
す
　

だ
い
せ
ん

刷
り
題
簽

題
簽
の
う
ち
、文

字
が
印
刷
さ
れ
た

も
の
を
刷
り
題
簽

と
言
う
。

た
た
　
も
の

畳
み
物

形
状
と
し
て
は
一
枚

で
あ
る
が
、比
較
的

大
き
く
、最
初
か
ら

畳
ん
で
収
納
す
る
こ

と
を
前
提
に
作
ら
れ

た
も
の
。

か
っ
ぱ

ず
　

ぼ
ん

合
羽
刷
り
本

挿
絵
の
上
に
、色
を

塗
る
部
分
を
く
り
ぬ

い
た
型
紙
を
置
き
、

筆
や
刷
毛
で
そ
の
部

分
を
塗
っ
て
色
を
付

け
た
版
本
。

お
り
ほ
ん

折
本

紙
を
横
に
貼
り

継
ぎ
、等
間
隔
で

山
折
り
と
谷
折

り
を
交
互
に
作

っ
て
折
り
畳
ん

だ
も
の
。

た
ん
ざ
く

短
冊

和
歌
や
連
歌
・
俳
諧

の
発
句
を
書
く
た

め
の
、細
長
い
紙
。

き
ん
ら
ん
び
ょ
う
し

金
襴
表
紙

表
面
に
金
襴
を
張
っ
た
表
紙
。

ほ
ん
ぶ
ん

本
文

著
作
の
中
心
部
分
。

文
字
の
ほ
か
、絵
を
含

む
こ
と
も
あ
り
、時
に

は
絵
図
だ
け
か
ら
成

る
こ
と
も
あ
る
。

和書すなわち日本の古典籍は、千二百年以
上に及ぶ長い歴史を持ち、その種類の多様
さと現存する点数の多さは世界的にも稀です。
国文学研究資料館では、和書のさまざまな
姿や特色を紹介するため、通常展示「和書
のさまざま」を毎年行っています。本冊子は、
その展示内容の概要を収録したものとして作
成しました。ささやかながら、和書の豊かな
世界への手引きとなることを願っています。

＊本冊子の掲載資料はすべて国文学研究資料館所蔵です。
＊項目番号は実際の展示と一致しますが、紙面の都合で一部
　の項目を割愛したため、番号が飛んでいる箇所があります。
＊本冊子の掲載資料が実際に展示されているとは限りません。

和書の
さまざま

国 文 学 研 究 資 料 館 　 通 常 展 示



【
１
】
和
書
の
装
訂

装
訂
と
は
、
紙
を
ど
の
よ
う
に
使
っ
て
一
つ
の
本
を
作
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
主
な
も
の
に
以
下
の
各
種
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
で
は
、〈
物
〉
と
し
て
の
和
書
を
考
え
る
と
い
う
観
点
か
ら
、

和
書
が
何
を
素
材
に
し
て
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

巻か
ん

子す

本ぼ
ん

紙
を
横
に
貼
り
継
ぎ
、
左
端
に
付
け
た
軸
を
中
心
に
丸
く

巻
い
た
も
の
。
右
端
に
表
紙
を
付
け
て
全
体
を
く
る
む
。

粘で
っ

葉ち
ょ
う

装そ
う

紙
を
二
つ
に
折
り
、
外
側
の
、
折
り
目
の
脇
を
糊
代

と
し
て
貼
り
重
ね
た
も
の
。

外
側
の
、
折
り
目
の
脇
に
糊
を
付
け
て
貼
り
合
わ
せ
る

折お
り

本ほ
ん

紙
を
横
に
貼
り
継
ぎ
、
等
間
隔
で
山
折
り
と
谷

折
り
を
交
互
に
作
っ
て
折
り
畳
ん
だ
も
の
。

列れ
っ

帖ち
ょ
う

装そ
う

紙
を
複
数
枚
重
ね
て
二
つ
折
り
に
し
た
も
の
を

二
つ
以
上
並
べ
、
糸
な
ど
で
綴
じ
た
も
の
。

右
を
二
つ
以
上
並
べ
、
折
り
目
の
穴
に

糸
な
ど
を
通
し
て
綴
じ
る

複
数
枚
を
重
ね
て
二
つ
折
り

二
つ
折
り

宗安小歌集立川普済寺版　大方広仏華厳経

表紙

疏解文（疏抄一）

源氏小鏡

表紙裏表紙

糊代

和
書
の
形
態
と
素
材

Ⅰ
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袋ふ
く
ろ

綴と
じ

紙
を
二
つ
折
り
に
し
て
重
ね
、折

り
目
と
反
対
側
の
端
を
糸
や
紙

縒
な
ど
で
綴
じ
た
も
の
。

重
ね
て
折
り
目
と
反
対
側
の

端
を
綴
じ
る

重
ね
て
右
端
を
綴
じ
る

折
り
目
を
下
に
し
て
二
つ
折
り

折お
り

紙が
み

綴と
じ

折
紙（
横
長
の
紙
を
折
り
目
が
下
に
な
る
よ
う

に
二
つ
折
り
に
し
た
も
の
）ま
た
は
そ
の
半
截

を
重
ね
、右
端
を
糸
な
ど
で
綴
じ
た
も
の
。

二
つ
折
り

後撰和歌集

慶長十八年八月十五日賦何路連歌

冊
子
本
を
糸
や
紙
縒
な
ど
で
綴
じ
る
場
合
、

そ
の
通
し
方
に
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
り
ま
す
。

五い
つ

つ
目め

綴と
じ

冊
子
本
の
右
端
に
五
箇
所
穴
を
開
け
、

糸
を
通
し
て
綴
じ
た
も
の
。

結む
す

び
綴と

じ

冊
子
本
の
右
端
に
上
下
各
二
箇
所
ず

つ
穴
を
開
け
、そ
れ
ぞ
れ
に
紙
縒
や
紐

な
ど
を
通
し
、結
ん
で
綴
じ
た
も
の
。

善光寺道名所図会芥子園画伝

善光寺道名所図会 釈家官班記

四よ

つ
目め

綴と
じ

冊
子
本
の
右
端
に
四
箇
所
穴
を
開
け
、

糸
を
通
し
て
綴
じ
た
も
の
。

康こ
う

煕き

綴と
じ

四
つ
目
綴
の
上
下
の
穴
と
角
の
間
に
穴

を
開
け
て
糸
を
通
し
た
も
の
。

一部拡大

冊
子
本
の
綴
じ
方

3



大お
お

本ほ
ん

美
濃
紙
の
全
紙
を
長
辺
で
二
等
分
し
、
そ
の

一
枚
を
二
つ
折
り
に
し
た
も
の
を
組
み
合
わ

せ
て
縦
形
の
冊
子
本
と
し
た
も
の
。

中ち
ゅ
う

本ほ
ん

大
本
を
長
辺

で
二
等
分
し

た
大
き
さ
の
、

縦
形
の
本
。

横よ
こ

中ち
ゅ
う

本ほ
ん

大
本
を
長
辺
で
二

等
分
し
た
大
き
さ

の
、
横
形
の
本
。

半は
ん

紙し

本ぼ
ん

半
紙
の
全
紙
を
長
辺
で
二
等
分
し
、
そ
の
一

枚
を
二
つ
折
り
に
し
た
も
の
を
組
み
合
わ
せ

て
縦
形
の
冊
子
本
と
し
た
も
の
。

半は
ん

紙し

三み

つ
切ぎ

り

本ぼ
ん

半
紙
本
を
長
辺
で
三

等
分
し
た
大
き
さ

の
、
横
形
の
本
。

横よ
こ

小こ

本ほ
ん

半
紙
本
を
長
辺
で

二
等
分
し
た
大
き

さ
の
、
横
形
の
本
。

小こ

本ほ
ん

半
紙
本
を
長
辺

で
二
等
分
し
た

大
き
さ
の
、
縦

形
の
本
。

縦た
て

長な
が

本ぼ
ん

大
本
や
半
紙
本
に
比
べ
、
縦
の
比
率
が
大
き

い
（
目
安
と
し
て
横
の
二
倍
以
上
）
冊
子
本
。

漢
籍
の
和
刻
本
や
、
中
国
の
本
（
唐
本
）
を

真
似
た
本
な
ど
に
見
ら
れ
る
。

特と
く

大だ
い

本ぼ
ん

大
本
よ
り
大
き
い
サ
イ
ズ
の
本
。

特と
く

小し
ょ
う

本ぼ
ん

小
本
よ
り
小
さ
い
サ
イ
ズ
の
本
。

豆
本
・
袖
珍
本
な
ど
と
も
言
う
。

美み

濃の

三み

つ
切ぎ

り

本ぼ
ん

大
本
を
長
辺
で
三

等
分
し
た
大
き
さ

の
、
横
形
の
本
。

【
２
】
和
書
の
書
型

和
書
の
う
ち
冊
子
本
に
は
、
一
定
の
規
格
に
よ
る
大
き
さ
で
作
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
写
本
・
版
本
そ
れ
ぞ
れ
の
規
格
型
の
例
と
、
規
格
外
の
例
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

鳥づくし

吾妻鏡

絵本玉かづら

本朝諸社一覧

素人庖丁

万宝全書

集古十種

字集便覧（和字彙 )

頭書　徒然草

書籍目録　作者付大意

紅梅千句

大
本
系
の
版
本

半
紙
本
系
の
版
本

規
格
外
の
版
本

四し

半は
ん

本ぼ
ん

全
紙
を
長
辺
で
二
等
分
し
、
そ
の
一
枚
を
二
つ

折
り
に
し
た
も
の
を
組
み
合
わ
せ
て
縦
形
の
冊

子
本
と
し
た
も
の
。
全
紙
の
四
分
の
一
の
大
き

さ
な
の
で
、
四
半
本
（
四
つ
半
本
）
と
言
う
。

六ろ
く

半は
ん

本ぼ
ん

全
紙
を
長
辺
で
三
等
分
し
、
そ
の
一
枚
を
二
つ
折

り
に
し
た
も
の
を
組
み
合
わ
せ
て
冊
子
本
と
し
た

も
の
。
全
紙
の
六
分
の
一
の
大
き
さ
な
の
で
、
六

半
本
（
六
つ
半
本
）
と
言
う
。
ま
た
、
形
が
ほ

ぼ
正
方
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
桝
形
本
と
も
呼
ぶ
。

新百人一首

俊成卿九十賀和歌

規
格
型
の
写
本
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【
３
】
和
書
の
各
部
位

〈
物
〉
と
し
て
の
和
書
は
、
様
々
な
部
位
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

和
書
に
お
い
て
、
本
体
部
分
の
外
側
に
あ
っ
て
そ
れ
を
覆
う
部
分
が
表
紙
で
す
。

金き
ん

襴ら
ん

表び
ょ
う
し紙

表
面
に
金
襴
を
張
っ
た
表
紙
。

渋し
ぶ

引び

き
表び

ょ
う
し紙

刷
毛
で
柿
渋
を
引
い
た

紙
を
張
っ
た
表
紙
。
栗

皮
色
表
紙
の
よ
う
に
塗

り
重
ね
ず
、
比
較
的
淡

い
色
。

栗く
り

皮か
わ

色い
ろ

表び
ょ
う
し紙

柿
渋
を
塗
り
重
ね
て
、
栗
の
皮
の
よ
う
な
色
に
し
た
紙
を

張
っ
た
表
紙
。

紺こ
ん

地じ

金き
ん

泥で
い

表び
ょ
う
し紙

紺
色
の
紙
に
金
泥
で
絵
や
文
様
を
描
い
た
表
紙
。

艶つ
や

出だ

し
文も

ん

様よ
う

藍
・
朱
・
黒
な
ど
に
染
め
た
紙
を
張
っ
た
表
紙
を
、

文
様
を
彫
っ
た
木
型
の
上
に
置
き
、
表
面
か
ら
文
様

の
凸
部
分
を
こ
す
っ
て
艶
を
出
し
た
も
の
。

丹た
ん

表び
ょ
う
し紙

丹
色
（
明
る
い
朱
）
の
表
紙
の
こ
と
で
あ
る
が
、

特
に
江
戸
時
代
初
期
に
例
の
多
い
、
光
沢
の
あ
る

丹
色
の
表
紙
を
指
す
。

空か
ら

押お

し
文も

ん

様よ
う

藍
・
朱
・
黒
な
ど
に
染
め
た
紙
を
張
っ
た
表
紙
に
裏

か
ら
文
様
を
彫
っ
た
木
型
を
押
し
付
け
、
文
様
を
浮

き
出
さ
せ
た
も
の
。

刷す

り
付つ

け
表び

ょ
う
し紙

合
巻
の
表
紙
に
錦
絵
を
刷
り
出
し
た
も
の
。
上
下
二
冊
、
ま

た
は
上
中
下
三
冊
を
並
べ
る
と
一
つ
の
図
柄
に
な
る
よ
う
に

さ
れ
て
い
る
。

咸陽宮甲陽軍鑑

北雪美談時代加々見

装束之記史記評林

一部拡大

水雄岡志

一部拡大

奈良絵本うつほ物語

老子　斎口義

表
紙

5



見み

返か
え

し
表
紙
の
裏
側
の
こ
と
で
、
表
表
紙
の
裏
側
を
前
見

返
し
、
裏
表
紙
の
裏
側
を
後
見
返
し
と
言
う
。

遊あ
そ
び

紙が
み

冊
子
本
の
本
体
部
分
に
お
い
て
、
前
や
後
に
、
何

も
記
載
し
な
い
白
紙
の
丁
を
一
～
二
丁
程
度
添
え

た
も
の
。

扉と
び
ら冊

子
本
で
、
本
体
部
分
の
初
め
の
方
に
独
立
に
一
丁

を
取
り
、
書
名
を
記
し
た
も
の
。

軸じ
く

付つ
け

紙が
み

巻
子
本
に
お
い
て
、
本
紙
の
端
に
十
分
な
余
白
が
な

い
場
合
な
ど
、
軸
を
付
け
る
た
め
の
紙
を
貼
り
継
ぐ

こ
と
が
あ
り
、
軸
付
紙
と
言
う
。

版は
ん

心し
ん

冊
子
本
の
版
本
に
お

い
て
、
一
丁
分
の
版
の

中
央
部
分
の
こ
と
。
両

側
に
縦
線
が
引
か
れ

て
い
る
こ
と
が
多
い

の
で
、
そ
の
形
状
か
ら

柱
と
も
呼
ば
れ
る
。

咽の
ど冊

子
本
を
見
開
き
に
し

た
時
の
、
中
央
線
の

両
側
の
余
白
部
分
の 

こ
と
。

小こ

口ぐ
ち

冊
子
本
で
、
上
・
下
・

手
前
の
紙
の
重
ね
目

の
こ
と
。
特
に
下
小
口

を
指
す
こ
と
も
あ
る
。

背せ

冊
子
本
で
、
手
前
と
反

対
側
の
側
面
。

角か
ど

包づ
つ

み
主
に
袋
綴
の
冊
子
本

で
、
表
紙
を
付
け
る
前

に
綴
じ
代
部
分
の
上

下
の
角
を
包
む
よ
う

に
貼
ら
れ
た
、
小
さ
い

布
片
。

庭のをしへ（阿仏の文 )ねんぶつ

払惑袖中策
群書類従

三部抄

咽

見返し（前見返し）

版心版心

角包み

背
小口

（下小口）

遊紙 そ
の
他
各
部
位

6



【
４
】
和
書
の
料
紙
お
よ
び
附
属
事
項

和
書
の
う
ち
、
表
紙
以
外
の
本
体
部
分
に
使
わ
れ
て
い
る
紙
を
料
紙
（
本
文
料
紙
）
と
呼
び
ま
す
。
写
本
の
料
紙
に
は

界
（
罫
）
が
引
か
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
版
本
に
も
匡
郭
や
界
を
持
つ
も
の
が
あ
り
ま
す
。

鳥と
り

の
子こ

紙が
み

雁
皮
の
樹
皮
を
原
料
と
す
る
斐
紙
の
う
ち
、
厚
く
漉
い

た
も
の
。
鶏
の
卵
の
よ
う
な
色
で
あ
る
こ
と
か
ら
鳥

の
子
紙
と
言
う
。
楮
紙
に
比
べ
て
表
面
が
な
め
ら
か
で 

あ
る
。

薄う
す

様よ
う

斐ひ

紙し

雁
皮
の
樹
皮
を
原
料
と
す
る
斐
紙
の
う
ち
、
薄
く
漉
い

た
も
の
。
鳥
の
子
紙
と
同
じ
く
表
面
が
な
め
ら
か
で
、

透
明
感
が
あ
る
。

新古今和歌集井蛙抄

宿し
ゅ
く

紙し
反
古
紙
を
漉
き
返
し
て
作
っ
た
紙
。
墨
の
成
分
に
よ
っ

て
薄
墨
色
を
呈
す
る
。

〔
匡き

ょ
う

郭か
く

〕

版
本
に
お
い
て
、
本
文
の
周
囲
に
引
か
れ
た
枠
線
。

天道大福帳

名所都鳥

間ま
に

合あ
い

紙が
み

長
さ
を
襖
障
子
の
幅
（
約
一
メ
ー
ト
ル
）
に
合
わ
せ
て
漉

い
た
紙
が
間
合
紙
で
あ
る
が
、
斐
紙
に
泥
土
を
交
ぜ
て
漉

い
た
泥
間
合
紙
が
書
物
に
も
用
い
ら
れ
た
。

楮ち
ょ

紙し
楮
の
樹
皮
を
原
料
と
し
て
作
ら
れ
た
紙
。
和
書
の
料
紙

と
し
て
最
も
広
く
用
い
ら
れ
る
。（
図
版
左
二
点
）

〔
界か

い

・
罫け

い

〕

写
本
に
お
い
て
、
上
下
や
行
間
を
揃
え
て
字
を
書
く
た

め
に
引
か
れ
た
線
。
版
本
に
も
、界
を
持
つ
も
の
が
あ
る
。

荒木田麗女句文

職原抄
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帙ち
つ本

を
厚
紙
等
で
く

る
ん
で
保
護
す
る

も
の
。

江
戸
時
代
ま
で

は
、
主
に
紙
帙
が

用
い
ら
れ
た
。

袋ふ
く
ろ本

を
入
れ
る
筒
状
の
紙
。
特
に
江
戸
時
代
中
期
以
降

の
版
本
で
、
表
面
に
書
名
・
著
者
名
・
版
元
名
な
ど

を
刷
っ
た
袋
に
入
れ
て
販
売
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

包つ
つ

み
紙が

み

一
点
の
本
を
包
む
ほ
か
、
関
連
の
あ
る
複
数
の
本
を

一
枚
の
紙
で
包
ん
で
ま
と
め
て
お
く
こ
と
も
あ
る
。

箱は
こ桐

や
杉
な
ど
の
木
箱
が
一
般
的

で
、
素
木
の
ほ
か
、
漆
を
塗
っ
た

塗
り
箱
も
用
い
ら
れ
る
。

【
５
】
附
属
品

和
書
は
、
そ
れ
を
保
護
す
る
た
め
の
袋
や
帙
、
箱
な
ど
に

納
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

【
６
】
版
木

版
本
の
う
ち
整
版
本
は
、
板
に

文
字
や
絵
な
ど
を
彫
っ
た
版
木

を
用
い
て
印
刷
さ
れ
ま
す
。

紙し

背は
い

文も
ん

書じ
ょ

巻
子
本
・
折
本
や
紙
を
二
つ
折
り
に
し

て
使
う
冊
子
本
で
、
既
に
何
か
が
書
か

れ
て
い
た
紙
を
裏
返
し
て
用
い
る
こ
と

が
あ
り
、
そ
の
場
合
の
元
の
文
書
を
紙

背
文
書
と
呼
ぶ
。

生仏二界不増不減事

新古今和歌集 文鳳山水遺稿

魚貝譜の版木魚貝譜

玉石童子訓

水鏡　＊右の紙背

源氏物語の箱同右　＊蓋を取って引出しの前面が見えている状態
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打う
ち

付つ
け

書が

き
外げ

題だ
い

表
紙
に
直
接
書
か
れ
た
外
題
を
、
打
付
書
き

外
題
と
言
う
。
和
書
で
は
古
く
は
題
簽
を
使

わ
ず
、
表
紙
に
打
付
書
き
さ
れ
て
い
た
。

書か

き
題だ

い

簽せ
ん

外
題
や
巻
冊
の
順
序
を
記
載
す
る
た
め
、

表
紙
に
貼
る
紙
片
や
布
片
が
題
簽
で
、
そ

の
う
ち
、
文
字
が
筆
で
書
か
れ
た
も
の
を

書
き
題
簽
と
言
う
。

刷す

り
題だ

い

簽せ
ん

題
簽
の
う
ち
、
文
字
が
印
刷
さ
れ
た
も
の

を
刷
り
題
簽
と
言
う
。

刷す

り
外げ

だ

い題

表
紙
に
直
接
印
刷
さ
れ
た
外
題
を
、
刷
り

外
題
と
言
う
。
丁
数
の
少
な
い
、
簡
素
な

版
本
に
よ
く
用
い
ら
れ
た
。

絵え

題だ
い

簽せ
ん

題
簽
の
う
ち
、
書
名
の
ほ
か
に
そ
の
本
の

内
容
に
関
わ
る
絵
が
描
か
れ
た
も
の
を
絵

題
簽
と
言
う
。
江
戸
時
代
中
期
以
降
、
草

双
紙
類
に
多
用
さ
れ
た
。

見み

返か
え

し
題だ

い

内
題
の
一
種
で
、
前
見
返
し
に
あ
る
も
の
。

扉と
び
ら

題だ
い

内
題
の
一
種
で
、
扉
に
あ
る
も
の
。

巻か
ん

首し
ゅ

題だ
い

内
題
の
一
種
で
、
本
文
の
冒
頭
に
あ
る
も

の
。
狭
義
で
は
、
こ
の
巻
首
題
を
内
題
と

呼
ぶ
こ
と
も
多
い
。

源氏物語　あげまき

狭衣物語

狂歌列仙画像集続編

懐風藻

年中行事歌合

源氏物語　ゑあはせ

鏡山誉仇討

風俗文選

【
２
】
書
名

和
書
の
多
く
に
は
、
書
名
（
題
記
）
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
表
紙
に
あ
る
も
の
（
外
題
）
と
、

本
の
内
部
に
あ
る
も
の
（
内
題
）
に
大
別
さ
れ
、
内
題
は
そ
の
位
置
に
よ
っ
て
さ
ら
に
区
別
さ
れ
ま
す
。

和
書
の
構
成
要
素

Ⅱ

こ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
で
は
、
和
書
が
ど
の
よ
う
な
内
容
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、

和
書
を
内
容
的
に
構
成
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。
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【
４
】
本
文
・
目
録
・
著
作
情
報

本
文
は
、
書
物
の
内
容
構
成
の
中
心
と
な
る
部
分
で
す
。

本
文
に
先
立
っ
て
目
録
が
置
か
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
本
文
の
前
や
後
な
ど
に
著
者
名
ほ
か
著
作
に
関
す
る

情
報
が
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

目も
く

録ろ
く

そ
の
著
作
の
章
節
名
や
項
目
名
等
を
列
記
し
た

も
の
。

本ほ
ん
ぶ
ん文著作

の
中
心
部
分
。
文
字
の
ほ
か
、
絵
を
含
む
こ
と
も
あ
り
、

時
に
は
絵
図
だ
け
か
ら
成
る
こ
と
も
あ
る
。

著ち
ょ
さ
く
じ
ょ
う
ほ
う

作
情
報

巻
首
題
の
後
（
本
文
の
直
前
）
や
本
文
の
後
、

あ
る
い
は
前
見
返
し
・
題
簽
な
ど
に
あ
る
、
著

者
名
ほ
か
著
作
の
成
立
に
関
す
る
記
事
。

平家物語＊左頁は本文の冒頭

扇の草紙

隅田川両岸一覧　＊題字と漢文の跋のほかは絵のみ

明衡往来 ( 雲州消息 )雑談集厳島図会
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【
５
】
奥
書
・
識
語

写
本
に
お
い
て
、
末
尾
に
書
写
の
年
月
日
や
書
写
者
の
名
な
ど
を
記
し
た
も
の
が
奥
書
で
、
写
本
に
特
有
の
も
の
で
す
。

識
語
は
、
所
蔵
者
な
ど
が
そ
の
本
や
著
作
に
つ
い
て
書
き
入
れ
た
言
葉
で
、
写
本
に
も
版
本
に
も
あ
り
ま
す
。

奥お
く

書が
き

写
本
を
書
写
し
た
人
が
、
年
月
日
や
名
前
、
書
写
の
事

情
な
ど
を
末
尾
に
記
し
た
も
の
。
書
写
に
用
い
た
本
（
底

本
・
親
本
）
に
あ
っ
た
も
の
を
本
奥
書
、
そ
の
本
の
書

写
に
当
た
っ
て
書
か
れ
た
も
の
を
書
写
奥
書
と
言
う
。

本ほ
ん

奥お
く

書が
き

既
存
の
写
本
を
転
写
し
て
新
し
い
写
本
が
作
ら
れ
る
際
、

底
本
（
親
本
）
の
奥
書
を
転
記
す
る
こ
と
が
多
い
。
和

書
で
は
底
本
の
こ
と
を
「
本
」
と
言
う
の
で
、底
本
に
あ
っ

た
奥
書
の
意
味
で
本
奥
書
と
言
う
。

書し
ょ

写し
ゃ

奥お
く

書が
き

本
奥
書
に
対
し
、
当
該
の
写
本
の
書
写
に
関
す
る
奥
書

を
、
書
写
奥
書
と
言
う
。

識し
き

語ご
本
の
所
蔵
者
な
ど
が
、
そ
の
本
や
著
作
に
つ
い
て
書
き

入
れ
た
言
葉
。
奥
書
と
同
様
本
の
末
尾
に
書
か
れ
る
ほ

か
、
冒
頭
部
や
途
中
の
余
白
に
書
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

覚禅鈔　六字明王経法

源氏物語新古今和歌集ほか抜書

古今和歌集

行類抄　＊長禄元年の奥書は本奥書

三種歌合

嵯峨のかよひ路
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【
６
】
刊
記
・
広
告

版
本
に
お
い
て
、
刊
行
の
年
月
日
や
版
元
名
な
ど
を
記
載
し
た
も
の
が
刊
記
で
す
。
末
尾
の
ほ
か
、

前
見
返
し
な
ど
に
あ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
広
告
は
、
版
元
に
よ
る
出
版
物
の
宣
伝
で
す
。

本ほ
ん

体た
い

部ぶ

分ぶ
ん

末ま
つ

尾び

の
刊か

ん

記き

刊
記
の
う
ち
、
本
体
部
分
の
末
尾
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
。

後あ
と

見み

返か
え

し
の
刊か

ん

記き

冊
子
本
の
後
見
返
し
に
記
載
さ
れ
て
い
る
刊
記
。

前ま
え

見み

返か
え

し
の
刊か

ん

記き

冊
子
本
の
前
見
返
し
に
記
載
さ
れ
て
い
る
刊
記
で
、
版
元
名

と
年
月
（
ま
た
は
そ
の
一
方
）
だ
け
の
簡
潔
な
形
が
普
通
。

蔵ぞ
う

版は
ん

記き

・
蔵ぞ

う

版は
ん
い
ん印

広
義
の
刊
記
の
一
種
で
、
蔵
版
者
（
出
版
権
を

持
つ
者
）
を
記
し
た
も
の
。
印
記
に
な
っ
て
い

る
も
の
は
、
蔵
版
印
と
言
う
。

広こ
う
こ
く告版元

や
販
売
し
た
書
店
に
よ
る
、
既
刊
や
近
刊
の
出
版
物
の

宣
伝
。

毛詩補伝　＊左頁は刊記 馭戒慨言

俳家奇人談

飛鳥山十二景詩歌并碑絵本以呂波歌

京童
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【
７
】
書
き
入
れ
・
付
箋

読
者
が
、
注
記
や
覚
書
な
ど
を
本
に
直
接
書
き
込
ん
だ
り
、
別
紙
に
書
い
て
貼
り
付
け
る

こ
と
が
あ
り
、
前
者
を
書
き
入
れ
、
後
者
を
付
箋
ま
た
は
貼
り
紙
と
言
い
ま
す
。

【
８
】
所
蔵
署
名
・
蔵
書
印

和
書
に
は
、
所
蔵
者
が
印
を
捺
し
た
り
、
署
名
を
記
す
こ
と
が

し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。

書か

き
入い

れ

漢
文
に
訓
点
を
付
け
た
り
、
行
間
や
欄
外
な
ど

に
注
釈
・
補
記
・
覚
書
な
ど
を
書
き
込
ん
だ
も
の
。

裏う
ら
が
き書巻子

本
・
折
本
な
ど
に
お
い
て
、
裏
面
（
紙
背
）

に
記
入
さ
れ
た
注
釈
や
補
記
の
類
。

付ふ

箋せ
ん

・
貼は

り
紙が

み

注
釈
や
補
記
な
ど
を
、
直
接
本
に

書
く
の
で
は
な
く
、
別
の
紙
片
に

書
い
て
貼
り
付
け
た
も
の
。

所し
ょ
ぞ
う蔵
署し

ょ
め
い名

所
蔵
者
が
、
そ
の

所
蔵
で
あ
る
こ
と

を
示
す
た
め
に
本

に
記
し
た
署
名
。

蔵ぞ
う
し
ょ
い
ん

書
印

所
蔵
者
が
、
そ
の

所
蔵
で
あ
る
こ
と

を
示
す
た
め
に
本

に
捺
し
た
印
。

源氏物語（伊予切）

今鏡徒然草諸抄大成

続高僧伝　＊石山寺の蔵書印

延文百首　＊脇坂安元の蔵書印大鏡　＊田安家の蔵書印

和点類集

表白御草
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春か

す

が日
版ば

ん

平
安
時
代
末
期
頃

か
ら
奈
良
の
興
福

寺
で
出
版
さ
れ
た

本
。
し
ば
し
ば
刊

記
に
春
日
の
神
へ

の
信
仰
が
表
明
さ

れ
、
春
日
版
と
通

称
さ
れ
る
。

高こ
う

野や

版ば
ん

鎌
倉
時
代
中
期

か
ら
高
野
山
で

出
版
さ
れ
た
本
。

冊
子
本
は
粘
葉

装
に
装
訂
さ
れ

る
の
が
特
色
。

五ご

山ざ
ん

版ば
ん

鎌
倉
時
代
中
期
か

ら
、
京
都
と
鎌
倉

の
五
山
を
は
じ
め

と
す
る
禅
宗
寺
院

で
出
版
さ
れ
た
本
。

勅ち
ょ
く
は
ん版天皇

が
命
じ
て
出

版
さ
せ
た
本
。
後

陽
成
天
皇
に
よ
る

文
禄
勅
版
と
慶
長

勅
版
、
後
水
尾
天

皇
に
よ
る
元
和
勅

版
が
あ
る
。

嵯さ

峨が

本ぼ
ん

本
阿
弥
光
悦
の
創

始
し
た
光
悦
流
の

書
体
を
持
つ
一
群

の
版
本
は
、
嵯
峨

の
角
倉
素
庵
の
資

金
援
助
で
出
版
さ

れ
た
と
言
わ
れ
、

嵯
峨
本
と
通
称
さ

れ
て
い
る
。

木も
っ

活か
つ

字じ

本ぼ
ん

江
戸
時
代
後
期
か

ら
明
治
時
代
に
か

け
て
作
ら
れ
た
、

木
製
の
活
字
で

印
刷
し
た
本
。
江

戸
初
期
の
古
活
字

本
に
対
し
、
平
仮

名
を
使
用
せ
ず
漢

字
と
片
仮
名
の
み

で
あ
る
こ
と
が
特

色
。

成唯識論述記大毘盧遮那成仏神変加持経

千字文註

船弁慶

南蛮寺興廃記

皇朝類苑　＊元和勅版

こ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
で
は
、
千
二
百
年
以
上
の
歴
史
を
持
つ
和
書
の
中
か
ら
、
各
時
代
の
写
本
や
版
本
、

特
色
の
あ
る
本
を
選
び
、
あ
わ
せ
て
書
物
の
周
辺
に
位
置
す
る
資
料
も
紹
介
し
ま
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
本

Ⅲ（
１

−

２
）
各
時
代
の
版
本

日
本
の
版
本
は
、
平
安
時
代
後
半
以
降
そ
の
事
例
が
増
え
ま
す
が
、
遺
品
が
多
く
残
る
の
は
鎌
倉
時
代
か
ら
で
す
。
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（
２

−

１
）
絵
入
り
写
本

写
本
の
中
に
は
、
美
し
く
彩
色
さ
れ
た
多
数
の
絵
を
持
つ
も
の
が
あ
り
ま
す
。
本
文
と

と
も
に
、
絵
を
鑑
賞
す
る
こ
と
を
目
的
に
作
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

（
２

−

２
）
絵
入
り
版
本

版
本
に
も
、
絵
を
伴
う
も
の
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
、
墨
で
刷
っ
た
上
に
筆
を

用
い
て
彩
色
を
施
し
た
本
と
、
色
版
を
用
い
て
多
色
刷
り
を
し
た
本
の
例
を
示
し
ま
す
。

絵え

巻ま
き

物
語
や
説
話
等
を
題
材
に
、
詞
書
と
絵
を
交
互
に
貼
り
継
い

で
巻
子
本
と
し
た
も
の
。
平
安
時
代
以
降
多
数
製
作
さ
れ
た
。

奈な

良ら

絵え

本ほ
ん

室
町
時
代
末
期
か
ら
江
戸
時
代
前

期
に
か
け
て
多
数
製
作
さ
れ
た
、

主
に
物
語
を
題
材
と
し
た
冊
子
体

の
絵
本
。
主
に
列
帖
装
の
縦
形
本

と
袋
綴
の
横
形
本
が
あ
る
。

丹た
ん
ろ
く
ぼ
ん

緑
本

江
戸
時
代
初
期
に
刊
行
さ
れ
た
物
語
な
ど

の
版
本
で
、
挿
絵
に
筆
で
丹
・
緑
・
黄
の

色
を
付
け
た
も
の
。

合か
っ

羽ぱ

刷ず

り
本ぼ

ん

挿
絵
の
上
に
、
色
を
塗
る
部
分
を
く
り
ぬ

い
た
型
紙
を
置
き
、
筆
や
刷
毛
で
そ
の
部

分
を
塗
っ
て
色
を
付
け
た
版
本
。

多た

色し
ょ
く

刷ず

り
本ぼ

ん

複
数
の
色
版
を
用
い
て
絵
を
印
刷
し

た
本
。

勧修寺八幡宮縁起

住吉物語

名婦伝

百さへづり

蛤の草子
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【
４
】
書
物
以
外
の
資
料

形
態
的
に
書
物
と
し
て
は
扱
わ
れ
ま
せ
ん
が
、
書
物
に
近
接
し
た
所
に
位
置
す
る
一
群
の
資
料
が
あ
り
ま
す
。

古こ

筆ひ
つ

切ぎ
れ

古
写
本
の
一
部
を
、
鑑
賞
な
ど
の
た

め
に
切
り
取
っ
た
も
の
。

短た
ん
ざ
く冊和歌

や
連
歌
・
俳
諧
の
発
句
を
書
く
た
め
の
、

細
長
い
紙
。

掛か
け
じ
く軸当初

は
、
仏
画
を
壁
な
ど
に
掛
け
て
礼
拝
す
る
た
め
に
考
案
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
、

後
に
は
絵
や
書
な
ど
を
掛
け
て
鑑
賞
す
る
た
め
に
も
用
い
ら
れ
た
。

一い
ち
ま
い
も
の

枚
物

書
状
・
文
書
や
小
型
の
地
図
な
ど
、

一
紙
程
度
の
、
比
較
的
小
さ
い
も

の
を
言
う
。

畳た
た

み
物も

の

形
状
と
し
て
は
一
枚
で
あ
る
が
、
比
較
的
大
き
く
、
最
初
か

ら
畳
ん
で
収
納
す
る
こ
と
を
前
提
に
作
ら
れ
た
も
の
。

富士見十三州輿地全図　＊右上は畳んだ状態の表紙

秋里家譜

菅原道真集断簡

正徹短冊

春日懐紙

〒190-0014 東京都立川市緑町10-3
TEL 050-5533-2910  https://www.nijl.ac.jp

発行日	 平成30（2018）年12月25日
編　集	 国文学研究資料館企画広報室
ⓒ人間文化研究機構国文学研究資料館

●入場無料
●開室時間
　午前１０時～午後４時３０分　　	
　	（入室は午後４時まで）

●場　所
　国文学研究資料館１階

ギャラリートーク
当館教員が展示の説明を行います。
※展示会期、休室日、ギャラリートーク
の日程については、決まり次第、掲示･
当館WEBページにてお知らせします。

展示室のご案内
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