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アシュクパシャ著 『ガリーブ・ナーメ (異界遍歴の書)』

本書は､ 14世紀前半の小アジアで書かれた､ トルコ語によるイスラーム神秘主

義 (スーフィズム) の著作で､ 長い間写本でのみ伝わってきたものである｡

当時の小アジアでは､ ルーム・セルジューク朝 (1077-1308) の首都コンヤを

中心としてイスラーム神秘主義が栄え､ 中央アジア出身のジャラール・ウッディー

ン・ルーミー (1207-1273) が主著 『マスナヴィー (押韻連句集)』 を著して､ イ

スラーム神秘主義の思想を広めた｡ しかし､ この著作はペルシア語で書かれてい

たため､ 小アジアに住みついたトルコ民族にとっては理解しにくく､ 縁遠いもの

であった｡ そこで､ 本書の著者であり､ イスラーム神秘主義者の系譜に連なるア

シュクパシャ (1272-1333) は､ 自分の同胞であるトルコ民族が理解できるよう

にトルコ語でイスラーム神秘主義を説くことを思い立ち､ 全10章100話から成る

この 『ガリーブ・ナーメ』 をヒジュラ暦730年 (西暦1329年) に完成した｡

本書は､ ルーミーの 『マスナヴィー』 と同様押韻連句による著作で､ 連句の数

およそ１万１千｡ ルーミーの 『マスナヴィー』 の場合､ 連句が約２万５千なので､

その半分以下の長さとなる｡ 本書の特徴としては､ ルーミーと同様にさまざまな

物語の中にイスラーム神秘主義思想を散りばめている点が挙げられるが､ 本書独

自の試みとして､ 章立ての数字 (１, ２, ３,...) に合わせて物語を用意してい

る点が指摘できる｡ たとえば本書第６章には､ 植物の生育に必要な６つの要素､

すなわち種蒔く人､ 種､ 地面､ 水､ 太陽､ 神の命令についての物語がある｡ アシュ

クパシャによれば､ これら６つの要素は､ それぞれ精神的指導者､ コーラン､ 人

の心､ 知恵､ 神秘主義的愛､ 神秘主義の力の譬えであるという｡

本書は､ トルコ語によるイスラーム神秘主義の著作としては最も古いものであ

り､ 当館所蔵本のほかにオーストリア国立図書館本やボローニャ大学本など多数

の写本があるが､ 本書全体を通しての厳密な校訂テクストの作成は､ まだ行われ

ていないようである｡

当館所蔵本は全317葉の写本で､ 縦29cm×横21cm｡ 書写面は縦23.5cm×横15.5

cm｡ 無界｡ 毎頁17行｡ バスマラ (唱辞) はナスフ体またはスルス体､ 本文はナ

スフ体｡ トルコ語本文は発音符号付き｡ 透かし入りで光沢がある紙に黒インクで

書写｡ 奥書なし｡ 書写生､ 書写年代とも不明だが､ 1485年書写のボローニャ大学

本と体裁が似通っており､ 本文の文字や紙の古さなどから判断して16～17世紀頃

の写本と思われる｡ 内容の構成は次の通り｡

ペルシア語序文 (第１葉裏―第２葉表)；著者によるペルシア語序文 (第２葉

裏―第５葉表)；オスマン・トルコ語本文 (第５葉裏―第317葉裏)

本文の最後：Bu kitabun khatumi ush oldi tamam, Dopdolu yuz dasitan

kaldi tamam. (この本の終わりはほらここだよ､ 完全に｡ ぎっしり百の物

語が残ったよ､ 完全に｡)

濃い茶色の革装本｡ 紙押えなし｡ メダイヨン型の花模様の空押しあり｡ 1984年

購入｡ ＜当館請求記号 Y782－A61＞ (白
しら

岩
いわ

一
かず

彦
ひこ

)



は
じ
め
に

電
子
展
示
会

｢

日
本
国
憲
法
の
誕
生｣

は
、
当
館
所
蔵
資
料
を
中

心
と
す
る
日
本
国
憲
法
制
定
当
時
の
貴
重
な
資
料
を
電
子
化
し
、
解

説
を
付
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
展
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
昨
年

公
開
し
た
も
の
を
全
面
的
に

刷
新
し
、
今
年
五
月
三
日
の

憲
法
記
念
日
に
公
開
し
た
。

こ
れ
で
、
二
か
年
計
画
で
進

め
て
き
た
電
子
展
示
会

｢

日

本
国
憲
法
の
誕
生｣

が
完
成

し
た
こ
と
に
な
る

(

上
図
は

ト
ッ
プ
画
面)

。

公
開
に
つ
い
て
は
本
誌

五
一
七
号

(

二
〇
〇
四
年
四

月)

で
す
で
に
お
知
ら
せ
し

た
が
、
今
回
は
、
一
年
目

(

第
一
期)

と
二
年
目

(

第
二

期)

の
特
徴
を
中
心
に
、
当

サ
イ
ト
の
全
容
を
紹
介
す
る
。

｢

概
説｣

と

｢

資
料
と
解
説｣

｢

概
説｣

で
は
、
終
戦
前
後
か
ら
憲
法
公
布
・
制
定
ま
で
の
過
程

を
五
章
に
分
け
て
簡
潔
に
説
明
し
て
い
る
。
概
説
を
理
解
す
る
上
で

参
考
と
な
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
組
織
図
や
内
閣
一
覧
な
ど
の
ペ
ー
ジ
も
用
意

し
た
。

｢

資
料
と
解
説｣

で
は
、
各
章
ご
と
に
資
料
の
画
像
と
解
説
を
掲

載
し
、
各
資
料
は
原
資
料
の
ほ
ぼ
全
ペ
ー
ジ
の
画
像
を
、
ペ
ー
ジ
を

め
く
る
感
覚
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
資
料
は
、
当
館

が
所
蔵
す
る
原
資
料
や
マ
イ
ク
ロ
資
料
の
ほ
か
、
外
部
機
関
の
協
力

を
得
て
掲
載
し
た
も
の
も
あ
る
。

第
一
期
で
は
約
一
〇
〇
点
の
資
料
を
掲
載
し
て
い
た
が
、
第
二
期

で
は
約
八
〇
点
を
追
加
し
、
計
約
一
八
〇
点
に
な
っ
た
。
第
一
期
は

制
定
過
程
の
基
本
資
料
を
中
心
に
掲
載
し
た
が
、
第
二
期
で
は
お
も

に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
側
と
連
合
国
側
の
資
料
を
追
加
し
、
憲
法
制
定
過
程
を
日

本
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
、
連
合
国
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
多
角
的
に
見
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

掲
載
資
料
の
追
加
に
伴
い
、｢

概
説｣

に
は
お
も
に
連
合
国
側
の

動
向
に
関
す
る
解
説
を
加
え
、｢

資
料
と
解
説｣

も
追
加
・
改
訂
し

た
。
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ま
た
、
多
く
の
文
書
は
テ
キ
ス
ト
化

(

文
字
起
こ
し)

し
て
提
供

し
て
い
る
。
第
一
期
で
は
四
四
点
を
テ
キ
ス
ト
化
し
た
が
、
第
二
期

で
は
、
第
一
期
の
文
書
を
含
め
て
約
八
〇
点
の
追
加
を
行
い
、
計

一
二
三
点

(

約
一
一
五
万
字)

に
な
っ
た
。

｢

論
点｣

｢

論
点｣

は
、
原
資
料
を
参
照
し
な
が
ら
特
定
の
テ
ー
マ
に
つ
い

て
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
第
二
期
で
新
設
し
た
コ
ン

テ
ン
ツ
で
あ
る
。
国
民
主
権
と
天
皇
制
や
戦
争
放
棄
な
ど
、
憲
法
制

定
当
時
の
六
つ
の
主
要
な
論
点
を
選
び
、
当
時
の
経
緯
や
論
議
の
内

容
を
解
説
し
た
。
解
説
文
中
で
取
り
上
げ
た
資
料
に
は
リ
ン
ク
を
は

り
、
原
資
料
の
該
当
ペ
ー
ジ
の
画
像
や
資
料
の
解
説
へ
ジ
ャ
ン
プ
で

き
る
よ
う
に
し
た
。

｢
文
書
庫｣
｢

文
書
庫｣

は
、
第
二

期
で
新
設
し
た
コ
ン
テ
ン

ツ
で
、
憲
法
制
定
過
程
に

お
い
て
重
要
な
役
割
を
果

た
し
た
個
人
や
機
関
が
所

蔵
ま
た
は
作
成
し
た
文
書

を
六
点
掲
載
し
た
。
各
文

書
に
は
解
説
と
目
次
を
付

け
、
そ
こ
か
ら
原
資
料
の

該
当
ペ
ー
ジ
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

｢

資
料
と
解
説｣

で
紹
介

し
て
い
る
個
々
の
文
書
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
も

｢

文
書
庫｣

で
ま

と
ま
っ
た
形
で
掲
載
し
、
一
連
の
資
料
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
他

【
人
物
紹
介
】

｢

概
説｣

や

｢

論
点｣

の
文
中
で
取
り
上
げ
た
主
要
な
人
物
は
、

｢

人
物
紹
介｣

の
ペ
ー
ジ
に
略
歴
を
掲
載
し
、
各
ペ
ー
ジ
か
ら
リ
ン

ク
し
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
。

【
用
語
解
説
・
略
語
一
覧
】

｢

用
語
解
説｣

で
は
、｢

概
説｣

や

｢

論
点｣

で
取
り
上
げ
た
主
要

な
語
句
の
解
説
を
各
ペ
ー
ジ
か
ら
リ
ン
ク
し
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
し

た
。
第
二
期
で
は
、
第
一
期
で
公
開
し
た

｢

用
語
解
説｣

の
内
容
を

追
加
修
正
し
、新
た
に

｢

略
語
一
覧｣

を
追
加
し
た
。

【
年
表
】

制
定
過
程
に
関
す
る
重
要
事
項
を
網
羅
し
た
詳
細
年
表
と
主
要
年

表
を
用
意
し
た
。
詳
細
年
表
は
五
つ
に
分
け
て
掲
載
し
て
い
る
。

【
憲
法
条
文
・
重
要
文
書
】

｢

日
本
国
憲
法｣

や

｢

大
日
本
国
憲
法｣

、｢

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言｣

な

ど
、
制
定
過
程
を
理
解
す
る
う
え
で
必
要
と
な
る
条
文
や
重
要
な
文

書
の
テ
キ
ス
ト
を
掲
載
し
た
。

こ
の
ほ
か
、
利
用
の
際
の
補
助
資
料
と
し
て
、｢

掲
載
資
料
一
覧｣

｢
リ
ン
ク
集｣

｢

参
考
文
献｣

な
ど
の
ペ
ー
ジ
も
用
意
し
て
い
る
。
ま

た
、
日
本
国
憲
法
は
、
外
国
か
ら
の
関
心
も
高
い
た
め
、
日
本
語
版

と
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
の
英
語
版
も
作
成
し
た
。

(

電
子
展
示
会

｢

日
本
国
憲
法
の
誕
生｣

特
別
班)
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国
立
国
会
図
書
館
で
は
、
電
子
展
示
会

｢

日
本
国
憲
法
の
誕
生｣

の
完
成
を
記
念
し
て
、
古
関
彰
一
氏
、
ケ
ネ
ス
・
Ｊ
・
ル
オ
フ
氏
お

よ
び
当
館
専
門
調
査
員
高
見
勝
利
氏
、
以
上
三
名
の
内
外
の
専
門
家

に
よ
る
座
談
会
を
公
開
前
の
平
成
一
六
年
三
月
二
二
日
に
開
催
し
た
。

座
談
会
で
は
、
専
門
家
の
目
か
ら
見
た
こ
の
電
子
展
示
会
の
意
義
に

つ
い
て
活
発
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ
、
資
料
を
め
ぐ
る
新
た
な
状
況
に

つ
い
て
も
興
味
深
い
お
話
を
伺
う
こ
と
が
で
き
た
。
以
下
は
、
そ
の
記

録
で
あ
る
。
座
談
会
の
進
行
は
、
こ
の
展
示
会
の
作
成
に
か
か
わ
っ
た

電
子
展
示
会

｢

日
本
国
憲
法
の
誕
生｣

特
別
班
が
担
当
し
た
。

【
座
談
会
出
席
者
紹
介
】

古
関
彰
一
氏
〈
獨
協
大
学
教
授
〉

憲
法
史
研
究
者
で
Ｇ
Ｈ
Ｑ
や
連
合

国
側
の
資
料
に
造
詣
が
深
い
。
著
書
に
、『

新
憲
法
の
誕
生』

(
中
央
公
論
社

一
九
八
九
年)

等
が
あ
る
。

ケ
ネ
ス
・
Ｊ
・
ル
オ
フ

(K
en
n
eth

J
.
R
u
o
ff)

氏
〈
ポ
ー
ト
ラ

ン
ド
州
立
大
学
助
教
授

(

同
日
本
セ
ン
タ
ー
所
長)

〉

米
国
に
お
け

る
日
本
政
治
史
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。
著
書
に
、『

国
民
の
天
皇

戦
後

民
主
主
義
と
天
皇
制』

(

共
同
通
信
社

二
〇
〇
三
年)

等
が
あ
る
。

高
見
勝
利
氏

(

国
立
国
会
図
書
館
専
門
調
査
員
、
北
海
道
大
学
名
誉

教
授
〉

展
示
会
の
監
修
を
担
当
。
制
定
史
に
関
す
る
日
本
側
資
料
に
詳

し
く
、
座
談
会
全
体
の
調
整
役
も
務
め
る
。

○
電
子
展
示
会
の
印
象

司
会

ま
ず
は
サ
イ
ト
全
体
の
第
一
印
象
、
使
い
勝
手
な
ど
に
つ
い

て
、
特
に
第
二
期
の
コ
ン
テ
ン
ツ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
利
用
が
期

待
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
含
め
て
、
お
伺
い
し
ま
す
。

高
見

私
の
立
場
は
、
監
修
と
い
う
か
、
製
作
者
側
の
立
場
で
も
あ

る
わ
け
で
、
微
妙
だ
と
思
う
の
で
す
け
れ

ど
も

(

笑)

。
第
一
期
で
は
日
本
側
の
資

料
が
中
心
で
Ｇ
Ｈ
Ｑ
側
の
資
料
は
基
礎
的

な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
す
が
、
第
二

期
で
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
資
料
の
補
充
に
加
え
て
米

国
、
連
合
国
側
の
資
料
も
入
っ
た
こ
と
で
、

展
示
に
深
み
が
出
て
き
た
と
い
う
印
象
を

最
初
に
持
ち
ま
し
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
一
期
は
か
な
り
平
板
だ
っ

た
も
の
が
、
今
度
は
立
体
的
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
と
も
関
連
し
ま
す
が
、
憲
法
制
定
を
促
し
た
国
際
的
な
環
境

と
い
う
か
、
当
時
の
国
際
政
治
の
動
き
、
大
変
複
雑
な
国
際
的
な
状

況
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
第
二
期
で
見
え
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
。
そ
う
し
た
当
時
の
国
際
状
況
の
な
か
で
憲
法
制
定

過
程
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
意
義
深
い
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
は
何
と
い
っ
て
も
適
切
な
資
料
の
選
択
、
解
説
に
負
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電
子
展
示
会

｢

日
本
国
憲
法
の
誕
生｣

憲
法
史
研
究
者
か
ら
見
た
意
義

(

座
談
会)



う
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
展
示
の
作
成
に
当
た
ら
れ
た
人
た
ち
に
敬
意

を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
一
章
か
ら
五
章
ま
で
通
読
し
て
み
ま
す
と
、
敗
戦
前
夜

か
ら
の
国
際
社
会
の
動
き
、
そ
れ
に
関
連
し
て
憲
法
が
つ
く
ら
れ
て

い
く
動
き
、
す
な
わ
ち
明
治
憲
法
改
正
の
検
討
か
ら
始
ま
っ
て
、
最

後
は
公
布
、
そ
れ
か
ら
普
及
活
動
、
付
属
法
律
の
制
定
に
至
る
ま
で

の
プ
ロ
セ
ス
、
さ
ら
に
は
新
憲
法
の
見
直
し
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
含

め
て
ト
ー
タ
ル
に
と
ら
え
て
い
る
。
そ
う
い
う
サ
イ
ト
で
す
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
を
通
読
す
る
の
は
大
変
な
労
力
と
根
気
が
必
要
で

す
が
、
私
と
し
て
は
非
常
に
い
い
も
の
を
作
っ
て
い
た
だ
い
た
と
い

う
印
象
で
す
。

ル
オ
フ

印
象
は
四
つ
ぐ
ら
い
あ
り
ま
し
た
。
第
一
は
皆
さ
ん
が
本

当
に
が
ん
ば
っ
て
、
こ
れ
ま
で
で
一
番

い
い
資
料
集
を
作
っ
て
く
だ
さ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
う
え
無
料
で
、

大
変
便
利
で
す
。
狭
い
研
究
室
に
あ
る

日
本
国
憲
法
に
関
す
る
多
く
の
本
を
捨

て
る
こ
と
が
で
き
て

(

笑)

、
新
し
い
本

を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
気
が
し
ま
す
。

第
二
の
印
象
は
、
た
ぶ
ん
こ
の
意
味
で
皆
様
が
お
作
り
に
な
っ
た

も
の
と
思
い
ま
す
が
、
展
示
そ
の
も
の
が
な
か
な
か
民
主
主
義
的
な

こ
と
で
す
ね
。
と
い
う
の
は
、
国
民
は
政
治
過
程
に
参
加
す
る
た
め

に
情
報
が
必
要
で
す
。
で
も
、
一
般
の
国
民
に
と
っ
て
は
国
会
図
書

館
に
来
館
す
る
の
は
結
構
難
し
い
で
し
ょ
う
。
特
に
東
京
に
住
ん
で

い
な
い
と
難
し
い
で
し
ょ
う
ね
。

で
す
か
ら
、
電
子
展
示
会
に
よ
っ
て
一
般
の
国
民
は
す
ご
く
簡
単

に
い
ろ
い
ろ
な
情
報
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
特
に
い
ま
憲
法

改
正
の
話
が
ほ
と
ん
ど
毎
日
の
よ
う
に
新
聞
に
出
て
い
ま
す
か
ら
、

な
か
な
か
時
宜
に
か
な
う
展
示
会
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

し
か
も
、
こ
の
展
示
会
が
民
主
主
義
的
で
あ
る
の
は
、
な
ん
と
い
っ

て
も
民
主
主
義
が
日
本
国
憲
法
の
基
本
原
理
だ
か
ら
で
は
な
い
か
と

い
う
感
じ
が
し
ま
し
た

(

笑)

。
ぼ
く
は
実
は
展
示
会
よ
り
資
料
集

と
し
て
と
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
い
い
意
味
で
す
ご
い
資
料
集
と

認
識
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
三
つ
目
の
印
象
と
し
て
、
特
に
興
味
が
あ
っ
た
の
は

｢

論
点｣

で
す
。
と
い
う
の
は
、
憲
法
は
解
釈
に
よ
っ
て
生
き
て
い

ま
す
か
ら
、
解
釈
が
わ
か
ら
な
い
と
憲
法
が
理
解
で
き
な
い
と
い
う

気
が
し
ま
し
た
。｢

論
点｣

に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
い
ろ
い
ろ
議
論

さ
れ
た
点
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
と
え
ば
国
民
主
権
と
天
皇
制
の
論
点
で
は
、
国
体
が
変
貌
し
た

か
ど
う
か
と
い
う
議
論
の
記
録
を
読
む
と
、
昔
の
感
じ
が
し
ま
す
。

そ
う
い
う
話
は
い
ま
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な
い
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん

第
九
条
の
話
で
し
た
ら
、
議
論
が
ず
っ
と
続
い
て
き
ま
し
た
の
で
、

誕
生
の
と
き
の
論
点
は
今
で
も
な
か
な
か
新
鮮
な
感
じ
が
し
ま
す
。

四
つ
目
の
印
象
は
九
〇
％
冗
談
と
し
て
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ

う
い
う
す
ば
ら
し
い
電
子
資
料
集
が
で
き
る
と
、
こ
れ
ま
で
日
本
で

し
か
手
に
入
ら
な
い
資
料
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
、
日
本
に
来
る
た
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め
の
奨
学
金
を
い
つ
も
申
請
し
て
い
た
私
と
し
て
は
、
奨
学
金
が
も

ら
え
な
く
な
る
の
が
心
配
で
す
。
資
料
を
全
部
、
電
子
化
し
て
ほ
し

く
な
い
気
持
ち
も
あ
り
ま
す

(

笑)

。

古
関

ぼ
く
も
や
は
り
そ
う
い
う
気
が
ち
ょ
っ
と
は
し
て
い
ま
す
。

ぼ
く
の
場
合
で
す
と
七
〇
年
代
、
か
つ
て

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
資
料
を
調
べ
に
よ
く
ア
メ
リ
カ

に
行
っ
て
い
た
ん
で
す
。
そ
の
う
ち
、
国

会
図
書
館
の
皆
さ
ん
が
大
変
ご
努
力
を
さ

れ
て
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
を
こ
ち
ら

に
入
れ
て
く
だ
さ
っ
た

(

注
１)

。

そ
れ
か
ら
は
お
か
し
な
こ
と
が
い
っ
ぱ

い
起
き
ま
し
て
、
ワ
シ
ン
ト
ン
で
た
ま
た
ま
時
間
が
あ
る
の
で
調
べ

て
、｢

あ
、
こ
れ
は｣

と
喜
ん
で
入
手
し
、
飛
行
機
に
乗
っ
て
帰
っ

て
く
る
。
そ
れ
で
国
会
図
書
館
の
担
当
の
方
と
話
す
と
、｢

あ
、
そ

れ
も
う
入
っ
て
い
る
よ｣

と
か
言
わ
れ
て
が
っ
く
り
し
た
こ
と
が
あ

る
ん
で
す

(

笑)

。
そ
う
い
う
こ
と
が
こ
の
場
合
で
も
起
き
て
く
る

の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
私
の
意
見
を
ち
ょ
っ
と
言
わ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す

が
、
私
の
場
合
は
第
一
期
し
か
き
ち
っ
と
見
て
い
な
く
て
、
第
二
期

は
見
て
い
な
い
の
で
ち
ょ
っ
と
言
い
に
く
い
部
分
も
あ
る
の
で
す
が
、

私
に
と
っ
て
一
番
印
象
的
な
の
は
憲
法
五
〇
年
の
と
き
の
国
会
図
書

館
あ
る
い
は
憲
政
記
念
館
の
展
示

(

注
２)

と
の
比
較
で
す
。
あ
れ

は
ま
さ
に
展
示
で
、
展
示
品
が
並
ん
で
い
た
わ
け
で
す
。
シ
ョ
ー
ウ
ィ

ン
ド
ウ
に
入
っ
て
い
て
、
ま
さ
に
デ
ィ
ス
プ
レ
ー
で
す
ね
。
触
れ
ら

れ
な
い
け
れ
ど
、
や
っ
ぱ
り
臨
場
感
と
い
う
の
か
、
あ
の
本
は
こ
う

だ
っ
た
の
か
と
か
、
そ
う
い
う
意
味
が
あ
り
ま
し
た
ね
。

今
度
は
電
子
展
示
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
が
、｢

展
示｣

の
意
味
を
変
え
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
い
う
気
が
ぼ
く
は
し
ま
す
。

展
示
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
触
れ
る
場
合
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ

を
自
分
の
も
の
に
は
で
き
な
い
わ
け
で
す
。｢

こ
れ
、
コ
ピ
ー
と
っ

て｣

な
ん
て
言
え
な
い
の
で
す
が
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
い
た
だ

い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
的
な
利
用
の
範
囲
で
は
あ
る
け
れ
ど
自

由
に
コ
ピ
ー
が
で
き
て
、
自
分
の
も
の
に
な
る
。

そ
れ
か
ら
、
今
回
、｢

論
点｣

を
入
れ
た
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
、

う
ー
ん
、
時
代
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
ぼ
く
の
感
じ
で
す
と
、
日
本

国
憲
法
の
制
定
過
程
は
、
総
論
か
ら
各
論
の
時
代
に
な
っ
た
の
で
は

な
い
の
か
な
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
ぼ
く
が
制
定
過

程
を
研
究
し
て
み
よ
う
と
思
っ
た
の
は
押
し
付
け
か
、
押
し
付
け
じ
ゃ

な
い
の
か
み
た
い
な
議
論
が
大
前
提
に
あ
っ
て
、
そ
ん
な
中
で
言
っ

て
み
れ
ば
全
体
像
を
知
り
た
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
。
し
か

し
、
今
は
個
々
の
論
点
が
ど
う
で
あ
る
の
か
と
い
う
検
証
の
時
代
に

入
っ
て
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
さ
っ
き
ル
オ
フ
さ
ん
が
難
し
い
日

本
語
を
使
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
ぼ
く
も
ま
ね
を
す
る
と
時

宜
に
か
な
っ
た
企
画
だ
と
思
い
ま
す

(

笑)

。

注
１

Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
資
料
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
は
、
一
九
七
九

年
か
ら
利
用
に
供
し
て
い
る
。

注
２

｢
新
憲
法
の
生
い
立
ち
―
憲
政
資
料
室
所
蔵
資
料
を
中
心
に
―｣

(

国
立
国
会
図
書
館)

、｢

日
本
国
憲
法
施
行
五
十
周
年
記
念
―
日
本
国
憲
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法
と
議
会
政
治
の
歩
み｣

(

憲
政
記
念
館)

は
と
も
に
平
成
九
年
四
月
か

ら
五
月
に
か
け
て
開
催
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
本
誌
四
三
四
号

(

一
九
九
七

年
五
月)

参
照
。

○
紙
資
料
と
の
比
較

司
会

今
ま
で
出
た
以
外
に
、
紙
の
資
料
集
と
違
っ
た
点
が
あ
り
ま

し
た
ら
お
聞
か
せ
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
。

高
見

私
は
以
前
札
幌
で
仕
事
を
し
て
い
ま
し
て
、
憲
政
資
料
室
に

あ
る
け
れ
ど
も
手
元
で
見
ら
れ
な
い
資
料
が
随
分
あ
り
ま
し
た
が
、

今
は
そ
れ
ら
を
画
像
で
見
ら
れ
る
利
点
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
も
関

連
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
紙
の
資
料
集
で
す
と
基
本
的
に
は
活
字
に
起

こ
し
て
い
く
か
た
ち
を
と
っ
て
い
ま
す
の
で
、
書
き
込
み
な
ど
が
読

み
取
れ
な
い
で
す
よ
ね
。
特
に
制
定
過
程
を
見
て
い
く
場
合
に
は
、

入
江
文
書
な
ど
が
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
ガ
リ
版
刷
り
に
書
き
込
み

が
あ
る
も
の
な
ど
が
、
画
像
で
直
接
見
ら
れ
る
の
が
大
変
あ
り
が
た

い
。

ル
オ
フ

紙
資
料
と
の
比
較
に
つ
い
て
率
直
に
い
え
ば
、
理
想
的
に

は
、
ぼ
く
に
と
っ
て
は
紙
資
料
の
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

目
に
と
っ
て
も
読
み
や
す
い
。
で
も
、
た
と
え
ば
こ
れ
が
紙
の
資
料

集
で
し
た
ら
、
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
高
い
で
し
ょ
う
ね
。
大
学
の
図

書
館
も
買
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。

特
に
ア
メ
リ
カ
の
大
学
は
日
本
語
の
本
は
ほ
と
ん
ど
買
え
な
い
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
電
子
資
料
の
ほ
う
が
ず
っ
と
便
利
で
、
意
味
が

あ
る
気
が
し
ま
す
。

古
関

そ
れ
と
ぼ
く
た
ち
は
今
ま
で
ど
こ
か
の
資
料
を
コ
ピ
ー
し
て
、

自
分
の
も
の
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
自
分
の
書
き
込
み

を
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
を
友
達
が
貸
し
て
と
い
っ
た
と
き
に
、

ち
ょ
っ
と
こ
こ
、
消
そ
う
か
し
ら
と
か

(

笑)

、
自
分
の
書
き
込
み

と
い
う
の
は
気
恥
ず
か
し
い
ん
で
す
よ
。

各
自
が
こ
こ
で
も
と
の

資
料
を
得
ら
れ
る
と
い
う
意
味
は
大
き
い
と
、
ぼ
く
は
思
い
ま
す
。

○
テ
キ
ス
ト
化
と
そ
の
利
便
性

古
関

ま
だ
第
二
期
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
見
て
い
な
く
て
悪
い
の
で
す

が
、
第
二
期
に
は
ハ
ッ
シ
ー
・
ペ
ー
パ
ー
が
入
っ
て
い
る
そ
う
で
す

が
、
あ
れ
は
手
書
き
で
す
よ
ね
。
手
書
き
の
も
の
は
ど
う
さ
れ
る
ん

で
し
ょ
う
か
。
別
に
手
書
き
が
い
け
な
い
の
で
は
な
く
て
、
少
な
く

と
も
ぼ
く
の
よ
う
な
日
本
人
の
読
者
か
ら
見
る
と
、
最
大
の
問
題
は

読
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
読
め
な
い
の
で
、
ア
メ
リ
カ
人
の

友
達
に
そ
れ
を
読
ん
で
も
ら
う
と
か
、
あ
る
い
は
リ
タ
イ
プ
し
て
も

ら
う
。
リ
タ
イ
プ
し
て
し
ま
っ
て
い
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も

出
て
く
る
の
か
な
な
ん
て
、
ち
ょ
っ
と
思
い
ま
し
た
。
そ
こ
の
と
こ

ろ
は
難
し
い
の
か
な
と
思
う
ん
で
す
。

司
会

今
回
第
二
期
で
は
か
な
り
の
資
料
を
テ
キ
ス
ト
化
し
て
、
実

際
の
資
料
の
画
像
と
は
別
に
、
そ
の
画
像
か
ら
テ
キ
ス
ト
を
起
こ
し

た
も
の
を
読
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
に
し
て
あ
り
ま
す
。

古
関

確
か
国
会
図
書
館
は
ル
ー
ス
・
エ
ラ
マ
ン
の
も
の
は
全
部
持
っ

て
い
た
と
思
う
ん
で
す
が
、
ぼ
く
の
記
憶
で
、
あ
れ
は
全
部
手
書
き

だ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
で
村
川
さ
ん
と
い
う
方
が
全
部
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で
は
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
一
部
、
確
か
訳
さ
れ
て
、
本
に
さ
れ
て

い
た
と
思
い
ま
す

(

注
３)

。
こ
れ
か
ら
い
ろ
い
ろ
文
献
が
増
え
て

い
く
中
で
、
そ
れ
を
電
子
的
に
展
示
し
て
い
く
と
き
の
技
術
み
た
い

な
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
る
の
か
な
と
思
い
ま
し
て
、
ち
ょ
っ

と
申
し
上
げ
た
次
第
で
す
。

司
会

い
ろ
い
ろ
な
研
究
成
果
を
総
合
し
て
、
そ
れ
を
結
び
つ
け
る

と
い
う
作
業
を
、
今
回
の
電
子
展
示
会
の
中
で
し
て
き
て
い
る
と
い

う
気
は
い
た
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
で
読
め
て
し
ま
う
か
ら
、

も
う
実
際
の
資
料
を
読
ま
な
く
て
い
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
は
決
し

て
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

注
３

村
川
一
郎
、
初
谷
良
彦

『

日
本
国
憲
法
制
定
秘
史

Ｇ
Ｈ
Ｑ
秘
密

作
業

｢

エ
ラ
マ
ン
・
ノ
ー
ト
開
封｣』

(
第
一
法
規
出
版

一
九
九
四
年)

○
憲
法
制
定
過
程
に
関
す
る
資
料
の
現
状

司
会

制
定
史
を
研
究
さ
れ
て
い
る
お
立
場
で
、
資
料
の
現
状
や
電

子
化
す
る
こ
と
に
よ
る
影
響
等
に
つ
い
て
、
ご
感
想
を
お
聞
か
せ
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
う
の
で
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

古
関

い
ま
お
話
が
出
て
、
こ
う
い
う
と
き
に
申
し
上
げ
て
お
い
た

ほ
う
が
い
い
の
か
な
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
や
っ
ぱ
り
ぼ
く
は
佐
藤

達
夫
さ
ん
が
あ
れ
だ
け
の
文
書
を
残
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
は
、
我
々

研
究
者
に
と
っ
て
は
も
の
す
ご
く
大
き
い
と
思
う
ん
で
す
。

実
は
一
昨
年
、
韓
国
の
研
究
者
が
日
本
国
憲
法
の
制
定
過
程
を
勉

強
し
た
い
と
い
っ
て
、
東
京
に
お
見
え
に
な
っ
て
、
国
会
図
書
館
で

資
料
を
見
て
か
ら
、
そ
の
後
で
話
を
し
て
く
れ
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

韓
国
の
方
々
が
ま
ず
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
―
佐
藤
達
夫
文
書
を
こ
ち

ら
で
見
せ
て
い
た
だ
い
た
の
だ
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
―

｢

す
ご
く
う

ら
や
ま
し
い
と
思
っ
た｣

と
い
う
こ
と
で
す
。
韓
国
は
そ
う
い
う
資

料
は
み
ん
な
焼
け
て
し
ま
っ
た
。
例
の
朝
鮮
戦
争
で
す
よ
ね
。

も
し
も
佐
藤
文
書
が
な
け
れ
ば
、
そ
し
て
、
ま
た
佐
藤
さ
ん
が
四

巻
本
の
ご
本
、『

日
本
国
憲
法
成
立
史』

(

注
４)

を
著
し
て
く
だ
さ

ら
な
け
れ
ば
、
ぼ
く
な
ん
か
は
ど
う
し
よ
う
も
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
そ
れ
は
忘
れ
て
は
い
け
な
い
こ
と
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
と
ぼ
く
の
感
じ
で
い
う
と
、
昭
和
天
皇
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ

て
、
新
し
く
、
憲
法
制
定
に
直
接
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
か
か
わ
る

よ
う
な
資
料
が
ず
い
ぶ
ん
出
て
き
た
な
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。

高
見

日
本
側
の
資
料
は
、
ほ
と
ん
ど
出
揃
っ
た
と
い
う
感
じ
は
あ

り
ま
す
。
そ
の
中
で
私
は
、
入
江
俊
郎
の
も
の
を
読
む
こ
と
を
や
っ

て
き
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
佐
藤
で
は
な
く
て
、
な
ん
で
入
江
だ
っ

た
の
か
ち
ょ
っ
と
申
し
て
お
き
ま
す
。
佐
藤
文
書
は
も
う
整
理
し
尽

さ
れ
て
い
て
、
大
変
利
用
し
や
す
い
の
で
す
が
、
じ
ゃ
あ
、
そ
こ
に

漏
れ
た
も
の
で
も
っ
と
重
要
な
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う

気
が
ず
っ
と
し
て
い
た
。
そ
れ
と
も
う
一
つ
、
官
僚
機
構
の
な
か
で

ト
ッ
プ
に
い
た
の
が
入
江
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
入
江
の

と
こ
ろ
に
特
に
内
閣
や
宮
中
の
情
報
が
集
ま
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
と
い
う
、
若
干
の
期
待
も
あ
っ
た
ん
で
す
。

注
４

佐
藤
達
夫

『

日
本
国
憲
法
成
立
史

(

全
四
巻)

』
(

有
斐
閣

一
九
六
二
〜
一
九
九
四
年)

＊
第
三
巻
・
第
四
巻
は
、
佐
藤
達
夫
著
、
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佐
藤
功
補
訂
。

○
電
子
資
料
の
利
便
性
と
そ
の
限
界

司
会

ル
オ
フ
先
生
に
伺
い
た
い
の
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
で
研
究
さ

れ
て
い
る
と
、
資
料
を
集
め
る
ご
苦
労
も
大
き
い
か
と
思
い
ま
す
が
、

い
か
が
で
す
か
。

ル
オ
フ

こ
れ
ま
で
あ
る
資
料
を
手
に
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
ら
、
い

つ
も
高
見
先
生
に
お
願
い
し
ま
し
た
か
ら
、
電
子
展
示
会
が
で
き
て
、

高
見
先
生
の
研
究
の
時
間
が
こ
れ
か
ら
増
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

(

笑)

。
で
も
研
究
室
に
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
こ
う
い
う
よ
う

な
多
く
の
資
料
を
簡
単
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な

意
味
で
本
当
に
便
利
で
す
。

た
と
え
ば
学
者
に
と
っ
て
、
論
文
を
書
く
と
き
に
、
ま
た
学
生
た

ち
に
講
義
を
す
る
前
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
は
す

ご
く
便
利
だ
し
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
す
ば
ら
し
い
参
考
書
み
た
い

で
す
ね
。

古
関

言
い
に
く
い
の
で
す
が
、
確
か
に
ぼ
く
も
資
料
に
な
る
、
そ

し
て
ま
た
便
利
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
は
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
研

究
と
い
う
の
は
わ
き
見
を
す
る
こ
と
も
大
事
な
ん
で
す
ね
。

言
い
換
え
れ
ば
、
外
国
の
研
究
者
が
日
本
の
国
会
図
書
館
に
直
接

来
て
、
国
会
図
書
館
の
持
っ
て
い
る
、
た
と
え
ば
入
江
文
書
と
か
佐

藤
文
書
を
見
て
、｢

へ
え
ぇ
、
こ
う
だ
っ
た
の｣

と
い
う
機
会
も
捨

て
が
た
い
の
で
は
な
い
か
と
、
ぼ
く
は
あ
え
て
申
し
上
げ
て
お
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

司
会

電
子
資
料
は
確
か
に
リ
モ
ー
ト
ア
ク
セ
ス
が
で
き
る
と
い
う

点
で
便
利
で
す
が
、
現
物
の
資
料
を
見
な
が
ら
発
見
を
す
る
と
い
う

の
も
と
て
も
大
事
な
こ
と
で
す
。
た
だ
、
学
校
教
育
の
場
や
大
学
の

講
義
の
中
で
、
基
本
的
な
参
考
資
料
と
し
て
お
使
い
い
た
だ
く
に
は

便
利
な
の
か
な
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
。

高
見

電
子
展
示
会
の
コ
ン
セ
プ
ト
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
基
礎
資

料
は
こ
の
サ
イ
ト
を
開
け
て
み
れ
ば
、
そ
れ
で
引
照
で
き
る
と
い
う

か
、
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
か
な
り
の
も
の
が

そ
ろ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。

た
だ
、
周
辺
資
料
ま
で
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
入
れ
込
ん
で
し
ま
う
と
、

か
え
っ
て
そ
れ
こ
そ
焦
点
が
ぼ
け
て
し
ま
う
と
い
う
恐
れ
が
出
て
く
る
。

確
か
に
入
江
文
書
を
見
て
い
て
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
資
料
そ

れ
自
体
は
玉
石
混
交
の
状
態
で
雑
然
と
収
蔵
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
う
し
た
な
か
か
ら
、
玉
と
石
と
を
選
り
分
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

そ
う
い
う
作
業
自
体
面
白
い
し
、
重
要
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ

を
い
ま
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
を
参
考
に
し
な
が
ら
や
っ
て
み
る
の

は
、
研
究
者
の
楽
し
み
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。

だ
か
ら
、
そ
う
い
う
楽
し
み
は
残
し
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
い
う
感
じ
は
す
る
し

(

笑)

、
実
際
、
こ
れ
こ
そ
貴
重
だ
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
く
る
と
、
憲
政
資
料
室
に
足
を
運
ん
で
、
そ
の
現
物

を
確
か
め
た
う
え
で
と
い
う
話
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

○

｢
論
点｣

の
内
容
・
構
成

高
見

現
在
国
会
の
憲
法
調
査
会
の
議
論
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
ま
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す
が
、
制
定
当
時
ど
う
だ
っ
た
か
、
原
点
に
戻
っ
て
確
認
し
て
み
る

と
い
う
歴
史
的
思
考
が
薄
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
今
回
の
展
示
会

で
は
、
資
料
を
時
系
列
で
見
て
い
く
だ
け
で
は
面
白
く
な
い
で
あ
ろ

う
と
い
う
こ
と
で
、
六
つ
の

｢

論
点｣

を
抽
出
し
ま
し
た
。
資
料
を

｢

論
点｣

と
い
う
テ
ー
マ
で
有
機
的
に
結
び
つ
け
る
こ
と
を
実
験
的

に
や
っ
て
み
た
わ
け
で
す
。｢

論
点｣

を
今
回
書
い
た
こ
と
の
意
味

は
い
く
つ
か
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
と
に
か
く
資
料
の
読
み
方
で

あ
ま
り
我
々
の
ほ
う
で
導
い
て
は
い
け
な
い
と
は
思
う
の
で
す
。
た

だ
、
展
示
会
の
資
料
を
使
っ
て
、
こ
う
い
う
見
方
も
、
こ
う
い
う
と

ら
え
方
も
で
き
ま
す
と
い
う
一
つ
の
見
本
と
い
う
か
、
我
々
に
と
っ

て
一
つ
の
モ
デ
ル
、
サ
ン
プ
ル
を
作
っ
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
考

え
て
み
た
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、
市
民
で
も
い
い
し
、
あ
る
い
は
学
生
で
も
い
い
の
で

す
け
れ
ど
も
、
あ
る
特
定
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
憲
法
制
定
時
の
こ
と

を
調
べ
て
み
た
い
と
い
う
と
き
に
は
、｢

論
点｣

を
一
つ
の
モ
デ
ル

に
し
な
が
ら
、
自
分
で
そ
の
テ
ー
マ
に
関
連
す
る
資
料
に
ア
ク
セ
ス

が
自
由
に
で
き
る
。
自
由
自
在
に
資
料
に
ア
プ
ロ
ー
チ
に
で
き
る
の

だ
と
い
う
、
一
つ
の
ヒ
ン
ト
に
な
れ
ば
と
い
う
願
い
を
込
め
て
作
っ

て
み
た
の
で
す
。

ル
オ
フ

た
と
え
ば

｢

論
点
１｣

の
国
民
主
権
と
天
皇
制
は
、
現
在

の
こ
と
を
考
え
る
と
、
ほ
と
ん
ど
憲
法
改
正
の
話
に
出
て
い
な
い
ん

で
す
。
天
皇
制
を
大
き
い
意
味
で
変
え
る
議
論
は
ほ
と
ん
ど
出
て
い

な
い
気
が
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
国
民
主
権
を
変
え
る
運
動
は
あ
ま
り

な
い
で
し
ょ
う

(

笑)

。
歴
史
的
に
は
、
も
ち
ろ
ん
正
し
い
で
す
ね
。

で
も
、
今
の
状
況
か
ら
見
る
と
、
戦
争
放
棄
の
ほ
う
が
大
事
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
と
り
あ
え
ず
興
味
を
持
っ
て
い
る
人
が
多
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

ぼ
く
の
し
て
ほ
し
い
の
は
、
こ
れ
か
ら

｢

論
点｣

の
と
こ
ろ
を
大
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き
く
す
る
こ
と
で
す
。
古
関
先
生
の
、
ア
メ
リ
カ
に
押
し
付
け
ら
れ

た
わ
け
で
は
な
く
て
、
い
ろ
い
ろ
な
面
で
日
本
人
が
手
を
入
れ
た
と

い
う
仮
説
が
あ
り
ま
す
が
、
も
う
一
つ
の
仮
説
が
あ
り
ま
す
。
と
い

う
の
は
、
日
本
人
が
五
〇
年
以
上
の
間
、
憲
法
解
釈
し
て
き
た
か
ら
、

も
う
日
本
人
の
憲
法
に
な
っ
た
。
そ
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
日
本
人
の

憲
法
に
な
っ
た
。
で
す
か
ら
、
そ
の
解
釈
が
す
ご
く
大
事
な
ん
だ
と

思
い
ま
す
。

古
関
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
も
っ
と
全
面
的
に
、
た
と

え
ば
押
し
付
け
ら
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
よ
う
な

｢

論
点｣

を
作
っ

た
ら
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
逆
に
今
の
憲
法
改
正
運
動

を
見
る
と
、
ぼ
く
は
、
あ
ま
り
ア
メ
リ
カ
に
押
し
付
け
ら
れ
た
か
ら

改
正
し
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
意
見
は
出
て
い
な
い
気
が
し
ま
す
。

で
す
か
ら
、
昔
は
す
ご
く
大
事
で
し
た
が
、
今
は
一
般
の
国
民
に
と
っ

て
は
、
ど
の
く
ら
い
意
味
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
よ
く
わ
か
り
ま

せ
ん
が
。

高
見

憲
法
調
査
会
で
意
見
と
し
て
出
る
と
き
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
議
員
の
新
旧
交
代
で
若
い
世
代
の
委
員
が
増
え
、
そ
の
あ
た
り

の
事
情
は
か
な
り
変
わ
っ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。

古
関

い
ま
ル
オ
フ
さ
ん
が
言
わ
れ
て
、
あ
る
い
は
高
見
先
生
の
お

話
を
伺
っ
て
思
う
の
に
、
確
か
に
衆
議
院
に
も
参
議
院
に
も
憲
法
調

査
会
が
で
き
て
、
な
か
で
も
衆
議
院
の
ほ
う
は
一
番
最
初
の
テ
ー
マ

が
憲
法
制
定
過
程
だ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。
し
か
し
、
あ
あ
い
う
議

論
を
す
る
の
は
た
ぶ
ん
、
あ
れ
が
最
後
じ
ゃ
な
い
の
か
、
な
ん
て
ぼ

く
は
思
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、
私
た
ち
が
い
ま
二
一
世
紀
と
い
う
未

来
を
見
な
け
れ
ば
い
け
な
い
時
代
に
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
未

来
は
、
過
去
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
見
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
私
は
強
く
思
い
ま
す
。
過
去
か
ら
学
ば
な
い
で
未
来
を
見
る
ほ
ど
、

危
険
な
こ
と
は
な
い
。

そ
う
す
る
と
憲
法
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
作
ら
れ
、
あ
る
い
は

ル
オ
フ
さ
ん
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
作
ら
れ
た
だ
け
で
は
な
く
て
、

そ
の
五
〇
年
間
に
ど
う
い
う
新
し
い
解
釈
が
さ
れ
て
変
わ
っ
て
き
た

の
か
を
検
証
す
る
こ
と
も
大
事
だ
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
ま
し
た
が
、
ぼ

く
も
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
を
前
提
に
こ
の

｢

論
点｣

で
す
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
難
し

い
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
た
だ
、
お
話
を
す
る
大
前
提
と
し
て
、

難
し
い
と
申
し
た
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
い
ま
す
と
、
憲
法
を

作
る
と
き
に
あ
ま
り
大
き
な
論
点
で
は
な
か
っ

た
が
、
そ
の
後
で
す
ご
く
大
き
な
論
点
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
も
の
は
、
憲
法
が
で
き
る
と

き
の
資
料
を
見
て
も
わ
か
ら
な
い

(

笑)

。

で
す
か
ら
、
今
の
時
点
か
ら
見
た
論
点
と

憲
法
制
定
過
程
か
ら
見
た
と
き
の
論
点
の
落

差
の
よ
う
な
も
の
を
、
ど
う
や
っ
て
読
者
に

伝
え
る
の
か
と
い
う
の
は
と
て
も
難
し
い
。

た
だ
、
読
者
と
す
る
と
、
憲
法
制
定
過
程
で

あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
を
知
る
こ
と
も
、
実
は
大
事
な
こ
と
な
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

520号／2004⑦国立国会図書館月報 ― 10―

右から古関氏､ ルオフ氏､ 高見氏



何
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
も
す
ご
く
大
事
だ
と
思
っ
て

い
て
、
た
だ
、
そ
れ
を
編
集
さ
れ
る
方
は
し
ん
ど
い
な
と
い
う
こ
と

も
お
あ
り
で
、
そ
れ
は
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
か
な
と
思
っ
て
い
る

ん
で
す

(
笑)

。
高
見
先
生
、
い
か
が
で
す
か
。

高
見

た
し
か
に
、
こ
の
五
〇
年
の
間
の
落
差
と
い
う
か
、
展
開
と

い
う
の
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
今
回
の
展
示
会
で

｢

論
点｣

を
作
成

し
た
動
機
と
い
う
の
は
、
い
ま
憲
法
調
査
会
で
い
ろ
い
ろ
議
論
さ
れ

て
い
る
テ
ー
マ
の
な
か
で
、
制
定
当
時
に
同
じ
よ
う
な
議
論
が
あ
っ

た
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
議
論
を
ふ
ま
え
た
上
で
現
在
の
議
論

を
し
て
ほ
し
い
と
い
う
、
我
々
と
し
て
は
そ
う
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
の

つ
も
り
な
の
で
す
。

ル
オ
フ

こ
の
展
示
会
の
題
名
は

｢

日
本
国
憲
法
の
誕
生｣

で
す
ね
。

で
す
か
ら
、
二
〇
〇
四
年
ま
で
の
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
に
つ
い
て

｢

論

点｣

の
と
こ
ろ
を
多
く
す
る
こ
と
を
お
願
い
す
る
の
は
ち
ょ
っ
と
無

理
で
す
け
れ
ど
も

(

笑)

、
も
し
こ
れ
か
ら
新
し
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
使
っ
て
作
っ
た
ら
、
面
白
い
の
で
は
。

高
見

そ
う
な
っ
て
く
る
と
判
例
や
学
説
を
中
心
と
し
た
学
問
論
争

の
世
界
に
な
っ
て
き
ま
す
が
、
図
書
館
の
こ
う
い
う
制
定
資
料
を
中

心
に
し
た
展
示
で
、
ど
こ
ま
で
で
き
る
の
か
。
ル
オ
フ
さ
ん
の
い
わ

れ
る
よ
う
に
、
発
想
を
か
え
て
や
ろ
う
と
思
え
ば
で
き
な
く
は
な
い

の
で
す
が
、
実
際
に
は
な
か
な
か
難
し
い
と
思
う
。

○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
の
電
子
展
示
会

司
会

最
後
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
に
お
け
る
電
子
展
示
会
の

今
後
の
あ
り
方
、
展
望
等
に
つ
い
て
は
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

古
関

高
見
先
生
に
ま
と
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
て
、
ぼ
く
は
ま

た
例
に
よ
っ
て
無
責
任
な
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
先
ほ
ど
ぼ
く

は
展
示
会
、
展
示
と
い
う
日
本
語
の
意
味
を
ず
い
ぶ
ん
変
え
て
き
て

い
る
の
で
は
な
い
で
す
か
と
申
し
ま
し
た
。

そ
れ
は
も
う
ち
ょ
っ
と
言
い
方
を
変
え
て
み
れ
ば
、
図
書
館
と
い

う
言
葉
の
意
味
も
変
わ
っ
て
い
て
、
図
書
と
い
う
と
日
本
で
は
本
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
い
ろ
い
ろ
な
図
書
館

が
あ
っ
て
、
ぼ
く
の
い
る
大
学
で
も
そ
う
で
す
が
、
新
し
く
つ
く
る

図
書
館
は
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
と
い
う
名
前
に
し
よ
う
と
い
っ
て
い

る
く
ら
い
、
図
書
館
の
意
味
そ
の
も
の
が
変
わ
る
時
代
で
す
よ
ね
。

そ
う
い
う
大
き
く
変
わ
る
時
代
の
流
れ
の
な
か
で
、
こ
う
い
う
試

み
が
さ
れ
て
い
る
ん
だ
な
と
い
う
こ
と
、
そ
う
い
う
時
代
な
ん
だ
と

い
う
こ
と
を
、
皆
さ
ん
の
お
話
を
伺
い
な
が
ら
、
改
め
て
思
い
ま
し

た
。た

だ
、
そ
う
い
う
時
代
の
な
か
で
、
こ
の
電
子
図
書
館
が
ど
ん
な

意
味
を
持
つ
の
か
な
と
い
う
と
、
先
ほ
ど
ル
オ
フ
さ
ん
も
お
っ
し
ゃ
っ

た
よ
う
に
、
実
に
簡
単
に
一
人
ひ
と
り
の
学
生
が
図
書
館
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
す
れ
ば
入
手
で
き
る
。
そ
う
い

う
時
代
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
便
利
と
か
、
関
心
を
か
き
た
て

る
と
い
う
意
味
で
は
、
た
と
え
ば
大
学
生
で
あ
る
と
か
、
大
学
院
生

が
修
士
論
文
を
作
る
と
か
、
あ
と
は
一
般
市
民
が
、
今
ま
で
以
上
に

便
利
に
第
一
次
資
料
に
接
せ
ら
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か
な

と
い
う
の
が
、
き
ょ
う
こ
の
座
談
会
に
出
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
ぼ
く
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の
感
想
で
す
。

で
も
、
研
究
と
い
う
の
は
、
手
足
を
動
か
し
て
や
る
も
の
だ
と
い

う
の
が
私
の
本
音
で
、
そ
ん
な
に
気
軽
に
で
き
る
研
究
は
な
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
よ
り
も
先
ほ
ど
申
し
た
よ
う
な
読
者
の
人
が
今
ま

で
以
上
に
、
ち
ょ
っ
と
何
か
調
べ
た
い
と
い
う
と
き
に
、
あ
あ
、
こ

う
だ
っ
た
の
か
と
、
今
ま
で
と
違
っ
た
新
し
い
世
界
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
臨
場
感
の
あ
る
資
料
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

う
い
う
意
味
な
の
で
は
な
い
の
か
な
と
い
う
の
が
、
い
ま
皆
さ
ん
か

ら
い
ろ
い
ろ
お
話
を
う
か
が
っ
て
得
た
ぼ
く
の
結
論
な
ん
で
す
。

だ
か
ら
、
そ
こ
が
で
き
れ
ば
、
す
ご
い
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
。
と
い

う
か
、
い
ま
若
い
人
た
ち
は
で
き
あ
が
っ
た
論
文
み
た
い
な
の
は
あ

ま
り
読
ま
な
い
で
す
か
ら
ね
。
現
実
味
、
臨
場
感
の
よ
う
な
、
そ
う

い
う
も
の
を
テ
レ
ビ
な
ど
で
い
っ
ぱ
い
知
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け

で
す
か
ら
、
皆
さ
ん
が
こ
う
い
う
か
た
ち
で

｢
当
時
こ
う
い
う
文
書

で
し
た
よ｣

と
伝
え
て
く
だ
さ
る
こ
と
は
、
論
文
の
時
代
よ
り
も

｢

資
料
の
時
代｣

に
適
っ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。

ル
オ
フ

古
関
先
生
の
話
を
聞
き
な
が
ら
思
い
ま
し
た
が
、
た
ぶ
ん

こ
の
サ
イ
ト
を
利
用
す
る
多
数
の
人
々
は
研
究
者
で
は
な
い
で
し
ょ

う
。
も
ち
ろ
ん

｢

日
本
国
憲
法
の
誕
生｣

と
い
う
サ
イ
ト
で
す
か
ら
、

深
く
憲
法
解
釈
に
関
す
る
内
容
を
作
成
す
る
こ
と
は
無
理
で
す
が
、

と
く
に
憲
法
判
例
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
サ
イ
ト
と
の
リ
ン
ク
が
あ
っ

た
ら
い
い
と
思
う
。

高
見

憲
法
展
示
会
と
は
、
二
年
間
ず
っ
と
付
き
合
っ
て
き
た
の
で

す
け
れ
ど
も
、
お
も
に
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
学
生
と
か
、
あ
る
い
は

高
校
生
と
か
、
若
い
人
た
ち
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
若
い
人
た
ち
が
、

憲
法
制
定
当
時
の
資
料
に
接
し
た
と
き
に
ど
う
い
う
反
応
を
見
せ
る

か
な
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
が
ら
作
成
し
て
き
ま
し
た
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
憲
法
制
定
の
経
緯
に
つ
い
て
、
基
礎
資
料
か

ら
あ
る
程
度
共
通
し
た
理
解
を
形
成
す
る
媒
体
に
な
れ
ば
よ
い
と
考

え
ま
し
た
。
今
回
の
よ
う
な
形
で
図
書
館
が
大
々
的
に
憲
法
制
定
の

資
料
に
特
化
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

か
な
り
先
端
的
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
と

(

笑)

思
っ
て
い
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
憲
法
調
査
会
の
調
査
や
大
学
で
の
研
究
の
役
に
立
っ
て

く
れ
れ
ば
、
大
変
あ
り
が
た
い
わ
け
で
す
。
ま
た
、
こ
れ
か
ら
先
、

仮
に
、
憲
法
改
正
と
い
う
動
き
に
な
っ
て
き
た
と
き
、
い
ま
の
憲
法

が
ど
の
よ
う
に
し
て
作
ら
れ
た
か
、
そ
の
過
程
で
ど
ん
な
議
論
が
行

わ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
多
く
の
国
民
に
、
こ
の
展
示
会
を
通
し
て
知
っ

て
も
ら
い
た
い
と
い
う
思
い
も
強
く
あ
り
ま
す
。

要
す
る
に
、
憲
法
制
定
の
経
緯
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
議
論
は
い

ろ
い
ろ
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
各
人
が
、
こ
の
展
示
会

を
使
っ
て
、
当
時
の
資
料
を
ひ
と
つ
ず
つ
自
分
の
目
で
確
か
め
な
が

ら
、
自
分
な
り
に
憲
法
の
な
り
た
ち
を
理
解
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。

司
会

本
日
は
お
忙
し
い
中
お
集
ま
り
い
た
だ
き
、
貴
重
な
お
話
を

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

(
ま
と
め

電
子
展
示
会

｢

日
本
国
憲
法
の
誕
生｣

特
別
班)
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お 知 ら せ

米国陸軍省高級副官部資料：

第２次世界大戦作戦記録の公開

この６月１日から新たに下記の資料が憲政資料室 (東京本館) において閲覧可能と

なりました｡

公開資料名／ 米国陸軍省高級副官部資料：第２次世界大戦作戦記録

原所蔵機関／ 米国国立公文書館

形態・数量／ マイクロフィッシュ 約6,900枚

今回､ 整理が終了し公開した資料は､ 1943～46年を中心として､ その前後の時期を

含んだものであり､ 対象地域は当該時期に連合軍が活動した太平洋戦域 (フィリピン､

ニューギニア､ 沖縄､ 本土等) です｡ マッカーサーが対日反攻の指揮を執った南西太

平洋方面連合軍総司令部 (GHQ/SWPA)､ その下で捕虜からの尋問や押収資料等か

ら日本側の情報を収集､ 分析した連合軍翻訳通訳局 (ATIS)､ 各種部隊を指揮下に置

き戦闘の主力を担った第６軍､ 補給を担った陸軍南西太平洋軍補給・後方部隊の日々

の作戦報告書等が中心となっています｡

例えば､ GHQ/SWPAの作戦報告書は､ 報告日までの数日分の陸海空各部隊の作

戦行動の概要､ 戦況図､ 通信記録等からなり､ 一日あたりそれぞれ約100枚以上に及

ぶもので､ 当時の米軍の作戦状況等を詳細に知ることができます｡ また､ 日本側の行

動や損害についても記載があり､ それにより日本側の動向についても知ることができ

ます｡ ご利用にあたっては､ 憲政資料室備付の目録 『World War Ⅱ Operations

Reports, 1940 - 1948 Pacific Theater (第２期収集分)』 をお調べください｡

高級副官部は､ 陸軍省の総務を担当した部署で､ 軍から個々の部隊レベルまでの日々

の作戦報告書・個人記録・出版・郵便等の管理・監督業務を担っており､ 資料中には

太平洋戦域で行動し､ 戦後日本各地に進駐した部隊の作戦報告書等の資料が含まれて

います｡ 占領期の連合国による地方行政の管理は､ 連合国最高司令官総司令部 (GH

Q/SCAP) から軍､ 軍団､ 地方軍政部本部､ 都道府県軍政部へと指令が順次伝達され､

その指令に基づき日本の都道府県等への監視､ 介入を行っていました｡そのため､ 高級

副官部資料には､ 当時の各地方における軍政関係の資料が含まれています｡

この資料群は､ 平成２年度から５年度にかけて収集を行い (この部分はすでに公開

済)､ その後､ 米国国立公文書館の改修工事で一時中断していましたが､ 平成15年度か

ら収集を再開したものです｡ また､ 今後､ 太平洋戦域の資料に続き各部隊 (軍政部資

料を含む) の資料収集に着手する予定です｡ この資料群の収集により､ すでに当室で

公開している GHQ/SCAP資料等の中央レベルの資料に加え､ 各地方での占領政策の

実際を担った地方軍政部や各地の進駐部隊の資料が利用可能となります｡ 占領史研究

の進展にいっそう寄与することが期待されます｡
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お 知 ら せ

電子展示会 ｢近代日本人の肖像｣ を公開

電子展示会 ｢近代日本人の肖像｣ を､ 平成16年７月９日に公開しました｡

人の顔や姿は､ その人を

特定したり､ 人物について

知ろうとする場合に､ もっ

とも重要な要素であり､ 肖

像はいつの時代にも人々の

関心を引き付けてきました｡

肖像を伝える媒体には､ 絵

画､ 写真､ 印刷物などさま

ざまなものがあります｡ 映像をリアルに伝える映画やテレビが出現する以前には､ 著

名人であっても､ その容貌を知る手段は､ 新聞や書籍等に限られていました｡

当時の写真そのものはその多くが消失していますが､ 図書の形で出版された写真集

は､ 刊行から１世紀近くを経た現在でも､ 当館の書庫に比較的良好な状態で保存され

ています｡

今回の電子展示会では､ こうした写真集から､ 近代日本の形成に影響のあった､ 政

治家､ 官僚､ 軍人､ 実業家等を中心とする220人の肖像写真 (258点) をご紹介します｡

それぞれの肖像写真には､ その人となりが分かるように各人の略歴を付記し､ ｢公家・

旧大名｣ ｢首相｣ ｢政治家｣ ｢外交官｣ ｢官僚｣ ｢法律家｣ 等の16のカテゴリーや人名の

50音順などからアクセスできるようにしました｡

収録されている人物は､ 当時の名士であり､ 時代を代表する顔でありました｡ 現在

も歴史に足跡を残した人物として知られている人もいますが､ 時代の経過とともに忘

れられてしまった ｢時の人｣ もいます｡ 出版物はその時代の社会や風俗を反映してい

ますから､ ｢時の人｣ の肖像写真も時代を知るための史料と考えることができます｡

名前は知っていても､ その顔や姿は見たことがない人物も少なくないでしょう｡ こ

の電子展示会を訪れることで､ 人物の印象を新たにしてくれる肖像写真に出会えるか

もしれません｡

＜URL＞ http://www.ndl.go.jp/portrait/
＜問い合わせ先＞

国立国会図書館関西館 事業部電子図書館課 電子情報発信係

電話 0774-98-1487 (直通)
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お 知 ら せ

近代デジタルライブラリーのコンテンツが充実しました

平成16年７月１日､ インターネット上で明治期

刊行図書を閲覧できる近代デジタルライブラリー

に､ 新たに書誌件数で約2,500件 (冊数で約4,100

冊) の資料を追加しました｡ 今回の追加により近

代デジタルライブラリーで閲覧できる資料の総点

数は､ 書誌件数で約34,800件､ 冊数で約54,200冊

になります｡ 追加提供するおもな資料には､ 沖縄

学の父と言われた伊波普猷の 『古琉球』､ 川上貞

奴や当時の歌舞伎役者のプロフィールが載った

『日本俳優鑑』 など､ 明治という時代が実感でき

る興味深い資料が多数含まれています｡ 内容が充

実した近代デジタルライブラリーを是非ご利用く

ださい｡

｢近代デジタルライブラリー｣ のページ：

http://kindai.ndl.go.jp
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伊波普猷 『古琉球』 (1911.12)

明治時代の本の著作権者を探しています

近代デジタルライブラリーの掲載資料をより充実させるために､ 昨年３

月から６月にかけて､ 没年不明の著作者約５万人について ｢公開調査｣ を

行いました｡ その結果､ 多くの方から生没年や著作権者の連絡先など有益

な情報をいただきました｡

本年度も引き続き､ 生没年や著作権者の連絡先が分からない著作者約

1,500人について､ 当館ホームページ上で ｢公開調査｣ を実施し､ 広く情報

提供を求めます｡ 調査期間は､ 平成16年７月１日 (木) から９月30日 (木)

までの３か月間です｡ 皆様のご協力をお願いいたします｡ なお､ 情報提供

の方法などについては､ 下記のページをご覧ください｡

｢著作者情報公開調査｣ のページ： https://kokaityosa.ndl.go.jp

(関西館事業部電子図書館課)

お 知 ら せ



は
じ
め
に

国
立
国
会
図
書
館
で
は
、
当
館
の
果
た
す
べ
き
使
命
・

役
割
お
よ
び
将
来
目
指
す
べ
き
方
向
性
を
明
確
に
す
る

た
め
、｢

国
立
国
会
図
書
館
ビ
ジ
ョ
ン
二
○
○
四｣

を

策
定
し
ま
し
た
。

ま
た
、
当
館
は
、
当
館
の
活
動
内
容
を
広
く
国
民
の

皆
様
に
説
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
平
成
一
六
年

度
か
ら
評
価
制
度
を
導
入
し
ま
す
。
評
価
制
度
に
お
い

て
は
、
ビ
ジ
ョ
ン
の
実
現
に
向
け
て
、
年
度
ご
と
に
具

体
的
な
目
標
・
基
準

(

今
年
度
は

｢

平
成
一
六
年
度
重

点
目
標｣

｢

平
成
一
六
年
度
サ
ー
ビ
ス
基
準｣)

を
掲
げ
、

年
度
終
了
後
に
そ
の
評
価
結
果
を
公
表
し
ま
す
。
こ
う

し
た
取
組
に
よ
っ
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
一
層
の
向
上
に
努

め
ま
す
。

こ
こ
で
は
、｢

国
立
国
会
図
書
館
ビ
ジ
ョ
ン
二
○
○
四｣

、

｢

平
成
一
六
年
度
重
点
目
標｣

お
よ
び

｢

平
成
一
六
年

度
サ
ー
ビ
ス
基
準｣

を
紹
介
し
ま
す
。
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東京本館

｢

国
立
国
会
図
書
館
ビ
ジ
ョ
ン
二
○
○
四｣

と
評
価
制
度
の
導
入
に
つ
い
て

関西館

国際子ども図書館
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〇

使
命
と
役
割

国
立
国
会
図
書
館
は
、｢

真
理
が
わ
れ
ら
を
自
由
に
す
る
と
い

う
確
信
に
立
っ
て
、
憲
法
の
誓
約
す
る
日
本
の
民
主
化
と
世
界
平

和
と
に
寄
与
す
る
こ
と
を
使
命
と
し
て｣

(

国
立
国
会
図
書
館
法

前
文)

、
次
の
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

▼

国
民
の
知
的
活
動
の
成
果
を
、
印
刷
物
か
ら
電
子
情
報
に

い
た
る
ま
で
広
く
収
集
し
、
国
民
共
有
の
情
報
資
源
を
構

築
す
る
。

▼

国
政
課
題
に
関
す
る
調
査
・
分
析
及
び
情
報
の
提
供
に
よ
っ

て
、
国
会
の
立
法
活
動
を
補
佐
す
る
。

▼

行
政
・
司
法
各
部
門
及
び
広
く
国
民
に
対
し
図
書
館
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
し
、
現
在
及
び
将
来
に
わ
た
り
、
情
報
資
源

へ
の
ア
ク
セ
ス
を
保
障
す
る
。

〇

重
点
領
域

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
急
速
な
発
達
に
よ
り
、
社
会
に
お
け
る

情
報
流
通
の
在
り
方
が
大
き
く
変
化
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
社
会

の
枠
組
み
が
見
直
さ
れ
、
価
値
観
が
多
様
化
す
る
中
で
、
個
人
や

組
織
が
情
報
を
収
集
・
選
択
し
、
判
断
を
下
す
こ
と
が
ま
す
ま
す

重
要
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

国
立
国
会
図
書
館
は
、
こ
の
よ
う
な
情
報
環
境
・
社
会
環
境
の

変
化
に
対
応
す
る
た
め
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
よ
る
情
報
発

信
の
強
化
と
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

今
後
さ
ら
に
、
次
の
四
つ
を
重
点
領
域
と
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
一

層
の
向
上
を
目
指
し
ま
す
。

▼

立
法
補
佐
機
能
の
強
化

国
会
の
立
法
活
動
を
補
佐
す
る
た
め
、
調
査
サ
ー
ビ
ス

の
高
度
化
を
図
る
。
ま
た
、
内
外
の
情
報
資
源
を
駆
使
し
、

的
確
な
情
報
を
一
層
効
果
的
に
提
供
す
る
。

▼

デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
の
構
築

国
民
共
有
の
情
報
資
源
と
し
て
、
電
子
情
報
を
蓄
積
・

提
供
す
る
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
を
構
築
す
る
。

▼

情
報
資
源
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
向
上

情
報
資
源
へ
の
自
由
で
平
等
な
ア
ク
セ
ス
を
保
障
す
る

た
め
、
利
用
機
会
の
拡
充
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
質
的
向
上
を

図
る
。

▼

協
力
事
業
の
推
進

内
外
の
図
書
館
及
び
関
係
機
関
と
の
連
携
を
強
化
し
て
、

情
報
資
源
の
共
有
化
と
流
通
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
図
書

館
人
の
育
成
の
た
め
に
協
力
し
、
図
書
館
・
情
報
サ
ー
ビ

ス
の
発
展
に
寄
与
す
る
。

一

国
立
国
会
図
書
館
ビ
ジ
ョ
ン
二
○
○
四



二

平
成
一
六
年
度

重
点
目
標

当
館
で
は
、｢

国
立
国
会
図
書
館
ビ
ジ
ョ
ン
二
○
○
四｣

で
示
し

た
重
点
領
域
に
お
い
て
サ
ー
ビ
ス
の
一
層
の
向
上
を
実
現
す
る
た
め
、

重
点
領
域
ご
と
に
一
〜
三
年
で
実
現
す
べ
き
重
点
目
標
を
掲
げ
て
い

ま
す
。

【
立
法
補
佐
機
能
の
強
化
】

当
館
の
立
法
補
佐
機
能
に
対
す
る
期
待
が
高
ま
り
、
調
査
・
情
報

サ
ー
ビ
ス
へ
の
需
要
は
年
々
増
大
し
て
い
ま
す
。
国
会
か
ら
の
求
め

に
、
正
確
、
迅
速
か
つ
的
確
に
応
え
る
た
め
、
当
館
は
依
頼
調
査
・

予
測
調
査
の
強
化
を
行
う
と
と
も
に
、
電
子
情
報
に
対
応
し
た
サ
ー

ビ
ス
の
拡
充
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

∧
重
点
目
標
∨

○

特
定
テ
ー
マ
を
多
角
的
に
分
析
す
る

｢

総
合
調
査｣

を
積
極

的
に
推
進
す
る
。

○

国
政
の
重
要
課
題
へ
の
対
応
、
特
に
憲
法
関
連
の
調
査
体
制

を
強
化
す
る
。

○

国
会
に
対
す
る
電
子
的
な
情
報
発
信
を
強
化
す
る
。

【
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
の
構
築
】

社
会
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
電
子
情
報
が
流
通
・
利
用
さ
れ
て
い
る

現
在
、
電
子
情
報
に
対
し
て
も
従
来
の
出
版
物
に
対
し
て
果
た
し
て

き
た
の
と
同
様
の
役
割
を
果
た
す
た
め
、
当
館
は
平
成
一
五
年
度
に

｢

国
立
国
会
図
書
館
電
子
図
書
館
中
期
計
画
二
○
○
四｣

を
策
定
し

ま
し
た

(

本
誌
五
一
九
号

(

二
○
○
四
年
六
月)

参
照)

。

こ
の
計
画
に
基
づ
き
、
当
館
は
、
所
蔵
資
料
の
電
子
化
を
進
め
る

と
と
も
に
、
デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
を
収
集
、
蓄
積
、
保
存
し
、

幅
広
く
提
供
し
て
い
き
ま
す
。

∧
重
点
目
標
∨

○

｢

近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー｣

の
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
、

明
治
期
刊
行
図
書
の
電
子
化
を
平
成
一
七
年
度
中
に
完
了
し
、

提
供
を
行
う
。

○

デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
の
基
本
的
枠
組
み
を
平
成
一
六
年

度
中
に
策
定
す
る
。

【
情
報
資
源
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
向
上
】

当
館
は
、
内
外
の
広
範
な
情
報
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
、
遠
隔

利
用
サ
ー
ビ
ス
と
館
内
利
用
サ
ー
ビ
ス
を
二
本
の
柱
と
し
て
サ
ー
ビ

ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。
資
料
の
収
集
・
整
理
・
提
供
・
保
存
お
よ
び

検
索
ツ
ー
ル
の
整
備
と
い
う
基
本
機
能
の
改
善
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、

サ
ー
ビ
ス
を
強
化
し
、
国
民
の
共
有
財
産
で
あ
る
情
報
資
源
の
利
用

機
会
を
広
げ
ま
す
。
ま
た
、
当
館
の
豊
富
な
資
料
を
い
か
し
、
情
報

に
付
加
価
値
を
付
け
た
発
信
型
サ
ー
ビ
ス
の
強
化
に
取
り
組
ん
で
い

き
ま
す
。
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∧
重
点
目
標
∨

○

平
成
一
六
年
一
○
月
か
ら
東
京
本
館
の
開
館
日
・
開
館
時
間

の
拡
大
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
を
行
う
。

○

施
設
内
に
お
け
る
電
子
ジ
ャ
ー
ナ
ル
の
提
供
サ
ー
ビ
ス
を
拡

充
す
る
。

○

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
の
複
写
申
込
み
を
は
じ
め
と
し
て
、

当
館
の
利
用
が
よ
り
便
利
に
な
る
登
録
利
用
者
制
度
の
周
知

に
努
め
る
。

○

国
の
科
学
技
術
の
振
興
に
資
す
る
た
め
、
電
子
情
報
環
境
に

対
応
し
た
科
学
技
術
情
報
を
整
備
し
、
サ
ー
ビ
ス
を
向
上
さ

せ
る
。

○

書
誌
情
報
の
提
供
件
数
お
よ
び
種
別
を
拡
大
す
る
。

○

国
会
会
議
録
フ
ル
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
加
え
、
日
本

法
令
索
引
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
平
成
一
六
年
度
中
に
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
公
開
す
る
。(

平
成
一
六
年
六
月
七
日
公
開
済
み)

【
協
力
事
業
の
推
進
】

図
書
館
を
取
り
ま
く
環
境
が
著
し
く
変
化
す
る
中
、
当
館
は
、
各

種
協
力
事
業
を
実
施
し
、
ま
た
図
書
館
情
報
学
に
係
る
調
査
研
究
を

進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
全
国
の
図
書
館
情
報
資
源
の
連
携
を
強
化
し
、

国
内
外
の
図
書
館
人
の
知
識
・
技
術
取
得
に
資
す
る
こ
と
を
目
指
し

て
い
ま
す
。

∧
重
点
目
標
∨

○

国
際
図
書
館
連
盟

(

Ｉ
Ｆ
Ｌ
Ａ)

と
の
連
携
お
よ
び
ア
ジ
ア

の
図
書
館
と
の
交
流
を
中
心
と
し
て
、
国
際
的
な
図
書
館
連

携
を
強
化
す
る
。

○

当
館
お
よ
び
都
道
府
県
立
・
政
令
指
定
都
市
立
図
書
館
が
所

蔵
す
る
和
図
書
の
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
平
成
一
六
年

度
中
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開
す
る
。

○

主
と
し
て
国
内
の
図
書
館
職
員
を
対
象
と
し
て
、
Ｗ
ｅ
ｂ
技

術
を
用
い
た
遠
隔
研
修
事
業
の
準
備
に
着
手
し
、
平
成
一
七

年
度
中
に
実
施
す
る
。

三

平
成
一
六
年
度

サ
ー
ビ
ス
基
準

当
館
で
は
、
当
館
が
提
供
す
る
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
を
明
確

に
す
る
た
め
、
具
体
的
な
数
値
を
用
い
た
サ
ー
ビ
ス
基
準
を
設
定
し

て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
は
二
〇
〜
二
一
頁
で
ご
紹
介
し
ま
す
。

な
お
、
国
立
国
会
図
書
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、｢

国
立
国
会
図
書
館

ビ
ジ
ョ
ン
二
○
○
四｣

、｢

平
成
一
六
年
度
重
点
目
標｣

、｢

平
成
一
六
年
度
サ
ー

ビ
ス
基
準｣

に
加
え

｢

平
成
一
六
年
度
サ
ー
ビ
ス
基
準
の
説
明｣

を
掲
載
し

て
い
ま
す
。(h

ttp
:/

/
w

w
w

.n
d
l.g

o
.jp

/
jp

/
a
b
o
u

tu
s/

v
isio

n
.h

tm
l)

(

総
務
部
企
画
・
協
力
課)
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＜東京本館館内利用サービス＞

○電子資料室で利用可能な電子ジャーナルのタイトル数

全分野にわたる海外電子ジャーナル1万タイトル以上

○書庫内資料の閲覧にかかる時間

出納：95％以上について､ 申込みから30分以内

出納できない理由の通知：95％以上について､ 申込みから30分以内

○複写にかかる時間

即日複写：80％以上について､ 申込みから30分以内

後日複写：申込日から４日 (休館日を除く)

○関西館資料の取寄せにかかる時間

申込日から４日 (休館日を除く)

＜関西館館内利用サービス＞

○閲覧できる開架資料冊数

総合閲覧室の開架：各分野の参考図書､ 主要な雑誌・新聞等を５万冊以上

アジア情報室の開架：アジア言語資料・アジア関係資料を３万冊以上

電子ジャーナルの閲覧：１万タイトル以上

○書庫内資料の閲覧にかかる時間

出納：95％以上について､ 申込みから30分以内

出納できない理由の通知：95％以上について､ 申込みから30分以内

○東京本館資料の取寄せにかかる時間

申込日から４日 (休館日を除く)

＜国際子ども図書館館内利用サービス＞

○展示会・催し物の開催頻度

展示会の開催日数：開館日の90％以上

講演会等の催し物開催数：年間７回以上

○閲覧できる開架資料冊数

子どものへや：昔話や読み継がれてきた絵本・読み物を中心に8,000冊以上

世界を知るへや：世界各国を紹介する本や海外の絵本を80か国1,000冊以上

メディアふれあいコーナー：子どもたちが親しめる電子資料を100点以上

○第一および第二資料室における閉架書庫資料の閲覧にかかる時間

出納：95％以上について､ 申込みから20分以内

出納できない理由の通知：95％以上について､ 申込みから20分
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平成16年度 サービス基準

＜遠隔利用サービス＞

○インターネット経由の複写依頼にかかる日数

複写物の発送：80％以上について､ 受理日から５日 (休館日を除く) 以内

複写できない理由の通知：80％以上について､ 受理日から４日 (休館日を除く)

以内

○図書館を通じて申し込まれた資料貸出しにかかる日数

資料の発送：70％以上について､ 受理日から４日 (休館日を除く) 以内

貸出しできない理由の通知：70％以上について､ 受理日から４日 (休館日を除く)

以内

○図書館を通じて申し込まれた文書レファレンス・サービスにかかる日数

回答の発送：75％以上について､ 受理日から20日以内

○当館ホームページ提供時間

利用提供：提供時間 (週7日24時間いつでも) の内99.8％以上

○当館ホームページのNDL-OPAC提供時間

利用提供：提供時間 (月－土曜日：７－28時 (翌４時)､ 日曜日：７－25時

(翌１時)､ 第３日曜日は７－22時) の内95％以上

○当館ホームページの各種総合目録データベース更新頻度

総合目録ネットワーク：毎日 ※平成16年度内公開予定

点字図書・録音図書全国総合目録：月１回

全国新聞総合目録データベース：随時

児童書総合目録データベース：週１回

○｢納本制度｣ に基づき収集する国内刊行資料の利用

当館ホームページの ｢日本全国書誌｣ (週刊) への掲載：80％以上について､

受入日から60日以内

当館ホームページの NDL-OPAC による利用開始：80％以上について､ 受入

日から70日以内

○当館ホームページ上の電子展示会の内容追加頻度

国立国会図書館ホームページの ｢ギャラリー｣ ：年間３件追加

国際子ども図書館ホームページの ｢絵本ギャラリー｣ ：年間１件追加
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平
成
一
六
年
六
月
二
日
、
国
立
国
会
図
書
館
特
別
会
議
室

(

東
京

本
館)

に
お
い
て
、
第
一
一
回
の
納
本
制
度
審
議
会

(

衞
藤
瀋
吉
会

長)

が
開
催
さ
れ
た
。
審
議
の
概
要
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

委
員
の
委
嘱
等

一
八
名
の
委
員
の
う
ち
、
二
名
の
委
嘱
等
が
あ
っ
た
旨
報
告
さ
れ

た
。
社
団
法
人
日
本
雑
誌
協
会
前
理
事
長
の
浅
野
純
次
氏
の
委
嘱
を

解
き
、
新
理
事
長
の
白
石
勝
氏
に
委
嘱
し

(
以
上
平
成
一
六
年
五
月

一
〇
日
付
け)

、
ま
た
社
団
法
人
日
本
出
版
取
次
協
会
前
会
長
の

小
林
辰
三
郎
氏
の
委
嘱
を
解
き
、
新
会
長
の
鶴
田
尚
正
氏
に
委
嘱
し

た

(

以
上
同
五
月
二
〇
日
付
け)

。
さ
ら
に
代
償
金
部
会
所
属
委
員

と
し
て
、
白
石
勝
委
員
を
同
五
月
一
〇
日
付
け
で
指
名
し
た
。

二

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
系
電
子
出
版
物
の
収
集
の
課
題
に
関
す

る
小
委
員
会
の
調
査
審
議
の
経
過
に
つ
い
て

標
題
の
小
委
員
会

(

以
下

｢

小
委
員
会｣)

が
昨
年
六
月
に
設
置

さ
れ
、
こ
れ
ま
で
三
回
の
調
査
審
議
が
行
わ
れ
た
。
審
議
会
で
は
、

そ
の
経
過
が
報
告
さ
れ
た
。

【
経
緯
】

審
議
会
は
、
平
成
一
四
年
三
月
の
国
立
国
会
図
書
館
長
の
諮
問

｢

日
本
国
内
で
発
行
さ
れ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
系
電
子
出
版
物
を
納
本

制
度
に
組
み
入
れ
る
こ
と
に
つ
い
て｣

を
調
査
審
議
し
て
い
る
。
昨

年
六
月
ま
で
設
置
さ
れ
て
い
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
系
電
子
出
版
物
小
委

員
会
の
調
査
審
議
を
ふ
ま
え
て
、
審
議
会
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
系
電

子
出
版
物

(

以
下

｢

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
系｣)

を
納
本
制
度
に
組
み
入

れ
ず
、
新
し
い
制
度
に
よ
り
収
集
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
し
た
。

そ
の
上
で
、
国
・
地
方
公
共
団
体
お
よ
び
学
術
的
内
容
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
系
を
発
行
者
に
通
知
義
務
ま
た
は
送
信
義
務
を
課
し
て
収
集
す
る

こ
と
が
基
本
的
に
妥
当
で
あ
る
と
し
つ
つ
、｢

自
動
的
収
集｣

(

収
集

範
囲
を
限
定
せ
ず
に
機
械
的
に
固
定
す
る
方
法)

の
最
終
的
判
断
は
、

改
め
て
行
う
こ
と
と
し
た

(

本
誌
五
〇
六
号
一
〇
頁)

。
ま
た
、
収

集
範
囲
・
方
法
等
に
つ
い
て
法
的
観
点
か
ら
検
討
が
必
要
と
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
小
委
員
会
に
お
い
て
調
査
審
議
を
行
っ
て
い
る
。

【
報
告
の
要
旨
】

(
一)

国
・
地
方
公
共
団
体
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
系
の
収
集
目
的
は
、

国
立
国
会
図
書
館
法
第
二
四
条
の

｢

公
用｣

に
準
じ
て
考
え
る
べ
き

で
あ
り
、
本
年
二
月
の
審
議
会
答
申
に
お
い
て
国
等
と
同
等
の
納
入
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義
務
を
課
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
独
立
行
政
法
人
等
を
国
・
地
方

公
共
団
体
と
同
等
に
扱
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
ま
た
、
国
等
の
た

め
発
行
さ
れ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
系
に
つ
い
て
、
自
ら
発
行
し
た
場
合

と
同
様
に
収
集
に
関
し
て
義
務
を
負
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
ま
た
、

収
集
方
法
は
、
送
信
義
務
ま
た
は
自
動
的
収
集
に
よ
る
こ
と
と
し
、

通
知
義
務
を
課
す
必
要
は
な
く
、
過
誤
等
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
系
の
送
信
等
を
免
除
す
る
仕
組
み
が
必
要
で
あ
る
。

(

二)

私
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
系
に
つ
い
て
は
、
収
集
範
囲
を
学
術

的
内
容
の
も
の
に
限
定
す
る
こ
と
は
、
国
立
国
会
図
書
館
の
任
務
か

ら
不
十
分
で
あ
り
説
明
が
困
難
で
あ
る
の
で
、
網
羅
的
に
収
集
せ
ざ

る
を
得
な
い
。
ま
た
、
収
集
方
法
に
つ
い
て
、
言
論
の
萎
縮
の
お
そ

れ
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
発
行
の
事
実
の
通
知
義
務
を
課
す
る
方

法
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
事
前
に
発
行
者
等
に
館
に
よ
る
収
集
の
日

時
、
頻
度
等
お
よ
び
複
製

(

固
定)

の
拒
否
の
申
し
出
が
で
き
る
こ

と
を
公
告
し
た
後
、
拒
否
の
申
し
出
に
応
じ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る

方
法
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

(

三)

収
集
お
よ
び
利
用
に
お
け
る
著
作
権
の
問
題
に
つ
い
て
、
想

定
さ
れ
る
閲
覧
等
の
行
為
と
著
作
権
法
上
の
許
諾
の
要
否
に
つ
い
て

整
理
し
、
収
集

(

固
定)

に
お
い
て
立
法
に
よ
る
権
利
制
限
が
必
要

で
あ
る
こ
と
、
国
・
地
方
公
共
団
体
等
に
つ
い
て
は
、｢

公
用｣

と

い
う
収
集
目
的
か
ら
、
私
人
に
比
較
し
て
権
利
制
限
の
必
要
が
高
い

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
私
人
の
著
作
権
制
限
は
、
現
行
法
の
権
利
制

限
の
趣
旨
等
を
ふ
ま
え
、
必
要
か
つ
最
小
限
に
と
ど
め
る
べ
き
こ
と

な
ど
を
確
認
し
た
。

(

四)

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
系
が
国
内
に
お
い
て
発
行
さ
れ
た
か
ど
う
か

の
判
断
基
準
、
収
集
対
象
か
ら
除
外
せ
ざ
る
を
得
な
い
出
版
物
の
考

え
方
、
制
度
的
収
集
に
お
い
て
対
象
と
す
る
者

(

発
行
者
・
著
作
権

者)

に
つ
い
て
も
検
討
し
た
。

以
上
の
報
告
に
対
し
、
質
問
、
意
見
が
出
さ
れ
、
今
後
の
小
委
員

会
に
お
け
る
調
査
審
議
に
反
映
す
べ
き
指
摘
も
あ
っ
た
。

最
後
に
会
長
か
ら
、
技
術
・
社
会
的
状
況
の
変
化
が
予
想
さ
れ
る

中
、
現
実
に
実
施
可
能
な
制
度
の
基
本
的
要
件
を
示
す
こ
と
が
諮
問

へ
の
回
答
に
な
る
と
の
発
言
が
あ
っ
た
。

(

な
お
、
当
初
、
公
文
俊
平
小
委
員
長
が
報
告
を
行
う
予
定
で
あ
っ

た
が
、
小
委
員
長
が
欠
席
の
た
め
、
小
委
員
会
所
属
の
合
庭
惇
委
員

が
報
告
を
代
行
し
た
。)

三

代
償
金
部
会
の
調
査
審
議
に
つ
い
て

小
売
価
格
の
表
示
の
な
い
出
版
物
等
に
関
し
て
個
別
に
代
償
金
額

を
決
定
す
る
代
償
金
部
会
の
審
議
を
簡
便
に
行
う
た
め
、
諮
問
等
手

続
を
審
議
会
を
開
催
せ
ず
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
お
よ
び
部
会

を
原
則
と
し
て
審
議
会
開
催
日
に
合
わ
せ
て
開
催
す
る
こ
と
を
内
容

と
す
る
事
務
局
案
が
了
承
さ
れ
た
。

四

今
後
の
日
程
案
に
つ
い
て

小
委
員
会
を
一
〇
月
頃
ま
で
に
二
回
行
う
こ
と
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

系
の
収
集
に
関
し
て
、
本
年
中
に
審
議
会
の
答
申
を
行
う
こ
と
を
内
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容
と
す
る
案
が
了
承
さ
れ
た
。

五

事
務
局
か
ら
の
報
告

(

一)
昨
年
度
の
納
本
に
基
づ
く
資
料
別

受
入
実
績
、
本
年
度
の
代
償
金
予
算
お
よ

び
昨
年
度
の
代
償
金
支
出
実
績
に
つ
い
て
、

報
告
し
た
。

(

二)

本
年
二
月
の
審
議
会
答
申

｢

独
立

行
政
法
人
等
の
出
版
物
の
納
入
義
務
の
在

り
方
に
つ
い
て｣

を
受
け
た
館
の
国
立
国

会
図
書
館
法
等
改
正
作
業
の
進
捗
状
況
に

つ
い
て
、
報
告
し
た
。

な
お
、
今
回
の
審
議
会
の
議
事
録
は
、

当
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(h
ttp
:/
/
w
w
w
.n
d
l.

g
o
.jp

―

｢

国
立
国
会
図
書
館
に
つ
い
て｣

―｢

納
本
制
度｣

―｢

納
本
制
度
審
議
会｣)

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
前
回
ま
で

の
審
議
会
お
よ
び
小
委
員
会

(

第
一
回
か

ら
三
回
ま
で)

の
議
事
録
に
つ
い
て
も
、

同
所
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

納
本
制
度
審
議
会
事
務
局

(

収
集
部)
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(平成16年6月現在)
会 長 衞藤 瀋吉 東京大学名誉教授
会 長 代 理 ○公文 俊平 国際大学グローバル・コミュニケーション・セ

ンター所長
代償金部会長 塩野 宏 東京大学名誉教授､ 東亜大学通信制大学院教授
委 員 ○合庭 惇 国際日本文化研究センター教授

朝倉 邦造 社団法人日本書籍出版協会理事長
○安念 潤司 成蹊大学法学部教授､ 弁護士
○内田 晴康 弁護士､ 慶應義塾大学法科大学院教授
○小幡 純子 上智大学法学部教授
見城美枝子 青森大学社会学部教授､ エッセイスト
清水 勲 帝京平成大学情報学部教授
＊白石 勝 社団法人日本雑誌協会理事長
高橋真理子 朝日新聞論説委員
竹内 � 社団法人日本図書館協会理事長
＊鶴田 尚正 社団法人日本出版取次協会会長
村上 重美 社団法人日本新聞協会専務理事
百� 英 社団法人行政情報システム研究所理事長
○紋谷 暢男 成蹊大学法学部教授
依田 � 社団法人日本レコード協会会長

(18人)

専 門 委 員 ○奥住 啓介 財団法人データベース振興センター事務局長・
振興部長

○�本 重雄 筑波大学図書館情報学系教授
○夏井 高人 明治大学法学部教授､ 弁護士
○野末俊比古 青山学院大学文学部助教授

(4人)

○印：ネットワーク系電子出版物の収集の課題に関する小委員会所属の委員・
専門委員 (10名)
＊印：新委員

納本制度審議会委員・専門委員名簿



図
書
館
か
ら
の
電
話
に

｢

ハ
イ
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス

係
で
す
。｣

と
答
え
る
の
は
私
た
ち
レ
フ
ァ
レ
ン
ス

係
の
職
員
で
す
。
こ
の
道
ン
十
年
の
ベ
テ
ラ
ン
か
ら

一
年
未
満
の
初
心
者
ま
で
が
お
り
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス

の
受
付
、
回
付
、
回
答
作
成
、
発
送
を
行
っ
て
い
ま

す
。
申
込
み
の
媒
体
は
電
子
メ
ー
ル
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、

郵
送
、
電
話
で
す
。
メ
ー
ル
受
信
、

受
付
フ
ァ
ッ
ク
ス
へ
の
ナ
ン
バ
リ
ン

グ
ス
タ
ン
プ
押
し
、
封
筒
貼
り
に
電

話
か
け
と
、
作
業
は
な
か
な
か
変
化

に
富
ん
で
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
内
容
は
古
今
東
西
に

わ
た
っ
て
お
り
、
人
の
興
味
・
関
心

の
広
さ
と
深
さ
に
驚
き
ま
す
。
レ
フ
ァ

レ
ン
ス
係
で
扱
う
簡
易
な
質
問
で
よ

く
あ
る
の
は
、
ま
ず

｢

狙
い
撃
ち｣

型
。｢

雑
誌
○
○
の
◇
年
△
月
号
に

×
×
に
関
す
る
記
事
が
載
っ
て
い
る
か
。
あ
れ
ば
掲

載
ペ
ー
ジ
を
知
り
た
い
。｣

と
い
う
よ
う
な
も
の
で

す
。
こ
こ
ま
で
特
定
さ
れ
て
い
れ
ば
あ
と
は
書
庫
に

見
に
行
く
だ
け
な
の
で
助
か
り
ま
す
。
タ
イ
ト
ル
、

著
者
、
掲
載
年
月
が
不
確
か
な
場
合
等
は
、
探
す
の

が
困
難
な

｢

尋
ね
人｣

型
に
な
り
ま
す
。｢

利
用
者

の
方
が
、
昭
和
一
四
年
ご
ろ
見
た
覚
え
が
あ
る
そ
う

で
す
。｣

と
か

｢

典
拠
資
料
に
出
て
い
る
が
、
ど
こ

を
探
し
て
も
見
つ
か
ら
な
い
。｣

と
い
う
よ
う
な
問

い
合
わ
せ
で
す
。
有
効
な
検
索
ツ
ー
ル
が
な
い
場
合

は
捜
索
不
能
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
で
き
る
範
囲

で
ひ
た
す
ら
資
料
に
当
た
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
マ

イ
ク
ロ
化
さ
れ
た
古
い
資
料
の
不
鮮
明
な
画
像
を
目

で
追
う
こ
と
も
多
く
、
慣
れ
な
い
と

船
酔
い
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
専
門
的
な
主
題
に
関
す
る
質
問

は
各
専
門
室
に
回
付
し
ま
す
。

多
く
の
図
書
館
で
は
当
館
へ
の
お

申
込
み
の
前
に
か
な
り
調
査
を
さ
れ

て
い
ま
す
。｢

こ
れ
以
上
私
た
ち
が

調
べ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。｣

と
気
弱

に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
資
料

を
探
し
求
め
る
依
頼
者
の
情
熱
は
申

込
フ
ォ
ー
ム
か
ら
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ

て
き
ま
す
。
当
館
の
方
針
で
文
書
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
は

図
書
館
経
由
で
受
け
て
い
ま
す
が
、
一
件
の
申
込
み

の
向
こ
う
に
は
各
図
書
館
の
担
当
者
が
い
て
、
そ
の

向
こ
う
に
は
図
書
館
利
用
者
が
い
る
、
そ
の
思
い
を

胸
に
、
私
た
ち
は
皆
様
か
ら
の
お
問
合
わ
せ
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

(

参
考
企
画
課
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
係

受
付
嬢)
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常
設
展
示
の
お
知
ら
せ

第
一
三
二
回

花
火
の
情
景

平
成
一
六
年

七
月

一
日

(

木)

か
ら

八
月
三
一
日

(

火)

ま
で

於

本
館
目
録
ホ
ー
ル
入
口

(

東
京
本
館)

詳
細
は
本
誌
五
一
九
号
ま
た
は
当
館
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

は
、｢

ギ
ャ
ラ
リ
ー｣

の
な
か
に
あ
る

｢

常
設

展
示｣

の
コ
ー
ナ
ー
に
、
展
示
資
料
一
覧
と
簡

単
な
解
説
文
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。(h

ttp
:/

/

w
w

w
.n

d
l.g

o
.jp

/
jp

/
g

a
llery

/
p
erm

a
n

en
t

/
in

d
ex

.h
tm

l)

巻
末
に
こ
の
展
示
会
に
関
連
し
た
コ
ラ
ム

｢

本
を
魅
せ
る

常
設
展
示
案
内｣

が
あ
り
ま
す
。



日
本
の
化
粧
文
化

明
治
維
新
か
ら
平
成
ま
で

研
究
紀
要
お
い
で
る
み
ん

資
生
堂
企
業
資

料
館
刊

(

〒
103-
8010

中
央
区
銀
座
七
‐
五
‐
五)

二
〇
〇
二
・
一
二

二
六
九
頁

Ａ
４

(G
D

68-H
6)

美
し
く
な
り
た
い
と
願
う
人
は
多
い
。
ま
た
、

｢

好
き
な
タ
イ
プ｣

の
条
件
に
外
見
の
美
し
さ
を
挙

げ
る
人
も
多
い
。
そ
こ
で
、
ふ
と
疑
問
に
思
う
こ
と

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
美
し
く
な
り
た
い
の
だ
ろ

う
？

美
し
さ
と
は
ど
う
い
う
も
の
だ
ろ
う
？

本
書
は
、
資
生
堂
企
業
文
化
部
の
発
案
に
よ
り
内

外
の
人
材
に
よ
り
構
成
さ
れ
た

｢

化
粧
文
化
研
究
会｣

メ
ン
バ
ー
に
よ
る
論
文
集
で
あ
る
。
化
粧
や
美
容
を

｢

文
化｣

と
し
て
と
ら
え
、
背
後
の
社
会
の
動
き
に

注
目
し
て
考
察
し
よ
う
と
い
う
試
み
の
も
と
に
、

一
三
の
論
考
が
集
め
ら
れ
た
。
巻
末
の
年
表
で
は
、

一
八
九
四
年
以
降
の
社
会
的
事
件
と
美
容
業
界
の
動

向
が
一
覧
で
き
る
。
読
み
物
と
し
て
も
楽
し
め
る
が
、

美
容
業
界
の
今
後
の
動
向
を
探
る
材
料
と
し
て
も
有

用
で
あ
ろ
う
。
各
章
ご
と
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
化
粧

品
の
カ
ラ
ー
写
真
も
美
し
い
。

化
粧
文
化
を
考
え
る
際
の
大
き
な
テ
ー
マ
と
し
て
、

美
の
価
値
基
準
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
る
か
と
い

う
問
題
が
あ
る
。
古
来
、
外
見
の
美
醜
は
、
女
性
に

つ
い
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
男
性
が
女

性
を
評
価
す
る
と
い
う
観
点
が
大
き
く
影
響
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る

(

笠
原
美
智
子

｢

資
生
堂
広
告
写
真

の
女
性
像｣

、
鈴
木
由
加
里

｢『

美
し
さ』

と
い
う
規

範
―
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
美
の
神
話
―｣)

。
し
か
し
最
近

は
、
そ
の
よ
う
な
性
差
が
小
さ
く
な
っ
て
き
て
お
り
、

美
容
に
気
を
遣
う
男
性
が
増
え
て
き
て
い
る
と
い
う
。

理
由
の
一
つ
と
し
て
、
若
い
男
女
の
人
口
比
で
男
性

の
ほ
う
が
多
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

(

前
田
和

男

｢

日
本
の
近
代
化
と
男
の
化
粧
行
動
の
変
容｣)

。

今
後
は
新
た
な
価
値
基
準
が
現
れ
る
の
か
も
し
れ
な

い
。そ

し
て
、
価
値
基
準
は
社
会
的
背
景
や
流
行
に
も

影
響
を
受
け
、
変
わ
っ
て
い
く
。
た
っ
た
一
〇
年
前

の
雑
誌
で
も
、
髪
型
や
眉
の
感
じ
が
今
と
は
異
な
り
、

古
び
て
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
明
治
維
新
以

後
に
打
ち
出
さ
れ
た
衛
生
教
育
や
、
外
見
よ
り
も
品

格
を
重
ん
じ
る
考
え
方
な
ど
が
、
こ
の
数
年
で
急
速

に
消
滅
し
つ
つ
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

(

陶

智
子

｢

礼
儀
・
作
法
と
化
粧｣

、
山
本
桂
子

｢

西
洋

セ
ン
ス
を
蹴
飛
ば
し
て
き
た
―
日
本
の〝

女
の
コ〟

の
メ
イ
ク
ア
ッ
プ
史｣)

。
こ
の
た
め
、
世
代
間
で
感

覚
の
ず
れ
が
生
じ
て
お
り
、
女
子
高
生
の
流
行
が

｢

ヤ
マ
ン
バ｣

な
ど
と
す
さ
ま
じ
い
名
前
で
呼
ば
れ

た
り
、
人
前
で
の
化
粧
が
社
会
問
題
に
な
っ
た
り
す

る
現
象
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
価
値
基
準
に
さ
ら
さ
れ
る
な
か
で
、

他
者
に
評
価
さ
れ
る
た
め
に

｢

美
し
く
な
り
た
い｣

と
い
う
気
持
ち
が
生
ま
れ
て
く
る
。
ま
た
、
現
代
に

お
い
て
は
、
他
者
の
視
線
と
は
関
係
な
く
、
自
己
表

現
・
自
己
実
現
と
し
て
美
容
行
動
が
行
わ
れ
る
面
も

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
も
興
味
深
い

(

海

野
弘

｢

美
容
文
化
史
の
た
め
に｣)

。

そ
の
ほ
か
、
化
粧
品
会
社
な
ら
で
は
の
、
技
術
開

発
者
に
よ
る
美
の
追
究
が
面
白
い
。
保
湿
ク
リ
ー
ム

の
配
合
を
朝
か
ら
晩
ま
で
考
え
続
け
、
食
卓
で
あ
る

食
べ
物
を
見
て
は
っ
と
ひ
ら
め
く
部
分
な
ど
は
、
中

島
み
ゆ
き
の

｢

地
上
の
星｣

が
聞
こ
え
て
き
そ
う
な

趣
で
あ
る

(

浅
利
茂
樹

｢

資
生
堂
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン

『

ビ
ー
カ
ー
と
釜
―
ア
ミ
ノ
酸
乳
化
ク
リ
ー
ム
を

つ
く
っ
た
男
た
ち
―』｣)

。

も
っ
と
も
印
象
に
残
っ
た
の
は
、
最
近
の
日
本
は

520号／2004⑦国立国会図書館月報 ― 26―

国立国会図書館は､ 法律

によって定められた納本

制度により､ 日本国内の

出版物を広く収集してい

ます｡ このコーナーでは､

主として取次店を通さな

い国内出版物を取り上げ

て､ ご紹介します｡



美
的
基
準
の
範
囲
が
狭
く
、｢

同
じ
顔
が
大
量
に
社

会
に
出
回
っ
て
い
る｣

と
い
う
指
摘
で
あ
っ
た

(

石

田
か
お
り

｢
健
康
美
の
時
代
―
美
と
健
康
の
結
び
つ

き
か
ら
見
た
日
本
近
現
代
美
容
史
―｣)

。
た
し
か
に
、

昔
の
映
画
や
他
国
の
映
画
を
観
て
い
る
と
、
現
在
の

日
本
に
比
べ
て
、
良
く
も
悪
く
も
印
象
的
な
顔
の
人
々

が
多
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
画
一
的
な
美
容
雑
誌
・

広
告
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
浴
び
、
踊
ら
さ
れ
る
こ
と
の

多
い
我
々
に
は
、
耳
の
痛
い
指
摘
で
あ
る
。

(
松ま
つ

井い

一か
ず

子こ)

�
�

�
�

法
規
の
制
定

解
説

規
則
第
三
号
は
、
国
際
子
ど
も
図
書
館
の
将
来

計
画
の
検
討
に
資
す
る
た
め
、
国
際
子
ど
も
図
書

館
が
行
う
図
書
館
奉
仕
の
拡
充
に
関
す
る
事
項
に

つ
い
て
調
査
審
議
す
る
調
査
会
を
設
置
す
る
も
の

で
あ
る
。

(

規
則
第
三
号)

国
際
子
ど
も
図
書
館
の
図
書
館
奉
仕
の
拡
充

に
関
す
る
調
査
会
規
則

(

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日
制
定)

(
目
的
及
び
設
置)

第
一
条

国
立
国
会
図
書
館
に
、
国
立
国
会
図
書
館

国
際
子
ど
も
図
書
館

(

以
下

｢

国
際
子
ど
も
図
書

館｣

と
い
う
。)

の
将
来
計
画
の
検
討
に
資
す
る

た
め
、
国
際
子
ど
も
図
書
館
の
図
書
館
奉
仕
の
拡

充
に
関
す
る
調
査
会(
以
下｢

調
査
会｣

と
い
う
。)

を
置
く
。

(

所
掌
事
務)

第
二
条

調
査
会
は
、
国
立
国
会
図
書
館
の
館
長

(

以
下

｢

館
長｣

と
い
う
。)

の
諮
問
に
応
じ
、
国

際
子
ど
も
図
書
館
が
行
う
図
書
館
奉
仕
の
拡
充
に

関
す
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
。

(

組
織)

第
三
条

調
査
会
は
、
委
員
十
五
人
以
内
で
組
織
す

る
。

２

委
員
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、

館
長
が
委
嘱
す
る
。

３

調
査
会
に
、
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
っ

て
こ
れ
を
定
め
る
。

４

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
調
査
会
を
代
表
す

る
。

５

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
会
長
が
あ
ら
か

じ
め
指
名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

(

部
会)

第
四
条

調
査
会
に
、
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

(

幹
事)

第
五
条

調
査
会
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
委
員
の
活

動
を
補
佐
す
る
た
め
、
調
査
会
に
幹
事
若
干
人
を

置
く
。

２

幹
事
は
、
国
立
国
会
図
書
館
の
職
員
の
う
ち
か

ら
館
長
が
任
命
す
る
。

(

庶
務)

第
六
条

調
査
会
の
庶
務
は
、
国
際
子
ど
も
図
書
館

企
画
協
力
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

(

雑
則)

第
七
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事

の
手
続
そ
の
他
調
査
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
会
長
が
調
査
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

附

則

520号／2004⑦ 国立国会図書館月報― 27―

NDL news 当館の最近の動き

関
西
館
が
建
築
学
会
賞
を
受
賞

本
年
四
月
、
陶
器
二
三
雄
氏
の
設
計
に
か
か
る

当
館
関
西
館(

一
六
頁
写
真
参
照)

が
、
二
〇
〇
四

年
日
本
建
築
学
会
賞

(

作
品
部
門)

を
受
賞
し
た
。

こ
の
賞
は
、
近
年
に
主
と
し
て
国
内
に
竣
工
し
た

建
築
の
設
計
で
、
技
術
・
芸
術
の
進
歩
に
寄
与
す

る
優
れ
た
作
品
に
授
与
さ
れ
る
も
の
で
、
審
査
対

象
一
〇
八
作
品
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
。
選
評
で
は
、

｢

華
や
か
に
造
る
デ
ザ
イ
ン
で
は
な
く
、
む
し
ろ

控
え
目
な
デ
ザ
イ
ン
の
一
つ
一
つ
の
積
み
重
ね
が
、

は
や
り
ご
と
の
建
築
に
無
い
完
成
度
を
も
た
ら
し
、

充
実
し
た
空
間
を
生
み
出
す
こ
と
と
な
っ
て
い
る

こ
と
は
公
共
建
築
と
し
て
望
む
べ
き
姿｣

と
評
さ

れ
て
い
る
。



こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

お
も
な
人
事

経
済
産
業
事
務
官
兼
国
立
国
会
図
書
館
司
書

小
泉

千
春

国
立
国
会
図
書
館
司
書
の
兼
任
を
解
く

経
済
産
業
事
務
官

倉
沢

進
一

国
立
国
会
図
書
館
司
書
に
兼
ね
て
任
命
す
る

総
務
部
支
部
図
書
館
課
勤
務
を
命
ず
る

以
上
平
成
十
六
年
五
月
一
日
付
け

(

国
会
分
館
長)

司

書

春
山

明
哲

国
立
国
会
図
書
館
調
査
員
に
任
命
す
る

主
幹
を
命
ず
る

調
査
及
び
立
法
考
査
局
総
合
調
査
室
付
を
命
ず
る

調
査
及
び
立
法
考
査
局
国
土
交
通
調
査
室
付
兼
務
を

命
ず
る

(

調
査
及
び
立
法
考
査
局
総
合
調
査
室
付
主
幹)

調
査
員

山
崎

�
志

調
査
及
び
立
法
考
査
局
社
会
労
働
調
査
室
付
を
命
ず

る調
査
及
び
立
法
考
査
局
社
会
労
働
課
長
事
務
取
扱
を

命
ず
る

(

主
題
情
報
部
付
司
書
監)

司

書

川
上

章
雄

資
料
提
供
部
付
を
命
ず
る

主
題
情
報
部
付
兼
務
を
命
ず
る

(

関
西
館
事
業
部
長)

同

内
海

啓
也

国
会
分
館
長
を
命
ず
る

(

資
料
提
供
部
付
司
書
監)

同

西
耒
路
秀
彦

関
西
館
事
業
部
長
を
命
ず
る

(

調
査
及
び
立
法
考
査
局
調
査
企
画
課
長)

調
査
員

山
口

広
文

国
立
国
会
図
書
館
参
事
に
任
命
す
る

総
務
部
人
事
課
長
を
命
ず
る

(

総
務
部
付
主
任
参
事)

参

事

岡

幸
弘

国
立
国
会
図
書
館
調
査
員
に
任
命
す
る

主
任
調
査
員
を
命
ず
る

調
査
及
び
立
法
考
査
局
総
合
調
査
室
付
を
命
ず
る

(

調
査
及
び
立
法
考
査
局
国
会
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
課
長)

調
査
員

齋
藤

憲
司

調
査
及
び
立
法
考
査
局
調
査
企
画
課
長
を
命
ず
る

(

調
査
及
び
立
法
考
査
局
文
教
科
学
技
術
課
長)

同

戸
田

典
子

調
査
及
び
立
法
考
査
局
国
会
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
課
長
を

命
ず
る

(

総
務
部
人
事
課
長)

参

事

木
戸

裕

国
立
国
会
図
書
館
調
査
員
に
任
命
す
る

調
査
及
び
立
法
考
査
局
文
教
科
学
技
術
課
長
を
命
ず

る(

調
査
及
び
立
法
考
査
局
社
会
労
働
課
長)

調
査
員

中
川

秀
空

主
任
調
査
員
を
命
ず
る

調
査
及
び
立
法
考
査
局
社
会
労
働
調
査
室
付
を
命
ず

る(

関
西
館
資
料
部
収
集
整
理
課
長)

司

書

小
山
順
一
郎

書
誌
部
逐
次
刊
行
物
課
長
を
命
ず
る

(

書
誌
部
逐
次
刊
行
物
課
長)

同

鈴
木

恭
子

主
任
司
書
を
命
ず
る

主
題
情
報
部
付
を
命
ず
る

(

調
査
及
び
立
法
考
査
局
総
合
調
査
室
付
主
任
調
査

員)

調
査
員

坂
�

亮
敏

国
立
国
会
図
書
館
司
書
に
任
命
す
る

関
西
館
資
料
部
収
集
整
理
課
長
を
命
ず
る

以
上
平
成
十
六
年
七
月
一
日
付
け

職
員
の
表
彰

永
年
勤
続
者
表
彰
に
つ
い
て

司

書

阿
部

�
子

参

事

泉

寛
子

専
門
調
査
員

岩
間
大
和
子

副
館
長

大
滝

則
忠
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司

書

大
竹

章
雄

同

大
竹
ま
す
み

同

大
山

清
二

同

加
藤
八
千
代

同

北
山

千
代

参

事

桐
原

猛

司

書

坂
田
み
さ
お

調
査
員

嶋
本

裕
子

専
門
調
査
員

鈴
木

尚
子

司

書

鈴
木

恭
子

調
査
員

�
木

浩
子

同

�
橋

貞
子

同

竹
内
ひ
と
み

司

書

竹
中

一
子

同

千
代

由
利

同

長
澤

力

同

中
道

純
子

参

事

波
多
野
安
子

司

書

服
部
富
美
子

同

原
田

公
子

参

事

春
田
眞
知
子

司

書

星

美
惠

同

間
島
由
美
子

同

松
田
夫
佐
子

専
門
調
査
員

松
橋

和
夫

調
査
員

松
谷
芙
佐
子

参

事

村
田

春
美

司

書

森
山
り
や
子

右
は
三
十
五
年
以
上
の
永
き
に
わ
た
り
よ
く
職
務
に

精
励
し
そ
の
功
績
は
他
の
模
範
と
す
る
に
足
り
る

よ
っ
て
こ
こ
に
こ
れ
を
特
に
表
彰
す
る

司

書

石
渡

裕
子

同

稲
浪
美
惠
子

調
査
員

軽
部

運
代

司

書

北
川

知
子

同

熊
谷

真
美

参

事

佐
藤

文
子

司

書

清

麻
由
美

同

高
橋

恵
子

同

田
中
由
美
子

同

松
下
さ
や
子

同

本
橋

修

同

山
岡

公
一

参

事

山
口

和
人

調
査
員

山
�

治

司

書

山
崎

武

右
は
二
十
年
以
上
の
永
き
に
わ
た
り
よ
く
職
務
に
精

励
し
そ
の
功
績
は
顕
著
で
あ
る

よ
っ
て
こ
こ
に
こ
れ
を
表
彰
す
る

以
上
平
成
十
六
年
六
月
五
日
付
け

―
元
職
員
に
対
す
る
叙
位
―

元
職
員
に
対
し
左
記
の
と
お
り
叙
位
が
あ
っ
た

記

(

元
司
書)

荻
�

操

正
五
位
に
叙
す
る

平
成
十
六
年
五
月
八
日
付
け

職
員
の
転
任

(

参
議
院
事
務
局)

塚
田

洋

国
立
国
会
図
書
館
調
査
員
に
任
命
す
る

(

参
議
院
事
務
局)

寺
西

香
澄

国
立
国
会
図
書
館
調
査
員
に
任
命
す
る

以
上
平
成
十
六
年
七
月
一
日
付
け

職
員
の
出
向

調
査
員

松
本

英
樹

参
議
院
事
務
局
へ
出
向

同

小
澤

隆

参
議
院
事
務
局
へ
出
向

以
上
平
成
十
六
年
七
月
一
日
付
け

職
員
の
退
職

(

退
職
時
部
局)

総
務
部

参

事

鈴
木

雅
美

平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日
付
け
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名
称
典
拠
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

第
四
回
書
誌

調
整
連
絡
会
議
記
録
集

Ａ
５

一
六
一
頁

平
成
一
五
年
一
一
月
に
当
館
で
開
催
し
た

｢

第
四

回
書
誌
調
整
連
絡
会
議｣

の
記
録
集
で
あ
る
。

内
藤
衛
亮
東
洋
大
学
教
授
の
講
演

｢

典
拠
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
に
対
す
る
需
要
―
Ｃ
Ｊ
Ｋ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

の
意
義
―｣

、
宮
澤
彰
国
立
情
報
学
研
究
所
研
究
主

幹
の
講
演

｢

共
同
典
拠
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
シ
ス
テ
ム

の
考
え
方｣

の
ほ
か
、
国
立
情
報
学
研
究
所
を
は
じ

め
と
し
た
国
内
の
主
要
な
書
誌
作
成
機
関
に
お
け
る

典
拠
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
状
況
に
関
す
る
報
告
、｢

国

立
国
会
図
書
館
総
合
目
録
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
参
加
館

デ
ー
タ
の
現
状｣

の
報
告
お
よ
び
国
立
国
会
図
書
館

を
中
心
と
し
た

｢

国
の
典
拠
フ
ァ
イ
ル｣

の
共
同
作

成
と
共
有
の
た
め
の
方
法
に
つ
い
て
の
討
議
内
容
を

収
録
し
て
い
る
。
な
お
、
会
議
の
概
要
は
本
誌

五
一
五
号

(

二
〇
〇
四
年
二
月)

で
紹
介
し
て
い
る
。

一
、三
六
五
円

(

日)

(IS
B

N
4-8204-0407-5)

全
国
書
誌
通
信

第
一
一
八
号

Ａ
４

一
六
頁

日
本
全
国
書
誌
再
考

(

坂
本

博)

／
日
本
全
国
書

誌
の
あ
ゆ
み

(

上
保

佳
穂)

／
内
容
細
目
記
録
範

囲
の
拡
大
に
つ
い
て
／
国
立
国
会
図
書
館
件
名
標
目

表
の
改
訂
に
つ
い
て
／
音
楽
録
音
・
映
像
資
料
へ
の

Ｊ
Ｐ
番
号
付
与
開
始
の
お
知
ら
せ
／
Ｎ
Ｄ
Ｌ
‐
Ｏ
Ｐ

Ａ
Ｃ
に
約
二
五
〇
万
件
追
加
／｢

第
四
回
書
誌
調
整

連
絡
会
議
記
録
集｣

刊
行
の
お
知
ら
せ

不
定
期
刊

四
二
〇
円

(

日)

カ
レ
ン
ト
ア
ウ
ェ
ア
ネ
ス

二
八
〇
号

Ａ
４

二
二
頁

バ
ー
チ
ャ
ル
国
際
典
拠
フ
ァ
イ
ル
―
そ
の
試
み
と

可
能
性
―
／
イ
ラ
ク
図
書
館
・
文
書
館
の
戦
禍
と
復

興
支
援
／
英
国
公
共
図
書
館
の
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
ポ
ー

タ
ル
／
電
子
資
料
の
共
同
購
入
―
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
サ
イ
ト
ラ
イ
セ
ン
ス
Ｅ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
―

／
公
共
図
書
館
に
お
け
る
電
子
本
の
導
入

〈
動
向
レ
ビ
ュ
ー
〉L

ib
Q

U
A

L

＋T
M

の
展
開
と
図

書
館
サ
ー
ビ
ス
の
品
質
評
価
／D

S
p
a
ce

を
め
ぐ
る

動
向

〈
研
究
文
献
レ
ビ
ュ
ー
〉
図
書
館
と
著
作
権
問
題

季
刊

四
二
〇
円

(

日)

外
国
の
立
法

立
法
情
報
・
翻
訳
・
解
説

第
二
二
〇
号

Ａ
４

二
四
三
頁

【
特
集

諸
外
国
に
お
け
る
人
身
取
引
に
関
す
る
立

法
動
向
】

(

国
際
条
約
と
日
本
／
米
国
／
カ
ナ
ダ
／

欧
州
連
合
／
イ
ギ
リ
ス
／
フ
ラ
ン
ス
／
ド
イ
ツ
／
ド

イ
ツ
／
ロ
シ
ア
／
韓
国
／
中
国
／
タ
イ
／
フ
ィ
リ
ピ

ン
／
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア)

【
翻
訳
・
解
説
】
在
韓
米
軍
地
位
協
定
等
に
つ
い
て

【
短
信
】
ア
メ
リ
カ：

二
〇
〇
二
年
選
挙
運
動
資
金

改
革
法
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
判

決
／
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン：

二
〇
〇
二
年
統
治
法
の
改
正

と
王
国
検
査
院
の
創
設

季
刊

二
、九
四
〇
円

(

紀)

(IS
B

N
4-87582-599-4)

レ
フ
ァ
レ
ン
ス

第
六
四
一
号

Ａ
４

九
七
頁

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の
歴
史
と
見
直
し
の
動

き
／
韓
国
に
お
け
る
政
治
改
革
立
法
と
政
党
の
動
向
―

盧
武
鉉
大
統
領
の
弾
劾
と
２
０
０
４
年
総
選
挙
を
経

て
―
／
米
国
の
核
政
策
に
お
け
る
地
中
貫
通
核
兵
器

及
び
低
威
力
核
兵
器
の
役
割

〈
短
報
〉
二
大
政
党
制
の
中
の
イ
ギ
リ
ス
自
由
民
主

党
／
ド
イ
ツ
の
新
し
い
金
融
監
督
機
関
に
つ
い
て

月
刊

税
・
送
料
込
み

八
三
二
円

(

有)
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国
立
国
会
図
書
館
の
編
集
・
刊
行
物

入
手
の
お
問
い
合
わ
せ

東
京
都
中
央
区
新
川
一

一
一

一
四

(

日)

日
本
図
書
館
協
会(

〒104
-0033

)

〇
三(

三
五
二
三)

〇
八
一
二

東
京
都
品
川
区
南
品
川
六

二

一
〇

(

有)

有
隣
堂
印
刷
㈱(

〒140
-0004

)

〇
三(

五
四
七
九)

八
七
二
一

東
京
都
渋
谷
区
東
三

一
三

一
一

(

紀)

紀
伊
國
屋
書
店(

〒150
-8513

)

〇
三(

五
四
六
九)

五
九
一
八

特
に
記
載
の
な
い
も
の
は
税
込
価
格
で
す
。



ご 案 内

平成16年度 資料電子化研修

国立国会図書館では､ 国内の図書館員を対象に､ 所蔵資料の電子化について､ その

方法および電子化に関する課題と解決への考え方を習得し､ 自館での電子化事業に役

立てることを目的として､ 平成16年度資料電子化研修を下記のとおり実施します｡

期 間 平成16年９月16日(木)～17日(金)

会 場 国立国会図書館関西館 第１研修室

対 象 大学図書館､ 公共図書館で資料電子化を担当する方または今後担当する予定

の方｡ １機関１名｡ 定員20名｡ (応募多数の場合は調整します｡)

内 容 ９月16日 (木) 10：00～16：45

概論：資料電子化の経緯と現状､ 近代デジタルライブラリー構築のプロセ

ス､ 画像データ作製の基礎知識

９月17日 (金) 10：00～17：00

画像データ提供のための必要事項､ webデザイン (講師：アルファサード

有限会社 野田純生氏)､ ワークショップ：図書館 HPの評価および改善

プランの作成

*特記以外､ 講師は当館電子図書館課職員｡ 演題はいずれも仮題｡ 事前課題あり｡

申込方法 当館ホームページ (http://www.ndl.go.jp/－｢図書館員のページ｣－ ｢図

書館へのお知らせ｣) に掲載の申込書に記入の上､ FAXまたは郵送で平成

16年８月19日(木) までに下記あてにお申し込みください (必着)｡

申込み・問い合わせ先

国立国会図書館関西館 事業部図書館協力課研修交流係 担当：齋藤､ 小島

FAX 0774-94-9117 〒619-0287 京都府相楽郡精華町精華台８－１－３

(TEL 0774-98-1446)
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｢国立国会図書館月報｣

当館ホームページでも提供

6月18日に ｢国立国会図書館月報｣ を当

館ホームページに掲載しました (http://

www.ndl.go.jp ― ｢刊行物｣ ― ｢国立国

会図書館月報｣)｡ ご覧いただけるのは､ 517

号 (2004年４月) 以降の PDF版です｡

お 知 ら せ
第519号 (2004年６月) の

訂正とお詫び

24頁下段５～６行目で､ 資料

電子化研修講師の小野博氏の肩

書きがまちがっていました｡

｢一級文書管理士｣ となってい

ますが､ 正しくは ｢一級文書情

報管理士｣ です｡

お詫びして訂正いたします｡
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東京本館の臨時休館等について

利用者サービス拡充のため10月から運用を予定している東京本館の新し

いシステムの稼働準備､ 切替作業の関係で､ 次のとおり､ 臨時休館し､ ま

た､ 一部サービスを停止いたします｡ なお､ 関西館､ 国際子ども図書館で

は､ NDL-OPAC (インターネット) サービス停止期間中､ 開館日でもOP

AC検索・申込みが利用できません｡ 利用者の皆様にはご不便をおかけしま

すが､ ご了承ください｡

東京本館臨時休館日

７月26日､ ８月２日～３日､

９月22日､ ９月24日､ ９月27日～30日

NDL-OPAC (インターネット) 検索および申込みサービス停止

９月19日～23日

なお､ NDL-OPAC が停止する期間は､ 郵送・FAXによる複写申込み､

貸出申込みについても発送が遅れます｡

お 知 ら せ

インターネットによる利用者アンケート調査へのご協力のお願い

平成16年７月23日(金) から９月25日(金) までの２か月間､ 国立国会図

書館ホームページ (http://www.ndl.go.jp) において､ 利用者の皆様に対

するアンケート調査を実施します｡ 当館ホームページで提供している近代デ

ジタルライブラリーや国会会議録をはじめとする電子図書館サービス､ 当館

資料の検索･申込システムであるNDL-OPAC､ NDL-OPACから申込みがで

きる複写サービス等についてのご意見・ご要望をお寄せください｡ このアン

ケート調査は､ サービス向上や業務改善に役立てるためのものです｡

なお､ 昨年度に実施した利用者アンケート調査の結果は､ 本誌516号

(2004年３月号) および当館ホームページの ｢国立国会図書館について｣ ―

｢利用者アンケート調査結果｣ ― ｢平成15年度調査結果｣ (http://www.ndl.

go.jp/jp/aboutus/enquete01.html) に掲載しています｡

ご協力のほど､ よろしくお願いいたします｡

お 知 ら せ
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国際子ども図書館のページ
International Library of Children's Literature Page



第132回常設展示 花火の情景 平成16年７月１日～８月31日

子どもの頃のことです｡ 夏祭りの日､ 夕暮れとともにどこからかお囃子が聞こえ始

めます｡ 浴衣を着せてもらい､ 両親に連れられて露店が立ち並ぶ中を川原に出かける

と､ 河川敷にも近くの橋の上にも､ 大勢の人々が花火の打ちあげを待っています｡ そ

して最初の花火があがったときの歓声｡ 見知らぬ無数の人々と一緒に同じ方向を見上

げて花火を待つ期待感と高揚感は大人になった今でも変わりません｡

今回の常設展示のテーマは花火です｡ 日本で最初に花火見物をしたのは､ 徳川家康

であるとも､ 伊達政宗であるとも言われています｡ 彼らが初めて花火を見たとき､ ど

んな感想を持ったのでしょうか｡

江戸時代には庶民の間でも花火が広く親しまれていましたが､ 当時の花火は現代の

カラフルな花火とは違い､ ごく暗い色調で単色の ｢和火 (わび)｣ と呼ばれるもので

した｡ その製法は秘伝とされていましたが､ 今回展示する 『花火秘伝集』 (W451-３)､

『花火製造法』 (京乙-296) からは､ 原料の配合や製法をうかがい知ることができます｡

また､ 花火を楽しむ人々の様子は多くの錦絵にも描かれており､ その中からパネル

で 『両国納涼花火之図』 (寄別７-１-２-２)､

｢両国花火之図｣ (『名所江戸百景』 所収 寄別

１-８-２-１イ 写真)､ ｢両国川開の花火｣ (『風

俗錦絵雑帖』 所収 寄別２-９-２-１) をご紹介

します｡ いずれも当館ホームページ (http://w

ww.ndl.go.jp― ｢電子図書館の蔵書｣ ― ｢貴重

書画像データベース｣) でご覧いただくことも

できます｡ 川面に浮かぶ多くの納涼船や物売り

の船､ 橋の上には花火を見物する群集が描かれ､

当夜のにぎわいが伝わってきます｡

これらの錦絵に描かれている両国川開きの花

火は､ 現在も隅田川花火大会として受け継がれ

ています｡ 今では高層ビルが立ち並び､ 川辺の

風景もすっかり変わってしまいました｡ しかし､

そのビルの間に打ちあげられる花火を待つ私た

ちの気持ちは､ 錦絵の中で花火を待つ江戸庶民

の気持ちと同じなのかもしれません｡ 一瞬のう

ちに輝いて消える花火が時代を超えて愛される

のは､ 日本古来の ｢もののあはれ｣ を大切にす

る気持ちが､ 脈々と受け継がれているからこそなのではないでしょうか｡

さて､ みなさんも日本の夏の夜を満喫しに､ 花火大会へ出かけてみませんか｡

(金
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井
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)

520号／2004⑦国立国会図書館月報 ― 34―

｢両国花火之図｣

本を魅せる 常設展示案内�
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表紙 中性紙使用
本文 中性再生紙使用

国際子ども図書館
〒110－0007 東京都台東区上野公園12－49

電話 03 (3827) 2053

ホームページ http://www.kodomo.go.jp/

国際子ども図書館は､ 国立国会図書館の支部図書館とし

て内外の児童書とその関連資料に関する図書館サービス

を国際的な連携のもとに行います｡

館内利用サービス

利用できる人 誰でも利用できます (ただし資料室は18歳以上)｡

資料の利用 館内利用のみ｡ 館外への帯出はできません｡

サービス時間 9:30～17:00

休館日 月曜日､ 国民の祝日・休日 (５月５日こどもの日は除く)､ 年末年始

(12月28日～１月４日)､ 資料整理休館日 (毎月第３水曜日)

休室日 休館日以外に次の日が休室となります｡

２階第１・２資料室：日曜日

３階本のミュージアム：展示会準備期間

支部東洋文庫
〒113－0021 東京都文京区本駒込２－28－21

電話 03 (3942) 0122 (代表)

東洋学の発展を目的とする専門図書館｡

アジア全般にわたる資料・研究書を所蔵しています｡
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