
三

田

葆

光

『

櫨

紅

葉

』

攷

－

刊

本

と

稿

本

－

武

井

和

人

一

、

は

じ

め

に

さ

ん

だ

か

ね

み

つ

三

田

葆

光

と

い

つ

て

も

、

こ

ん

に

ち

、

知

る

人

は

少

な

か

ら

う

と

思

ふ

。

そ

こ

で

ま

づ

、

『

国

書

人

名

辞

典

』

の

当

該

項

を

抄

記

し

て

お

く

こ

と

と

す

る

。

幕

臣

・

歌

人

。

〔

生

没

〕

文

政

八

年

（

一

八

二

五

）

六

月

二

十

一

日

生

、

明

治

四

十

年

（

一

九

〇

七

）

十

月

十

七

日

没

。

八

十

三

歳

。

〔

名

号

〕

名

、

初

め

礼

本

、

の

ち

喜

六

・

葆

光

。

通

称

、

伊

右

衛

門

・

伊

兵

衛

。

号

、

櫨

園

。

〔

経

歴

〕

箱

館

奉

行

支

配

組

頭

と

し

て

蝦

夷

開

拓

に

従

事

。

文

久

元

年

（

一

八

六

一

）

向

山

黄

村

に

随

行

し

欧

米

を

巡

る

。

維

新

後

は

一

時

女

学

校

に

奉

職

し

た

が

辞

職

。

小

林

歌

城

・

黒

川

真

頼

に

師

事

し

、

和

歌

・

茶

道

に

余

生

を

送

り

、

『

和

学

入

門

』

『

櫨

紅

葉

』

を

遺

し

た

。

〔

著

作

〕

お

ほ

ぬ

さ

辨

妄

こ

の

他

注

意

す

べ

き

著

作

と

し

て

、

『

白

石

先

生

年

譜

』

（

一

八

八

一

）

『

玉

乃

緒

變

格

辨

』

（

一

八

八

三

）

な

ど

が

あ

る

。

以

上

の

著

作

の

内

、

『

和

学

入

門

』

『

玉

乃

緒

變

格

辨

』

『

白

石

先

生

年

譜

』

は

、

国

立

国

会

図

書

館

近

代

デ

ジ

タ

ル

ラ

イ

ブ

ラ

リ

ー

に

全

文

の

画

像

が

掲

載

さ

れ

て

ゐ

る

。

な

ほ

、

葆

光

の

よ

り

詳

し

い

事

蹟

は

、

『

国

学

者

伝

記

集

成

』

を

参

看

さ

れ

た

い

。

さ

て

近

時

、

小

論

の

筆

者

は

、

は

か

ら

ざ

る

機

縁

に

よ

つ

て

、

葆

光

の

家

集

『

櫨

紅

葉

』

の

刊

本

と

、

稿

本

（

た

だ

し

、

葆

光

自

身

の

筆

に

な

る

も

の

で

は

た

だ

し

な

く

、

息

・

佶

（

一

八

五

三

～

一

九

二

三

）

の

筆

に

な

る

も

の

か

と

思

は

れ

る

。

後

述

）

と

を

入

手

す

る

こ

と

が

出

来

た

。

あ

ら

あ

ら

こ

の

両

者

を

つ

き

あ

は

せ

て

比

較

す

る

に

、

典

籍

と

し

て

の

家

集

そ

れ

自

体

の

問

題

と

し

て

も

頗

る

興

味

深

い

も

の

を

持

つ

こ

と

は

い

ふ

ま

で

も

な

い

が

、

よ

り

以

上

に

、

家

集

な

る

も

の

一

般

の

成

立

を

考

へ

る

際

、

甚

だ

示

唆

的

な

こ

と

が

ら

を

内

包

し

て

ゐ

る

と

思

へ

て

来

た

の

で

あ

る

。

そ

こ

で

、

ま

づ

は

、

両

者

の

関

係

を

具

体

的

に

考

察

し

、

最

後

に

、

家

集

成

立

の

一

般

論

に

話

を

及

ぼ

し

て

み

た

い

と

考

へ

る

。

二

、

刊

本

『

櫨

紅

葉

』

架

蔵

本

の

書

誌

は

以

下

の

如

し

。

帙

入

（

原

帙

歟

）

。

袋

綴

装

７

冊

。

22

・

８

×

16

cm

。

表

紙

は

、

黄

土

色

地

に

草

花

繋

白

雲

母

刷

文

様

。

題

簽

（

15

・

２

×

２

・

８

cm

、

単

郭

）

が

各

冊

左

に

貼

ら

れ

、

「

櫨

紅

葉

一

（

二

～

七

）

」

と

刻

さ

れ

る

。

墨

付

は

以

下

の

通

り

。

第

１

冊

〔

序

〕

５

丁

〔

本

文

（

春

）

〕

46

丁

第

２

冊

〔

本

文

（

夏

）

〕

22

丁

〔

（

秋

）

〕

28

丁

－27－



第

３

冊

〔

本

文

（

冬

）

〕

22

丁

〔

（

恋

）

〕

７

丁

第

４

冊

〔

本

文

（

雑

）

〕

38

丁

第

５

冊

〔

本

文

（

雑

）

〕

30

丁

〔

跋

〕

３

丁

第

６

冊

〔

本

文

（

文

稿

）

〕

45

丁

第

７

冊

〔

本

文

（

文

稿

？

）

〕

39

丁

〔

刊

記

〕

１

丁

第

７

冊

末

尾

に

以

下

の

刊

記

あ

り

。

明

治

四

十

五

年

六

月

一

日

印

刷（

非

賣

品

）

明

治

四

十

五

年

六

月

四

日

發

行

編

輯

兼

三

田

佶

發

行

者

東

亰

市

小

石

川

區

江

戸

川

町

十

九

番

地

木

版

印

木

村

德

太

郎

刷

者

東

亰

市

神

田

區

旅

籠

町

一

丁

目

七

番

地

石

版

印

磯

村

登

飛

知

刷

者

東

亰

市

麹

町

區

内

幸

町

一

丁

目

五

番

本

書

第

一

冊

巻

頭

に

、

「

明

治

四

十

二

年

十

月

田

邉

太

一

」

及

び

「

明

治

四

十

四

年

十

月

男

三

田

佶

謹

識

」

の

識

語

を

持

つ

序

二

点

が

あ

る

。

田

邉

序

の

全

文

引

用

は

ひ

か

へ

る

が

、

本

書

成

立

に

か

か

は

る

一

点

の

み

を

引

い

て

お

く

と

、

冒

頭

「

三

田

櫨

園

翁

歿

後

一

年

令

嗣

佶

持

其

遺

稿

来

請

予

序

」

と

あ

る

の

は

注

意

さ

れ

る

。

葆

光

が

没

し

た

の

は

明

治

四

十

年

（

一

九

〇

七

）

十

月

十

七

日

、

そ

の

一

年

後

に

は

既

に

、

「

遺

稿

」

と

い

ふ

形

で

家

集

（

と

い

ふ

形

に

ま

で

整

へ

ら

れ

て

ゐ

た

か

ど

う

か

は

分

か

ら

ぬ

に

せ

よ

）

が

成

立

し

て

ゐ

た

こ

と

が

分

か

る

。

た

だ

し

厳

密

に

い

へ

ば

、

こ

の

「

遺

稿

」

即

現

稿

本

『

櫨

紅

葉

』

と

断

ず

る

こ

と

は

出

来

な

い

。

「

遺

稿

」

か

ら

稿

本

へ

至

る

過

程

で

、

新

た

に

中

書

（

例

へ

ば

、

佶

に

よ

る

部

類

化

）

が

な

さ

れ

て

ゐ

る

可

能

性

が

あ

る

か

ら

だ

。

佶

序

は

、

本

書

成

立

を

考

へ

る

上

で

極

め

て

重

要

な

証

言

を

含

む

。

以

下

そ

の

全

文

を

引

用

し

て

お

く

。

本

書

は

先

人

の

小

祥

に

刊

行

す

へ

か

り

し

を

遷

延

し

て

今

日

に

至

り

し

は

種

〻

の

事

情

あ

り

し

に

由

れ

り

先

人

は

歌

道

に

於

て

は

殊

に

村

田

春

海

大

人

を

景

慕

し

ま

た

最

其

歌

集

を

愛

せ

し

か

は

本

書

の

體

裁

は

一

に

彼

の

琴

後

集

に

倣

へ

り

先

人

常

に

余

に

請

て

曰

く

琴

後

集

の

序

に

葛

西

因

是

の

漢

文

の

み

を

掲

け

た

る

は

洵

に

善

し

況

や

其

名

文

な

る

を

や

抑

筆

に

依

て

成

れ

る

も

の

は

漢

文

を

第

一

と

し

漢

詩

を

第

二

と

し

』

４

オ

和

歌

は

こ

れ

に

次

く

へ

し

固

よ

り

各

其

特

長

あ

り

と

雖

も

大

體

に

於

て

然

り

と

又

曰

く

詩

文

の

大

家

に

し

て

善

く

予

を

知

れ

る

も

の

は

黄

村

鋤

雲

蓮

舟

の

三

翁

な

れ

と

も

今

や

黄

鋤

二

翁

は

既

に

逝

き

獨

り

蓮

舟

翁

の

存

す

る

あ

る

の

み

と

是

田

邉

先

生

に

序

文

を

煩

は

し

ゝ

所

以

な

り

余

不

肖

に

し

て

和

歌

を

解

せ

す

適

友

人

黒

川

真

道

君

は

故

黒

川

真

頼

博

士

の

令

嗣

に

し

て

善

く

箕

裘

を

継

か

る

ゝ

を

以

て

校

正

刊

行

等

－28－



一

切

請

托

せ

し

に

精

勵

従

事

せ

ら

れ

て

玆

に

成

』

４

ウ

刊

を

見

る

を

淂

た

り

因

て

君

の

厚

誼

及

ひ

佐

藤

仁

之

助

君

の

浄

冩

の

勞

を

感

謝

す

本

書

第

七

巻

及

ひ

第

八

巻

の

文

章

は

先

人

稿

本

の

ま

ゝ

を

石

版

に

附

せ

り

是

聊

筆

蹟

を

存

せ

む

か

為

め

に

し

て

添

削

な

と

の

讀

み

難

き

と

こ

ろ

あ

ら

む

も

敢

て

一

字

を

改

め

す

原

本

に

従

へ

り

明

治

四

十

四

年

十

月

男

三

田

佶

謹

識

（

三

行

分

空

白

）

』

５

オ

さ

ら

に

重

要

だ

と

思

は

れ

る

の

が

、

第

五

冊

末

に

置

か

れ

て

ゐ

る

黒

川

真

道

（

一

八

六

六

～

一

九

二

五

、

葆

光

師

黒

川

真

頼

の

男

）

に

よ

る

跋

文

で

あ

る

。

や

や

長

文

に

わ

た

る

が

、

以

下

全

文

を

引

用

し

て

お

く

。

ひ

と

日

三

田

佶

ぬ

し

の

わ

か

家

に

訪

ら

ひ

き

て

い

は

る

ゝ

や

う

こ

れ

の

櫨

紅

葉

は

わ

か

な

き

ち

ゝ

の

よ

ミ

お

け

る

歌

の

集

な

り

い

か

て

こ

れ

を

摺

巻

に

も

の

し

て

亡

夫

の

記

念

と

も

見

む

ま

た

親

し

く

交

は

り

た

り

し

人

〻

に

も

お

く

り

て

な

き

人

の

功

徳

と

も

せ

は

や

と

な

む

お

も

ふ

さ

れ

と

こ

は

よ

み

い

つ

る

ま

に

〳

〵

か

き

集

め

た

る

も

の

な

れ

ハ

す

こ

し

し

と

け

な

け

な

る

ふ

し

〳

〵

も

見

ゆ

め

る

か

い

と

く

ち

を

し

け

れ

ハ

ね

か

は

く

は

よ

く

考

へ

た

ゝ

さ

れ

む

こ

は

を

ま

た

亡

夫

は

常

に

村

田

春

海

大

人

に

私

淑

し

て

か

の

琴

後

集

の

す

か

た

を

慕

ひ

ゐ

た

り

し

か

は

す

へ

て

か

の

集

の

さ

ま

に

な

ら

ひ

て

む

い

か

て

こ

の

』

跋

１

オ

あ

ら

ま

し

と

け

な

む

や

う

に

う

ま

く

は

か

ら

ひ

給

ひ

て

よ

と

い

ふ

お

の

れ

う

ち

き

ゝ

て

い

み

し

う

よ

ろ

こ

ひ

つ

ゝ

お

も

ひ

け

ら

く

こ

は

よ

に

め

て

た

き

心

も

ち

ゐ

に

こ

そ

あ

り

け

れ

い

て

や

今

の

世

に

あ

る

人

を

見

る

に

そ

の

家

と

ミ

栄

え

て

時

め

け

る

も

す

く

な

か

ら

ね

と

よ

く

礼

を

好

め

る

も

の

あ

る

を

き

か

す

ま

し

て

そ

の

親

に

孝

あ

る

人

は

よ

に

い

く

は

く

か

あ

ら

む

さ

る

を

わ

か

三

田

ぬ

し

ハ

家

も

と

ミ

栄

え

て

世

に

あ

ら

は

れ

給

へ

れ

と

つ

ゆ

驕

れ

る

風

の

あ

ら

さ

る

の

ミ

か

孝

養

の

志

の

深

き

こ

と

は

ま

た

世

の

人

の

か

ゝ

ミ

と

こ

そ

あ

ふ

か

る

れ

さ

る

を

今

は

た

か

ゝ

る

い

ミ

し

き

功

徳

の

事

を

さ

へ

お

も

ひ

た

ゝ

れ

た

る

は

け

に

』

１

ウ

こ

よ

な

う

め

て

た

き

極

み

に

な

む

さ

て

も

故

葆

光

翁

ハ

わ

か

亡

夫

と

は

い

と

交

は

り

あ

つ

く

し

て

歌

文

は

さ

ら

に

も

い

は

す

語

学

音

韻

の

学

ひ

を

深

く

究

め

さ

る

方

の

書

と

も

さ

へ

著

は

さ

れ

た

れ

は

亡

夫

も

ま

た

な

き

友

と

睦

ひ

た

り

し

ま

ゝ

に

故

翁

は

お

の

れ

を

も

幼

き

ほ

と

よ

り

う

み

の

子

の

こ

と

く

教

へ

い

つ

く

し

ミ

給

ひ

し

か

は

お

の

れ

も

ま

た

故

翁

を

は

亜

父

と

あ

ふ

き

て

あ

か

め

敬

ひ

て

な

む

あ

り

し

か

ゝ

れ

は

わ

か

父

の

集

を

も

の

せ

む

心

ち

し

て

一

し

ほ

う

れ

し

く

お

ほ

ゆ

る

ま

ゝ

に

こ

ゝ

ろ

よ

く

う

け

か

ひ

て

つ

は

ら

か

に

よ

ミ

考

へ

つ

ゝ

や

か

て

六

巻

を

そ

え

ら

み

は

て

ぬ

る

さ

て

こ

の

』

２

オ

版

下

は

誰

か

よ

け

む

と

三

田

ぬ

し

に

は

か

り

け

れ

ハ

今

の

世

に

名

髙

き

手

か

き

達

も

あ

ま

た

き

こ

え

た

め

れ

と

い

つ

れ

か

よ

く

亡

夫

の

心

に

か

な

ふ

ら

む

と

も

し

ら

す

お
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な

し

く

は

故

真

頼

大

人

か

教

へ

子

の

中

に

て

も

の

せ

は

な

き

人

の

心

に

も

ま

た

よ

し

と

や

お

も

は

ま

し

さ

ら

ハ

佐

藤

仁

之

助

ぬ

し

こ

そ

し

か

る

へ

け

れ

と

て

そ

の

よ

し

を

語

り

け

る

に

固

く

い

な

ひ

け

れ

は

ぬ

し

こ

そ

は

故

翁

と

の

よ

し

み

も

浅

か

ら

ね

は

か

き

て

え

さ

せ

よ

か

し

と

切

に

す

ゝ

め

た

れ

は

筆

と

り

つ

ゝ

い

そ

し

ミ

し

ほ

と

に

一

年

は

か

り

に

し

て

皆

か

ら

か

き

は

て

ぬ

か

く

て

彫

刻

師

木

村

徳

太

郎

に

お

ほ

せ

て

す

み

や

か

に

そ

の

功

を

終

へ

ぬ

る

も

い

』

２

ウ

と

う

れ

し

お

も

へ

は

け

に

こ

の

集

に

三

田

ぬ

し

か

ま

め

な

る

心

に

お

も

ひ

た

ゝ

れ

て

よ

り

や

う

〳

〵

三

と

せ

の

永

き

春

秋

を

経

て

な

り

ぬ

る

は

世

に

あ

り

か

た

き

わ

さ

な

れ

は

故

翁

の

御

こ

ゝ

ろ

に

も

ま

た

い

か

は

か

り

か

う

れ

し

と

お

ほ

す

ら

む

か

し

あ

は

れ

今

の

大

御

代

に

は

例

の

活

版

石

版

な

と

い

ふ

印

刷

の

術

あ

る

は

外

国

風

の

製

本

の

法

さ

へ

備

は

り

に

た

れ

は

さ

る

か

た

に

よ

ら

む

に

は

い

と

た

や

す

く

も

仕

い

て

ぬ

へ

か

ら

む

を

ぬ

し

ハ

か

ゝ

る

今

め

か

し

き

か

た

に

は

つ

か

て

ひ

た

す

ら

な

き

父

君

の

遺

志

に

か

な

へ

む

の

こ

ゝ

ろ

さ

し

に

て

か

く

は

も

の

し

つ

れ

ハ

い

と

〳

〵

う

れ

し

う

な

む

亡

に

事

ふ

る

こ

と

存

に

事

ふ

る

か

こ

と

き

ハ

孝

の

至

り

な

り

と

』

３

オ

古

の

聖

の

宣

へ

り

し

は

今

わ

か

三

田

ぬ

し

に

お

き

て

ま

さ

に

そ

の

ま

こ

と

な

る

を

知

れ

り

さ

は

れ

を

ち

な

き

お

の

れ

か

う

け

は

り

て

も

の

せ

る

集

を

故

翁

の

見

給

は

ゝ

あ

な

つ

た

な

き

こ

と

も

仕

出

つ

る

よ

と

お

も

ひ

た

ま

ふ

ら

む

さ

て

こ

の

集

を

櫨

紅

葉

と

い

ふ

は

故

翁

の

櫨

園

と

號

せ

し

に

よ

ら

れ

た

り

と

そ

明

治

四

十

四

年

五

月

黒

川

真

道

』

３

ウ

原

稿

か

ら

刊

行

に

至

る

こ

と

細

か

な

経

緯

を

、

こ

の

跋

は

あ

ま

す

と

こ

ろ

な

く

書

き

記

し

て

ゐ

て

、

頗

る

興

味

深

い

証

言

と

な

つ

て

ゐ

る

。

さ

て

、

田

邉

序

で

い

ふ

と

こ

ろ

の

「

遺

稿

」

、

佶

序

で

い

ふ

と

こ

ろ

の

真

道

が

「

校

正

」

し

た

原

稿

、

真

道

跋

で

い

ふ

「

わ

か

な

き

ち

ゝ

の

よ

ミ

お

け

る

歌

の

集

」

、

こ

れ

は

一

体

ど

の

や

う

な

も

の

で

あ

り

、

真

道

は

ど

の

や

う

に

「

よ

く

考

へ

た

ゝ

」

し

た

の

で

あ

ら

う

か

。

も

と

よ

り

、

刊

本

か

ら

こ

れ

を

う

か

が

ふ

す

べ

は

な

い

。

三

、

稿

本

『

櫨

紅

葉

』

『

平

成

22

年

度

古

典

籍

展

観

大

入

札

会

目

録

』

（

東

京

古

典

会

）

に

、

以

下

の

典

籍

が

掲

出

さ

れ

た

。

一

八

三

六

櫨

紅

葉

／

三

田

葆

光

歌

集

黒

川

真

道

編

并

校

黒

川

真

前

旧

蔵

朱

印

有

六

冊

一

見

し

て

、

刊

本

『

櫨

紅

葉

』

の

稿

本

、

即

ち

、

真

道

が

「

よ

く

考

へ

た

ゝ

」

し

た

、

ま

さ

に

そ

の

も

の

で

は

な

い

か

と

思

は

れ

た

。

そ

の

後

幸

ひ

に

し

て

入

手

す

る

こ

と

が

出

来

、

あ

ら

あ

ら

な

が

ら

も

検

討

し

た

結

果

、

ま

さ

し

く

、

真

道

が

最

終

的

に

ま

と

め

た

稿

本

で

あ

る

こ

と

が

わ

か

つ

た

。

ま

た

、

真

道

の

「

校

正

」

の

あ

と

が

ま

ざ

ま

ざ

と

残

さ

れ

て

ゐ

て

、

佶

が

真

道

に

託

し

た

原

本

が

ど

の

や

う

な

編

集

過

程

を

経

て

刊

本

に

至

つ

た

か

を

、

つ

ぶ

さ

に

う

か

が

ふ

こ

と

が

出

来

る

、

括

目

す

べ

き

典

籍

で

あ

つ

た

の

で

あ

る

。
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ま

づ

、

架

蔵

本

の

書

誌

を

記

し

て

お

か

う

。

写

本

。

仮

綴

６

冊

。

28

・

１

×

19

・

５

cm

。

外

題

が

打

付

書

で

各

冊

に

以

下

の

通

り

あ

る

（

〈

〉

ハ

朱

書

、

そ

れ

以

外

は

墨

書

）

。

「

〈

読

了

真

道

／

六

百

四

十

五

首

〉

／

櫨

紅

葉

春

一

」

「

〈

読

了

真

道

／

三

百

八

十

八

首

〉

／

櫨

紅

葉

夏

二

」

「

〈

読

了

〉

／

櫨

紅

葉

秋

三

」

「

〈

読

了

／

二

百

九

十

七

首

〉

／

櫨

紅

葉

冬

四

」

「

〈

読

了

／

八

十

四

首

〉

／

櫨

紅

葉

戀

五

」

「

櫨

紅

葉

雑

六

」

。

朱

書

（

た

だ

し

、

や

や

濃

い

朱

〔

後

掲

図

版

で

い

へ

ば

「

六

百

四

十

五

首

」

〕

と

、

明

る

い

朱

〔

読

了

真

道

〕

と

が

あ

る

。

本

文

朱

書

も

こ

の

二

種

が

混

在

す

る

）

・

外

題

と

も

に

真

道

筆

と

思

は

れ

る

（

後

掲

第

一

冊

表

紙

図

版

参

照

）

。

第

一

冊

表

紙

見

返

し

に

「

三

田

葆

光

集

黒

川

真

道

編

」

と

墨

書

さ

れ

る

。

後

人

（

真

前

？

）

の

筆

に

よ

る

も

の

か

（

後

掲

図

版

参

照

）

。

墨

付

丁

数

、

第

一

冊

＝

61

丁

・

第

二

冊

＝

29

丁

・

第

三

冊

＝

35

丁

・

第

四

冊

＝

27

丁

・

第

五

冊

＝

11

丁

・

第

六

冊

＝

94

丁

。

歌

数

記

載

（

表

紙

朱

書

・

貼

紙

〔

第

三

冊

の

み

〕

に

よ

る

）

、

第

一

冊

＝

六

四

五

・

第

二

冊

＝

三

八

八

・

第

三

冊

＝

三

五

九

・

第

四

冊

＝

二

九

九

・

第

五

冊

＝

八

四

・

第

六

冊

＝

未

記

載

。

蔵

書

印

「

黑

川

真

前

蔵

書

」

（

各

冊

第

一

丁

表

右

下

、

陽

刻

単

郭

朱

印

、

宮

内

庁

書

陵

部

蔵

『

廻

国

雑

記

標

註

』

〔

黒

・

一

九

五

〕

に

捺

さ

れ

る

も

の

〔

『

圖

書

寮

叢

刊

書

陵

部

蔵

書

印

譜

』

下

巻

・

一

八

九

頁

所

掲

〕

と

同

じ

。

実

践

女

子

大

学

図

書

館

・

実

践

女

子

大

学

文

芸

資

料

研

究

所

編

『

実

践

女

子

大

学

図

書

館

所

蔵

黒

川

文

庫

目

録

【

新

版

】

』

〔

二

〇

一

一

・

三

〕

「

黒

川

文

庫

印

譜

（

抄

）

」

に

も

所

掲

）

。

な

ほ

、

黒

川

文

庫

全

体

の

典

籍

の

具

体

相

、

そ

の

流

伝

に

つ

い

て

は

、

永

田

精

一

「

黒

川

文

庫

」

（

『

実

践

女

子

大

学

文

学

部

紀

要

』

二

三

〔

一

九

八

一

・

三

〕

→

『

実

践

女

子

大

学

図

書

館

所

蔵

黒

川

文

庫

目

録

【

新

版

】

』

）

が

そ

の

早

い

研

究

で

あ

り

、

近

時

、

柴

田

光

彦

「

黒

川

文

庫

の

変

遷

に

つ

い

て

」

（

柴

田

編

『

日

本

書

誌

学

大

系

86

（

２

）

黒

川

文

庫

目

録

索

引

編

』

〔

青

裳

堂

文

庫

、

二

〇

〇

一

・

九

〕

所

収

）

が

出

で

、

こ

こ

に

至

り

黒

川

文

庫

全

体

を

知

る

こ

と

が

出

来

る

や

う

に

な

つ

た

。

そ

の

上

で

、

本

書

を

ど

の

や

う

に

位

置

付

け

る

か

は

、

問

題

と

し

て

残

さ

れ

る

。

『

ノ

ー

ト

ル

ダ

ム

清

心

女

子

大

学

付

属

図

書

館

所

蔵

特

殊

文

庫

目

録

』

（

一

九

七

五

）

、

及

び

、

柴

田

前

掲

書

に

よ

る

と

、

か

つ

て

、

黒

川

家

に

は

七

冊

本

の

『

櫨

紅

葉

』

が

蔵

さ

れ

て

を

り

、

そ

れ

は

現

在

ノ

ー

ト

ル

ダ

ム

清

心

女

子

大

学

附

属

図

書

館

黒

川

文

庫

に

蔵

さ

れ

て

ゐ

る

こ

と

が

分

か

る

が

（

筆

者

未

見

）

、

七

冊

本

で

あ

る

こ

と

か

ら

推

し

て

そ

れ

は

刊

本

で

あ

る

こ

と

は

疑

ひ

な

い

。

従

つ

て

、

黒

川

家

側

の

記

録

に

本

書

の

名

は

見

え

な

い

と

い

ふ

こ

と

に

な

る

。

あ

る

い

は

、

近

年

ま

で

、

黒

川

家

に

と

ど

め

お

か

れ

た

も

の

か

と

も

想

像

す

る

が

、

確

言

は

憚

ら

れ

る

。

で

は

、

稿

本

か

ら

刊

本

へ

、

如

何

に

そ

の

姿

を

変

へ

た

の

か

、

具

体

的

に

見

て

行

か

う

。

節

を

改

め

る

。
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《

第

一

冊

表

紙

》

《

第

一

冊

表

紙

見

返

し

題

》

四

、

稿

本

か

ら

刊

本

へ

◇

稿

本

と

筆

者

稿

本

の

あ

り

や

う

を

う

か

が

ふ

一

助

と

し

て

、

春

歌

・

冒

頭

部

分

の

図

版

を

掲

出

し

て

み

よ

う

。

こ

の

形

態

に

至

る

過

程

（

朱

筆

・

墨

筆

に

よ

る

訂

正

が

施

さ

れ

る

ま

で

）

を

推

測

す

る

に

、

（

恐

ら

く

は

歌

題

・

歌

会

等

ご

と

に

）

原

稿

用

紙

に

墨

で

本

文

を

書

く

。

そ

れ

を

、

一

首

単

位

（

詞

書

等

を

含

む

）

で

切

り

取

る

。

四

季

・

恋

・

雑

に

略

々

部

類

し

つ

つ

、

あ

ら

あ

ら

配

列

を

整

備

し

て

、

一

首

づ

つ

台

紙

に

貼

り

つ

け

る

（

こ

の

こ

と

は

、

切

り

取

ら

れ

た

一

首

単

位

の

紙

片

の

原

稿

用

紙

の

色

合

ひ

が

、

ま

ま

微

妙

に

異

な

る

こ

と

で

、

き

り

と

つ

た

も

の

を

そ

の

ま

ま

並

べ

た

も

の

で

は

な

い

、

即

ち

、

何

ら

か

の

部

類

が

な

さ

れ

た

で

あ

ら

う

こ

と

が

推

測

さ

れ

る

こ

と

を

、

徴

証

と

し

う

る

）

。

●

●

と

な

ら

う

。

問

題

は

、

を

誰

が

行

つ

た

の

か

、

と

い

ふ

こ

と

で

あ

る

。

し

か

る

べ

し

さ

と

い

ふ

点

か

ら

考

へ

れ

ば

、

→

著

者

・

三

田

葆

光

ま

た

は

三

田

佶

→

三

田

佶

ま

た

は

黒

川

真

道

→

同

右

ま

た

は

黒

川

真

道

と

い

ふ

と

こ

ろ

で

あ

ら

う

か

。

こ

の

内

に

関

し

て

は

、

葆

光

・

佶

の

自

筆

資

料

と

本

書

を

比

較

す

れ

ば

、

こ

と

の

決

着

は

容

易

で

あ

ら

う

。

幸

ひ

近

時

、

葆

光

の

自

筆

短

冊

二

点

を

入

手

す

る

こ

と

が

出

来

、

内

一

首

は

本

書

に

同

一

歌

が

見

ら

れ

る

の

で

、

比

較

の

材

料

が

得

ら

れ

た

。
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も

と

よ

り

感

触

以

外

の

な

に

も

の

で

も

な

い

が

、

ひ

と

ま

づ

こ

の

両

者

は

別

筆

と

見

て

お

く

の

が

自

然

で

あ

る

と

考

へ

る

。

従

つ

て

の

所

為

を

佶

と

考

へ

て

お

く

。

に

関

し

て

は

後

文

に

て

考

へ

た

い

。

◇

黒

川

真

道

の

修

訂

朱

筆

・

墨

筆

に

よ

る

複

数

回

か

と

推

さ

れ

る

真

道

の

修

訂

行

為

は

、

い

く

つ

か

に

分

類

出

来

る

の

だ

が

、

必

ず

し

も

そ

の

順

序

は

明

確

に

し

え

な

い

。

そ

こ

で

小

論

で

は

、

修

訂

行

為

を

分

類

し

て

示

す

こ

と

に

と

ど

め

、

そ

の

順

序

を

含

め

た

相

互

の

関

係

に

つ

い

て

は

、

今

後

検

討

す

べ

き

課

題

と

し

て

、

触

れ

な

い

こ

と

と

す

る

（

以

下

掲

出

は

原

則

と

し

て

春

部

よ

り

）

。

Ⓐ

重

複

す

る

歌

題

の

整

除

重

複

す

る

詞

書

「

新

年

」

を

一

つ

に

整

理

。

こ

の

ケ

ー

ス

が

真

道

に

よ

る

修

訂

の

大

半

を

占

め

る

。

Ⓑ

字

句

の

訂

正

・

統

一

「

の

元

日

」

を

「

一

月

一

日

」

に

訂

正

。

Ⓒ

重

複

歌

の

削

除

後

者

図

版

に

見

え

る

「

春

ノ

部

ニ

ア

リ

」

な

る

鼇

頭

朱

書

注

記

は

、

筆

跡

か

ら

見

て

、

真

道

の

手

に

な

る

も

の

と

断

じ

う

る

。

従

つ

て

、

そ

の

上

か

ら

書

か

れ

て

ゐ

る

朱

の

消

し

線

も

真

道

と

い

ふ

こ

と

に

な

る

。

左

傍

の

「

重

（

重

出

ノ

謂

デ

ア

ラ

ウ

）

」

の

筆

者

は

確

言

し

難

い

が

、

ひ

と

ま

づ

は

、

真

道

筆

と

見

做

し

て

お

く

。

な

ほ

数

は

少

な

い

が

、

「

重

」

及

び

消

し

線

が

墨

筆

で

な

さ

れ

て

ゐ

る

事

例

も

存

す

る

。

一

例

を

掲

出

す

る

。

Ⓓ

表

現

の

添

削

「

か

す

み

を

見

れ

は

」

を

「

か

す

む

を

見

れ

は

」

に

訂

し

て

ゐ

る

。

こ

の

や

う

に

、

添

削

と

推

さ

れ

る

例

は

さ

ほ

ど

多

く

は

な

い

し

、

字

句

の

添

削

に

と

ど

め

て

ゐ

る

場

合

が

大

半

な

の

で

は

あ

る

が

、

次

例

の

如

く

、

三

句

ま

る

ま

る

改

訂

し

て

ゐ

る

場

合

も

あ

る

。
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「

一

夜

あ

く

る

年

の

は

し

め

の

に

は

鳥

の

こ

ゑ

」

な

る

朴

訥

な

表

現

を

、

「

天

の

戸

を

お

し

あ

け

か

た

の

あ

か

つ

き

の

と

り

」

な

る

典

雅

な

表

現

に

よ

く

改

め

う

る

の

は

真

道

し

か

を

ら

ず

、

従

つ

て

、

こ

の

筆

跡

は

真

道

、

か

か

る

添

削

も

真

道

と

い

ふ

こ

と

に

な

る

。

こ

の

例

か

ら

推

し

て

、

本

書

全

巻

に

わ

た

る

推

敲

も

、

真

道

そ

の

人

に

な

る

も

の

と

、

ひ

と

ま

づ

は

考

へ

て

お

き

た

い

。

Ⓔ

等

類

歌

の

削

除

鼇

頭

朱

書

注

記

「

春

雪

に

類

似

」

が

指

し

示

す

詠

歌

は

、

恐

ら

く

、

次

の

歌

な

の

で

あ

ら

う

。

上

の

句

こ

そ

い

さ

さ

か

趣

を

異

に

す

る

と

は

い

へ

、

下

の

句

の

完

全

な

る

一

致

は

、

「

類

似

」

と

断

じ

ら

れ

て

も

致

し

方

あ

る

ま

い

。

そ

し

て

わ

れ

わ

れ

は

こ

こ

に

、

真

道

の

周

到

な

る

目

配

り

に

思

ひ

を

致

す

べ

き

で

あ

る

。

機

械

的

な

部

類

・

整

除

に

と

ど

ま

ら

ぬ

真

道

の

気

概

を

、

あ

り

あ

り

と

感

ず

る

こ

と

が

出

来

る

の

で

あ

る

。

◇

貼

紙

の

問

題

稿

本

に

は

多

数

の

貼

紙

が

存

す

る

。

一

例

を

図

版

で

掲

げ

よ

う

。

ⓑ

に

示

し

た

如

く

、

原

稿

用

紙

上

端

一

部

を

切

り

残

し

、

そ

れ

を

広

げ

れ

ば

、

あ

た

か

も

付

箋

の

如

き

貼

紙

と

し

て

機

能

す

る

や

う

に

な

つ

て

ゐ

る

も

の

で

あ

る

。

ⓐ

ⓑ

付

箋

状

切

り

残

し

を

広

げ

た

と

こ

ろ

第

一

冊

（

春

歌

）

を

上

か

ら

見

た

と

こ

ろ

さ

て

、

前

文

で

は

、

（

恐

ら

く

は

歌

稿

単

位

で

）

原

稿

用

紙

に

墨

で

本

文

を

書

く

。

そ

れ

を

、

一

首

単

位

（

詞

書

等

を

含

む

）

で

切

り

取

る

。

四

季

・

恋

・

雑

に

略

々

部

類

し

つ

つ

、

配

列

を

整

備

し

て

、

一

首

づ

つ

貼

り

つ

け

る

。

と

い

つ

た

前

段

階

を

想

定

し

、

に

つ

い

て

は

、

三

田

佶

の

所

為

で

あ

ら

う

と

推

し

た

が

、

に

関

し

て

は

、

推

定

を

留

保

し

て

お

い

た

。

そ

れ

は

、

こ

の

貼

紙

の

問

題

を

か

ら

め

て

考

へ

ら

れ

る

べ

き

だ

と

判

断

し

た

か

ら

で

あ

つ

た

。

と

は

い

ふ

も

の

の

、

こ

の

貼

紙

の

機

能

に

つ

い

て

推

定

す

る

こ

と

は

な

か

な

か

に

難

し

い

。

何

故

な

ら

ば

、

そ

の

大

多

数

が

白

紙

の

ま

ま

残

さ

れ

、

ご

く

ま

れ

に

存

す

る

真

道

の

手

に

よ

る

と

思

は

れ

る

書

き

込

み

も

、

貼

紙

自

体

が

縒

れ

て

し

ま

つ

て

ゐ

て

、

判

読

が

出

来

兼

ね

る

場

合

が

多

く

、

推

定

の

根

拠

が

得

難

い

か

ら

で

あ

る

。

し

か

し

な

が

ら

、

何

ら

か

の

意

味

（

小

論

の

筆

者

は

、

部

類

に

お

け

る

不

審

紙

の

や

う

な

機

能

を

想

定

し

て

ゐ

る

）

を

持

つ

も

の

と

し

て

、

こ

の

貼

紙

を

機
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能

せ

し

む

べ

く

こ

と

を

よ

く

成

し

う

る

の

は

、

佶

そ

の

人

で

は

な

く

、

佶

か

ら

「

か

の

集

（＝

琴

後

集

）

の

さ

ま

に

な

ら

ひ

て

む

い

か

て

こ

の

あ

ら

ま

し

と

け

な

む

や

う

に

う

ま

く

は

か

ら

ひ

給

ひ

て

よ

」

と

依

頼

さ

れ

た

黒

川

真

道

と

考

へ

る

の

が

、

現

時

点

で

は

穏

当

で

あ

ら

う

と

思

ふ

。

従

つ

て

、

小

論

で

は

、

の

所

為

を

黒

川

真

道

と

考

へ

る

立

場

を

と

る

こ

と

と

し

た

い

。

さ

ら

に

、

純

然

た

る

貼

紙

も

、

ご

く

数

は

少

な

い

な

が

ら

存

す

る

。

そ

の

一

例

（

巻

六

）

。

図

版

で

は

分

か

り

に

く

い

が

、

「

コ

ノ

哥

／

「

明

治

十

一

年

十

二

月

十

八

日

…

…

二

首

ノ

次

ニ

ア

リ

」

が

墨

筆

、

「

此

故

ニ

…

…

入

ル

モ

宜

シ

」

が

朱

筆

で

あ

る

。

真

道

が

部

類

に

際

し

て

、

最

後

ま

で

揺

れ

動

い

て

ゐ

た

こ

と

を

如

実

に

物

語

る

証

言

と

し

て

、

貴

重

で

あ

る

。

◇

稿

本

と

版

下

と

の

関

係

最

後

に

こ

の

問

題

に

つ

い

て

、

見

通

し

を

述

べ

て

み

た

い

。

こ

こ

で

考

へ

る

べ

き

要

素

は

以

下

の

通

り

。

稿

本

は

黒

川

家

に

残

さ

れ

た

。

→

版

下

筆

者

・

佐

藤

仁

之

助

か

ら

戻

さ

れ

た

と

も

考

へ

う

る

が

、

蓋

然

性

は

低

い

と

判

断

。

稿

本

か

ら

直

ち

に

版

下

本

文

が

清

書

出

来

る

か

ど

う

か

。

→

不

可

能

で

は

な

か

ら

う

が

、

蓋

然

性

は

相

当

に

低

い

。

こ

の

二

点

か

ら

推

す

に

、

稿

本

を

も

と

に

、

真

道

が

確

定

本

文

を

作

成

し

、

そ

れ

を

佐

藤

仁

之

助

に

渡

し

た

と

考

へ

る

の

が

、

最

も

自

然

で

あ

ら

う

。

な

ほ

、

い

ま

述

べ

た

「

確

定

本

文

」

で

あ

る

が

、

物

的

証

拠

が

あ

る

わ

け

で

は

な

い

も

の

の

、

「

確

定

本

文

」

＝

刊

本

本

文

で

あ

ら

う

と

考

へ

る

。

さ

す

る

に

、

あ

ら

あ

ら

の

調

査

に

よ

る

限

り

、

で

は

あ

る

が

、

刊

本

本

文

は

、

稿

本

に

お

け

る

朱

墨

の

訂

正

を

厳

格

に

反

映

し

て

ゐ

て

、

そ

こ

か

ら

逸

脱

し

た

事

例

は

見

出

し

難

い

こ

と

を

、

付

記

し

て

お

く

。

五

、

を

は

り

に

－

家

集

の

編

纂

と

本

文

を

め

ぐ

る

臆

断

－

小

論

が

、

い

さ

さ

か

な

り

と

も

実

証

的

に

論

じ

う

る

こ

と

が

ら

は

、

前

節

ま

で

で

あ

る

。

以

下

は

、

半

ば

感

慨

と

で

も

い

ひ

つ

べ

き

臆

断

に

過

ぎ

な

い

こ

と

を

、

あ

ら

か

じ

め

断

つ

て

お

く

。

一

つ

は

、

部

類

本

家

集

の

生

成

過

程

を

、

ま

ざ

ま

ざ

と

確

認

す

る

こ

と

が

出

来

た

と

い

ふ

こ

と

で

あ

る

。

い

ふ

ま

で

も

な

い

こ

と

だ

が

、

か

か

る

資

料

、

極

め

て

レ

ア

と

い

ふ

ほ

ど

の

も

の

で

は

な

い

。

例

へ

ば

、

橋

本

不

美

男

が

『

原

典

を

め

ざ

し

て

』

（

笠

間

書

院

、

一

九

七

四

・

七

）

で

示

し

た

、

烏

丸

資

慶

の

家

集

『

秀

葉

集

』

を

編

む

た

め

に

、

曾

孫

の

光

栄

が

も

の

し

た

草

稿

本

・

清

書

本

（

前

掲

書

・

一

六

八

～

一

七

一

頁

）

の

如

き

は

、

本

書

の

正

し

き

意

味

で

の

（

あ

る

意

味

で

は

よ

り

生

々

し

き

）

魁

と

い

ふ

べ

き

も

の

で

あ

る

。

否

、

先

例

の

有

無

云

々

よ

り

も

、

小

論

の

筆

者

に

と

つ

て

何

よ

り

興

味

深

い

こ

と

が

あ

る

。

そ

れ

は

、

こ

の

両

本

（

『

櫨

紅

葉

』

『

秀

葉

集

』

）

が

、

い

づ

れ
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ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

も

他

撰

本

部

類

家

集

で

あ

る

と

い

ふ

こ

と

に

つ

き

る

。

も

と

よ

り

古

来

よ

り

、

自

撰

本

部

類

家

集

は

数

多

い

。

問

題

は

そ

の

編

纂

時

に

お

け

る

心

用

ゐ

で

あ

ら

う

。

確

た

る

外

部

徴

証

が

あ

る

わ

け

で

は

な

い

も

の

の

、

己

が

家

集

を

部

類

せ

ん

と

す

る

際

に

は

、

相

当

の

心

配

り

が

あ

つ

た

ら

う

こ

と

は

、

容

易

に

想

像

が

つ

く

。

こ

れ

は

あ

る

意

味

必

然

の

所

為

。

し

か

し

、

真

道

し

か

り

、

光

栄

し

か

り

、

縁

深

き

者

の

家

集

と

は

い

へ

自

ら

の

家

集

で

な

い

も

の

を

部

類

す

る

場

合

に

お

い

て

も

、

作

者

自

身

と

何

ら

変

は

る

と

こ

ろ

の

ヽ

ヽ

な

い

細

心

の

心

用

ゐ

を

以

て

こ

と

が

な

さ

れ

て

ゐ

る

と

い

ふ

事

実

は

、

少

な

く

と

も

小

論

の

筆

者

を

し

て

、

他

撰

本

家

集

に

対

す

る

見

方

を

一

変

せ

し

め

た

と

い

ふ

を

憚

ら

ぬ

。

い

ま

一

つ

は

、

本

文

そ

れ

自

体

に

対

す

る

研

究

者

と

し

て

の

迫

り

方

を

、

再

思

三

考

す

る

を

迫

ら

れ

た

と

痛

感

し

た

こ

と

で

あ

る

。

い

ま

か

り

に

、

た

と

へ

ば

平

安

期

、

稿

本

『

櫨

紅

葉

』

の

如

き

典

籍

が

た

だ

一

つ

伝

来

し

て

ゐ

た

と

仮

定

し

て

み

よ

う

。

即

ち

、

す

べ

て

の

伝

本

は

、

こ

の

一

本

か

ら

派

生

し

関

与

し

あ

ひ

、

流

伝

し

て

行

く

こ

と

と

な

る

。

そ

し

て

、

稿

本

『

櫨

紅

葉

』

の

如

き

も

の

を

直

接

書

写

し

た

場

合

で

あ

つ

て

も

（

そ

れ

は

転

写

者

に

限

ら

ず

、

作

者

そ

の

人

で

あ

つ

た

と

し

て

も

さ

ま

で

の

逕

庭

は

な

い

）

、

出

来

上

つ

た

本

文

が

同

一

で

あ

る

と

は

限

ら

な

い

。

む

し

ろ

、

こ

の

時

点

で

（

相

互

の

関

係

を

論

じ

に

く

い

）

さ

ま

ざ

ま

な

異

本

が

発

生

す

る

こ

と

に

な

つ

た

ら

う

、

と

想

像

す

る

。

朱

墨

さ

ま

ざ

ま

に

手

入

れ

が

な

さ

れ

て

ゐ

る

本

文

（

あ

る

場

合

に

は

、

貼

紙

に

ま

で

思

慮

を

及

ぼ

す

必

要

が

あ

る

）

、

そ

の

い

づ

れ

を

採

り

い

づ

れ

を

捨

て

る

か

、

そ

れ

は

、

書

写

者

の

思

念

の

埒

内

と

い

ふ

他

な

い

か

ら

で

あ

る

。

平

安

期

の

私

家

集

の

伝

本

は

、

概

し

て

複

数

系

統

に

分

か

た

れ

、

そ

の

関

係

も

説

明

が

難

し

い

場

合

が

多

い

。

か

か

る

場

に

、

わ

が

稿

本

『

櫨

紅

葉

』

の

如

き

も

の

を

置

け

ば

、

現

存

す

る

異

本

群

を

、

あ

た

か

も

糸

が

ほ

ぐ

さ

れ

る

か

の

如

く

立

ち

現

れ

て

行

つ

た

そ

の

結

果

と

し

て

見

る

こ

と

は

、

こ

と

の

当

否

は

さ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

て

お

き

、

許

さ

れ

る

べ

き

だ

と

考

へ

る

。

仮

定

の

上

の

仮

定

に

す

ぎ

な

い

が

、

以

上

の

推

定

を

真

と

し

て

、

そ

の

上

で

こ

こ

に

、

異

本

間

に

お

け

る

本

文

異

同

を

据

ゑ

て

み

よ

う

。

す

る

と

た

だ

ち

に

、

こ

れ

ら

異

本

同

士

を

対

校

・

校

勘

す

る

こ

と

に

よ

つ

て

、

稿

本

『

櫨

紅

葉

』

の

如

き

も

の

に

遡

及

し

う

る

か

、

と

い

ふ

問

題

が

立

ち

現

れ

る

こ

と

と

な

る

。

小

論

の

筆

者

の

率

直

な

見

通

し

を

述

べ

れ

ば

、

そ

れ

は

、

文

字

通

り

絶

望

ヽ

的

で

あ

る

と

い

は

ざ

る

を

え

な

い

。

し

か

し

、

い

ま

だ

、

絶

望

的

な

の

で

あ

つ

て

、

絶

望

で

は

な

い

。

も

し

か

り

に

、

刊

本

『

櫨

紅

葉

』

の

如

き

も

の

の

み

が

残

り

、

稿

本

『

櫨

紅

葉

』

の

如

き

も

の

は

佚

亡

し

て

何

人

の

目

に

も

触

れ

え

な

か

つ

た

と

考

へ

て

み

よ

う

。

も

は

や

わ

れ

わ

れ

に

、

真

道

の

真

情

あ

ふ

る

る

編

纂

の

こ

こ

ろ

に

迫

る

す

べ

は

残

さ

れ

て

ゐ

ず

、

刊

本

の

如

き

も

の

を

転

写

し

た

伝

本

を

い

く

ら

対

校

・

校

勘

し

た

と

こ

ろ

で

、

ど

の

み

ち

、

刊

本

に

至

り

つ

く

の

が

精

々

、

現

実

に

は

そ

れ

と

て

も

お

よ

そ

望

め

ぬ

場

合

が

大

半

で

あ

ら

う

。

こ

こ

を

以

て

初

め

て

絶

望

と

称

し

う

る

の

で

あ

る

。

【

備

考

】

小

論

は

、

日

本

学

術

振

興

会

・

科

学

研

究

費

補

助

金

・

基

盤

研

究

（

Ｂ

）

に

よ

る

共

同

研

究

「

古

典

籍

の

書

写

と

書

写

環

境

の

相

関

性

に

関

す

る

総

合

的

研

究

」

（

平

成

21

～

23

年

度

、

研

究

代

表

者

＝

武

井

）

に

お

い

て

、

二

〇

一

一

年

三

月

一

八

日

（

於

・

埼

玉

大

学

東

京

駅

ス

テ

ー

シ

ョ

ン

カ

レ

ッ

ジ

）

口

頭

発

表

し

た

内

容

（

「

家

集

前

史

資

料

二

点

」

）

の

一

部

を

再

構

成

し

た

も

の

で

あ

る

。

当

日

の

質

疑

応

答

の

内

容

を

す

べ

て

取

り

込

め

て

ゐ

な

い

こ

と

、

こ

こ

に

お

詫

び

す

る

次

第

で

あ

る

。
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