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簡
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（
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０
２
３
年
10
月
28
日
〜
）

国
の
国
の

日
本
は
１
８
７
３
年
か
ら
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
（
太

陽
暦
）
を
採
用
し
た
が
、
そ
れ
以
前
は
旧
暦
を
用

い
て
い
た
。
厳
密
に
は
旧
暦
は
天
保
暦
を
指
す
が
、

現
在
で
は
、
改
暦
以
前
の
和
暦
全
般
や
そ
の
後
の

天
保
暦
に
倣
っ
た
太
陰
太
陽
暦
も
ひ
と
ま
と
め
に
、

そ
う
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。

2023 年 6月、国立天文台所蔵の『星学手簡』が国の重要文化財に指定された。

本展示では、同手簡や関連する書物・文献の展示を行う。　

『星学手簡（上）』

日
本
の
暦
の
歴
史
は
、
始
ま
り
が
判

然
と
し
な
い
。『
日
本
書
紀
』
巻
19
に
は
、

欽
明
天
皇
十
四
年
（
５
５
３
）
六
月
、

百
済
に
医
博
士
・
易
博
士
・
暦
博
士

等
の
交
代
や 

暦
本 

の
送
付
を
依
頼
す

る
記
述
が
あ
る
。

江
戸
時
代
よ
り
前
は
、
大
陸
よ
り

も
た
ら
さ
れ
た
暦
を
使
用
し
て
い
た
。

し
か
し
、
冲
方
丁
の
小
説
『
天
地
明
察
』

の
主
人
公
に
も
な
っ
た
渋
川
春
海
に
よ

る
「
貞
享
暦
」
の
登
場
に
よ
り
、
日

本
は
独
自
の
暦
の
歴
史
を
歩
み
始
め
る

こ
と
と
な
っ
た
。

「
貞
享
暦
」
は
貞
享
二
年
か
ら
使
用

さ
れ
た
暦
で
、
中
国
の
「
授
時
暦
」
に

倣
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
日
本
と
中
国
の

経
度
差
や
冬
至
と
近
日
点
の
ず
れ
を
考

慮
し
た
初
め
て
の
日
本
独
自
の
暦
で
あ

る
。
こ
の
後
、「
米
将
軍
」
で
知
ら
れ
る

徳
川
吉
宗
は
、
西
洋
天
文
学
を
考
慮
し

た
改
暦
に
熱
意
を
燃
や
す
が
、
存
命
の

う
ち
に
か
な
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
安
倍
（
土
御
門
）
泰
邦
ら

に
よ
る
「
宝
暦
暦
」
へ
の
改
暦
が
見
ら

れ
る
が
、
基
本
と
な
る
理
論
は
「
貞
享

暦
」
と
同
じ
で
あ
り
、
む
し
ろ
間
違
っ

た
補
正
値
が
加
え
ら
れ
る
な
ど
し
た
。

さ
ら
に
宝
暦
十
三
年
九
月
の
日
食
を
暦

に
記
載
し
な
い
と
い
う
失
態
も
犯
し
た
。

「
修
正
宝
暦
暦
」
へ
の
改
暦
も
行
わ
れ

る
が
、
根
本
的
な
改
善
が
な
さ
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。

今
回
展
示
し
た『
星
学
手
簡
』
で
は
、

こ
の
後
の
「
寛
政
暦
」
へ
と
至
る
経
緯

や
そ
の
後
の
流
れ
を
垣
間
見
る
こ
と
が

で
き
る
。『
星
学
手
簡
』
は
主
に
、
同

暦
を
編
纂
し
た
高
橋
至
時
と
間
重
富

の
間
で
取
り
交
わ
さ
れ
た
書
状
を
ま
と

め
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
至
時
の
弟

子
と
な
っ
た
、
精
密
な
日
本
地
図
で
有

名
な
伊
能
忠
敬
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ

て
い
る
が
、
ぜ
ひ
第
18
回
の
展
示
も
参

照
い
た
だ
き
た
い
。

「
寛
政
暦
」
後
は
、
至
時
の
次
男
で

あ
る
渋
川
景
佑
ら
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た

「
天
保
暦
」
を
用
い
る
こ
と
と
な
り
、

明
治
五
年
十
二
月
の
太
陽
暦
へ
の
改
暦

ま
で
使
用
さ
れ
る
。

『
星
学
手
簡
』
は
景
佑
に
よ
り
ま
と

め
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、
景
佑
は

「
天
保
暦
」
の
編
纂
に
と
ど
ま
ら
ず
、

多
大
な
功
績
を
残
し
て
い
る
。

じ
ょ
う
き
ょ
う
れ
き

や
す
く
に

ほ
う
り
ゃ
く
れ
き

て
ん
ぽ
う
れ
き

し
げ
と
み

は
ざ
ま

か
ん
せ
い
れ
き

あ

べ

じ
ゅ
じ
れ
き

こ
よ
み
の
は
か
せ

こ
よ
み
の
た
め
し

た
か
は
し
よ
し
と
き

き
ん
め
い
て
ん
の
う

し
ぶ
か
わ
か
げ
す
け

・第 18回常設展示：「測地」https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/exhibition/018/
・背景画像：『星学手簡（上）』寛政七年十二月六日付　間繁太郎宛高橋至時書状（天文方着任）

つ
ち
み
か
ど



寛政八年五月八日付書状

「
宝
暦
暦
」
に
お
け
る
日
食
の
記
載
漏

れ
と
い
う
失
態
が
見
ら
れ
る
中
、
地
方
で

は
有
能
な
暦
算
家
が
台
頭
し
て
い
た
。

そ
の
う
ち
の
一
人
が
、
麻
田
剛
立
で
あ
る
。

至
時
と
重
富
は
剛
立
の
元
で
共
に
学
ん

だ
同
学
で
あ
る
。
剛
立
と
二
人
と
の
や

り
取
り
は
、
至
時
（
右
文
中
で
は
「
高

橋
作
左
衛
門
」）
が
幕
府
天
文
方
に
抜
擢

さ
れ
、
新
し
い
暦
の
編
纂
を
始
め
て
か
ら

も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

至
時
は
西
洋
天
文
学
、
特
に
ケ
プ
ラ

ー
の
楕
円
運
動
を
取
り
入
れ
た
中
国
の

暦
学
書
で
あ
る
『
暦
象
考
成 

後
編
』
を

理
解
す
る
ほ
ど
天
文
学
理
論
に
長
け
て

お
り
、
幕
府
か
ら
改
暦
の
任
を
受
け
た
。

れ
き
し
ょ
う
こ
う
せ
い

ご
う
り
ゅ
う

あ
さ
だ

重
富
は
大
阪
の
商
人
の
出
で
あ
り
天
文
方
に
な
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
観
測
や
機
器
製
作
技
術
の
高

さ
と
財
力
で
、
至
時
と
共
に
改
暦
を
推
し
進
め
る
こ
と

と
な
る
。

『
星
学
手
簡
』
で
は
、
重
富
か
ら
至
時
へ
の
技
術
的

な
報
告
や
相
談
、
私
信
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

彼
は
先
任
の
天
文
方
で
あ
る
吉
田
秀
升
、
山
路
徳
風

と
共
に
上
京
、
土
御
門
家
と
改
暦
の
相
談
を
行
う
と
と

も
に
、
足
立
信
頭
ら
と
西
三
条
台
の
改
暦
所
（
京
都
）

で
観
測
に
従
事
し
た
。

ひ
で
の
り

よ
し
だ

や
ま
じ

よ
し
つ
ぐ

あ
だ
ち 

の
ぶ
あ
き
ら

『暦象考成 後編』

『星学手簡（上）』

重富より至時への観測機器に関する書状

『星学手簡（上）』
重富より至時への書状

『星学手簡（中）』

乾隆七年（1742）再訂 写本 10巻 10冊 巻三欠

【和漢書目録 No.533、マイクロ No.61-62】



至
時
は
寛
政
九
年
に
は
『
暦
象
考
成
』

を
元
に
『
暦
法
新
書
』
を
編
纂
、
土
御
門

泰
栄
の
手
を
経
て
上
奏
さ
れ
、
十
月
十
九

日
に
改
暦
が
宣
下
さ
れ
た
。
こ
れ
が
「
寛

政
暦
」（
寛
政
丁
巳
暦
）
で
あ
り
、
翌
十

年
よ
り
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に

至
り
、
西
洋
天
文
学
を
取
り
込
ん
だ
改
暦

と
い
う
徳
川
吉
宗
の
理
想
が
、
暦
象
考
成

経
由
と
い
う
間
接
的
な
形
な
が
ら
実
現
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
夜
明
と
日
暮
の
定
義

も
、
こ
の
と
き
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
残
念
な
こ
と
に
、
記
念
す
べ
き
寛

政
九
年
の
書
状
は
三
通
し
か
知
ら
れ
て
い

な
い
。

『星学手簡（上）』

●寛政九年の書状は三通

つ
ち
み
か
ど

や
す
な
が

れ
き
ほ
う

し
ん
し
ょ

上：　寛政九年六月十五日付
　　　高橋至時宛間重富書状

右：　寛政九年九月十八日付
　　　間重富宛高橋至時書状

下：　寛政九年五月八日付
　　　高橋至時宛間重富書状

「
寛
政
暦
」
改
暦
の
功
労
者
は
、
言
う
ま
で
も
な
く

至
時
と
重
富
で
あ
る
の
だ
が
、
新
暦
法
に
精
通
し
て
い

る
と
は
言
い
難
い
世
襲
の
天
文
方
で
あ
る
吉
田
・
山
路

が
よ
り
多
く
の
報
奨
を
得
る
に
至
っ
た
。
ま
た
、
家
格

を
重
ん
じ
る
二
人
と
旧
弊
を
重
ん
ず
る
土
御
門
家
と

の
関
係
を
維
持
し
な
が
ら
新
規
理
論
を
暦
に
反
映
さ

せ
よ
う
と
し
た
至
時
ら
の
苦
心
は
、
観
測
以
外
に
も

並
々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

これらは、大変長い書状の１ページ目だけを

それぞれ示している。今も昔も、新しいもの

の導入には苦労がつきものであるということが

理解できる。単調な業務連絡だけではなく、
互いの心情についてもうかがえるところも『星
学手簡』の興味深い点である。

至
時
の
苦
心
を
察
し
な
が
ら
も
、
厚
い
友
情

を
も
っ
て
短
慮
を
戒
め
た
重
富
の
書
状
に
は
、

そ
の
間
の
実
情
が
詳
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
当
時
の
彼
ら
の
考
え
を
う
か
が
う
こ
と

が
で
き
る
貴
重
な
も
の
で
も
あ
る
。



楕円軌道の図

『暦象考成 後編』より

『
ラ
ラ
ン
デ
暦
書
』
の
翻
訳
に

は
高
橋
至
時
の
ほ
か
に
間
重
富
、

高
橋
景
保
、
渋
川
景
佑
ら
が
関

わ
っ
て
い
る
。

"Astronomie"
Joseph Jerome Le Francais de 
Lalande著 第 2版 1771年 
全 3冊 フランス

上：表紙、右：内装

至
時
は
享
和
三
年
に
、
最
新
の
西
洋
天
文
学
が
記
載
さ
れ
た『
ラ
ラ
ン
デ
暦
書（
フ

ラ
ン
ス
の 

〝A
stronom

ie

〟 

の
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
）』
を
17
日
間
だ
け
借
り
て
（
後
に

幕
府
が
購
入
）
読
み
、
直
接
西
洋
天
文
学
に
触
れ
、
そ
の
内
容
に
感
嘆
し
寝
食
を

忘
れ
て
、
抄
訳
に
没
頭
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
無
理
が
た
た
っ
た
た
め
か
、

早
世
し
た
。

「
寛
政
暦
」
は
西
洋
天
文
学
を
採
り
入
れ
た
『
暦
象

考
成 

後
編
』
を
も
と
に
し
た
暦
法
で
あ
っ
た
が
、
日
月

食
の
予
測
精
度
は
十
分
に
観
測
を
満
足
で
き
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
。

ま
た
、『
暦
象
考
成 

後
編
』
で
は
太
陽
と
月
の
楕
円

運
動
を
扱
っ
て
い
る
が
、
惑
星
の
運
動
に
つ
い
て
は
書

か
れ
て
お
ら
ず
、『
暦
象
考
成 

上
編
』
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
周
転
円
の
組
み
合
わ
せ
を
使
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。至

時
は
改
暦
の
大
仕
事
を
成
し
遂
げ
た
の
ち
も
決
し

て
満
足
せ
ず
、
観
測
や
研
究
を
重
ね
、
こ
れ
ら
の
問
題

の
改
善
に
取
り
組
む
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
。

た
か
は
し
か
げ
や
す



明時館図書印（左上）と
東京天文台印（右ページ）

『星学手簡』
高橋至時、間重富他筆 渋川景佑編 写本
上、中、下巻 ３冊
【和漢書目録 No.246、マイクロ No.36】

渋川景佑、足立信頭他編
天保七年（1836）写本 15巻 15冊

【和漢書目録 No.211、マイクロ No.8-9】

『新巧暦書』

高橋至時著 
享和元年（1801）稿本 1冊

【和漢書目録 No.218、マイクロ No.6】

『新修五星法』

渋川景佑、足立信頭編
天保十三年（1842）写本 ９巻 ９冊
【和漢書目録 No.223、マイクロ No.33】

至
時
は
惑
星
に
も
楕
円
運
動
を
採
り
入
れ

る
べ
く
研
究
を
重
ね
、『
新
修
五
星
法
』
を
遺

す
こ
と
と
な
る
。『
新
修
五
星
法
』
は
渋
川
家

を
継
い
だ
渋
川
景
佑
に
よ
り
後
年
完
成
し
、『
ラ

ラ
ン
デ
暦
書
』
に
基
づ
く
『
新
巧
暦
書
』
と
共

に
幕
府
に
献
上
さ
れ
て
い
る
。

幕
府
か
ら
『
新
巧
暦
書
』
に
よ
る
改
暦
の
命

が
下
る
と
、
景
佑
ら
は
『
新
法
暦
書
』
９
冊

を
編
纂
、
土
御
門
晴
親
に
よ
る
校
閲
を
経
て
、

改
暦
が
宣
言
さ
れ
た
。
日
本
最
後
の
太
陰
太
陽
暦

法
で
あ
る
「
天
保
暦
」
の
誕
生
で
あ
る
。

  『
星
学
手
簡
』
は
幕
末
ま
で
渋
川
家
に
所
蔵
さ

れ
て
い
た
が
、
明
治
前
期
に
科
学
思
想
史
研
究
家

の
狩
野
亨
吉
の
手
に
渡
り
、
の
ち
に
東
京
天
文
台

（
現
、
国
立
天
文
台
）
に
譲
渡
さ
れ
る
。

し
ん
こ
う

れ
き
し
ょ

『新法暦書（天保暦書）』

し
ん
し
ゅ
う

ご
せ
い

ほ
う

か
の
う

こ
う
き
ち

つ
ち
み
か
ど

は
れ
ち
か

し
ん
ぽ
う

れ
き
し
ょ



第 61 回　国立天文台所蔵貴重書常設展示

会期　　2023 年 10 月 28 日～
会場　　天文台歴史館（大赤道儀室）

編集・発行

自然科学研究機構　国立天文台

天文情報センター暦計算室，図書係

三鷹図書室    e-mail: tosho@nao.ac.jp
                    電　話 : 0422 (34)3951

現
在
は
も
ち
ろ
ん
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦

(
太
陽
暦
)
に
基

づ
き
、
日
付
は
決
定
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
旧
暦
に

相
当
す
る
日
付
で
、
伝
統
的
七
夕
や
中
秋
な
ど
、
季
節

の
行
事
が
決
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

現
在
も
日
常
に
残
る
旧
暦
。
日
本
で
初
め
て
西
洋
天

文
学
に
基
づ
き
、
よ
り
正
確
な
暦
を
日
本
人
が
独
自
に

編
集
し
た
努
力
の
記
録
を
、
ぜ
ひ
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

・日本洋学史の研究 （創元学術双書 [１]，５） / 有坂隆道編 . 創元社 , 1968-1979

・国立天文台天文情報センター暦計算室 . “暦Wiki｢寛政暦（かんせいれき） / 寛政丁巳暦｣”．国立天文台．
https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/wiki/B4B2C0AFCEF1.html，（参照 2023-10-28）．

・国立天文台天文情報センター暦計算室，図書係 . "国立天文台所蔵貴重書常設展示 "．
国立天文台ホームページより（参照 2023-10-28）．
　　第 1回「星学手簡」https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/exhibition/001/

　　第 17回「天保暦法とラランデ暦書」https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/exhibition/017/

　　第 31回「高橋至時」https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/exhibition/031/

　　第 40回「江戸時代の宇宙観」https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/exhibition/040/

貴重資料展示室
これまでの展示は次のURLで公開中です

国書データベース『星学手簡』

https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/exhibition/
index.html

https://doi.org/10.20730/100265804
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