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full color, high resolution facsimiles of the special collections 
possessed by Tenri Central Library.The fourth distribution 
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奈良絵本の魅力
―新善本叢書第 4期刊行によせて―

慶應義塾大学教授

石 川 透
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天
理
図
書
館
に
つ
い
て

　

大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）
三
月
、
中
山
正
善
天
理
教
二
代
真
柱

に
よ
っ
て
、
天
理
教
の
総
合
図
書
館
設
立
が
計
画
さ
れ
た
。
翌
十
五

年
十
一
月
、
約
二
万
六
千
冊
を
も
っ
て
閲
覧
を
開
始
、
そ
の
後
、
昭

和
五
年
に
現
天
理
図
書
館
本
館
が
竣
工
し
、
現
在
の
活
動
の
第
一
歩

が
踏
み
出
さ
れ
た
。
以
来
、
満
十
五
歳
以
上
の
す
べ
て
の
人
々
に
広

く
公
開
し
て
、天
理
大
学
付
属
図
書
館
で
あ
る
と
同
時
に
、宗
教
研
究
・

一
般
学
術
研
究
の
専
門
図
書
館
と
し
て
様
々
な
活
動
を
続
け
て
い
る
。

　

現
在
の
蔵
書
数
は
約
二
百
万
冊
。
宗
教
学
・
東
洋
学
・
オ
リ
エ
ン

ト
学
・
民
俗
学
・
地
理
学
・
言
語
学
、
中
で
も
国
文
学
等
に
お
い
て

精
選
さ
れ
た
資
料
の
蒐
集
を
続
け
、
こ
れ
ら
の
分
野
で
は
極
め
て
貴

重
な
文
献
を
数
多
く
所
蔵
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
所
蔵
資
料
の
公
開
・
利
用
の
た
め
に
、
一
般
蔵
書
目
録

の
他
に
も
、
各
種
の
貴
重
書
目
録
・
主
題
目
録
、
ま
た
、
貴
重
資
料

の
影
印
複
製
・
各
種
図
録
類
を
刊
行
。
館
報
『
ビ
ブ
リ
ア
』（
現
在
、

第
150
号
）
で
は
、
所
蔵
資
料
の
紹
介
・
翻
刻
等
を
行
っ
て
い
る
。

天理図書館　正面と貴重書庫

　

新
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
の
シ
リ
ー
ズ
の
中
に
、
奈
良
絵
本
集
全
八
巻
が
含

ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
古
典
籍
の
中
で
、
高
精
細
カ
ラ
ー
版
と

し
て
刊
行
さ
れ
る
な
ら
ば
、
奈
良
絵
本
（
絵
巻
を
含
む
）
ほ
ど
ふ
さ
わ
し
い
作

品
群
は
な
い
。
天
理
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
奈
良
絵
本
は
、
そ
の
質
量
と

も
に
、
世
界
最
高
峰
に
位
置
す
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
繊
細
か
つ
豪
華
な
彩

色
の
保
存
上
、
簡
単
に
は
閲
覧
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
が
、
奈
良
絵
本
集
と

し
て
高
精
細
カ
ラ
ー
版
で
公
刊
さ
れ
る
こ
と
は
、
研
究
者
の
み
な
ら
ず
、
多
く

の
読
者
に
と
っ
て
も
、
有
益
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

　

奈
良
絵
本
・
絵
巻
と
は
、
室
町
時
代
後
期
か
ら
江
戸
時
代
中
期
に
か
け
て
作

ら
れ
た
、
彩
色
絵
入
り
の
絵
本
や
絵
巻
の
こ
と
で
あ
る
。
印
刷
本
と
違
い
、
一

点
一
点
が
手
作
業
で
作
ら
れ
て
お
り
、
素
朴
な
作
品
か
ら
豪
華
な
も
の
ま
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
作
品
が
残
さ
れ
て
い
る
。
素
朴
な
感
じ
を
受
け
る
作
品
は
、
個
人

が
私
的
に
作
っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
豪
華
に
作
ら
れ
た
作
品
は
、
明
ら
か
に
、

職
人
、
す
な
わ
ち
、
絵
師
や
書
家
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
業
で
制
作
さ
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

奈
良
絵
本
の
研
究
は
こ
の
二
十
年
ほ
ど
で
格
段
に
進
み
、
特
に
江
戸
時
代
前

期
に
制
作
さ
れ
た
作
品
群
に
つ
い
て
は
、
一
部
の
制
作
者
の
特
定
等
か
ら
、
制

作
年
代
も
か
な
り
具
体
的
に
分
か
っ
て
き
た
。
今
回
の
シ
リ
ー
ズ
に
は
、
旧
善

本
叢
書
に
お
い
て
公
刊
さ
れ
た
江
戸
時
代
よ
り
前
に
制
作
さ
れ
た
と
さ
れ
る
古

奈
良
絵
本
の
み
な
ら
ず
、
江
戸
時
代
前
期
に
制
作
さ
れ
た
豪
華
奈
良
絵
本
も
含

ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
多
く
が
初
め
て
紹
介
さ
れ
る
作
品
ば
か
り
な
の

で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
広
く
知
ら
れ
て
い
た
、
小
男
や
鼠
等
の
か
わ
い
ら
し
い
作
品
ば
か

り
で
は
な
く
、
後
世
に
広
く
影
響
を
与
え
た
さ
ま
ざ
ま
な
著
名
な
人
物
や
事
件

を
め
ぐ
る
作
品
群
も
存
在
し
て
い
る
。
研
究
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
見
る
だ

け
で
も
楽
し
い
作
品
群
を
ぜ
ひ
お
楽
し
み
い
た
だ
き
た
い
。
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一
　
第
23
巻　
第
1
回
配
本
〔
２
０
１
８
年
12
月
〕

1
天て

ん

神じ
ん

縁え
ん

起ぎ

絵
巻 

室
町
末
期
写
　
一
軸

　

菅
原
道
真
が
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
次
第
を
述
べ

た
天
神
縁
起
の
一
本
で
は
あ
る
が
、
鎌
倉
時
代
に

成
立
し
た
『
北
野
天
神
縁
起
』
の
内
容
と
は
大
き

く
異
な
る
。
太
宰
府
へ
遠
琉
さ
れ
た
復
讐
譚
を
軸

に
、
逸
話
や
和
歌
を
交
え
る
な
ど
、
物
語
的
な
要

素
を
多
く
取
り
入
れ
た
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
画

中
に
は
「
な
ん
ほ
う
の
物
か
、
や
け
つ
ら
ん
」「
さ

て
も
、
と
を
き
う
み
か
な
、
は
や
、
い
く
日
、
き

ぬ
る
そ
や
」
等
の
台
詞
が
多
く
書
き
込
ま
れ
、
室

町
時
代
の
人
々
の
生
き
生
き
と
し
た
話
し
言
葉
を

窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
室
町
期
の
書
写
と
思

わ
れ
る
天
神
縁
起
絵
巻
の
中
で
も
、
本
文
の
完
備

し
た
本
書
は
稀
な
伝
本
で
あ
る
。

2
八は

ち

幡ま
ん

大だ
い

菩ぼ

薩さ
つ

御ご

縁え
ん

起ぎ 江
戸
中
期
写
　
二
軸

　

本
書
は
八
幡
大
菩
薩
の
縁
起
絵
巻
。
応
神
天
皇

の
母
で
あ
る
神
功
皇
后
の
三
韓
出
兵
、
お
よ
び
応

神
天
皇
が
八
幡
大
菩
薩
と
し
て
現
れ
、
各
地
で
祀

ら
れ
る
経
緯
を
描
く
。
素
人
風
の
絵
柄
で
、
江

戸
中
期
と
見
ら
れ
る
写
本
で
あ
る
が
、
享
禄
四
年

（
一
五
三
一
）「
大
和
州
添
上
郡
御
陵
金
剛
佛
子
良

尊
」
の
本
奥
書
を
持
つ
。
伝
存
す
る
諸
本
の
中
で

も
、
本
文
成
立
過
程
を
た
ど
る
上
で
、
重
要
な
一

本
で
あ
る
。
寶
玲
文
庫
旧
蔵
。

3
鼠ね

ず
み

の
草そ

う

子し

絵
巻 

室
町
末
期
写
　
一
軸

　

鼠
と
人
間
の
婚
姻
譚
。
清
水
観
音
の
助
け
で
姫

君
と
結
ば
れ
た
鼠
の
権ご
ん
の
か
み頭

は
、
姫
君
に
そ
の
正
体

を
知
ら
れ
、
悲
嘆
の
あ
ま
り
出
家
す
る
。
悲
劇
的

な
結
末
だ
が
暗
さ
は
な
く
、「
こ
ち
よ
と
の
、
き
ゝ

た
ま
へ
、
わ
れ
わ
れ
を
は
、
と
の
さ
ま
を
は
し

め
、
み
な
み
な
も
、
ふ
り
よ
し
と
、
お
ほ
せ
ら
れ
候
、

か
ほ
も
、
や
な
ぎ
が
を
に
て
候
と
て
、
御
ほ
め
候
」

等
に
見
ら
れ
る
人
間
味
溢
れ
る
会
話
が
ふ
ん
だ
ん

に
書
き
入
れ
ら
れ
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
か
れ
る
。

素
朴
な
絵
柄
に
本
文
と
会
話
が
一
体
と
な
っ
た
奈

良
絵
本
の
古
様
を
示
す
。

4
鼠
の
草
子
絵
巻
別
本 

 

江
戸
初
期
写
　
一
軸

　

本
書
は
祝
言
の
場
面
を
中
心
と
し
た
絵
巻
で
は

あ
る
が
、
絵
を
中
心
に
会
話
を
交
え
て
展
開
し
て

ゆ
く
、
絵
巻
ら
し
い
流
動
感
に
富
ん
だ
作
品
。
調

理
場
の
料
理
や
盛
り
付
け
に
か
か
る
慌
た
だ
し

い
様
子
、
芸
能
者
達
の
列
や
祝
い
の
餅
つ
き
等
の

描
写
を
は
じ
め
と
し
て
、
流
行
の
歌
謡
を
取
り
入

れ
る
な
ど
、
当
時
の
風
俗
を
知
り
得
る
貴
重
な
資

料
と
も
な
っ
て
い
る
。
画
中
の
煙
草
や
髪
形
な
ど
、

ま
た
書
き
込
ま
れ
た
歌
謡
か
ら
み
る
と
、
江
戸
初

期
の
制
作
か
と
思
わ
れ
る
。



4

二
　
第
2４
巻　
第
2
回
配
本
〔
２
０
１
９
年
２
月
〕

5
やや

ひひ

やょ

うう

ゑえ

ね
ず
み�

江
戸
初
期
写
一
冊

　

白
鼠
の
弥や
ひ
ょ
う
え

兵
衛
を
主
人
公
と
す
る
祝
儀
物
。
白

鼠
は
大
黒
天
の
使
者
と
い
わ
れ
、
古
来
よ
り
吉
兆

と
さ
れ
て
き
た
。
本
書
は
上
冊
を
欠
き
、
弥
兵
衛

が
出
会
っ
た
鼠
か
ら
、
こ
こ
は
常
磐
国
で
あ
る
と

教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
福
の
神
と
し

て
長
者
の
左
衛
門
に
厚
遇
さ
れ
、
土
地
の
鼠
た
ち

か
ら
も
歓
待
さ
れ
た
弥
兵
衛
は
、
左
衛
門
に
よ
っ

て
妻
子
と
再
会
し
た
恩
返
し
に
子
鼠
と
金
銀
を
贈

り
、
左
衛
門
は
ま
す
ま
す
富
み
栄
え
る
。
昔
話
の

「
鼠
の
浄
土
」
に
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
土
地

の
鼠
に
よ
る
饗
宴
の
絵
な
ど
は
、
そ
れ
を
彷
彿
と

さ
せ
る
。
末
尾
に
「
は
る
の
は
し
め
に
、
ま
つ
こ

れ
を
み
る
事
成
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
縁
起
物
と

し
て
正
月
に
読
む
の
が
相
応
し
い
と
さ
れ
た
。
藤

井
乙
男
旧
蔵
書
。

1
舟
の
ゐい

と
く 

江
戸
前
期
写
　
二
軸

　

巻
初
で
「
世
に
す
く
れ
て 

国
土
の
重
宝 

万
民

の
た
す
け
と
な
る
は 

船
舶
に
過
た
る
物
あ
ら
し
」

と
舟
の
あ
り
が
た
さ
を
述
べ
、
中
国
古
代
に
お
け

る
舟
の
起
源
を
含
む
中
国
の
故
事
二
話
、
日
本
の

故
事
六
話
を
収
め
る
威
徳
説
話
集
。
謡
曲
や
幸
若

舞
曲
、『
太
平
記
』
等
に
典
拠
が
確
認
で
き
、
巻

末
に
は
竜り
ゅ
う
と
う
げ
き
し
ゅ

頭
鷁
首
、
軍
船
、
つ
り
舟
等
と
物
尽
く

し
の
ご
と
く
舟
の
種
類
が
記
さ
れ
る
。
箱
蓋
裏
の

極き
わ
めに
は
「
詞
書
飛
鳥
井
雅
章
卿
／
土
佐
光
成
筆
」

と
あ
る
。
伝
本
は
稀
で
、
本
文
と
絵
を
共
に
備
え

る
の
は
、
本
書
の
他
に
國
學
院
大
學
蔵
本
を
知
る

の
み
。

2
常と

き
わ盤
の
嫗う

ば 

江
戸
前
期
写
　
一
軸

　

発ほ
っ
し
ん
お
う
じ
ょ
う

心
往
生
譚
の
形
を
取
り
な
が
ら
、
老
い
の
繰

り
言
の
中
に
、
人
間
の
真
の
姿
を
感
じ
さ
せ
る
物

語
。
夫
に
先
立
た
れ
た
常
盤
の
嫗
は
、
老
い
た

身
の
儚
さ
を
嘆
き
、
俄
に
発
心
念
仏
を
始
め
る

が
、
唱
し
ょ
う
み
ょ
う

名
の
合
い
間
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
食

べ
た
が
り
、
子
に
対
す
る
不
平
不
満
な
ど
を
漏
ら

し
た
か
と
思
う
と
、
自
ら
の
若
い
頃
を
懐
か
し
む
。

こ
の
よ
う
な
老
人
の
寂
し
さ
、
俗
念
・
煩
悩
に
満

ち
た
念
仏
で
は
あ
っ
た
が
、
嫗
は
念
願
通
り
往
生

を
遂
げ
る
。
独
白
の
形
を
取
り
、
滑
稽
味
に
溢
れ

た
七
五
調
の
文
章
は
、
御
伽
草
子
の
中
で
も
独
自

の
世
界
を
創
り
出
し
て
い
る
。

3
小こ

お
と
こ男
の
草
子
絵
巻 

室
町
末
期
写
一
軸

　

出
世･

栄
華
を
求
め
、
都
に
上
っ
た
身
の
丈
一

尺
の
小
男
が
、
観
音
菩
薩
の
縁
日
で
見
初
め
た
美

し
い
女
性
と
和
歌
の
才
能
に
よ
っ
て
結
ば
れ
、
の

ち
に
小
男
は
五
条
の
天
神
に
、
女
性
は
観
世
音
菩

薩
と
し
て
現
れ
る
。『
一
寸
法
師
』
と
同
様
の
小

さ
子
説
話
で
、
身
分
の
低
い
者
が
自
ら
の
才
能
で

功
を
成
す
と
い
う
、
中
世
庶
民
の
活
気
を
感
じ
さ

せ
る
作
品
で
あ
る
。
ま
た
筋
立
て
や
歌
の
類
似
な

ど
か
ら
、
そ
の
成
立
に
お
い
て
『
も
の
く
さ
太
郎
』

と
非
常
に
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

４
『
小
男
の
草
子
絵
巻
別
本
』
に
比
べ
、
中
世
的

な
要
素
を
多
く
持
っ
て
お
り
、
諸
本
の
中
に
あ
っ

て
比
較
的
古
い
本
文
と
さ
れ
る
。

5

三
　
第
25
巻　
第
3
回
配
本
〔
２
０
１
９
年
４
月
〕

4
小
男
の
草
子
絵
巻
別
本 

慶
長
十
二
年
写
　
一
軸
　

　

３
『
小
男
の
草
子
絵
巻
』
及
び
５
『
小
お
と
こ
』

と
は
別
系
統
の
伝
本
で
、
他
に
早
稲
田
大
学
本
を

知
る
の
み
。
最
も
大
き
な
違
い
は
、
女
性
が
清
水

観
音
か
ら
授
か
っ
た
打
ち
出
の
小
槌
で
小
男
を
打

つ
と
こ
ろ
で
目
覚
め
る
と
、
小
男
は
七
尺
余
り
と

な
っ
て
お
り
、
関
白
に
見
参
し
て
筑
紫
の
国
を
給

わ
っ
た
後
、
楽
し
み
栄
え
た
と
い
う
結
末
で
あ
る
。

小
男
が
五
条
の
天
神
と
し
て
現
れ
る
話
は
姿
を
消

し
て
、
よ
り
物
語
的
に
な
っ
て
お
り
、
お
と
ぎ
話

の
『
一
寸
法
師
』
は
、
こ
の
系
統
の
作
品
の
影
響

を
受
け
た
も
の
だ
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。「
ひ
ろ

し
ま
に
て
か
き
う
つ
す
也　

慶
長
十
二
年
ひ
の
と

の
ひ
つ
し
二
月
五
日
」
の
奥
書
を
持
つ
。

5
小こ

お
と
こ 

江
戸
初
期
写
　
一
冊

　

内
容
は
３
の
『
小
男
の
草
子
絵
巻
』
と
ほ
ぼ
同

様
。『
小
男
の
草
子
』『
小
お
と
こ
』
と
呼
称
さ
れ

る
作
品
は
、
身
分
の
低
い
小
男
が
和
歌
の
才
能
に

よ
っ
て
美
し
い
女
性
と
結
ば
れ
る
成
功
譚
と
同
時

に
、
の
ち
に
は
五
条
の
天
神
と
な
っ
て
現
れ
る
と

い
う
本
地
物
語
で
も
あ
る
。
卓
越
し
た
和
歌
の
才

能
は
天
神
で
あ
る
菅
原
道
真
を
想
起
さ
せ
、
併
せ

て
身
体
の
小
さ
な
少
す
く
な
ひ
こ
な
の
み
こ
と

彦
名
命
を
祭
神
と
す
る
と
こ

ろ
か
ら
、
五
条
天
神
が
選
ば
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
京
に
上
っ
た
小
男
が
奉
公
先

を
尋
ね
て
歩
く
町
家
の
門
や
、
見
初
め
た
女
房
の

住
ま
い
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
紋
を
染
め
抜
い
た
の

れ
ん
が
掛
か
っ
て
お
り
、
洛
中
洛
外
図
な
ど
に
見

ら
れ
る
都
の
風
景
を
描
き
出
し
て
い
る
。

1
小こ

伏ふ
し

見み

物
語 

江
戸
初
期
写
　
三
冊

　

た
か
み
ち
の
中
将
と
小
伏
見
姫
の
悲
恋
譚
。『
桜

の
中
将
』
の
異
本
と
さ
れ
、
本
文
が
揃
っ
た
写
本

と
し
て
は
、
本
書
の
他
に
国
会
図
書
館
蔵
『
桜
の

中
将
物
語
』
と
赤
木
文
庫
蔵
『
こ
ふ
し
み
』
の
二

本
を
知
る
の
み
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
内
容
は

全
く
異
な
る
結
末
を
有
し
て
い
る
。
中
将
の
父
に

よ
っ
て
仲
を
引
き
裂
か
れ
た
小
伏
見
姫
は
難
波
の

浦
で
病
に
倒
れ
る
が
、
国
会
図
書
館
蔵
本
で
は
霊

薬
に
よ
り
姫
が
蘇
生
し
、
中
将
と
末
永
く
結
ば
れ

る
。
そ
れ
に
比
し
て
、
本
書
並
び
に
赤
木
文
庫
蔵

本
で
は
姫
の
死
を
知
っ
た
中
将
も
無
常
を
感
じ
仏

門
に
入
る
の
で
あ
る
。
横
本
形
式
の
慶
長
期
と
見

ら
れ
る
奈
良
絵
本
は
珍
し
い
。

2
ひ
だ
か
川 

江
戸
初
期
写
　
一
冊

　

安
珍
・
清
姫
で
知
ら
れ
る
道
成
寺
縁
起
を
骨
子

に
、
主
人
公
の
名
を
賢け
ん

学が
く

と
す
る
『
賢
学
草
子
』

系
統
の
伝
本
。
本
書
は
、
三
井
寺
の
僧
賢
学
が

前
世
の
因
果
に
よ
り
、
結
ば
れ
る
と
お
告
げ
に
聞

い
た
娘
の
存
在
を
確
か
め
る
べ
く
、
遠
江
国
橋
本

宿
に
辿
り
着
い
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
賢
学
は
、

こ
の
地
の
幼
い
姫
が
お
告
げ
に
聞
い
た
娘
と
思
い
、

殺
そ
う
と
斬
り
つ
け
逃
げ
た
が
、
姫
は
一
命
を
取

り
留
め
る
。
数
年
後
、
清
水
寺
で
賢
学
は
美
し
い

姫
と
出
会
い
、
結
ば
れ
る
も
、
過
去
に
殺
そ
う
と

し
た
姫
だ
と
気
づ
い
た
賢
学
は
熊
野
へ
逃
げ
、
追

い
か
け
る
姫
は
日
高
川
で
そ
の
姿
を
大
蛇
へ
と
変

え
る
。
道
成
寺
縁
起
の
結
末
で
は
法
華
経
の
功
徳

を
説
く
が
、
本
書
で
は
寺
の
名
も
な
く
、
男
女
の

悲
劇
と
し
て
物
語
を
終
え
る
。



6

四
　
第
26
巻　
第
4
回
配
本
〔
２
０
１
９
年
６
月
〕

1
あ
ま
物
語 

江
戸
初
期
写
　
二
冊

　

貴
人
と
海
女
と
の
恋
愛
譚
。
湯
治
の
た
め
浪
速

に
赴
い
た
左
近
中
将
兼か
ね

光み
つ

は
、
土
地
の
海
女
と
歌

を
詠
み
あ
い
情
け
を
交
わ
す
が
、
懐
妊
し
た
海
女

は
身
分
の
違
い
を
感
じ
て
入
水
す
る
。
海
女
は
右

大
臣
の
も
と
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
兼
光
と
再
会
し

て
再
び
結
ば
れ
栄
華
を
極
め
る
。
平
安
か
ら
鎌
倉

時
代
に
か
け
て
の
散
佚
物
語
の
改
作
と
考
え
ら
れ

る
。
物
語
中
に
五
十
首
に
及
ぶ
和
歌
を
配
し
、
こ

の
期
の
草
子
に
は
珍
し
い
歌
物
語
的
な
作
品
と

な
っ
て
い
る
。
本
作
の
奈
良
絵
本
は
本
書
の
他
に

は
上
巻
を
欠
く
一
本
が
知
ら
れ
る
の
み
。

2
大だ

い

古こ

久く

ま
い 

江
戸
前
期
写
　
二
冊

　

唐
の
孝
行
説
話
を
用
い
、
そ
の
善
報
を
語
る
と

い
う
教
訓
的
内
容
を
持
つ
。
親
孝
行
者
の
大だ
い

悦え
つ

の

助す
け

は
、
清
水
観
音
の
お
告
げ
通
り
、
一
本
の
わ
ら

を
元
に
富
を
得
、大
黒
天
、夷え
び
す三

郎
の
来
訪
に
よ
っ

て
、
さ
ら
に
宝
物
を
手
に
す
る
。
大
江
山
の
盗
賊

や
悪
霊
か
ら
も
二
神
の
助
け
で
救
わ
れ
た
後
、
帝

か
ら
厚
遇
さ
れ
、
末
永
く
繁
昌
し
た
。
立
身
出
世

･

栄
華
繁
昌
を
願
う
中
世
庶
民
の
夢
が
、
清
水
観

音
の
御
利
益
と
福
神
の
助
け
に
よ
っ
て
叶
う
祝
儀

物
で
あ
る
。

3
磯い

そ

崎ざ
き

物
語 

江
戸
前
期
写
　
二
冊

　

日
光
山
の
麓
に
住
む
武
士
夫
婦
の
物
語
。
磯
崎

殿
が
連
れ
帰
っ
た
女
に
女
房
が
嫉
妬
し
、
杖
で
打

ち
殺
し
て
し
ま
う
が
、
そ
の
時
被
っ
て
い
た
鬼
の

面
と
杖
が
取
れ
な
く
な
る
。
日
光
山
の
稚
児
学

匠
で
あ
る
息
子
に
仏
へ
の
信
仰
を
説
か
れ
、
そ
の

教
え
に
従
い
座
禅
を
組
む
と
面
も
杖
も
離
れ
落
ち
、

元
の
姿
と
な
っ
た
。
女
房
は
殺
し
た
女
を
弔
う
た

め
出
家
し
、
磯
崎
殿
も
仏
門
に
入
る
。
本
妻
が
後

妻
を
打
ち
付
け
る
後う
わ
な
り
う
ち

妻
打
の
話
を
基
に
、
女
の
嫉

妬
が
も
た
ら
す
悲
劇
か
ら
仏
の
道
へ
と
導
く
、
発

心
遁
世
譚
。

1
いい

はわ

やや

も
の
が
た
り 

室
町
末
期
写
二
冊

　

鎌
倉
時
代
の
物
語
歌
集
『
風
葉
和
歌
集
』
に
み

え
る
散
佚
物
語
『
い
は
や
』
の
改
作
か
と
さ
れ
る

継
子
譚
。
継
母
に
疎
ま
れ
た
対た
い

屋の
や

の
姫
は
、
太
宰

府
に
下
る
途
次
で
殺
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
海あ

士ま

夫

婦
に
助
け
ら
れ
岩
屋
で
養
わ
れ
て
い
た
。
数
年
後
、

姫
は
関
白
の
息
子
で
あ
る
二
位
の
中
将
に
見
出
さ

れ
て
妻
と
な
り
、
北
の
政
所
と
仰
が
れ
た
。
本
文

の
一
部
や
絵
詞
の
書
き
込
ま
れ
た
画
が
半
分
以
上

を
占
め
、
奈
良
絵
本
と
し
て
の
古
態
を
示
す
。
ま

た
、
文
章
で
菱
形
や
蝶
、
七
宝
な
ど
様
々
な
形
を

表
し
た
点
も
特
徴
的
で
あ
る
。
室
町
末
期
の
南
都

連
歌
師
紹し
ょ

九う
く

筆
と
も
伝
え
る
大
型
奈
良
絵
本
。

五
　
第
27
巻　
第
5
回
配
本
〔
２
０
１
９
年
８
月
〕

7

六
　
第
28
巻　
第
6
回
配
本
〔
２
０
１
９
年
10
月
〕

2
じじ

やょ

うう

るる

りり 

室
町
末
期
写
　
二
冊
　

　

源
義
経
を
主
人
公
と
す
る
判ほ
う

官が
ん

物も
の

の
一
つ
で
、

薬
師
の
申
し
子
で
あ
る
浄
瑠
璃
御
前
と
の
恋
物
語
。

金か
ね

売う
り

吉き
ち

次じ

の
供
と
し
て
矢
作
の
宿
に
着
い
た
義
経

は
、
土
地
の
浄
瑠
璃
姫
と
結
ば
れ
る
が
、
別
れ
を

惜
し
み
つ
つ
、
奥
州
へ
向
か
っ
た
蒲
原
宿
で
病
に

倒
れ
る
。
浄
瑠
璃
御
前
の
御
所
に
お
け
る
泉
水
の

描
写
や
四
季
の
彩
り
、
御
前
の
才
色
兼
備
な
る
と

こ
ろ
や
衣
装
の
豪
華
さ
を
事
細
か
に
述
べ
る
段
は
、

ま
さ
に
節ふ
し
ご
と事

・
景け
い
ご
と事

で
あ
り
、
浄
瑠
璃
節
へ
の
胚

胎
を
感
じ
さ
せ
る
。
本
書
の
挿
画
は
全
て
中
央
に

雲
形
を
描
き
、
上
半
分
に
本
文
を
記
し
て
い
る
の

が
特
徴
的
で
あ
る
。
室
町
末
期
の
書
写
と
考
え
ら

れ
る
大
型
奈
良
絵
本
。

1
し
づ
か 

室
町
末
期
写
　
一
冊

　

源
義
経
の
側
室
静
御
前
を
主
人
公
と
す
る
判
官

物
。
捕
ら
え
ら
れ
、
母
と
共
に
鎌
倉
に
下
っ
た
静

御
前
。
御
子
を
殺
さ
れ
悲
嘆
に
暮
れ
る
静
の
も
と

に
、
大
名
高
家
の
女
房
達
が
訪
れ
る
。
時
に
、
若

宮
八
幡
奉
納
の
静
の
舞
が
、
頼
朝
は
じ
め
居
並
ぶ

諸
大
名
の
感
涙
を
誘
い
、
褒
美
と
し
て
所
領
や
引

き
出
物
を
授
か
る
も
、
全
て
鎌
倉
の
社
寺
に
寄
進

し
、
母
と
共
に
都
へ
向
か
っ
た
。
本
書
は
幸
若
舞

曲
の
一
本
で
、
挿
画
に
は
本
文
が
入
り
込
み
、
上

段
に
本
文
、
下
段
に
人
物
を
中
心
に
し
た
絵
を
描

く
。
慶
長
ご
ろ
の
画
風
と
さ
れ
る
大
型
奈
良
絵
本

で
あ
る
。

2
まま

んん

ぢじ
ゅ

うう

のの

さそ

うう

しし 
 

室
町
末
期
写
　
二
冊

　

平
安
時
代
の
武
将
多た

だ
の
ま
ん
じ
ゅ
う

田
満
仲
の
出
家
譚
が
説
話

と
し
て
伝
わ
り
、
幸
若
舞
曲
や
謡
曲
へ
と
展
開
し

た
。
満
仲
は
仏
道
修
業
を
疎
か
に
し
た
息
子
の
美

女
御
前
に
立
腹
し
、
そ
の
首
を
討
つ
よ
う
家
臣
仲

光
に
命
じ
た
。
し
か
し
、
仲
光
は
美
女
御
前
を
逃

が
し
、
身
が
わ
り
に
自
分
の
息
子
幸
寿
丸
の
首
を

刎
ね
た
。
幸
寿
丸
の
死
を
悔
や
ん
だ
美
女
御
前
は

恵
心
僧
都
の
許
で
仏
道
に
励
み
、
十
数
年
後
、
再

会
し
た
父
満
仲
と
と
も
に
幸
寿
丸
の
菩
提
を
弔
っ

た
。
巻
末
に
は
自
他
一
如
の
教
え
が
説
か
れ
る
。

本
書
は
幸
若
舞
曲
の
台
本
を
大
型
の
奈
良
絵
本
に

仕
立
て
た
、
室
町
末
期
頃
と
思
わ
れ
る
写
本
。

3
花か

ち

鳥ょ
う

風ふ
う

月げ
つ

物
語 

室
町
末
期
写
　
一
冊

　

王
朝
物
語
の
流
れ
を
く
む
公
家
物
の
一
つ
。
葉

室
中
納
言
邸
で
扇
お
う
ぎ
あ
わ
せ

合
が
催
さ
れ
た
際
、
扇
に
描
か

れ
た
人
物
が
、
在
原
業
平
か
光
源
氏
か
と
の
言
い

争
い
と
な
り
、
巫
女
の
花
鳥
・
風
月
姉
妹
を
招

い
て
占
わ
せ
る
。
業
平
・
光
源
氏
の
霊
を
呼
び
出

し
問
答
す
る
と
、
絵
の
人
物
は
光
源
氏
で
あ
る
こ

と
が
判
明
し
た
。
姉
妹
の
口
を
通
し
て
語
ら
れ
る

の
は
『
伊
勢
物
語
』『
源
氏
物
語
』
の
あ
ら
す
じ

で
あ
り
、
物
語
の
形
を
取
り
な
が
ら
も
古
典
の
啓

蒙
書
と
し
て
の
役
割
を
併
せ
持
つ
。
本
書
の
極き
わ
めは
、

本
文
を
飛
鳥
井
雅
俊
筆
、
画
者
を
土
佐
光
信
と
記

し
、
室
町
中
期
の
写
本
と
み
る
が
、
室
町
末
期
の

書
写
に
か
か
る
と
思
わ
れ
る
大
型
奈
良
絵
本
。
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八
　
第
30
巻　
第
8
回
配
本
〔
２
０
２
０
年
２
月
〕

1
熊く

ま

野の

の
本ほ

ん

地じ 

室
町
末
期
写
　
二
冊
　

　

本
地
物
の
代
表
的
作
品
で
、
熊
野
信
仰
説
話
の

一
つ
。
寺
社
の
縁
起
譚
で
も
あ
る
。
天
竺
ま
か
だ

国
の
善
財
王
の
后
の
一
人
、
五
衰
殿
の
女
御
が
懐

妊
す
る
が
、
嫉
妬
し
た
ほ
か
の
后
達
は
配
下
に

命
じ
て
五
衰
殿
を
殺
さ
せ
る
。
女
御
の
死
の
直
前

に
生
ま
れ
た
王
子
は
、
山
の
獣
や
僧
に
育
て
ら

れ
、や
が
て
王
と
再
会
す
る
。
全
て
の
経
緯
を
知
っ

た
王
は
后
達
の
心
の
醜
さ
を
嫌
い
、
王
子
ら
と
と

も
に
国
を
離
れ
日
本
に
渡
り
、
紀
伊
国
音
無
川
の

辺
に
熊
野
三
所
権
現
と
し
て
現
れ
た
。
極き
わ
めは
、
室

町
時
代
の
武
将
で
、
歌
人
・
書
家
と
し
て
も
秀
で

た
十と
お

市ち

遠と
お

忠た
だ

の
筆
と
す
る
。
挿
図
が
非
常
に
多
く
、

上
下
三
十
七
丁
半
の
う
ち
四
十
頁
分
を
占
め
る
、

室
町
末
期
書
写
の
大
型
奈
良
絵
本
。

2
宝ほ

う

月げ
つ

童ど
う

子じ 

江
戸
初
期
写
　
二
冊

　

天
竺
を
舞
台
と
し
た
宝
月
童
子
の
孝
行
譚
で
、

伝
存
す
る
の
は
本
書
の
み
。
中
天
竺
の
満
月
長
者

は
、
授
か
っ
た
宝
月
童
子
が
病
弱
だ
っ
た
た
め
、

不
老
不
死
の
木
の
実
を
探
す
旅
に
出
る
。
北
天
竺

に
た
ど
り
着
い
た
一
行
は
、
財
産
を
狙
う
大
王
が

酒
宴
に
出
し
た
霊
草
を
食
し
て
馬
と
な
り
、
厩
に

つ
な
が
れ
る
。
時
を
経
て
十
三
歳
に
な
っ
た
童
子

は
北
天
竺
に
お
も
む
き
、
長
者
一
行
を
救
い
出
す
。

「
お
よ
ふ
の
あ
ま
」
の
題
簽
を
持
ち
、
冒
頭
に
「
お

よ
う
の
あ
ま
」
な
る
長
者
を
記
す
が
、
そ
れ
以
後

の
記
述
は
な
く
、
老
僧
の
失
敗
談
を
描
い
た
『
お

よ
う
の
尼
』
と
は
異
な
る
作
品
。
金
泥
に
よ
る
草

木
下
絵
を
施
し
た
鳥
の
子
紙
を
用
い
、
細
密
な
絵

を
備
え
る
豪
奢
な
大
型
奈
良
絵
本
。
後
期
奈
良
絵

本
の
代
表
的
な
装
訂
で
あ
る
。

1
虫む

し

妹い
も

背せ

物
語 

享
保
二
年
写
　
一
軸

　

昆
虫
同
士
の
恋
愛
物
語
。
玉
虫
姫
に
思
い
を
よ

せ
る
虫
た
ち
の
中
、
蟬
の
衛え
も
ん
の
か
み

門
督
が
こ
お
ろ
ぎ
の

局
の
取
り
な
し
で
思
い
を
と
げ
る
。
盛
大
な
祝
言

が
行
わ
れ
る
一
方
、
恋
に
破
れ
た
キ
リ
ギ
リ
ス
と

ヒ
グ
ラ
シ
は
出
家
し
、
玉
虫
姫
は
男
の
子
を
授
か

り
幸
せ
に
暮
ら
す
。
画
中
に
書
き
込
ま
れ
た
会
話

と
相
俟
っ
て
、
文
の
や
り
取
り
や
嫁
入
り
の
様
子
、

出
産
の
場
面
等
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
る
。
箱
書

に
は
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
狩
野
幽
知
画
、
筆

者
を
山
田
藤
四
郎
と
す
る
。
本
作
品
で
絵
と
本
文

を
共
に
備
え
る
の
は
本
書
と
慶
應
義
塾
本
の
み
。

2
山さ

ん

海か
い

異い
ぎ

形ょ
う 

江
戸
前
期
写
　
四
冊

　

中
国
の
各
地
に
生
息
す
る
と
さ
れ
る
動
物
や
、

そ
の
地
に
奉
ら
れ
て
い
る
神
々
に
つ
い
て
、
神
類
・

獣
類
・
魚
類
・
虫
類
の
四
類
四
冊
に
百
十
三
図
の

絵
を
収
め
、
各
々
に
説
明
文
を
添
え
た
も
の
。
異

形
怪
異
な
絵
が
散
見
さ
れ
、
中
国
古
代
の
地
理
書

で
あ
る
『
山
海
経
図
』
の
類
を
参
考
に
し
て
、
取

捨
選
択
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
江
戸
期
に
お
け

る
『
山
海
経
』
受
容
の
一
端
が
伺
え
る
資
料
で
あ

る
。
各
冊
の
巻
頭
に
は
、
徳
川
御
三
卿
の
一
つ
で

あ
る
田
安
家
の
蔵
書
印
「
田
安
府
芸
台
印
」
が
捺

さ
れ
る
。

七
　
第
29
巻　
第
７
回
配
本
〔
２
０
１
９
年
12
月
〕

9

影
印
本
文
見
本
（
A
4
判
横
）

天神縁起絵巻�二九

（
25）

（
26）
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【高精細カラー版】新天理図書館善本叢書の製作現場

❶ 原本撮影：天理図書館
古典籍・古文書に最適な撮影技術を用い
て、高精度なデジタル撮影（約 2,230 万
画素）を行い、可能な限り豊富な原本情
報の再現を図る。

➡

❷ レイアウト：八木書店
DTP ソフト（Adobe InDesign）を用いて、
影印本文のトリミング・柱表示・ノンブ
ル等の割付を行い、校正刷で確認の上、
天理時報社に組版データを入稿。

➡

❸ 色校正：天理時報社
撮影 RAW データを CMYK 4 版に変換
して色補正を行い、高精度の印刷用画像
を生成。料紙・墨文字・朱などの色調整
を済ませて、本番に使用する印刷機・印
刷用紙で全頁の校正刷を印刷。

❹ 原本照合：天理図書館
原本と本紙色校正との色照合を、天理図
書館・天理時報社の担当者で実施。１頁
毎に全体イメージと料紙・墨文字・朱な
どの部分イメージを照合し、要調整箇所
については校正刷に指示を記入。これを
元に印刷用データを調整。

❺ 印刷：天理時報社
最新のハイブリッド UV システムを使用

（印刷機は KOMORI GL-540H-UV）。イン
キは UV 光照射による速乾性で、最終的
な仕上がりを即時に確認可能。天理図書
館・八木書店の担当者も立ち会い、点検・
調整の上、印刷を進行。

❻ 製本：博勝堂（東京都新宿区）
糸かがり、上製クロス装とし、日常の連
用・長期保存に耐える堅牢な製本に。
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