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官板『干禄字書』の刊記。右側が本来の官板としての刊記。年号だけで素気ない。左はそ

の後印本で、板木を払い下げて民間で売るようになった。左に丁を改めて加えたのが奥

付で、4 軒の本屋が並んで書かれている。末行の浅倉屋久兵衛が事実上の板元である。

 

§
刊
記
と
は 

和
本
の
う
ち
印
刷
本
で
あ
る
版
本
の
巻
末
な
ど
に
記
さ
れ
た
出
版
に
関
す
る
記
述

を
刊
記

か

ん

き

と
い
う
。 

も
と
も
と
中
世
以
前
の
写
本
で
も
、
誰
が
い
つ
書
写
し
た
か
を
記
す
「
奥
書

お
く
が
き

」
が

伝
統
的
に
存
在
し
て
い
た
。
版
本
の
刊
記
は
、
こ
の
習
慣
が
根
付
い
て
い
た
か
ら
だ

と
思
わ
れ
る
。
江
戸
時
代
に
は
、
た
と
え
ば
享
保
の
改
革
の
さ
い
の
条
文
に
「
何
書

物
ニ
よ
ら
す
此
以
後
新
板
之
物
、
作
者
并
板
元
之
実
名
、
奥
書
ニ
為
致
可
申
候
事
」

と
あ
る
よ
う
に
、
刊
記
の
こ
と
を
奥
書
と
も
い
っ
て
い
た
。
欧
米
で
は
扉
な
ど
の
タ

イ
ト
ル
ペ
ー
ジ
に
記
さ
れ
、
巻
末
に
記
す
こ
と
は
少
な
い
。
中
国
で
も
こ
の
方
法
は

必
ず
し
も
習
慣
的
で
な
く
、
明
代
の
木
記

も

っ

き

や
清
代
の
封
面
（
見
返
し
）
な
ど
を
除
く

と
あ
ま
り
見
る
こ
と
が
な
い
。
日
本
で
は
、
そ
の
ま
ま
巻
末
に
丁
を
改
め
て
書
く
「
奥

付
」
へ
と
つ
な
が
り
、
現
代
に
い
た
る
長
い
歴
史
的
な
積
み
重
ね
が
あ
る
。
用
語
と

し
て
は
、
現
代
の
書
誌
学
に
応
じ
て
「
刊
記
」
で
統
一
し
て
お
く
。 

そ
の
刊
記
に
は
、
じ
つ
に
多
く
の
情
報
が
含
ま
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
見
れ
ば
版
本

の
出
版
・
販
売
の
経
緯
を
か
な
り
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ

を
正
し
く
読
み
取
る
の
は
必
ず
し
も
簡
単
で
は
な
い
。
出
版
に
関
す
る
江
戸
時
代
の

制
度
・
慣
行
が
複
雑
だ
か
ら
で
あ
る
。 

江
戸
時
代
の
出
版
物
に
は
、
次
の
よ
う
な

特
徴
が
あ
っ
た
。
か
な
り
特
殊
な
発
展
を
と
げ
た
。 

１
．
十
七
世
紀
に
、
活
字
版
で
な
く
整
版

せ
い
は
ん

（
木
版
）
に
よ
る
印
刷
が
中
心
と
な
り
、

板
木
の
寿
命
が
長
い
の
で
、
百
年
、
二
百
年
単
位
で
印
刷
さ
れ
た
。
そ
の
板
木
を
売

買
譲
渡
す
る
こ
と
で
、
別
の
板
元
か
ら
増
刷
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
な
る
。 

２
．
同
一
テ
キ
ス
ト
を
複
数
の
板
元
か
ら
刊
行
す
る
事
例
が
多
か
っ
た
が
、
こ
の

重
板
・
類
板
を
締
め
出
す
こ
と
で
京
・
大
坂
で
は
元
禄
の
頃
、
江
戸
で
も
十
八
世
紀

前
半
の
う
ち
に
、
事
実
上
の
出
版
権
（
板
株
）
が
確
立
し
た
。
こ
れ
を
本
屋
仲
間
が

エ
ッ
セ
イ 

古
本
屋
の
仕
事
場 

十
二 
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帳
簿
で
管
理
し
た
。
こ
の
原
簿
を
対
照
す
る
た
め
に
刊
記
に
は
初
刷
の
時
の
年
代
を

修
正
し
な
い
で
そ
の
ま
ま
載
せ
る
習
慣
が
あ
っ
た
。 

３
．
そ
れ
が
進
ん
で
十
八
世
紀
後
半
か
ら
は
、
板
株
を
分
割
し
て
複
数
の
本
屋
で

共
同
出
版
（
相あ

い

合
板

あ
い
は
ん

）
す
る
事
例
が
増
大
し
、
十
九
世
紀
に
入
る
と
そ
の
割
合
は
六

〇
％
近
く
に
達
す
る
（
拙
著
『
江
戸
の
本
屋
と
本
づ
く
り
』
）
。 

４
．
私
家
版
（
素
人

し
ろ
う
と

蔵
板

ぞ
う
は
ん

）
の
刊
行
も
盛
ん
で
、
つ
ね
に
二
、
三
〇
％
を
占
め
た

（
同
書
）
。
こ
の
蔵
板
物
を
後
に
本
屋
が
発
売
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。 

５
．
刊
行
し
た
本
を
他
都
市
で
販
売
す
る
（
売
り
さ
ば
き
、
売
出
し
）
た
め
に
、

複
数
の
都
市
を
超
え
た
本
屋
名
が
刊
記
に
並
ぶ
こ
と
が
多
い
。
前
頁
の
図
の
左
側
の

よ
う
に
、
四
軒
の
本
屋
が
並
ん
で
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
本
当
の
板
元
は
浅
倉
屋
久

兵
衛
で
、
あ
と
の
三
軒
は
売
り
さ
ば
き
だ
け
を
担
う
店
で
あ
る
。 

こ
の
た
め
刊
記
を
見
た
だ
け
で
は
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
浮
き
上
が
る
。 

１
．
そ
の
本
の
実
際
の
発
売
時
期
が
わ
か
ら
な
い
。
初
版
初
刷
刊
行
か
ら
、
後
刷
、

再
板
な
ど
の
経
過
（
刊
印

か
ん
い
ん

修
し
ゅ
う

）
を
経
る
ど
の
位
置
に
属
す
る
本
な
の
か
が
は
っ
き
り

し
な
い
か
ら
だ
。
別
の
本
と
比
較
対
照
し
て
は
じ
め
て
認
識
で
き
る
問
題
で
あ
る
。 

２
．
刊
記
を
そ
の
ま
ま
「
図
書
カ
ー
ド
」
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
入
力
も
含
め
て
）
に

採
録
し
て
も
、
そ
こ
に
載
っ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
本
屋
の
役
割
が
わ
か
ら
な
い
と
正

し
い
情
報
に
な
ら
な
い
。 

３
．
刊
記
の
な
い
本
も
私
家
版
を
は
じ
め
と
し
て
少
な
く
な
い
。
そ
う
し
た
本
の

刊
行
状
況
を
知
る
手
立
て
も
必
要
で
あ
る
。 

 §
刊
記
を
正
し
く
読
む
た
め
に 

こ
の
問
題
は
、
こ
と
和
刻
本
漢
籍
の
刊
印
修
に
関
し
て
は
、
長
澤
規
矩
也
氏
の
『
和

刻
本
漢
籍
分
類
目
録
』
（
昭
和
五
十
一
年
初
版
、
汲
古
書
院
）
で
解
決
し
て
い
た
。
該
博

な
先
生
は
全
国
の
文
庫
の
本
を
実
物
で
比
較
対
照
し
、
そ
の
順
番
ま
で
明
ら
か
に
し

て
目
録
を
作
成
さ
れ
た
。
左
の
図
は
同
目
録
の
官
板
『
干か

ん

禄ろ
く

字
書

じ

し

ょ

』
の
部
分
で
あ
る
。

最
初
官
板
と
し
て
昌
平
坂
学
問
所
で
刊
行
さ
れ
た
大
本
一
冊
。
そ
の
と
き
の
刊
記
は

ど
の
官
板
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
巻
末
に
「
文
化
十
四
年
刊
」
と
あ
る
だ
け
で
あ

る
（
前
頁
図
の
右
側
）
。 

そ
の
板
木
が
払
い
下
げ
ら
れ
て
、
は
じ
め
は
出
雲
寺
万
次
郎
か
ら
出
さ
れ
た
。
板

木
は
そ
の
後
和
泉
屋
金
右
衛
門
に
渡
り
、
さ
ら
に
浅
倉
屋
久
兵
衛
へ
と
移
っ
た
（
前

頁
図
の
左
側
が
そ
れ
）
。
最
後
の
浅
倉
屋
が
印
刷
し
た
本
は
明
治
に
入
っ
て
も
続
い

た
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。 

つ
ま
り
書
誌
の
基
本
情
報
は
同
一
で
も
、
刊
記
に
載
っ
た
本
屋
名
に
よ
っ
て
、
後

印
、
後
修
、
再
板
な
ど
の
経
過
の
中
で
そ
の
本
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
私

た
ち
は
こ
れ
を
大
い
に
役
立
た
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
大
部
分
の
「
国
書
」
に
は
そ
れ
が
で
き
て
い
な
い
。
西
鶴
・
秋

成
な
ど
の
メ
ジ
ャ
ー
な
本
は
よ
く
研
究
さ
れ
て
い
る
が
、
大
半
の
本
は
手
が
つ
け
ら

れ
て
い
な
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
「
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
」
は
大
変
有
益
な
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
だ
が
、
そ
こ
ま
で
の
用
意
が
で
き
て
い
な
い
。
そ
の
元
に
な
っ
て
い
る

各
所
蔵
者
が
出
す
デ
ー
タ
が
不
十
分
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
「
刊
印
修
」

な
ど
に
は
こ
だ
わ
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 



 - 3 - 

§
刊
記
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
イ
メ
ー
ジ 

そ
こ
で
、
す
べ
て
の
版
本
に
つ
い
て
、
刊
記
の
記
載
と
そ
こ
か
ら
判
断
さ
れ
る
後

印
、
後
修
、
再
板
な
ど
の
「
刊
印
修
」
経
過
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
目
的
の
「
刊
記

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
テ
キ
ス
ト
の
出
典
を
明
確
に
す
る
こ
と

に
も
使
用
で
き
る
。
完
全
な
初
版
・
初
印
で
な
く
と
も
、
調
査
の
た
め
の
「
基
準
点
」

と
な
る
本
の
特
定
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
本
が
ど
の
よ
う
な
経
過
を

た
ど
っ
て
発
刊
さ
れ
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
図
書
学
・
書
誌
学
だ
け

で
な
く
、
和
本
を
利
用
す
る
研
究
者
・
愛
好
家
に
と
っ
て
も
必
要
だ
ろ
う
。 

こ
れ
に
は
各
個
別
の
本
の
刊
記
を
正
し
く
と
っ
て
記
述
し
て
お
く
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
（
下
図
は
そ
の
イ
メ
ー
ジ
画
像
）
。
巻
末
の
記
述
だ
け
で
な
く
、
見
返
し
、

序
跋
、
刊
語
な
ど
も
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
補
完
と
し
て
、
こ
れ
ら
関
係
す
る

記
述
の
あ
る
頁
を
画
像
に
し
て
お
く
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。
文
字
デ
ー
タ
と
画
像
デ

ー
タ
が
き
ち
ん
と
つ
な
が
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
画
像
と
の
リ
ン
ク
が
今
後
、

非
常
に
重
要
に
な
る
。
本
文
も
含
め
た
全
画
像
も
必
要
だ
が
、
次
の
よ
う
な
問
題
か

ら
あ
と
ま
わ
し
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
刊
記
な
ど
の
情
報
頁
画
像
だ
け
で
も
先

行
し
た
い
の
で
あ
る
。 

現
在
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
は
、
各
地
の
図
書
館
の
和
本
の
本
文
画
像
が
か
な

り
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
い
わ
ゆ
る
「
貴
重
書
」
が
優
先
す
る
の
で
、
一
般

的
な
和
本
に
は
な
か
な
か
手
が
回
ら
な
い
、
機
関
ご
と
に
ば
ら
ば
ら
の
規
格
（
フ
ォ

ー
マ
ッ
ト
）
で
撮
ら
れ
、
独
自
の
見
せ
方
を
し
て
い
る
た
め
統
一
性
が
な
い
。
テ
キ

ス
ト
と
し
て
版
や
刷
り
の
違
う
す
べ
て
を
画
像
化
や
翻
刻
す
る
必
要
が
今
ま
で
は
な

か
っ
た
の
で
、
後
印
本
や
再
板
本
の
画
像
は
ほ
と
ん
ど
撮
ら
れ
な
い
、
な
ど
の
問
題

が
あ
る
の
で
あ
る
。
と
く
に
規
格
の
不
統
一
は
ま
る
で
腫
れ
物
に
触
る
か
の
よ
う
に

誰
も
そ
れ
を
ま
と
め
よ
う
と
い
う
動
き
が
な
い
。
そ
れ
な
ら
、
刊
記
関
係
の
画
像
だ
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け
で
も
先
行
し
た
い
。
そ
れ
を
容
易
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
広

く
公
開
す
る
こ
と
が
絶
対
条
件
で
あ
る
。 

画
像
を
撮
る
こ
と
は
容
易
に
な
っ
て
い
る
。
市
販
の
ス
キ
ャ
ナ
ー
で
も
十
分
な
解

像
度
が
あ
る
し
、
一
眼
レ
フ
式
の
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
も
精
度
が
高
い
。
絵
画
や
錦
絵

の
よ
う
な
精
度
と
照
明
技
術
の
必
要
な
ジ
ャ
ン
ル
は
さ
て
お
き
、
一
般
的
な
楮
紙
の

袋
綴
和
本
は
、
こ
れ
で
十
分
で
あ
る
。
そ
の
画
像
を
、
圧
縮
の
な
いtif

かraw

形
式

で
サ
ー
バ
ー
内
に
保
存
し
て
お
き
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
公
開
す
る
と
き
は
、

見
や
す
いjpg

フ
ァ
イ
ル
に
す
る
、
と
い
っ
た
現
在
の
標
準
的
な
方
法
で
十
分
で
あ
る
。

将
来
、
規
格
が
変
化
し
て
もtif

かraw
が
あ
れ
ば
変
換
が
で
き
る
。 

「
刊
記
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
の
内
容
は
刊
記
関
係
に
重
点
を
置
き
、
き
ち
ん
と
し
た
書

誌
デ
ー
タ
は
「
日
本
古
典
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
あ
る
固
有
の
番
号
「
著
作ID

」
と

関
係
づ
け
て
参
照
す
る
。
画
像
が
複
数
枚
あ
っ
て
も
サ
ム
ネ
イ
ル
（
縮
小
一
覧
表
示
）

で
対
応
す
る
。 

 §
書
誌
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
基
礎
と
な
る
も
の 

こ
れ
か
ら
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
順
応
性
が
あ
っ
て
、
融
通
の

利
く
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
構
造
で
あ
り
、
相
互
の
連
携
が
と
り
や
す
い
こ
と
で
あ
る
。

今
使
わ
れ
て
い
る
図
書
館
用
の
シ
ス
テ
ム
は
洋
装
本
に
は
優
れ
て
い
る
が
、
和
本
と

な
る
と
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
と
く
に
画
像
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
難
し
い
。

従
来
の
資
産
を
残
す
た
め
な
ら
、
今
あ
る
図
書
館
用
の
シ
ス
テ
ム
に
至
急
、
複
数
の

画
像
と
の
リ
ン
ク
用
の
フ
ィ
ー
ル
ド
を
つ
け
て
ほ
し
い
。
ま
た
刊
記
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

の
よ
う
な
外
部
の
シ
ス
テ
ム
と
連
携
で
き
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。 

デ
ー
タ
の
基
礎
と
な
る
も
の
に
、
『
和
刻
本
漢
籍
分
類
目
録
』
を
デ
ジ
タ
ル
化
し

た
い
。
国
文
学
研
究
資
料
館
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
「
和
刻
本
漢
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
」
で
は
主
と
し
て
刊
記
や
跋
文
な
ど
の
記
述
を
少
し
ず
つ
公
開
し
て
い
る
。
長
澤

版
の
目
録
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
二
重
手
間
に
な
ら
な
い
よ
う
に
お

願
い
し
た
い
。
さ
ら
に
画
像
も
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。 

そ
の
ほ
か
の
「
国
書
」
に
つ
い
て
は
、
一
千
万
件
以
上
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
全
国

の
版
本
を
悉
皆
調
査
し
た
い
く
ら
い
だ
が
、
現
実
的
で
な
い
の
で
主
要
な
文
庫
・
機

関
か
ら
情
報
を
提
供
し
て
も
ら
う
。
『
江
戸
時
代
初
期
出
版
年
表
』
（
岡
雅
彦
他
、
勉

誠
出
版
）
は
刊
記
を
集
成
し
た
あ
り
が
た
い
目
録
だ
が
、
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
さ
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
？ 

画
像
は
撮
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？ 

 

龍
谷
大
学
・
日
下
幸
男
教
授
は
『
中
野
本
・
宣
長
本
刊
記
集
成
』
な
ど
の
業
績
が

あ
る
が
、
ぜ
ひ
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
元
に
な
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
あ

る
。
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
ア
ク
セ
ス
し
て
デ
ー
タ
を
集
積
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思

う
。 江

戸
期
版
本
の
数
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
「
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
」
で
集
計

す
る
と
、
江
戸
時
代
の
刊
年
が
わ
か
っ
て
い
る
分
だ
け
で
約
四
万
四
千
点
あ
る
（拙
著

『江
戸
の
本
屋
と
本
づ
く
り
と
』）
。
刊
記
の
な
い
本
、
中
世
以
前
に
成
立
し
た
古
典
、
和
刻

本
漢
籍
、
仏
教
書
を
加
え
る
と
、
実
数
は
そ
の
倍
あ
る
だ
ろ
う
。
八
万
と
し
て
み
る
。

『
和
刻
本
漢
籍
分
類
目
録
』
で
サ
ン
プ
ル
集
計
し
た
と
こ
ろ
一
点
の
本
に
対
し
て
、
刊

記
の
異
な
る
後
印
・
再
板
本
の
数
は
三
・
二
七
だ
っ
た
。
こ
れ
で
単
純
計
算
す
る
と

二
十
五
万
件
を
超
え
る
が
、
少
な
め
に
見
て
も
お
よ
そ
二
十
万
と
い
う
の
が
対
象
と

な
る
刊
記
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
総
レ
コ
ー
ド
数
で
あ
る
。 

こ
の
仕
事
を
進
め
る
た
め
に
は
、
知
識
を
持
っ
た
人
材
の
育
成
な
ど
多
く
の
課
題

は
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
が
基
礎
と
な
っ
て
、
次
の
よ
り
大
が
か
り
な
「
日
本
語
の
歴

史
的
典
籍
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
想
」
へ
と
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し

て
い
た
だ
き
た
い
の
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
二
〇
一
二
年
一
月
） 


