慶
長
11
年（
一
）版『
七
書
』

の
「
六
韜
」
の
違
い
は
刊
語
の
丁
の
有
無
だ
け
で

図５　慶長 9 年（二）版『六韜』
天理図書館所蔵（請求記号　399- イ17）
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す
の
で
、
慶
長
９
年
（
二
）
版
の
余
部
か
ら
不
要

な
刊
語
の
丁
を
取
り
除
い
て
、
慶
長
11
年
（
一
）

版
『
七
書
』
に
組
み
入
れ
た
と
考
え
て
も
辻
褄
は

合
い
ま
す
。

　
し
か
し
『
三
略
』
は
そ
の
考
え
方
で
は
説
明
で

き
ま
せ
ん
。
慶
長
９
年
版
『
三
略
』
と
慶
長
11
年

（
一
）
版
『
七
書
』
の
「
三
略
」
の
違
い
は
、
刊

語
の
丁
の
有
無
だ
け
で
は
な
く
、
慶
長
11
年
（
一
）

版
の
本
文
末
に
「
三
略
終
」
の
３
字
が
加
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
の
３
文
字
は
本
文
の
最
終

丁
を
印
刷
し
て
い
る
間
に
（
活
字
の
字
組
を
バ
ラ

す
前
に
）
わ
ざ
わ
ざ
活
字
を
付
け
加
え
て（

９
）印

刷
し

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

　
問
題
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
手
間
を
か
け
た
か

で
す
。
そ
れ
は
、
本
文
末
に
書
名
を
入
れ
る
こ
と

で
、刊
語
の
丁
を
つ
け
な
い
形
、す
な
わ
ち
『
七
書
』

の
一
部
と
し
て
も
使
え
る
形
と
し
た
か
っ
た
か
ら

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

　

つ
ま
り
、
慶
長
９
年
版
『
三
略
』
を
印
刷
し
て

い
る
時
に
、
す
で
に
慶
長
11
年
（
一
）
版
『
七
書
』

の
刊
行
が
予
定
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
一
部
と
し
て

も
使
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
本
文
末
に
「
三

略
終
」
と
加
え
た
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
印
刷
さ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
慶
長
９
年（
二
）版『
六

韜
』
と
慶
長
11
年
（
一
）
版
『
七
書
』
の
「
六
韜
」

図６　慶長 11 年（一）版『七書』のうち「六韜」
公益財団法人東洋文庫所蔵（請求記号　三 -A-k-1）
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が
同
版
な
の
も
、た
ま
た
ま
慶
長
９
年（
二
）版『
六

韜
』
の
余
部
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

『
七
書
』
の
一
部
と
し
て
も
使
う
予
定
で
印
刷
さ
れ

て
い
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

（
１
０
） 

。
慶
長
11
年

（
一
）
版
『
七
書
』
の
出
版
の
完
了
は
跋
文
に
記

さ
れ
る
慶
長
11
年
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
製

作
は
慶
長
９
年
頃
か
ら
時
間
を
か
け
て
行
わ
れ
て

い
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ

る
い
は
、
慶
長
９
年
（
二
）
版
『
六
韜
』
や
慶
長

９
年
版
『
三
略
』
の
実
際
の
刊
行
年
は
慶
長
９
年

よ
り
も
遅
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
現
段
階
で
は
そ
の
事
情
に
つ
い
て
決
定
的

な
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
は
困
難
で
す
が
、
慶
長
11

年
（
一
）
版
『
七
書
』
の
「
六
韜
」
と
「
三
略
」
が
、

慶
長
９
年
の
も
の
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
、
伏
見

版
の
製
作
の
実
態
を
考
察
す
る
上
で
興
味
深
い
事

実
と
思
わ
れ
ま
す
。

「
見
る
」こ
と
か
ら
始
ま
る
調
査

　
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、こ
れ
は
資
料
を
「
見

る
」
だ
け
で
気
が
付
く
こ
と
が
で
き
た
事
実
で
す
。

伏
見
版
は
有
名
な
古
活
字
版
で
、
優
れ
た
研
究
が

数
多
く
行
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ど
う
し
て
こ
の

よ
う
な
事
柄
が
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
の
か
不
思
議

に
も
思
わ
れ
ま
す
が
、
各
版
の
伝
本
が
各
地
に
散

在
し
て
見
比
べ
る
の
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
、
参

考
書
等
に
掲
載
さ
れ
る
図
版
も
部
分
的
で
あ
り
、

特
に
『
七
書
』
は
序
や
跋
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ

と
が
多
く
、「
六
韜
」「
三
略
」
が
紹
介
さ
れ
る
機

会
が
少
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
な
の
で
し
ょ
う
。

　
い
ま
デ
ジ
タ
ル
化
が
急
速
に
進
展
し
、
多
数
の

古
典
籍
の
画
像
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
自
宅
に
い
な
が
ら
各

地
の
古
典
籍
の
画
像
を
自
在
に
見
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
、
か
つ
て
な
か
っ
た
画
期
的
な
こ
と
で
す
。

も
ち
ろ
ん
原
資
料
の
も
つ
情
報
や
魅
力
が
、
画

像
で
す
べ
て
伝
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
デ
ジ
タ
ル
化
の
進
展
は
古
典
籍
の
調
査
に
大

き
な
可
能
性
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

　
さ
て
、
当
館
所
蔵
の
古
活
字
版
も
ほ
ぼ
す
べ
て

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
画
像
が
公
開
さ
れ
て
い
ま

す 

。
あ
な
た
も
、
ま
ず
は
「
見
る
」
こ
と
か
ら
始

め
て
み
ま
せ
ん
か
？

1　 周の文王・武王の問いに太公望が答える形で記され、太公望の撰と伝えられる。

2 　「黄石公三略」とも。漢の張良が黄石公から授かった太公望の兵法書とされる。

3　 「武経七書」とも。北宋の時代に兵法書中の重要な７書をまとめたもので、「孫子」「呉子」「司馬法」「尉繚子」

　   「三略」「六韜」「唐太宗李衛公問対」から成る。

4　 閑室元佶が伏見の円光寺の開山となったことから、伏見版または円光寺版と称される。このほか、家康の命により     

       慶長 10（１６０５）年に富春堂（五十川了庵）が出版した古活字版『吾妻鏡』も伏見版と称されている。

5    『右文故事』巻５など。（『近藤正斎全集』第 2, 国書刊行会 , 1905） https://dl.ndl.go.jp/pid/991309

6    『六韜』については慶長４年版のみ双行の注文（割書で小さく書き入れた注）が付されていない。

7　 天理図書館所蔵本。原本は閲覧不可であった。この後高木浩明氏より叡山文庫本の所在をご教示いただき

       閲覧調査し、天理図書館所蔵本と同じく慶長 11 年（一）版と同版であることを確認した。

8　  印刷博物館本は巻６の７丁が異版。

9　  先に「三略終」を入れた形で印刷して、後で抜いたとも考えうる。

10　慶長９年（一）版『六韜』の版心（袋綴じの中央折り目部分）が「六韜卷一（～六）」の形式であるのに対して、  

        慶長９年（二）版は「六韜一（～六）」であり、慶長 11 年（一）（二）版『七書』の諸書と同じ形式となっている。 

        慶長９年（一）版の版心は慶長４年、５年版を踏襲しているが、慶長９年（二）版は『七書』の一部として版

        心の形式を変更したとみられる。なお『三略』の版心は慶長５年版「三略卷上（～下）」、慶長９年版「三略上（～下）」   

        である。慶長９年版『三略』は１種類しか現存しないが、現存伝本は慶長９年（二）版『六韜』と版心の形も   

        対応している。

※　<　> 内は当館請求記号

リサーチ・ナビ「国立国会図書館所蔵　古活字

版目録」のページでも、古活字版について知る

ことができます。

https://rnavi.ndl.go.jp/jp/oldmaterials/

Kokatsuji-ban.html
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書名 版種 所蔵機関 調査状況

六韜

慶長 4 年版
尊経閣文庫 　○ a
江戸東京博物館（浅野梅堂・陸軍士官学校旧蔵） 　○ b
阿波国文庫（現所在不明） 　△ c

慶長 5 年版 九州大学（田村専一郎旧蔵） 　○ b
足利学校遺蹟図書館　巻 1-3 のみ 　○ d

慶長 9 年（一）版 東洋文庫 ◎　
慶応義塾大学斯道文庫 ◎　

慶長 9 年（二）版
天理図書館（高木文庫旧蔵） 　○ e
印刷博物館　刊語なし ◎
叡山文庫 ◎

三略
慶長 5 年版

九州大学（田村専一郎旧蔵） 　○ b
足利学校遺蹟図書館 　○ｄ
栗田文庫（現所在不明） 　△ c

慶長 9 年版 当館　<WA7-22> ◎
叡山文庫　巻上および巻中第 1 丁を欠く ◎

七書

慶長 11 年（一）版

東洋文庫（一橋家旧蔵） ◎
龍門文庫（田安家旧蔵）　跋なし ◎
当館　<WA7-78>　三略・六韜は補写 ◎
当館　<WA7-234>　尉繚子のみ ◎
慶応義塾大学　孫子・呉子・司馬法のみ（舟橋秀賢加点）   ○ f
天理図書館　尉繚子・唐太宗李衛公問対のみ（舟橋秀賢加点）   △ e
大英図書館　六韜のみ（舟橋秀賢加点）   △ g
近畿大学　孫子・司馬法・六韜・唐太宗李衛公問対のみ   ○ h
安田文庫（叡山真如蔵・高木文庫旧蔵、現所在不明）   △ c
安田文庫　（内野皎亭旧蔵、現所在不明）   △ c
安田文庫　六韜欠（佐竹北家旧蔵、現所在不明）   △ c

慶長 11 年（二）版

国立公文書館内閣文庫 ◎
祐徳稲荷神社   ○ b
明治大学  △ i
大東急記念文庫　尉繚子のみ  △ j
安田文庫　尉繚子欠、三略は活字を覆刻せるもの（現所在不明）   △ c

＊このほか、小城市立歴史資料館（小城市重要文化財）に慶長 11 年伏見版『七書』（版種未確認）がある。
＊慶長 9 年（二）版『六韜』のうち印刷博物館所蔵本は刊語が無いため慶長 11 年（一）版『七書』の一部であった可
能性もある。

「調査状況」欄の◎は原資料の閲覧調査、○は画像、マイクロフィルム、複写物等によって全頁調査、△は参考文献に
より版種を判断したものである。
○、△には a ～ j を付記して調査に使用した資料やデータベースを示した。
a は『江戸幕府刊行物集成』（雄松堂フィルム出版 , 1987）<YD-345>
b は国文学研究資料館「国書データベース」https://kokusho.nijl.ac.jp/
c は川瀬一馬 著『古活字版之研究』増補版（日本古書籍商協会 , 1967）
https://dl.ndl.go.jp/pid/2974633
https://dl.ndl.go.jp/pid/2972407
https://dl.ndl.go.jp/pid/2972408
d は『足利学校遺蹟図書館所蔵貴重書集成』18（栃木県立足利図書館 , 1980）<YD1-373>
e は天理大学附属天理図書館 編『近世の文化と活字本』（天理ギャラリー , 2004）<Y93-H1307>
f は「慶應義塾大学メディアセンターデジタルコレクション」https://dcollections.lib.keio.ac.jp/ja
g は川瀬一馬 , 岡崎久司 共編『大英図書館所蔵和漢書総目録』（講談社 , 1996）<UP121-G1>
h は「近畿大学貴重資料デジタルアーカイブ」https://kda.clib.kindai.ac.jp/rarematerials
i は印刷博物館 編『武士と印刷』（凸版印刷博物館 , 2016）<UE82-L24>
j は『大東急記念文庫貴重書解題 第 1 巻』（大東急記念文庫 , 1956）
https://dl.ndl.go.jp/pid/3002440

伏見版『六韜』『三略』『七書』所蔵機関
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国
立
国
会
図
書
館
は
、
蔵
書
の
う
ち
、
資
料
的
価
値
が
高

い
も
の
な
ど
を
「
貴
重
書
」「
準
貴
重
書
」
に
指
定
し
て

い
ま
す（
１
）。
令
和
５
年
２
月
15
日
、
和
漢
書
２
点
を
貴
重
書

に
指
定
し
、
累
計
で
貴
重
書
は
１
３
２
５
点
、
準
貴
重
書

は
８
０
２
点
と
な
り
ま
し
た
。（
貴
重
書
等
指
定
委
員
会
）

第
58
回
貴
重
書
等
指
定
委
員
会
報
告

新
た
な
貴
重
書
の
ご
紹
介

　
『
太
平
記
』
は
南
北
朝
の
戦
乱
を
主

題
と
し
た
軍
記
物
語
で
す
。
江
戸
時
代

以
前
に
は
歴
史
的
事
実
を
記
し
た
史
書

と
し
て
読
ま
れ
て
お
り
、
特
に
戦
国
時

代
の
武
将
に
と
っ
て
は
先
祖
や
一
門
の

武
勲
・
功
績
の
記
録
と
し
て
、
ま
た
治

政
と
兵
法
の
指
南
書
と
し
て
重
ん
じ
ら

れ
ま
し
た
。

　

本
書
は
江
戸
時
代
初
期
の
慶
長
14

（
１
６
０
９
）
年
に
出
版
さ
れ
た
古
活

字
版
『
太
平
記
』
で
す
。『
太
平
記
』

は
古
活
字
版
の
中
で
も
特
に
出
版
回
数

が
多
く
、
慶
長
７
年
以
降
、
漢
字
片
仮

名
交
じ
り
の
古
活
字
版
が
何
種
類
も
刊

行
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
平
仮
名
交
じ
り

で
出
版
さ
れ
た
の
は
本
書
が
初
め
て
で

す
。
巻
末
に
存
庵
と
い
う
人
物
（
大
坂

に
在
住
し
、
豊
臣
秀
頼
に
仕
え
た
と
推

定
さ
れ
る
）
の
跋
文
が
あ
り
、
漢
文
や

太平記 40 巻
＜請求記号　WA7-301 ＞
才雲　慶長 14 [1609]
40 冊　大きさ27.9 × 19.8cm
古活字版　跋・刊記に「慶長己酉陽月既望 / 存
庵跋 才雲刊之」とあり　無辺無界　毎半葉10行　
毎行20字内外　漢字平仮名交じり　振り仮名付き
活字、濁点付き活字、訓点付き活字を使用　藍
色紗綾型唐花模様空押し表紙 (後補)　五つ目綴じ　
乱 丁:巻22の 本 文33丁と34丁、 巻36の 本 文15
丁と16丁　欠丁:巻12の本文57丁、巻14の本文
29丁、巻34の本文18丁　補写:巻4の本文12丁、
46丁、 巻21の 本 文14丁　 重 複:巻35の 本 文10
丁が2枚　印記: 鹿庭真島鸞藏所持、昭和拾四年
拾月貮日

巻頭巻頭

表紙表紙

24国立国会図書館月報 747/748号 2023.7/8



1　「国立国会図書館貴重書指定基準」「国立国会図書館準貴重書等指定基準」の
規定に基づき、館内の貴重書等指定委員会が行っている。

2　ただし巻35の1冊は同版の別本による取り合わせ。
3　今回貴重書に指定された資料は、巻4目録丁と巻20本文41丁が国立公文書
館内閣文庫本、西尾市岩瀬文庫本とは異版である。

漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
を
読
む
の
が
難

し
い
婦
女
子
の
た
め
に
出
版
さ
れ
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
本
書
は
振
り
仮
名
付
き
漢
字
活

字
を
最
初
に
使
用
し
た
古
活
字
版
と
し

て
知
ら
れ
て
お
り
、
出
版
技
術
史
上
、

跋・刊記跋・刊記

振
り
仮
名
付
き
漢
字
活
字

振
り
仮
名
付
き
漢
字
活
字

濁
点
付
き
平
仮
名
活
字

濁
点
付
き
平
仮
名
活
字

訓
点
付
き
漢
字
活
字

訓
点
付
き
漢
字
活
字

振り仮名付き活字のほか、濁点付き活字、訓点付き活振り仮名付き活字のほか、濁点付き活字、訓点付き活
字も使用されている。字も使用されている。
ここに挙げた例の使用箇所は以下のとおり。ここに挙げた例の使用箇所は以下のとおり。
振り仮名付き漢字活字：巻1序丁表振り仮名付き漢字活字：巻1序丁表
濁点付き平仮名活字　：巻1本文1丁表濁点付き平仮名活字　：巻1本文1丁表
訓点付き漢字活字　　：巻1本文19丁表訓点付き漢字活字　　：巻1本文19丁表
　※「擁」「藍」「前」の活字は振り仮名付き。　※「擁」「藍」「前」の活字は振り仮名付き。
　　　（その他の振り仮名は手書き。）　　　（その他の振り仮名は手書き。）

意
義
を
持
つ
資
料
で
す
。
今
回
貴
重
書

に
指
定
さ
れ
た
の
は
全
40
冊
の
揃
い
本

で
す
が
、
伝
本
に
は
端
本
が
多
く
、
完

本
は
他
に
は
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫

及
び
西
尾
市
岩
瀬
文
庫（

２
）の
所
蔵
が
知
ら

れ
る
の
み
で
す（

３
）。　
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『
釋し
ゃ
く
し
よ
う
ら
ん

氏
要
覽
』
は
、
宋
の
僧
侶
・
道

誠
（
生
没
年
不
明
）
が
著
し
た
仏
教
用

語
解
説
辞
典
で
す
。
日
本
で
は
南
北
朝

時
代
の
頃
に
五
山
版（

４
）が
出
版
さ
れ
た
の

を
始
め
と
し
て
、
江
戸
時
代
初
期
に
は

数
種
類
の
古
活
字
版
が
、
寛
永
年
間

（
１
６
２
４
～
１
６
４
４
）
以
降
に
は

古
活
字
版
を
底
本
と
し
た
整
版
（
版
木

で
印
刷
し
た
本
）
が
盛
ん
に
出
版
さ
れ

ま
し
た
。

　

今
回
貴
重
書
に
指
定
さ
れ
た
『
釋
氏

要
覽
』
は
、
従
来
整
版
だ
と
さ
れ
て
き

ま
し
た（

５
）。
し
か
し
、
当
該
本
で
は
、
同

じ
傷
の
あ
る
文
字
（
欠
損
字
）
が
何
度

も
出
て
く
る
の
が
観
察
さ
れ
ま
す
。
こ

れ
は
活
字
を
組
み
か
え
て
複
数
の
丁
を

印
刷
す
る
た
め
に
起
き
る
現
象
で
あ

り
、
古
活
字
版
を
見
分
け
る
際
の
ポ
イ

ン
ト
の
ひ
と
つ
で
す
。
こ
の
本
は
古
活

字
版
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す（

６
）。

　

本
書
に
刊
記
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
同

版
と
考
え
ら
れ
る
大
英
図
書
館
所
蔵
本

に
は
慶
長
15
（
１
６
１
０
）
年
の
書
入

れ
が
あ
り
ま
す（

７
）。
ま
た
本
書
の
欠
損
字

に
は
、
慶
長
17
年
刊
古
活
字
版
『
佛ぶ

っ
そ祖

歴れ
き
だ
い
つ
う
さ
い

代
通
載
』（
当
館
請
求
記
号　

Ｗ
Ａ

７‐２
１
８
）
に
み
ら
れ
る
欠
損
字
と

同
じ
も
の
が
複
数
あ
り
、
両
書
の
間
で

活
字
の
使
い
ま
わ
し
が
行
わ
れ
た
こ
と

釋氏要覽 3 卷 
＜請求記号　WA7-302 ＞
( 宋 ) 釋道誠 撰　[ 慶長年間 ]
3 册　大きさ28.1 × 19.4cm 
古活字版　四周単辺　有界　毎半葉 5 行　註文双行・疏文 4 行
各毎行 20 字　上下花魚尾　白口　版心「要覽序 ( 上、中、下 ) ( 丁
付 )」　第 1 冊見返しおよび第 2・3 冊遊び紙裏に「極性寺」、第 2
冊見返しに「□極」、第 3 冊見返しに「知恩寺久岸和尚形見 / □極」
と墨書あり　印記 : 龜田文庫、帝國圖書館藏
https://dl.ndl.go.jp/pid/2610663

巻上表紙巻上表紙

巻上巻頭巻上巻頭

巻上第56丁表巻上第56丁表
大きさの異なる3種類の文字が使用されている。大きさの異なる3種類の文字が使用されている。
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が
推
定
さ
れ
ま
す
。
本
書
の
刊
行
年
代

は
慶
長
年
間
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ

う
。

　

古
活
字
版
『
佛
祖
歴
代
通
載
』
は
本

国
寺（

８
）で
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
す
。
本
書

は
本
国
寺
版
の
研
究
に
も
新
た
な
光
を

投
げ
か
け
る
重
要
な
資
料
と
い
え
ま

す
。　

4　鎌倉時代中期から室町時代末期にかけて、京都・鎌倉の五山を中心とした禅
宗関係者によって出版された書物をいう。中国の宋・元・明版、朝鮮版を覆
刻、模倣したものが多い。

5	 本文を囲む枠の四隅には古活字版の特徴である隙間が見られるが、これは文
字部分を整版で作り周囲を古活字版の枠線で囲んだものと解釈されていた。
（川瀬一馬『古活字版之研究』増補版,	日本古書籍商協会,	1967,	p.783
	 https://dl.ndl.go.jp/pid/2972407/1/63）
6	 高木浩明氏は、「欠損活字を探せ！」（『日本古書通信』1123,	2023.2<請求記
号　Z21-160>）において、当該本が古活字版であることを論証する過程に
ついて解説している。

7	 Kenneth	B.	Gardner	"Descriptive	catalogue	of	Japanese	books	in	the	British	
Library	printed	before	1700"（Tenri	Central	Library,	1993<請求記号　UP72-A2	
57>）。川瀬前掲書p.783に「この書の一本の奥に慶長十五年の墨書識語があ
るものもあつて、刊行年時を限定する」とあるものと同一本と思われる。

8	 京都の日蓮宗寺院。文禄4（1595）年刊『天台四教儀集解』『法華玄義序』
を皮切りに寛永頃まで古活字版を刊行した。

古活字版
『佛祖歴代通載』

の活字

小字小字

古活字版『釋氏要覽』には、古活字版『釋氏要覽』には、
項目の極大字（毎半葉5行）、項目の極大字（毎半葉5行）、
註文の大字（極大字に対し註文の大字（極大字に対し
て双行）、疏文（註をさらにて双行）、疏文（註をさらに
解釈したもの）の小字（大解釈したもの）の小字（大
字に対して双行）の3種類の字に対して双行）の3種類の
活字が使用されている。こ活字が使用されている。こ
こでは大字と小字から例をこでは大字と小字から例を
挙げた。挙げた。
それぞれの本文での使用箇それぞれの本文での使用箇
所は以下のとおり。所は以下のとおり。
大字の四：上から巻上第5丁大字の四：上から巻上第5丁
表5行目、巻中第14丁表5表5行目、巻中第14丁表5
行目、巻下第46丁表5行目行目、巻下第46丁表5行目
大字の長：上から巻上第52大字の長：上から巻上第52
丁裏4行目、巻中第6丁裏4丁裏4行目、巻中第6丁裏4
行目、巻下第37丁表4行目行目、巻下第37丁表4行目
小字の勝：上から巻上第56小字の勝：上から巻上第56
丁表5行目、巻中第20丁表1丁表5行目、巻中第20丁表1
行目、巻下第33丁裏1行目行目、巻下第33丁裏1行目
小字の四：巻上第62丁裏4小字の四：巻上第62丁裏4
行目、巻中第8丁表3行目、行目、巻中第8丁表3行目、
巻中第10丁裏3行目巻中第10丁裏3行目

※表示の行数はすべて半葉5※表示の行数はすべて半葉5
行を基準にしている。行を基準にしている。

大字大字

古活字版『佛祖歴代通載』
は毎半葉10行毎行19字、本
文の大字と註文の小字（大
字に対して双行）の2種の活
字を使用する。

古活字版
『釋氏要覽』

の活字

巻4第11丁表4行目巻7第6丁表10行目 巻1第7丁
裏1行目

巻22第4丁
裏10行目
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毎
朝
運
び
込
ま
れ
る
、
大
量
の
封
筒
や
段
ボ
ー
ル
、
折
り

た
た
み
コ
ン
テ
ナ
。
そ
の
梱
包
を
解
く
と
、
姿
を
現
す
た
く

さ
ん
の
本
や
雑
誌
…
…
。

　

国
立
国
会
図
書
館
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を
所
蔵
し
て

い
ま
す
。
主
に
納
本
と
い
う
制
度
に
よ
っ
て
国
内
の
出
版
物

を
網
羅
的
に
集
め
て
い
て
、
実
際
に
出
版
物
が
図
書
館
に
到

着
す
る
様
子
は
な
か
な
か
壮
観
で
す
。

　

国
内
資
料
課
収
集
第
三
係
の
担
当
業
務
の
ひ
と
つ
は
、
納

本
さ
れ
た
出
版
物
に
対
し
て
代
償
金
の
支
払
い
処
理
を
行
う

こ
と
で
す
。
代
償
金
と
い
う
の
は
、
納
本
さ
れ
た
出
版
物
に

つ
い
て
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
小
売
価
格
の
半
額
程
度
を
支

払
う
も
の
で
す
。
書
店
で
販
売
し
て
い
る
本
の
多
く
は
取
次

業
者
を
経
由
し
て
ま
と
め
て
納
本
さ
れ
て
く
る
の
で
、
み
っ

ち
り
と
本
が
詰
め
こ
ま
れ
た
折
り
た
た
み
コ
ン
テ
ナ
を
職
員

が
開
梱
し
、
破
損
な
ど
が
な
い
か
、
既
に
所
蔵
し
て
い
る
資

料
と
重
複
し
て
い
な
い
か
を
確
認
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
作

業
は
新
刊
書
の
シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
て
い
る
よ
う
で
、
個
人
的

に
楽
し
み
な
時
間
で
す
。
じ
っ
く
り
と
読
む
よ
う
な
時
間
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、最
近
は
こ
ん
な
テ
ー
マ
が
流
行
り
な
ん
だ
、

と
か
、
こ
の
表
紙
か
わ
い
い
！　

と
い
っ
た
小
さ
な
発
見
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
確
認
作
業
を
経
て
正
式
に
図
書
館
の
資
料

に
な
り
、
代
償
金
支
払
い
の
手
続
き
に
進
み
ま
す
。

　

係
で
担
当
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
業
務
は
、
資
料
の
購
入
で

す
。
古
典
籍
や
文
書
類
、
納
本
制
度
が
始
ま
っ
た
昭
和
23

（
１
９
４
８
）
年
よ
り
前
に
刊
行
さ
れ
た
資
料
な
ど
を
古
書

店
か
ら
購
入
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
発
行
年
代
が
古
く
、

扱
い
に
注
意
が
必
要
だ
っ
た
り
、高
価
な
資
料
で
あ
っ
た
り
、

新
刊
書
と
は
違
っ
た
面
を
持
っ
て
い
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
人

が
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
、
き
っ
と
こ
の
本
を
大
事
に
思
っ

て
保
存
し
て
い
た
人
が
い
た
ん
だ
な
、
と
そ
の
資
料
の
来
し

方
を
思
う
と
、
感
慨
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
利
用

が
多
い
資
料
や
事
典
な
ど
の
参
考
資
料
は
、
納
本
さ
れ
書
庫

に
保
管
さ
れ
る
資
料
と
は
別
に
館
内
の
専
門
室
に
配
置
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
そ
の
た
め
の
資
料
を
購
入
す
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら
は
発
行
年
代
も
新
し
く
、
利
用
者
が

一
番
に
手
に
取
り
や
す
い
と
こ
ろ
に
置
か
れ
る
資
料
な
の

で
、
活
躍
を
期
待
し
て
送
り
出
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

広
く
資
料
を
収
集
し
て
所
蔵
す
る
こ
と
が
、
利
用
し
て
も

ら
う
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
資
料
の
入
口
で
の
業
務
を
通

じ
て
、
資
料
を
集
め
る
こ
と
の
意
義
を
感
じ
る
毎
日
で
す
。  

　

                  （
国
内
資
料
課 

収
集
第
三
係　

本
と
の
遭
遇
）

資料の入口は
こちらです

当館の蔵書となるため送付されてきた出版物。
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岡山の野鳥たち
～むかし・いま・みらい～　
倉敷市立自然史博物館
第27回特別展図録 
倉敷市立自然史博物館 刊
2018.7　58p ; 26cm
<請求記号  RA567-L457>

　

野
鳥
は
、「
今
、
そ
こ
に
い
る
恐
竜
」
で

あ
る
。
羽
毛
や
翼
や
二
足
歩
行
と
い
っ
た
特

徴
は
、
祖
先
で
あ
る
恐
竜
の
時
代
か
ら
有
す

る
「
恐
竜
ら
し
さ
」
と
い
え
る
。
そ
の
一
方
、

歯
の
な
い
く
ち
ば
し
は
、
か
つ
て
の
恐
竜
に

は
見
ら
れ
な
い
、
進
化
の
過
程
で
獲
得
さ
れ

た
「
鳥
ら
し
さ
」
で
あ
る
。
い
つ
か
ら
恐
竜

は
鳥
に
な
っ
た
の
か
、
鳥
と
恐
竜
の
間
に
明

確
な
境
界
線
な
ど
な
い
の
で
あ
る

―

　

こ
の
よ
う
な
魅
力
的
な
話
題
か
ら
は
じ
ま

る
本
書
は
、
２
０
１
８
年
に
倉
敷
市
立
自
然

史
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
特
別
展
「
岡
山
の

野
鳥
た
ち
～
む
か
し
・
い
ま
・
み
ら
い
～
」

の
図
録
で
あ
る
。
全
58
ペ
ー
ジ
と
コ
ン
パ
ク

ト
な
が
ら
、
岡
山
県
に
生
き
る
小
さ
な
〝
恐

竜
〟
に
つ
い
て
、
様
々
な
角
度
か
ら
知
る
こ

と
が
で
き
る
本
で
あ
る
。

　

ま
ず
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
と
、
県
内
の
遺
跡

か
ら
出
土
し
た
鳥
類
の
化
石
や
、
江
戸
時
代

に
岡
山
藩
が
領
内
の
動
植
物
に
つ
い
て
ま
と

め
た
『
備
前
国
備
中
国
之
内
領
内
産
物
帳
』

が
紹
介
さ
れ
、
縄
文
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に

か
け
て
当
地
で
み
ら
れ
た
野
鳥
に
つ
い
て
の

手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
。
江
戸
時
代
に
は
、

現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
の
で
き
な
い

コ
ウ
ノ
ト
リ
や
ツ
ル
も
い
た
よ
う
だ
。な
お
、

こ
の
岡
山
藩
の
産
物
帳
は
本
帳
と
絵
図
帳
か

ら
な
り
、
絵
図
帳
は
岡
山
大
学
附
属
図
書
館

の
「
池
田
家
文
庫
絵
図
公
開
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

シ
ス
テ
ム
」
に
よ
り
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
自

由
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

現
在
の
野
鳥
に
つ
い
て
は
、
２
０
１
８
年

時
点
に
お
い
て
県
内
で
確
認
さ
れ
た
３
７
９

種
の
う
ち
数
十
種
に
つ
い
て
、
地
元
の
野
鳥

愛
好
家
ら
に
よ
る
解
説
と
写
真
が
ト
ピ
ッ
ク

ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
里
山
の
荒
廃

が
一
因
で
近
年
に
激
減
し
た
ヨ
タ
カ
や
サ
シ

バ
、
都
市
の
環
境
に
適
応
す
る
イ
ソ
ヒ
ヨ
ド

リ
、
餌
や
フ
ン
等
に
よ
る
景
観
へ
の
悪
影
響

が
問
題
と
な
っ
た
サ
サ
ゴ
イ
、
巣
箱
の
設
置

に
よ
る
保
護
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
ブ
ッ
ポ

ウ
ソ
ウ
な
ど
、
野
鳥
と
人
の
共
存
を
め
ぐ
る

多
様
な
状
況
が
分
か
る
。
中
で
も
、
山
林
の

手
入
れ
不
足
が
一
因
で
鬱
蒼
と
し
た
暗
い
森

を
好
む
キ
ビ
タ
キ
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
、
か
つ
て
は
見
る
こ
と
が

難
し
か
っ
た
鳥
に
出
会
え
る
機
会
が
増
え
た

こ
と
を
喜
び
つ
つ
も
、
そ
れ
が
人
と
林
の
関

わ
り
の
希
薄
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

残
念
に
思
う
野
鳥
観
察
者
の
複
雑
な
心
境
が

綴
ら
れ
て
い
る
の
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
西
日
本
で
初
め
て
と
さ
れ
る
ジ
ョ
ウ
ビ

タ
キ
の
繁
殖
を
目
撃
し
た
際
の
臨
場
感
あ
ふ

れ
る
様
子
や
、
工
事
中
の
人
工
島
で
ツ
ク
シ

ガ
モ
の
群
れ
を
発
見
し
た
記
録
な
ど
、
個
人

の
観
察
に
基
づ
く
記
述
か
ら
は
、
野
鳥
の
様

子
と
と
も
に
観
察
者
の
高
揚
ま
で
伝
わ
っ
て

く
る
。
野
鳥
へ
の
愛
に
溢
れ
た
リ
ア
ル
で
素

朴
な
解
説
は
、本
書
の
大
き
な
魅
力
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
表
紙
と
裏
表
紙
に
は
１
７
５

種
類
の
野
鳥
の
顔
が
描
か
れ
て
お
り
、「
野

鳥
顔
図
鑑
ク
イ
ズ
」
が
楽
し
め
る
。「
サ
ギ
」

と
名
の
付
く
鳥
だ
け
で
５
種
類
、「
カ
モ
」

に
い
た
っ
て
は
20
種
類
も
い
る
。
野
鳥
観
察

が
好
き
な
方
は
ぜ
ひ
挑
戦
し
て
み
て
ほ
し

い
。�

（
勝
田　

真
紀
子
）
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国
際
子
ど
も
図
書
館
展
示
会

「
世
界
を
つ
な
ぐ
子
ど
も
の
本
―
２
０
２
０
年
国
際

ア
ン
デ
ル
セ
ン
賞
・
Ｉ
Ｂ
Ｂ
Ｙ
オ
ナ
ー
リ
ス
ト
図
書

展
」

　

国
際
子
ど
も
図
書
館
で
は
、
７
月
25
日
（
火
）
か
ら
９
月
３

日
（
日
）
ま
で
、
展
示
会
「
世
界
を
つ
な
ぐ
子
ど
も
の
本
―

２
０
２
０
年
国
際
ア
ン
デ
ル
セ
ン
賞
・
Ｉ
Ｂ
Ｂ
Ｙ
オ
ナ
ー
リ
ス

ト
図
書
展
」
を
開
催
し
ま
す
。

　

こ
の
展
示
会
で
は
、
２
０
２
０
年
の
国
際
ア
ン
デ
ル
セ
ン
賞

受
賞
者
の
こ
れ
ま
で
の
諸
作
品
、
Ｉ
Ｂ
Ｂ
Ｙ
（
国
際
児
童
図
書

評
議
会
）
オ
ナ
ー
リ
ス
ト
（
推
薦
図
書
リ
ス
ト
）
の
掲
載
作
品

と
そ
の
邦
訳
書
、
あ
わ
せ
て
約
２
０
０
冊
を
手
に
と
っ
て
ご
覧

い
た
だ
け
ま
す
。

○
開
催
期
間　

７
月
25
日
（
火
）
～
９
月
３
日
（
日
）

※
月
曜
日
、
８
月
11
日
（
金
・
祝
）、
８
月
16
日
（
水
）
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 

ホ
ー
ル

　

国
際
ア
ン
デ
ル
セ
ン
賞
は
、
１
９
５
６
年
に
始
ま
っ
た
国
際

的
な
児
童
文
学
賞
で
、
２
年
に
一
度
、
Ｉ
Ｂ
Ｂ
Ｙ
か
ら
児
童
文

学
の
分
野
で
卓
越
し
た
業
績
を
あ
げ
た
現
存
の
作
家
と
画
家
に

対
し
て
贈
ら
れ
て
い
ま
す
。
２
０
２
０
年
は
ジ
ャ
ク
リ
ー
ン
・

ウ
ッ
ド
ソ
ン
さ
ん
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
）
が
作
家
賞
を
、
ア
ル

ベ
ル
テ
ィ
ー
ヌ
さ
ん
（
ス
イ
ス
）
が
画
家
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

　

Ｉ
Ｂ
Ｂ
Ｙ
オ
ナ
ー
リ
ス
ト
は
、
Ｉ
Ｂ
Ｂ
Ｙ
が
隔
年
で
作
成
す

る
推
薦
図
書
リ
ス
ト
で
す
。
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
Ｉ
Ｂ
Ｂ
Ｙ

の
各
国
支
部
が
、
自
国
で
新
た
に
出
版
さ
れ
た
児
童
書
の
中
か

ら
外
国
に
紹
介
し
た
い
作
品
を
選
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

「
文
学
作
品
」、「
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
作
品
」、「
翻
訳
作
品
」

の
３
部
門
か
ら
成
り
、
２
０
２
０
年
は
世
界
の
国
と
地
域
か
ら

１
７
９
作
品
が
選
ば
れ
ま
し
た
。
日
本
か
ら
は
、
文
学
作
品
部

門
に
梨
屋
ア
リ
エ
さ
ん
の
『
き
み
の
存
在
を
意
識
す
る
』、
イ

ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
作
品
部
門
に
た
む
ら
し
げ
る
さ
ん
の
『
よ

る
の
お
と
』、
翻
訳
作
品
部
門
に
西
村
由
美
さ
ん
訳
の
『
青
い

月
の
石
』
が
選
ば
れ
て
い
ま
す
。

○
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
）

 

子
ど
も
読
書
の
日
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
「
本
と
の
出
会

い
、
読
書
の
楽
し
み
―
森
見
登
美
彦
さ
ん
に
聞
く
―
」

録
画
配
信

　

４
月
22
日
（
土
）
に
国
際
子
ど
も
図
書
館
で
開
催
し
た
、
子

ど
も
読
書
の
日
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
「
本
と
の
出
会
い
、
読
書
の

楽
し
み
―
森
見
登
美
彦
さ
ん
に
聞
く
―
」
の
録
画
をYouTube

の
国
立
国
会
図
書
館
公
式
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
公
開
し
ま
す
。

　

小
説
家
の
森
見
登
美
彦
さ
ん
に
、子
ど
も
時
代
の
読
書
経
験
、

思
い
出
に
残
る
本
、
読
書
と
創
作
と
の
関
係
、
子
ど
も
た
ち
に

伝
え
た
い
読
書
の
魅
力
な
ど
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
（
聞
き
手
：
国
際
子
ど
も
図
書
館
長
）。

○
期
間 

令
和
６
年
３
月
31
日
（
日
）
ま
で

○
対
象 

中
学
生
以
上
を
対
象
と
し
ま
す
が
、
期
間
中
は
ど

な
た
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

○
申
込
み　
　

不
要

○
問
合
せ
先

　

国
際
子
ど
も
図
書
館 

企
画
協
力
課 

広
報
係

　

電
話　

０
３
（
３
８
２
７
）
２
０
５
３
（
代
表
）

｢世界をつなぐ子どもの本―2020年国際アン｢世界をつなぐ子どもの本―2020年国際アン
デルセン賞・IBBYオナーリスト図書展」ちらしデルセン賞・IBBYオナーリスト図書展」ちらし

子ども読書の日トークイベント録画配信子ども読書の日トークイベント録画配信　　　　　　　　　　　　
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令
和
５
年
度
資
料
保
存
研
修

　

国
内
の
各
種
図
書
館
員
等
を
対
象
に
、
資
料
保
存
に
関
す
る

基
礎
的
な
知
識
と
技
術
の
習
得
を
目
的
と
し
て
、
資
料
保
存
研

修
を
実
施
し
ま
す
。

○
日
時　

９
月
28
日
（
木
）、
29
日
（
金
）

　

各
日
９
時
30
分
～
16
時
30
分
（
各
日
と
も
同
じ
内
容
で
す
。）

○
会
場　

東
京
本
館 

新
館
３
階
大
会
議
室

○
対
象　

国
内
の
公
共
図
書
館
、
大
学
図
書
館
、
専
門
図
書
館

等
に
勤
務
す
る
方

○
内
容　

実
習
：
①
無
線
綴
じ
本
を
直
す
②
簡
易
補
修

　
　
　
　

講
義
：
図
書
館
資
料
の
保
存

○
持
ち
も
の　

え
ん
ぴ
つ
、
エ
プ
ロ
ン

○
定
員　

40
名
（
各
日
20
名
）

１
機
関
か
ら
の
お
申
込
み
は
１
名
ま
で
と
し
、
申
込
多
数
の

場
合
は
調
整
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
申
込
期
間　

７
月
11
日
（
火
）
10
時
～
28
日
（
金
）
17
時

○
申
込
方
法　

当
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
き
、
参
加

申
込
み
ペ
ー
ジ
か
ら
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

ホ
ー
ム>

資
料
の
保
存>

保
存
協
力>

お
も
な
研
修
会
や
講

演
会
の
テ
ー
マ
・
記
録
等>

令
和
５
年
度
資
料
保
存
研
修

h
ttp

s://w
w

w
.n

d
l.g

o
.jp

/jp
/p

re
se

rvatio
n

/

cooperation/training_r5.htm
l

　

※
７
月
11
日
（
火
）
に
公
開
予
定
で
す
。

○
問
合
せ
先　

収
集
書
誌
部 
資
料
保
存
課

　

電
話　

０
３
（
３
５
０
６
）
５
２
１
９
（
直
通
）

　

電
子
メ
ー
ル　

hozonka@
ndl.go.jp

「
国
立
国
会
図
書
館
オ
ン
ラ
イ
ン
」
及
び
「
国
立
国

会
図
書
館
サ
ー
チ
」
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
つ
い
て

（
令
和
６
年
１
月
予
定
）

　

国
立
国
会
図
書
館
で
は
、
現
在
提
供
し
て
い
る
「
国
立
国
会

図
書
館
検
索
・
申
込
オ
ン
ラ
イ
ン
サ
ー
ビ
ス
（
国
立
国
会
図
書

館
オ
ン
ラ
イ
ン
）」及
び「
国
立
国
会
図
書
館
サ
ー
チ
」を
統
合
・

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
、
令
和
６
年
１
月
に
新
た
な
ウ
ェ
ブ
サ
ー
ビ

ス
「
国
立
国
会
図
書
館
サ
ー
チ
」
と
し
て
公
開
予
定
で
す
。

　

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
関
す
る
お
知
ら
せ
は
、
当
館
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
随
時
公
開
し
て
い
き
ま
す
。

令和元年度資料保存研修の様子令和元年度資料保存研修の様子
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新
刊
案
内

レ
フ
ァ
レ
ン
ス　

８
６
９
号

　
「
フ
ラ
ン
ス
２
０
３
０
」―
長
期
産
業
計
画
の
概
要
と
展
望
―

　

家
計
へ
の
所
得
移
転
策
と
出
生
率
と
の
関
係
に
係
る
理
論
と

実
証
―
フ
ラ
ン
ス
の
所
得
税
に
お
け
る
Ｎ
分
Ｎ
乗
方
式
を

中
心
に
―

　

ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
肖
像
と
ス
ポ
ン
サ
ー
シ
ッ
プ

　

カ
レ
ン
ト
ア
ウ
ェ
ア
ネ
ス　

３
５
６
号

　

学
術
雑
誌
の
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
：
現
状
と
課
題

ニ
ュ
ー
ノ
ー
マ
ル
時
代
に
対
応
し
た
ラ
ー
ニ
ン
グ
コ
モ
ン
ズ

と
学
習
支
援
の
リ
デ
ザ
イ
ン
―
コ
ロ
ナ
禍
で
の
対
応
か
ら

の
示
唆
―

北
米
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
ズ
と
日
本

研
究
の
現
状
：
発
展
、
協
働
、
そ
し
て
課
題

<

動
向
レ
ビ
ュ
ー>

オ
ー
プ
ン
サ
イ
エ
ン
ス
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す
る
機
関
向
け

ダ
ッ
シ
ュ
ボ
ー
ド
と
そ
の
提
供
指
標
：O

penAIRE

を
例

と
し
て

「
わ
ざ
わ
ざ
系
本
屋
」の
系
譜
―
多
様
化
す
る
本
屋
と
、
そ
こ

に
注
が
れ
る
眼
差
し

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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