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竹下勇日記　明治３７年、３８年



たけばやししょうこ

（竹林　晶子）

竹下勇日記　　明治３７年、３８年

　日本における大使館・公使館付武官の制度は、明治８（１８７５）年に陸軍が清国

とドイツに公使館付武官を派遣したことに始まる。勉学、情報収集、諜報活動な

ど様々な目的で多くの軍人が海外に派遣されるなかで、大公使館付武官は特異な

存在であった。軍人として陸軍参謀本部、海軍軍令部の指示により独自に行動す

る一方、正式な外交官として要人と交流するという立場からは、任地国の軍人や

各国の駐在武官との情報交換、兵器技術の情報収集など純軍事的な役割にとどま

らず、政治・経済を含めた大局的な視野を養うことができた。ここで紹介する竹

下勇（１８６９～１９４９）もその１人である。

　この史料は、日露戦争期に竹下（当時は海軍中佐）が記した日記である。明治

３（１９０２）年１０月に駐米公使館付武官に任命された竹下は、同３７年２月９日、米

国で日露開戦の報に接した。日清戦争には出征した竹下だが、今回は遠く離れて

戦況を見守ることとなった。駐露公使館付武官の明石元二郎陸軍大佐が、日露開

戦によりスウェーデンに移り、ロシアの革命派と接触して諜報活動を展開したこ

とは著名だが、これに対し竹下は、米国の要人と交際して日本への好意を得ると

いう、いわば「表」の活動が中心であった。日本政府の戦時公債の引き受け手で

あると共に、対露講和の仲介役となる米国から同情や好意を得ることは、当時の

日本に必須の外交条件であった。

　この日記で特筆すべき点は、セオドア・ルーズヴェルト大統領との交流である。

当時、講道館四天王の１人である山下義韶が、柔道普及のため米国に滞在してい

た。山下が大統領に柔道を指導することになり、竹下は通訳として山下に同行し

た。日記からは、開戦の翌月から足繁くホワイトハウスに通う様子が窺われる。

竹下は大統領と、アポイントを取らないでも面会できるほど親密になったという。

そして明治３８年５月の日本海海戦に際しては、２８日（日曜）に教会に赴く大統領

に出会って「大丈夫勝つだろー」と声をかけられ、さらに掲出した３１日の日記

には、勝利の戦況公報を携えて面会した竹下に対し、大統領が ”Let me 

congratulate you on your navy's success.  This is a wonderful victory, and 

epoch making like the battle of Trafalgar.  Banzai! ”と祝福の言葉を述べた

と記されている。

　なお、竹下は米国赴任以来、家族宛に長文の通信をこまめに送っていた。３１日

の日記本文の左側に「百三十四回」とあるのは、この通信文の回数を指している

と推定され、家族想いの一面を垣間見ることができる。

　竹下は日露講和会議全権団の一員となり、その後も石井菊次郎遣米使節団随員

石井・ランシング協定）、パリ講和会議随員、国際連盟海軍代表などを歴任し、

軍人外交官」としての活躍を続けた。

　当館憲政資料室所蔵「竹下勇関係文書」には、明治１７（１８８４）年から昭和２4

１９４９）年にかけての日記が５１冊含まれており、このうち明治３８年５月２６日～１1

月１８日など主要部分が『海軍の外交官　竹下勇日記』（波多野勝・黒沢文貴・斎

藤聖二・櫻井良樹編、芙蓉書房出版、１９９８年）として翻刻刊行されている。

請求記号　竹下勇関係文書３８４、３８５）
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平
成
一
二
年
一
月
、
衆
参
両
院
に
憲
法
調
査
会
が
設
置
さ
れ
た
。

当
館
で
は
、
調
査
及
び
立
法
考
査
局

(

以
下
、｢

調
査
局｣

と
い
う)

に
憲
法
調
査
特
別
室
を
設
置
し
、
翌
年
四
月
に
は
こ
れ
を
改
組
し
て
、

政
治
議
会
課
の
課
内
室
と
し
て
憲
法
室
を
設
置
し
た

(

以
下
、
両
室

を
ま
と
め
て

｢

憲
法
室｣

と
い
う)
。
憲
法
室
は
、
主
に
憲
法
調
査

会
の
議
論
に
資
す
る
た
め
に
、
国
会
議
員
か
ら
の
調
査
依
頼
に
対
応

す
る
ほ
か
、
憲
法
に
関
す
る
刊
行
物
の
作
成
な
ど
を
行
っ
て
き
た
。

憲
法
調
査
会
が
今
年
四
月
、
五
年
余
り
に
わ
た
る
調
査
活
動
の
報
告

を
各
々
の
議
長
に
提
出
し
た
こ
と
を
機
会
に
、
憲
法
室
の
こ
の
間
の

活
動
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

憲
法
調
査
会
と
当
館
の
憲
法
室

両
院
の
憲
法
調
査
会
は
、｢

日
本
国
憲
法
に
つ
い
て
広
範
か
つ
総

合
的
な
調
査
を
行
う｣

こ
と
を
目
的
と
し
て(

１)

、
第
一
四
七
回
国

会
か
ら
活
動
を
開
始
し
た
。
現
行
憲
法
下
で
は
初
め
て
、
国
会
に
憲

法
問
題
を
専
門
に
議
論
す
る
場
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る(

２)

。

憲
法
を
め
ぐ
る
議
論
が
新
た
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
憲
法
改
正
に
向
け
て
の
提
言
が

数
多
く
発
表
さ
れ
、
こ
れ
に
抗
す
る
よ
う
に
憲
法
改
正
不
要
論
も
出

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
数
年
は
ほ
と
ん
ど
ラ
ッ
シ
ュ
と
い
っ

て
い
い
状
況
で
あ
る
。

憲
法
論
議
が
活
況
を
呈
し
て
い
る
背
景
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
ポ

ス
ト
冷
戦
期
に
お
け
る
国
際
情
勢
の
激
変
や
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
の
進
行
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
経
済
の
低
迷
、
少
子
・
高

齢
化
や
教
育
問
題
な
ど
、
戦
後
日
本
社
会
の
制
度
疲
労
が
さ
ま
ざ
ま

な
面
で
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
憲
法
問

題
と
し
て
は
、
従
来
と
同
様
に
第
九
条
、
つ
ま
り
平
和
・
安
全
保
障

の
問
題
に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
よ
り
広
く

｢

新
し
い

日
本
の
国
家
像｣

が
模
索
さ
れ
る
な
か
で
、
社
会
変
化
に
合
わ
せ
て

憲
法
を
見
直
す
べ
き
と
い
っ
た
主
張
も
多
い
。

憲
法
調
査
会
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
反
映
し
て
、
九

条
問
題
の
ほ
か
、
天
皇
制
、｢

新
し
い
人
権｣

、
首
相
公
選
制
、
二
院

制
、
憲
法
裁
判
所
、
地
方
自
治
な
ど
多
種
多
様
な
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ

て
、
ま
さ
に

｢

広
範
か
つ
総
合
的｣

な
調
査
が
行
わ
れ
て
き
た
。
五

年
余
り
の
間
に
開
催
さ
れ
た
憲
法
調
査
会
の
回
数
は
、
そ
の
小
委
員

会
や
公
聴
会
を
含
め
て
、
衆
参
計
二
百
回
以
上
に
及
ん
だ
。
衆
議
院
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憲
法
調
査
会
は
、
全
国
九
都
市
で
地
方
公
聴
会
も
開
催
し
た
。
調
査

会
に
参
考
人
な
ど
と
し
て
出
席
し
た
学
者
・
専
門
家
も
多
数
に
の
ぼ

る
。憲

法
室
は
、
こ
れ
ら
憲
法
調
査
会
や
公
聴
会
の
す
べ
て
に
陪
席
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
当
館
の
専
門
調
査
員
が
参
考
人
な
ど
と
し
て
出

席
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
憲
法
室
を
中
心
に
当
館
で
作
成
し

た
資
料
が
、
憲
法
調
査
会
に
お
け
る
説
明
・
配
布
資
料
と
し
て
使
用

さ
れ
た
り
、
そ
の
刊
行
物
に
掲
載
さ
れ
た
り
し
た

(

そ
の
数
は
計

四
二
件)

。
さ
ら
に
、
衆
議
院
憲
法
調
査
会
の
海
外
調
査
議
員
団
に

も
、
計
五
回
、
延
べ
二
〇
か
国
近
く
同
行
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
国
政
論
議
の
場
に
継
続
的
に
深
く
コ
ミ
ッ
ト
し
た

こ
と
は
、
当
館
と
し
て
は
前
例
が
な
い
。
憲
法
調
査
会
の
活
動
に
直

に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
り
わ
け
そ
の
幹
事
会

(

委
員
会
の
理

事
会
に
あ
た
る)

等
に
陪
席
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
ど
ん

な
議
論
に
な
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
が
予
測
で
き
る
。
そ
し
て
、
当

館
が
蓄
積
し
て
い
る
膨
大
な
蔵
書
と
情
報
を
駆
使
す
る
こ
と
で
、
調

査
を
依
頼
さ
れ
る
前
か
ら
適
切
な
資
料
の
準
備
が
で
き
る
。

こ
う
し
て
調
査
サ
ー
ビ
ス
や
資
料
提
供
を
、
よ
り
迅
速
か
つ
的
確

に
行
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
憲
法
調
査
会
の

審
議
に
対
し
て
も
、
図
書
館
ら
し
い
方
法
で
、
な
に
が
し
か
の
還
元

が
で
き
た
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

議
員
か
ら
の
調
査
依
頼

国
会
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
調
査
局
に
あ
っ
て
、
憲
法
室
は
お
も
な
業

務
と
し
て
、
憲
法
調
査
会
と
そ
の
委
員
を
は
じ
め
、
国
会
議
員
か
ら

の
憲
法
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
調
査
の
依
頼
に
対
応
し
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、｢

憲
法｣

と
一
口
で
い
う
も
の
の
、
一
筋
縄
で
い
く

も
の
で
は
な
い
。
日
本
国
憲
法
は
前
文
と
一
〇
三
条
だ
け
の
コ
ン
パ

ク
ト
な
法
律
だ
が
、
そ
の
カ
バ
ー
す
る
範
囲
は
実
に
広
い
か
ら
で
あ

る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
国
政
の
原
則
す
べ
て
を
凝
縮
し
て
詰
め
込
ん

だ
の
だ
か
ら
、
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
個
々
の
国

政
課
題
は
、
ど
こ
か
で
憲
法
と
関
わ
っ
て
く
る
。
ひ
と
つ
例
を
挙
げ

る
と
、
近
年
話
題
に
な
っ
た
公
的
年
金
制
度
の
問
題
と
い
え
ば
、
社

会
政
策
の
問
題
で
あ
り
、
た
し
か
に
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
専
門
分
野
で

あ
る
。
し
か
し
一
方
で
は
、
憲
法
が
保
障
す
る
生
存
権
に
つ
な
が
る

課
題
も
含
ん
で
お
り
、
さ
ら
に
憲
法
の
財
政
条
項
に
絡
む
問
題
を
も

は
ら
ん
で
い
る
の
だ
。

こ
ん
な
わ
け
で
、
依
頼
さ
れ
る
調
査
の
内
容
は
、
き
わ
め
て
多
岐

に
わ
た
る
。｢

広
範
か
つ
総
合
的｣

な
調
査
を
行
う
両
院
の
憲
法
調

査
会
で
は
、
た
と
え
ば
今
日
は
選
挙
制
度
に
つ
い
て
、
明
日
の
午
前

は
自
治
体
の
課
税
自
主
権
に
つ
い
て
、
午
後
は
職
業
選
択
の
自
由
と

財
産
権
に
つ
い
て
、
と
い
っ
た
具
合
に
、
次
か
ら
次
へ
と
異
な
っ
た

テ
ー
マ
が
採
り
あ
げ
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
重
量
級

の
課
題
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
度
に
、
憲
法
室
に
は
議
員
か
ら
、
事

前
準
備
の
た
め
の
調
査
依
頼
が
舞
い
込
ん
で
く
る
。

国
会
議
員
か
ら
の
調
査
依
頼
に
対
し
て
は
、
関
連
文
献
を
複
写
し

た
り
、
調
査
報
告
を
作
成
し
て
提
供
し
、
ま
た
は
直
接
に
出
向
い
て

説
明
す
る
こ
と
で
、
そ
の
要
求
に
応
え
る
。
こ
れ
は
調
査
局
に
お
け
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る
一
般
的
な
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
提
供
し
た
資
料
や
説
明
し
た
内
容

が
、
次
の
日
の
憲
法
調
査
会
な
ど
で
使
用
さ
れ
て
い
た
り
す
る
と
、

こ
ち
ら
も
大
い
に
や
り
甲
斐
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

議
員
に
対
し
て
、
ま
た
は
政
党
の
会
合
な
ど
で
説
明
す
る
と
き
は
、

議
員
の
反
応
が
直
に
伝
わ
っ
て
く
る
の
で
、
調
査
業
務
の
成
果
が
試

さ
れ
る
思
い
が
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
国
政
の
場
で
何
が

問
題
と
な
っ
て
い
る
の
か
、
何
に
関
心
が
も
た
れ
て
い
る
の
か
を
、

肌
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
機
会
で
も
あ
る
。
あ
る
政
策
が
憲
法
に
適

合
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
解
釈
上
の
問
題
を
問
わ
れ
る
こ
と
も

あ
れ
ば
、
憲
法
改
正
の
試
案
を
練
る
現
場
に
立
ち
会
う
よ
う
な
こ
と

も
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
広
い
領
域
に
わ
た
る
も
の
を
、
た
か
だ
か
三
、

四
名
の
メ
ン
バ
ー
で
カ
バ
ー
す
る
の
は
大
変
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

｢

環
境
権
は
、
外
国
の
憲
法
で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か｣

と
い
う
依

頼
が
く
る
。
こ
れ
だ
け
な
ら
何
と
い
う
こ
と
は
な
い
が
、
こ
れ
に

｢

生
物
多
様
性
保
全
に
関
す
る
予
防
原
則
に
つ
い
て
の
憲
法
論
議
も｣

な
ど
と
、
か
な
り
掘
り
下
げ
た
質
問
が
加
わ
っ
た
り
す
る
。｢

だ
れ

が
説
明
に
行
く
ん
だ
？｣

と
お
互
い
顔
を
見
合
わ
せ
て
ば
か
り
も
い

ら
れ
な
い
。
そ
ん
な
と
き
に
は
、
個
々
の
専
門
分
野
の
資
料
や
情
報

に
詳
し
い
、
調
査
局
内
の
他
課
の
応
援
を
頼
む
こ
と
も
多
い
。
だ
か

ら
、
こ
と
憲
法
問
題
に
つ
い
て
は
、
憲
法
室
だ
け
で
な
く
、
調
査
局

全
体
で
取
り
組
ん
で
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
五
年

余
り
の
間
に
処
理
し
た
件
数
は
優
に
三
千
件
を
超
え
た
。

調
査
依
頼
へ
の
対
応
と
し
て
は
、
以
上
の
ほ
か
、
政
治
議
会
調
査

室
の
高
見
勝
利
専
門
調
査
員

(

現
在
は
上
智
大
学
教
授)

が
、
憲
法

調
査
会
に
参
考
人
と
し
て
両
院
各
一
回
出
席
し
て
意
見
陳
述
を
行
い
、

説
明
員
と
し
て
も
衆
議
院
憲
法
調
査
会
に
一
回
出
席
し
た
。
議
題
は

そ
の
時
々
で
異
な
り
、｢

改
正
手
続｣

、｢

二
院
制｣

、｢

国
会
と
内
閣

の
関
係｣

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

刊
行
物
の
作
成

調
査
局
で
は
、
国
政
審
議
に
資
す
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
刊
行

物
を
も
作
成
し
て
い
る
。

憲
法
に
つ
い
て
は
ま
ず
、
調
査
資
料

『

諸
外
国
の
憲
法
事
情』

全
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三
巻
を
刊
行
し
た

(

三
ペ
ー
ジ

写
真)

。

憲
法
に
関
す
る
依
頼
調
査
が
三
千
件
を
超
え
る
と
述
べ
た
が
、
そ

の
う
ち
約
四
割
は
、
海
外
事
情
に
関
す
る
も
の
、
つ
ま
り

｢

外
国
の

憲
法
で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か｣

と
い
う
よ
う
な
質
問
で
占
め
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
も
海
外
の
憲
法
事
情
に
対
す
る
関
心
は
高

い
。国

に
よ
っ
て
憲
法
の
あ
り
方
は
ず
い
ぶ
ん
異
な
る
。
憲
法
そ
の
も

の
の
位
置
づ
け
、
条
項
の
規
定
ぶ
り
や
そ
の
解
釈
・
運
用
の
仕
方
な

ど
は
、
そ
の
国
の
法
文
化
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
。
日
本
の
憲
法

の
イ
メ
ー
ジ
を
念
頭
に
取
り
組
む
と
、
目
を
白
黒
さ
せ
る
こ
と
が
多

い
。
だ
か
ら
、｢

○
○
国
の
憲
法
に
は
こ
う
書
い
て
あ
る｣

と
い
う

だ
け
で
は
、
つ
ま
み
食
い
的
な
理
解
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。『

諸
外

国
の
憲
法
事
情』

は
、
各
国
の
憲
法
を
、
そ
の
成
り
立
ち
や
背
景
を

含
め
て
、
体
系
的
に
理
解
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

第
一
巻

(

平
成
一
三
年
刊
行)

で
は
、
Ｇ
７
諸
国
と
し
て
、
米
英

独
仏
と
イ
タ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
の
六
か
国
を
採
り
あ
げ
た
。
第
二
巻

(

平
成
一
四
年
刊
行)

で
は
、
第
一
巻
以
外
の
西
欧
諸
国
五
か
国
と

欧
州
連
合
を
、
第
三
巻

(

平
成
一
五
年
刊
行)

で
は
、
中
国
と
韓
国
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
ア
ジ
ア
・
オ
セ
ア
ニ
ア
の
五
か
国
と
一
地
域

を
扱
っ
た
。

続
い
て
昨
年
度
か
ら
は
、
憲
法
を
論
点
ご
と
に
解
説
し
た
調
査
資

料

『

シ
リ
ー
ズ
憲
法
の
論
点』

を
刊
行
し
て
い
る

(

写
真)

。
各
々

二
〇
ペ
ー
ジ
ほ
ど
の
小
冊
子
で
あ
る
。
扱
う
論
点
に
よ
っ
て
も
異
な

る
が
、
お
お
む
ね
、
我
が
国
に
お
け
る
問
題
や
議
論
、
主
要
国
に
お

け
る
事
例
な
ど
を
紹
介
し
、
整
理
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
わ
か

り
や
す
く
客
観
的
に
解
説
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
い
る
の
で
好
評
を

い
た
だ
い
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、｢

司
法
権
を
め
ぐ
る
論
点｣

、｢

直

接
民
主
制
の
論
点｣

、｢

国
会
と
内
閣
の
関
係｣

、｢

財
政
制
度
の
論
点｣

、

｢

憲
法
の
改
正｣

、｢

二
院
制｣

、｢

自
衛
隊
の
海
外
派
遣｣

、｢

人
権
総

論
の
論
点｣

と
計
八
点
刊
行
し
、
今
年
度
も
数
点
の
刊
行
を
予
定
し

て
い
る
。

以
上
の
ほ
か
に
も
、
調
査
局
の
機
関
誌

『

レ
フ
ァ
レ
ン
ス』

や

『

外
国
の
立
法』

に
、
ま
た
個
別
の
課
題
を
簡
潔
に
解
説
す
る

『

調

査
と
情
報
―IS

S
U

E
B

R
IE

F

―』

に
、
憲
法
関
連
の
記
事
を
多
数
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掲
載
し
て
い
る
。
執
筆
に
は
、
憲
法
室
の
職
員
だ
け
で
な
く
調
査
局

全
体
が
関
わ
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
刊
行
物
は
、
国
会
議
員
に
配
布
さ
れ
る
ほ
か
、
主
要
な

公
共
・
大
学
図
書
館
に
も
寄
贈
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
当
館
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

電
子
展
示
会

『

日
本
国
憲
法
の
誕
生』

と
こ
ろ
で
、
施
行
後
六
〇
年
近
く
を
経
た
現
行
憲
法
だ
が
、
こ
れ

が
ア
メ
リ
カ
に
よ
っ
て

｢
押
し
つ
け｣

ら
れ
た
、
い
や
そ
う
で
は
な

い
、
と
い
う
議
論
は
い
ま
だ
に
絶
え
な
い
。
憲
法
制
定
過
程
を
裏
付

け
る
当
時
の
文
書
は
、
実
は
、
当
館
の
憲
政
資
料
室
が
大
量
に
保
管

し
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
側
の
資
料
も
憲
政
資
料
室
が
多
数
マ
イ
ク
ロ

化
し
て
所
蔵
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
原
資
料
を
当
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
す

れ
ば
、
憲
法
制
定
過
程
を
よ
り
よ
く
知
る
手
が
か
り
に
な
る
の
で
は

な
い
か
と
し
て
作
っ
た
の
が
、
電
子
展
示
会

『

日
本
国
憲
法
の
誕
生』

で
あ
る
。
憲
法
室
の
ほ
か
、
総
務
部
、
主
題
情
報
部
お
よ
び
関
西
館

事
業
部
が
協
同
で
実
施
し
た
二
年
が
か
り
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
り
、

平
成
一
六
年
五
月
の
憲
法
記
念
日
に
完
成
版
が
公
開
さ
れ
た(

３)

。

高
見
専
門
調
査
員
が
、
監
修
者
と
し
て
コ
ン
テ
ン
ツ
構
築
を
指
導
し

た
。こ

の

『

日
本
国
憲
法
の
誕
生』

で
は
、
当
館
の
資
料
の
ほ
か
、
内

外
の
機
関
が
所
蔵
す
る
も
の
も
含
め
て
約
一
八
〇
点
を
電
子
化
し
て

展
示
し
て
い
る
。
解
説
に
つ
い
て
は
、
制
定
経
緯
の
概
説
や
各
資
料

の
解
説
は
も
ち
ろ
ん
、
制
定
過
程
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た

｢

国
民

主
権
と
天
皇
制｣

、｢

戦
争
放
棄｣

な
ど
の
論
点
ご
と
に
、
議
論
の
経

過
を
ま
と
め
た
コ
ー
ナ
ー
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
解
説
に
は
す
べ
て
英

訳
を
付
し
、
ま
た
、
原
資
料
は
た
だ
画
像
を
展
示
す
る
だ
け
で
な
く
、

読
み
や
す
い
よ
う
に
そ
の
多
く
が
テ
キ
ス
ト
化
さ
れ
て
い
る
。

『
日
本
国
憲
法
の
誕
生』

は
公
開
後
、
内
外
か
ら
多
く
の
反
響
を

い
た
だ
い
て
い
る
。
外
国
の
研
究
者
か
ら
は
、
日
本
に
行
か
な
く
て

も
手
許
で
見
ら
れ
る
と
喜
び
の
声
が
挙
が
っ
て
い
る
。
あ
る
大
学
で

は
、
憲
法
な
ど
の
授
業
で
利
用
し
て
い
る
と
も
聞
く
。
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こ
れ
か
ら
の
憲
法
論
議
の
た
め
に

こ
の
九
月
に
召
集
さ
れ
た
第
一
六
三
回
国
会
に
お
い
て
、
衆
議
院

に

｢

日
本
国
憲
法
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会｣

が
設
置
さ
れ
た
。

こ
の
特
別
委
員
会
は
、｢

日
本
国
憲
法
改
正
国
民
投
票
制
度
に
係
る

議
案
の
審
査
等
及
び
日
本
国
憲
法
の
広
範
か
つ
総
合
的
な
調
査｣

を

行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り(

４)

、
国
民
投
票
法
案
の
扱
い
な
ど
、

憲
法
改
正
の
具
体
的
な
手
続
に
関
す
る
議
論
が
焦
点
と
な
っ
て
い
る
。

憲
法
改
正
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
改
憲
・
護
憲
の
論
争
は
も
ち
ろ

ん
、
改
正
の
立
場
の
な
か
で
も
そ
の
方
向
性
は
分
か
れ
て
い
る
の
で
、

今
後
の
成
り
行
き
は
予
測
が
で
き
な
い
。

近
い
将
来
に
、
日
本
国
憲

法
の
改
正
が
具
体
的
な
日
程

に
上
る
に
せ
よ
上
ら
な
い
に

せ
よ
、
憲
法
問
題
そ
の
も
の

は
間
違
い
な
く
、
よ
り
シ
リ

ア
ス
な
も
の
と
な
っ
て
く
る

だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
平

和
・
安
全
保
障
問
題
ひ
と
つ

を
採
り
あ
げ
て
み
て
も
容
易

に
想
像
が
つ
く
し
、
そ
の
ほ

か
に
も
い
ろ
い
ろ
挙
げ
ら
れ

る
。
た
と
え
ば
、
情
報
技
術

や
医
療
技
術
の
格
段
の
進
歩

は
、
個
人
情
報
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題
や
、
生
命
倫
理
と
自
己
決

定
権
の
問
題
を
よ
り
先
鋭
な
も
の
に
す
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
人
権

同
士
が
衝
突
す
る
局
面
が
増
え
る
と
い
う
こ
と
だ
。
ま
た
、
人
の
交

流
が
活
発
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
外
国
人
の
人
権
を
ど
う
す
る
か
と

い
っ
た
問
い
が
、
様
々
な
場
面
で
出
現
す
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

ど
の
よ
う
な
憲
法
判
断
が
法
廷
で
下
さ
れ
る
か
が
、
よ
り
頻
繁
に
注

目
を
浴
び
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

憲
法
室
と
し
て
は
、
今
後
さ
ら
に
国
会
議
員
に
対
す
る
調
査
サ
ー

ビ
ス
や
情
報
の
提
供
を
充
実
さ
せ
る
所
存
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
サ
ー

ビ
ス
を
通
じ
て
、
我
が
国
の
立
憲
主
義
と
民
主
主
義
の
健
全
な
発
展

に
さ
さ
や
か
な
が
ら
で
も
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
望
外
の
喜

び
で
あ
る
。

(

１)

国
会
法
第
一
〇
二
条
の
六
。

(

２)

昭
和
三
二
年
〜
三
九
年
に
活
動
し
た
憲
法
調
査
会
は
、
内
閣
の
も
と

に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

(

３)

Ｕ
Ｒ
Ｌ
は
、<

h
ttp

:/
/
w

w
w

.n
d
l.g

o
.jp

/
co

n
stitu

tio
n

/
in

d
ex

.

h
tm

l>

。
な
お
、
本
誌
五
二
〇
号

(

平
成
一
六
年
七
月)

所
収
の

｢

電

子
展
示
会

『

日
本
国
憲
法
の
誕
生』

―
サ
イ
ト
の
概
要｣

を
も
ご
参
照

い
た
だ
き
た
い
。
同
号
に
は
、
古
関
彰
一
、
ケ
ネ
ス
・
Ｊ
・
ル
オ
フ
、

高
見
勝
利

｢

憲
法
史
研
究
家
か
ら
見
た
意
義

(

座
談
会)｣

も
収
載
さ
れ

て
い
る
。

(
４)

『
第
百
六
十
三
回
国
会
衆
議
院
会
議
録

(

官
報
号
外)』

第
二
号
、
平

成
一
七
年
九
月
二
二
日
。

(

調
査
及
び
立
法
考
査
局
政
治
議
会
課
憲
法
室
長

山や
ま

田だ

邦く
に

夫お)
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Welcome to 憲法室！



｢

図
書
館
の
本
は
、
著
作
権
法
の
範
囲
内
で
、
一

部
分
の
み
コ
ピ
ー
で
き
ま
す
。｣

こ
の
言
葉
、
全
国
の
図
書
館
内
の
張
り
紙
や
ポ
ス

タ
ー
で
よ
く
見
か
け
ま
す
。
な
か
な
か
買
う
こ
と
が

で
き
な
い
本
だ
か
ら
全
部
コ
ピ
ー
し
た
い
の
に
。
一

部
分
だ
け
だ
と
、
用
事
が
足
り
な
い
な
あ
…
。

こ
の
著
作
権
法
、
一
体
何
な
の
で
し
ょ
う
？

そ
れ
は
、
小
説
、
音
楽
、
絵
な
ど
、
心
を
こ
め
て

自
分
の
考
え
を
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
表
現
し
た
も
の
を
創

り
出
し
た
人
に
権
利
を
認
め
る
法
律
で
す
。
プ
ロ
の

小
説
家
や
画
家
だ
け
で
な
く
、
素
人
の
方
や
子
ど
も

さ
ん
も
、
小
説
や
絵
な
ど
を
作
れ
ば
、
権
利
を
持
ち

ま
す
。
家
や
自
動
車
の
よ
う
に
形
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

大
切
な
財
産
で
す
。

無
料
利
用
が
原
則
の
図
書
館
で
も
、
こ
の
権
利
を

守
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
コ
ピ
ー
を
す
る
と
き
に
は
、

図
書
館
が
電
気
料
金
、
用
紙
代
、
ト
ナ
ー
代
や
コ
ピ
ー

機
の
リ
ー
ス
代
を
負
担
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
来
は

図
書
な
ど
の
著
作
権
料
を
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

で
も
、
著
作
権
法
は
文
化
の
発
展
へ
の
協
力
を
目

的
と
し
ま
す
の
で
、
あ
る
一
定
の
場
合
は
著
作
権
料

を
支
払
わ
な
く
て
い
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
を
権
利
制
限
と
い
い
ま
す
。
文
化
の
発
展
を
支
え

る
施
設
で
あ
る
図
書
館
で
の
コ
ピ
ー
も
そ
の
一
つ
で
、

冒
頭
の
言
葉
は
こ
れ
を
意
味
し
ま
す
。
権
利
者
か
ら

許
可
を
得
れ
ば
、
全
部
分
を
コ
ピ
ー
で
き
ま
す
。

図
書
館
で
の
コ
ピ
ー
を
は
じ
め
、
著
作
権
の
権
利

者
と
利
用
者
の
立
場
が
違
う
こ
と
が
多
い
で
す
が
、

文
化
庁
著
作
権
課
で
は
、
様
々
な
方
の
ご
意
見
を
お

聞
き
す
る
機
会
を
つ
く
り
、
審
議
会
等
を
通
じ
て
今

後
の
著
作
権
法
の
あ
り
方
な
ど
を
考
え
て
い
ま
す
。

著
作
権
法
に
興
味
を
持
た
れ
た
方
は
、
文
化
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
、
著
作
権
Ｑ
＆
Ａ
、
著
作
権
テ
キ
ス
ト
、

著
作
権
セ
ミ
ナ
ー
の
お
知
ら
せ
、
著
作
権
教
育
教
材

の
提
供
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く

だ
さ
い
。

(h
ttp

:/
/
w

w
w

.b
u

n
k

a
.g

o
.jp

/
1ty

o
sa

k
u

/
)

。

(

文
化
庁
長
官
官
房
著
作
権
課

鳥と
り

澤さ
わ

孝た
か

之ゆ
き)

＊
平
成
一
五
年
四
月
か
ら
文
化
庁
に
出
向
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人事交流
編

文化庁長官官房著作権課

常
設
展
示
の
お
知
ら
せ

第
一
四
〇
回

明
治
の
息
吹

〜
漫
画
・
風
刺
画�

�

平
成
一
七
年
一
一
月
一
七
日

(

木)

か
ら

平
成
一
八
年

一
月
一
七
日

(

火)

ま
で

於

本
館
二
階
第
一
閲
覧
室
前

(

東
京
本
館)

日
本
は

｢

漫
画
大
国｣

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

雑
誌
は
も
ち
ろ
ん
、
新
聞
や
選
挙
の
チ
ラ
シ
、
電

車
内
の
中
吊
り
広
告
に
描
か
れ
た
も
の
な
ど
日
常

的
に
多
様
な
形
式
の
漫
画
を
目
に
し
ま
す
。

日
本
最
古
の
漫
画
は
、
平
安
時
代
に
鳥
羽
僧
正

が
著
わ
し
た

｢

鳥
獣
戯
画｣

だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
が
漫
画
と
い
う
思
想
表
現
と
し
て
脈
々
と
発

達
し
て
い
き
、
次
第
に
大
衆
化
・
多
様
化
し
て
現

在
に
至
る
の
で
す
が
、
そ
の
中
で
も
特
に
異
彩
を

放
つ
も
の
と
し
て
明
治
期
前
後
の
漫
画
・
風
刺
画

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
開
国
、
倒
幕
、
文
明
開
化
な

ど
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
躍
動
す
る
時
代
を
背
景
に
、

一
つ
の
表
現
形
態
と
し
て
漫
画
が
一
躍
脚
光
を
浴

び
て
い
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
人
画
家
ビ
ゴ
ー
ら
の

新
し
い
表
現
形
態
を
吸
収
し
、
ポ
ン
チ
絵
な
ど
と

呼
ば
れ
て
独
自
に
花
開
い
て
い
っ
た
の
で
す
。

今
回
の
展
示
で
は
、
こ
の
近
代
の
漫
画
・
風
刺

画
の
潮
流
を
な
ぞ
り
つ
つ
、
明
治
期
を
中
心
に
日

本
の
政
治
・
文
化
の
息
吹
を
伝
え
る
資
料
を
ご
覧

い
た
だ
き
ま
す
。



目

録

情

報

と

個

人

情

報

に

つ

い

て

個
人
情
報
保
護
へ
の
対
応
の
重
要
性
は
、
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
に
お

い
て
も
強
く
認
識
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
た
び
、
当
館
で

は
、
目
録
情
報
を
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
再
点
検
し
、
取
扱
い

方
針
を
と
り
ま
と
め
、
平
成
一
七
年
一
〇
月
か
ら
適
用
を
開
始
し
ま

し
た
。
方
針
は
、
次
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
当
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
も
公
開
し
て
い
ま
す
。

＊

＊

＊
｢

国
立
国
会
図
書
館
蔵
書
検
索
・
申
込
シ
ス
テ
ム

(

Ｎ
Ｄ
Ｌ
‐
Ｏ

Ｐ
Ａ
Ｃ)｣

、｢

日
本
全
国
書
誌｣

を
は
じ
め
と
し
て
、
国
立
国
会
図
書

館
で
は
各
種
の
目
録
情
報

(

書
誌
デ
ー
タ)

を
作
成
・
提
供
し
て
い

ま
す
。
目
録
情
報
に
は
、
著
者
の
名
称
な
ど
の
情
報
を
記
録
し
ま
す
。

個
人
の
情
報
を
記
録
す
る
場
合
の
考
え
方
と
取
扱
い
方
法
に
つ
い
て
、

以
下
に
ご
説
明
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
取
扱
い
は
、
和
図
書
な
ど
国
内
刊
行
出
版
物
の
目
録

情
報
を
対
象
と
し
ま
す
が
、
他
の
資
料
に
つ
い
て
も
こ
れ
に
準
じ
た

取
扱
い
に
留
意
し
ま
す
。

１

基
本
的
な
考
え
方

国
立
国
会
図
書
館

(

以
下

｢

館｣

と
い
い
ま
す
。)

は
、｢

国
立
国

会
図
書
館
法｣

(

以
下

｢

館
法｣

と
い
い
ま
す
。)

第
七
条
に
基
づ
き
、

日
本
国
内
で
刊
行
さ
れ
た
出
版
物
に
つ
い
て
標
準
的
な
目
録
を
作
成

す
る
と
と
も
に
、
館
の
所
蔵
資
料
に
つ
い
て
目
録
情
報
を
作
成
し
、

資
料
を
利
用
に
供
す
る
た
め
の
手
段
を
整
備
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

館
法
第
二
一
条
の
規
定
の
も
と
に
、
日
本
の
図
書
館
が
目
録
を
作
成

し
図
書
館
の
有
す
る
資
源
を
共
有
で
き
る
よ
う
に
、
目
録
情
報
の
提

供
を
行
っ
て
い
ま
す
。

目
録
作
成
に
お
い
て
は
、
個
々
の
資
料
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
保
障
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
各
資
料
の
著
者
等(

注
１)

を
同
定
識
別
し
、

ま
た
、
そ
の
著
者
等
が
著
し
た
資
料
が
識
別
で
き
る
よ
う
に
、
人
名

等
の
情
報
を
記
録
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
館
の
目
録
業
務
に
お
い
て

は
、
個
人
の
情
報
に
関
す
る
収
集
の
方
法
お
よ
び
範
囲
を
定
め
、
目

的
に
沿
っ
た
適
切
な
取
扱
い
を
い
た
し
ま
す
。

２

取
扱
い
の
方
法

(

１)

目
録
作
成
の
た
め
の
標
準
的
な
ル
ー
ル
の
適
用

国
内
刊
行
出
版
物
の
目
録
作
成
の
ル
ー
ル
と
し
て

『

日
本
目
録
規

則
一
九
八
七
年
版
改
訂
二
版』

(

注
２)

を
適
用
し
て
い
ま
す
。
同
規

則
に
基
づ
い
て
、
著
者
等
を
記
述
し
、
ま
た
、
統
一
的
に
用
い
る
標

目

(

検
索
の
手
が
か
り
と
な
る
情
報)

を
作
成
し
て
い
ま
す
。
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標
目
と
し
て
、
個
人
の
場
合
は
人
名

(

名
称
お
よ
び
そ
の
読
み)

を
使
用
し
ま
す
。
ま
た
、
同
名
異
人
を
識
別
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
付
記
事
項
を
付
加
し
ま
す
。
付
記
事
項
は
、
生
年

(

判
明
す
る

場
合
は
生
没
年)

を
基
本
と
し
、
生
年
が
採
取
で
き
な
い
場
合
あ
る

い
は
生
年
だ
け
で
は
同
名
異
人
を
区
別
で
き
な
い
場
合
は
、
職
業
・

専
攻
等
を
付
加
し
ま
す(

注
３)

。

(

２)

公
刊
さ
れ
た
出
版
物
か
ら
の
採
取

人
名
お
よ
び
付
記
事
項
を
記
録
す
る
場
合
は
、
公
刊
さ
れ
た
出
版

物
か
ら
採
取
し
ま
す
。
公
刊
さ
れ
た
出
版
物
に
は
、
そ
の
個
人
が
著

述
等
を
行
っ
た
出
版
物
の
ほ
か
、
公
刊
さ
れ
た
辞
書
等
の
参
考
図
書

を
含
み
ま
す
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
に
つ
い
て
も
、

官
公
庁
や
図
書
館
が
提
供
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
の
情
報
に
限
定
し

て
採
取
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

(

３)

典
拠
フ
ァ
イ
ル
の
保
有

目
録
作
成
に
お
い
て
統
一
し
た
標
目
を
維
持
す
る
た
め
、
人
名
に

関
す
る
標
目
を
集
積
し
た
典
拠
フ
ァ
イ
ル
を
作
成
・
維
持
し
て
い
ま

す
。
典
拠
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
、
保
有
す
る
項
目

(

３
参
照)

は
、

目
録
作
成
に
お
い
て
、
著
者
等
を
確
実
に
同
定
識
別
す
る
た
め
に
必

要
な
最
小
限
の
も
の
と
し
ま
す
。

(

４)

訂
正
等
の
申
入
れ
へ
の
対
応

館
の
目
録
情
報
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
蓄
積
さ
れ
、
目
録
規
則
等

の
適
用
方
針
も
変
遷
し
て
い
ま
す
。
す
で
に
使
用
し
て
い
る
標
目
お

よ
び
典
拠
フ
ァ
イ
ル
の
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
そ
の
ま
ま
使
用
し
ま
す

が
、
標
目
に
つ
い
て
本
人
か
ら
訂
正
等
の
申
入
れ
が
あ
っ
た
場
合
に

は
、
基
本
的
に
こ
れ
に
応
じ
る
こ
と
に
し
ま
す
。

(

５)

目
録
情
報
お
よ
び
典
拠
フ
ァ
イ
ル
の
利
用

目
録
情
報
お
よ
び
典
拠
フ
ァ
イ
ル
は
、
次
の
よ
う
に
利
用
・
提
供

し
、
ま
た
そ
の
提
供
の
範
囲
を
制
限
し
ま
す
。

①
館
内
の
目
録
作
成
業
務
に
お
け
る
利
用

②
館
内
の
目
録
作
成
業
務
以
外
の
図
書
館
業
務
に
お
け
る
利
用

③
館
外
の
図
書
館
等
に
お
け
る
利
用

(

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
／
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｃ

等)

④
一
般
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
よ
る
利
用

(

Ｎ
Ｄ
Ｌ
‐
Ｏ
Ｐ
Ａ

Ｃ
等)

③
に
あ
る
よ
う
に
、
館
の
目
録
情
報
お
よ
び
典
拠
フ
ァ
イ
ル
は
、

目
録
情
報
の
共
有
化
の
趣
旨
に
よ
り
、
館
外
の
図
書
館
等
に
機
械
可

読
フ
ァ
イ
ル
の
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
／
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｃ
等
と
し
て
頒
布
し
て
い
ま

す
。
利
用
機
関
に
お
け
る
取
扱
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
織
の
責
任
に

お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

④
の
Ｎ
Ｄ
Ｌ
‐
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
で
は
、
標
目
は
目
録
情
報
と
し
て
表
示

さ
れ
、
検
索
に
使
用
で
き
ま
す
。

３

典
拠
フ
ァ
イ
ル

典
拠
フ
ァ
イ
ル
に
収
録
さ
れ
る
典
拠
レ
コ
ー
ド
は
、
和
図
書
な
ど
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｢

日
本
全
国
書
誌｣

に
収
録
さ
れ
る
出
版
物
お
よ
び
和
古
書
の
目
録

情
報
と
し
て
作
成
し
た
標
目
が
お
も
な
対
象
と
な
り
ま
す
。

電
子
フ
ァ
イ
ル
と
し
て
、
典
拠
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
お
も
な
項

目
は
次
の
と
お
り
で
す
。

(

１)

管
理
用
デ
ー
タ

識
別
番
号

(

典
拠
Ｉ
Ｄ)

、
入
力
日
付
、
最
終
更
新
日
付
、

典
拠
の
確
立
状
況

(

２)

標
目

名
称
、
名
称
の
読
み
、
付
記
事
項

(

生
年
・
没
年
、
世
系
、

職
業
・
専
攻
等)

(

３)

参
照

同
一
人
物
が
異
な
る
名
称
を
使
用
し
て
い
る
場
合
に
、
参
照

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
記
録
。
記
録
の
項
目
は

(

２)

標
目

と
同
様

(

４)

注
記

(

２)

ま
た
は

(

３)

に
記
録
し
な
い
生
年
、
世
系
、
職
業
・

専
攻
、
異
な
る
名
称

(

本
名
、
別
称
等)

、
所
属
団
体
等

右
記
に
つ
い
て
、
公
刊
さ
れ
た
出
版
物
に
記
載
が
あ
っ
た
場

合
に
記
録
す
る
。
出
版
物
に
記
載
が
な
い
場
合
の
右
記
の
項
目
、

出
版
物
に
記
載
が
あ
る
所
在

(

市
町
村
ま
で
の
地
名)

等
の
情

報
、
他
の
典
拠
と
の
識
別
情
報
に
つ
い
て
典
拠
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
す
る
場
合
は
、
２

(

５)

①
の
館
内
の
目
録
作
成
業
務
の
み

の
利
用
に
限
定
す
る
。

(

５)

出
典

標
目
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
の
根
拠

４

問
い
合
わ
せ
先

国
立
国
会
図
書
館
書
誌
部
書
誌
調
整
課

(

注
１)

著
者
等
に
は
、
編
者
、
訳
者
な
ど
そ
の
出
版
物
に
責
任
を
持
つ
者

を
含
み
ま
す
。
出
版
者
が
個
人
の
場
合
は
、
出
版
者
名
等
の
記
録
の

際
、
著
者
等
に
準
じ
て
扱
い
ま
す
。
ま
た
、
目
録
情
報
に
は
、
著
者

等
を
標
目
と
す
る

｢

著
者
標
目｣

の
ほ
か
に
、
そ
の
資
料
の
主
題
と

な
っ
て
い
る
個
人
を
標
目
と
す
る

｢

人
名
件
名
標
目｣

が
あ
り
、
個

人
情
報
と
し
て
の
取
扱
い
は
同
様
と
し
ま
す
。

(

注
２)

日
本
図
書
館
協
会
目
録
委
員
会
編
。
著
者
等
の
記
述
に
つ
い
て
は
、

本
規
則
中
の
第
一
〜
一
三
章
、
統
一
標
目
の
使
用
に
つ
い
て
は
第

二
一
章

｢

標
目
総
則｣

、
人
名
に
関
す
る
標
目
の
選
択
、
形
お
よ
び
表

し
方
に
つ
い
て
は
第
二
三
章

｢

著
者
標
目｣

な
ら
び
に
第
二
四
章

｢

件
名
標
目｣

に
基
づ
き
ま
す
。

(

注
３)

付
記
事
項
と
し
て
用
い
る
も
の
に
は
、
生
年

(

生
没
年)

、
世
系

(

○
世
、
○
代
目
な
ど
伝
承
的
に
継
承
さ
れ
る
名
称
に
用
い
ら
れ
る)

、

職
業
・
専
攻
等
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
付
記
事
項
が
使
用
で
き
な

い
場
合
に
は
、
暫
定
的
に
、
最
初
に
そ
の
個
人
に
対
し
て
目
録
を
作

成
す
る
出
版
物
の
出
版
年
を
付
加
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

(
参
考)

｢

個
人
情
報
保
護
と
日
本
目
録
規
則

(

Ｎ
Ｃ
Ｒ)

と
の
関
係
に
つ
い

て｣
(

日
本
図
書
館
協
会
目
録
委
員
会)

h
ttp

:/
/
w

w
w

.jla
.o

r.jp
/
m

o
k

u
ro

k
u

/
k

o
jin

jo
h

o
_n

cr.p
d
f

(

書
誌
部
書
誌
調
整
課)
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大
正
期
刊
行
図
書�

�
�
�
�

化
終
了�

図
書
・
雑
誌�

�
�
�
�

化�

伴�

利
用
停
止�

	


�

国
立
国
会
図
書
館
で
は
、｢

平
成
一
五
年
度
か
ら

一
七
年
度
に
お
け
る
所
蔵
資
料
の
メ
デ
ィ
ア
変
換
に

関
す
る
実
施
計
画｣

に
基
づ
き
、
所
蔵
資
料
の
利
用

と
保
存
の
た
め
に
マ
イ
ク
ロ
化
を
進
め
て
い
る
。

図
書図

書
に
つ
い
て
は
、
大
正
期
、
昭
和
前
期
刊
行
図

書
の
順
に
、
マ
イ
ク
ロ
化
を
進
め
て
い
る
。
マ
イ
ク

ロ
化
し
た
資
料
の
原
本
は
、
原
則
と
し
て
利
用
提
供

せ
ず
、
マ
イ
ク
ロ
化
を
終
え
た
も
の
は
マ
イ
ク
ロ
化

資
料
の
み
を
提
供
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

〈
大
正
期
刊
行
図
書
の
マ
イ
ク
ロ
化
終
了
〉

大
正
期
刊
行
図
書

(

昭
和
二
三
年
以
降
に
受
入
れ

た
も
の
は
除
く)

に
つ
い
て
は
、
平
成
一
三
年
度
に

マ
イ
ク
ロ
化
を
始
め
、
平
成
一
六
年
度
中
に
お
お
む

ね
終
了
し
て
い
る
。
平
成
一
七
年
の
八
月
か
ら
、
左

記
資
料
の
す
べ
て
に
つ
い
て
マ
イ
ク
ロ
形
態
で
の
利

用
が
可
能
に
な
っ
た
。

大
正
期
刊
行
乙
部
図
書(

注
一)

二
〇
、二
七
一
冊

大
正
期
刊
行
旧
凾
架
図
書(

注
二)

六
九
、〇
〇
一
冊

大
正
期
刊
行
大
型
図
書

八
八
四
冊

計

九
〇
、一
五
六
冊

マ
イ
ク
ロ
形
態
は
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
お
よ

び
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
ジ
ャ
ケ
ッ
ト

(

三
五
ミ
リ
対

応
、
大
型
本
用)

で
あ
る
。

利
用
に
際
し
、
当
面
は
原
本
の
請
求
記
号
で
の
申

込
み
と
す
る
が
、
平
成
一
七
年
度
中
に
原
本
代
替
請

求
記
号

(

原
本
の
請
求
記
号
の
頭
に
Ｙ
Ｄ
５
‐
Ｈ
‐

を
付
け
た
も
の)

に
よ
る
申
込
み
に
切
り
替
え
る
予

定
で
あ
る
。

〈
昭
和
前
期
刊
行
乙
部
図
書
の
マ
イ
ク
ロ
化
〉

平
成
一
六
年
度
、
大
正
期
刊
行
図
書
の
マ
イ
ク
ロ

化
と
平
行
し
、
昭
和
前
期
刊
行
図
書
の
う
ち
乙
部
図

書
の
マ
イ
ク
ロ
化
を
開
始
し
た
。
今
年
度
も
引
き
続

き
、
左
記
の
マ
イ
ク
ロ
化
を
実
施
し
、
そ
の
間
、
対

象
と
な
る
資
料
の
利
用
は
順
次
停
止
し
て
い
る
。

昭
和
前
期
刊
行
乙
部
図
書�

�
�

一
三
、四
九
七
冊

(

請
求
記
号

特
二
四
九
‐
八
〇
三
〜
特
二
七
六
‐

六
七
九)

平
成
一
七
年
九
月
三
日(

土)
か
ら
平
成
一
八
年
一

月
一
七
日(

火)

ま
で
の
間
、
対
象
資
料
は
順
次
利

用
停
止

(

注
一)

乙
部
図
書

国
立
国
会
図
書
館
の
源
流
の
ひ
と
つ

で
あ
る
旧
帝
国
図
書
館
に
お
い
て
は
、
甲
、
乙
、
丙

の
三
通
り
の
受
入
れ
資
料
区
分
が
あ
っ
た
。
甲
部
は

利
用
な
ら
び
に
保
存
の
価
値
あ
り
と
す
る
も
の
、
乙

部
は
目
下
の
利
用
価
値
は
乏
し
い
が
、
一
応
の
保
存

の
道
を
講
じ
、
価
値
に
つ
い
て
は
後
日
の
判
断
を
待

つ
も
の
、
丙
部
は
利
用
な
ら
び
に
保
存
の
価
値
な
し

と
し
、
一
定
期
間
経
過
後
に
廃
棄
す
る
も
の
と
し
た
。

(

注
二)

旧
凾
架
図
書

旧
帝
国
図
書
館
か
ら
引
き
継
い
だ

蔵
書
を
中
心
と
し
た
資
料
群
で
あ
る
。
資
料
整
理
・

排
架
に
つ
い
て
は
、
資
料
の
形
態
や
大
ま
か
な
主
題

別
に

｢

凾｣

に
分
け
、
受
入
れ
順
に
資
料
を
並
べ
る

固
定
排
架
方
式
に
基
づ
き
、
請
求
記
号
は

｢

凾｣

と

受
入
れ
順
を
表
す

｢

号｣

に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。

雑
誌雑

誌
に
つ
い
て
は
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
期
に
刊

行
さ
れ
た
和
雑
誌
の
な
か
で
も
、
紙
質
が
非
常
に
悪

い
昭
和
二
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
に
か
け
て
刊
行
さ

れ
た
Ｎ
Ｄ
Ｃ
Ｚ
凾
を
中
心
に
、
経
年
劣
化
が
進
ん
で

い
る
資
料
を
対
象
に
マ
イ
ク
ロ
化
を
進
め
て
い
る
。

今
年
度
は
左
記
に
つ
い
て
マ
イ
ク
ロ
化
を
実
施
し
て

お
り
、
そ
の
間
、
利
用
を
停
止
し
て
い
る
。

Ｎ
Ｄ
Ｃ
Ｚ
凾�

�
�

二
二
〇
誌
、
九
五
〇
冊

平
成
一
七
年
八
月
二
二
日(

月)

か
ら
一
一
月
三
〇

日(

水)

ま
で
の
間
、
利
用
停
止

(

資
料
提
供
部)
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製
造
元
祖
横
浜
風
琴
洋
琴
も
の
が
た
り

横
浜
市
歴
史
博
物
館
、
横
浜
開
港
資
料
館
編

横
浜
市
歴
史
博
物
館
、
横
浜
市
ふ
る
さ
と
歴

史
財
団
刊

(

〒
224-
0003

横
浜
市
都
筑
区
中
川
中
央

一－

一
八－

一)

二
〇
〇
四
・
一

Ａ
４

四
六
頁

(D
L
731-H

45)

本
書
は
二
〇
〇
四
年
一
月
か
ら
三
月
に
か
け
横
浜

市
歴
史
博
物
館
に
て
行
わ
れ
た
同
名
の
企
画
展
に
合

わ
せ
出
版
さ
れ
た
図
録
で
す
。｢

風
琴｣

は
オ
ル
ガ

ン
を
、｢

洋
琴｣

は
ピ
ア
ノ
を
そ
れ
ぞ
れ
指
し
て
い

ま
す
。
本
書
で
は
、
日
本
、
特
に
横
浜
に
お
け
る
オ

ル
ガ
ン
・
ピ
ア
ノ
製
造
の
歴
史
を
多
く
の
写
真
資
料

や
研
究
資
料
、
コ
ラ
ム
を
交
え
て
綴
っ
て
い
ま
す
。

オ
ル
ガ
ン
、
ピ
ア
ノ
と
言
え
ば
、
西
洋
の
音
楽
文

化
に
は
欠
か
せ
な
い
ア
イ
テ
ム
で
あ
り
、
古
い
歴
史

を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
鍵
盤
楽
器
を
は
じ
め
西

洋
の
楽
器
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
、
厳
密
に

言
え
ば
も
っ
と
古
く
な
り
ま
す
が
、
主
に
幕
末
か
ら

明
治
に
か
け
て
の
時
期
。
一
八
五
四
年
、
日
米
和
親

条
約
に
よ
り
日
本
が
開
国
し
て
以
後
、
多
く
の
西
洋

文
化
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
、
特
に
横
浜
は
一
八
五
九

年
の
神
奈
川
の
開
港
と
外
国
人
居
留
地
の
設
置
に
よ

り
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
の
外
国
人
を
迎
え
る
大
き
な
窓

口
と
な
り
ま
し
た
。

当
時
の
日
本
人
は
外
国
か
ら
や
っ
て
く
る
新
し
い

物
を
好
奇
心
旺
盛
に
迎
え
、
浮
世
絵
や
文
書
に
そ
の

記
録
を
残
し
ま
し
た
。
特
に
楽
器
類
は
、
軍
楽
隊
の

奏
で
る
管
楽
器
を
中
心
に
注
目
を
集
め
た
よ
う
で
、

本
書
に
も
横
浜
開
港
資
料
館
に
所
蔵
の
浮
世
絵
が
紹

介
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
鍵
盤
楽
器
は
、
開
港
か

ら
ご
く
早
い
時
期
に
外
国
人
居
留
地
の
外
国
人
宅
や

教
会
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
姿
は
描

か
れ
て
お
ら
ず
、
音
に
つ
い
て
文
書
の
記
録
が
残
さ

れ
て
い
る
限
り
で
す
。

オ
ル
ガ
ン
、
ピ
ア
ノ
は
、
外
国
人
居
留
地
に
持
ち

込
ま
れ
た
ほ
か
に
、
一
八
七
〇
年
代
以
降
は

｢

学
制｣

に
唱
歌
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
教
育
に
も
活

用
さ
れ
ま
し
た
。
今
で
は
ど
こ
の
学
校
に
も
ピ
ア
ノ

か
オ
ル
ガ
ン
が
一
台
は
あ
っ
て
、
私
た
ち
に
身
近
な

存
在
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
当
時
は
大
変
に
高
価
な

も
の
で
し
た
の
で
、
唱
歌
を
教
え
る
教
員
が
養
成
さ

れ
て
も
学
校
に
は
そ
の
た
め
の
楽
器
が
な
い
場
合
が

ほ
と
ん
ど
で
し
た
。
本
書
に
は
、
一
八
八
九
年
に
生

麦
小
学
校
に
オ
ル
ガ
ン
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
が
紹
介

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
横
浜
に
お
い
て
の
最
古

の
記
録
と
あ
り
、
当
時
の
状
況
が
窺
わ
れ
ま
す
。

横
浜
に
は
外
国
人
居
留
地
や
教
育
の
場
で
の
楽
器

の
需
要
に
応
え
る
べ
く
、
開
港
後
早
い
時
期
に
欧
米

人
に
よ
る
楽
器
の
販
売
・
調
律
の
会
社
が
設
立
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
本
書
で
は
、
一
八
七
〇
年
代
に
は
ピ

ア
ノ
の
調
律
・
販
売
を
行
っ
て
い
た
カ
イ
ル
商
会
な

ど
、
横
浜
に
店
を
構
え
た
メ
ー
カ
ー
が
紹
介
さ
れ
て

い
ま
す
。
一
方
、
外
国
人
楽
器
商
の
元
で
修
行
し
、

あ
る
い
は
見
様
見
真
似
で
修
理
や
調
整
を
行
っ
て
い

た
日
本
人
技
術
者
た
ち
も
、
徐
々
に
楽
器
の
製
造
が

出
来
る
だ
け
の
技
術
を
習
得
し
て
い
き
ま
し
た
。

一
八
八
四
年
に
は
西
川
楽
器
の
創
始
者
・
西
川
虎
吉

が
日
本
初
の
国
産
材
料
に
よ
る
オ
ル
ガ
ン
を
製
造
。

横
浜
に
工
場
を
構
え
て
楽
器
の
製
造
・
販
売
を
行
い
、

オ
ル
ガ
ン
の
音
色
で
高
い
評
価
を
受
け
た
と
い
い
ま

す
。
ま
た
、
欧
米
の
会
社
を
継
承
し
た
中
国
人
技
術

者
た
ち
も
横
浜
に
工
場
・
店
舗
を
構
え
、
第
２
次
大

戦
で
の
戦
災
に
遭
う
ま
で
の
間
、
横
浜
は
多
く
の
メ
ー
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カ
ー
が
凌
ぎ
を
削
る
舞
台
と
も
な
っ
た
の
で
す
。

こ
う
し
て
横
浜
で
製
造
さ
れ
た
各
メ
ー
カ
ー
の
楽

器
は
、
現
在
も
そ
の
姿
を
残
し
て
い
ま
す
。
製
造
か

ら
長
い
年
月
を
経
た
楽
器
は
そ
れ
だ
け
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
持
っ
て
お
り
、
本
書
に
は
楽
器
一
点
一
点
の
写

真
と
と
も
に
そ
の
来
歴
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

巻
末
の
論
文
で
は
日
本
に
お
け
る
洋
楽
器
製
造
の
歴

史
と
今
後
の
展
望
が
総
合
的
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、

コ
ラ
ム
や
写
真
資
料
と
合
わ
せ
、
大
変
興
味
深
く
当

時
の
様
子
を
描
き
出
し
て
い
ま
す
。(

中な
か

野の

路み
ち

子こ)

多
み
ん
ぞ
く
ニ
ホ
ン
―
在
日
外
国
人
の
く
ら

し
―

国
立
民
族
学
博
物
館
編

千
里
文
化

財
団
刊

(

〒
565-
0826

大
阪
府
吹
田
市
千
里
万
博
公

園
一－

一)

二
〇
〇
四
・
三

Ａ
４

一
一
一
頁

(D
C
812-H

75)

当
館
の
在
日
外
国
人
に
関
す
る
図
書
の
件
名
標
目

は

｢

外
国
人

(

日
本
在
留)｣

で
あ
る
。
こ
の
件
名

の
下
に
は
五
〇
〇
冊
強
の
図
書
が
あ
る
が
、
そ
の

九
〇
％
近
く
は
、
法
務
省
入
国
管
理
局
外
国
人
登
録

者
統
計
で
外
国
人
登
録
者
が
百
万
人
を
超
え
た

一
九
九
〇
年
以
降
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。

前
述
の
件
名
に

｢

医
療｣

と
い
う
件
名
を
掛
け
合

わ
せ
る
と

『

医
師
・
医
療
関
係
者
の
た
め
の
外
国
人

患
者
診
療
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク』

と
い
っ
た
図
書
が
、

｢

保
育
所｣

を
掛
け
合
わ
せ
る
と
中
国
語
版
を
は
じ

め
と
す
る

『

外
国
人
保
育
の
手
引』

が
、｢

外
国
人

労
働
者｣

を
掛
け
合
わ
せ
る
と

『

移
住
労
働
者
生
活

マ
ニ
ュ
ア
ル

住
民
と
し
て
地
域
で
暮
ら
す
た
め
の

情
報』

が
出
て
く
る
。
こ
の
件
名
の
下
に
は
外
国
人

を
迎
え
た
自
治
体
が
出
し
て
い
る
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
や

マ
ニ
ュ
ア
ル
も
あ
る
。
来
日
定
住
す
る
外
国
人
も
そ

れ
を
受
け
入
れ
る
日
本
社
会
も
新
し
い
環
境
へ
の
適

応
に
追
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
書
は
二
〇
〇
四
年
三
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
民

族
学
博
物
館
で
開
か
れ
た
同
名
の
特
別
展
の
解
説
図

録
で
あ
る
。

｢
特
別
展
の
お
お
く
は
モ
ノ
中
心
で
す
す
め
ら
れ

て
き
て
い
た
。
し
か
し
、
今
回
、
展
示
の
対
象
と
な

る
、
在
日
外
国
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
の
経
緯
や
か

れ
ら
の
生
き
方
に
関
す
る
資
料
の
お
お
く
は
、
一
般

に
い
わ
れ
る
民
俗
資
料
で
も
文
化
財
で
も
な
い｣

｢

モ
ノ
で
は
な
く
理
念
が
先
行
す
る
展
示
は
、
理
解

さ
れ
な
い
と
い
う｣

と
い
う
懸
念
を
主
催
者
は
漏
ら

し
て
い
る
。
し
か
し
、
ま
た

｢
こ
の
特
別
展
は
、
展

示
の
対
象
と
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
ふ
く
め
、
館
外

の
人
び
と
が
企
画
か
ら
資
料
の
収
集
、
展
示
に
ま
で

深
く
か
か
わ
っ
た
と
い
う
点
で
は
お
そ
ら
く
唯
一
の

も
の
で
あ
ろ
う｣

と
も
書
い
て
い
る
。
こ
の
展
示
は

す
で
に
日
本
に
居
住
し
て
い
る
多
く
の
在
日
外
国
人

と
、
生
成
・
拡
大
を
続
け
て
い
る
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
協
力
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

本
書
は
、
二
部
に
分
か
れ
る
。
第
一
部
は
、
日
本

に
住
む
外
国
人
の
来
歴
、
そ
の
構
成
、
現
状

(｢

多

み
ん
ぞ
く
ニ
ホ
ン
へ
の
道｣

｢

在
日
外
国
人
の
来
歴

と
旧
植
民
地
政
策｣

｢

日
本
人
の
海
外
移
住｣

｢

管
理

か
ら
共
生
へ｣

｢

地
域
住
民
と
し
て
の
外
国
人
市
民｣

｢
N
G
O
/
N
P
O

が
め
ざ
す
多
文
化
共
生
社
会｣

｢

日

本
社
会
の
多
民
族
化
と
多
言
語
化｣

｢

エ
ス
ニ
ッ
ク
・

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
メ
デ
ィ
ア｣

｢

エ
ス

ニ
ッ
ク
・
メ
デ
ィ
ア
一
覧｣

｢

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ビ
ジ
ネ

ス
の
興
隆｣)

を
概
観
し
、
第
二
部
は

｢

在
日
コ
リ
ア

ン｣
｢

在
日
中
国
人｣

｢

在
日
ブ
ラ
ジ
ル
人｣

｢

在
日

ベ
ト
ナ
ム
人｣

｢

在
日
フ
ィ
リ
ピ
ン
人｣

と
い
っ
た
個
々

の
民
族
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
の
定
住
過

程
と
現
状
を
写
真
を
多
用
し
て
生
き
生
き
と
描
き
だ

し
て
い
る
。(

｢

在
日
コ
リ
ア
ン｣

｢

在
日
中
国
人｣

に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
の
在
日
の
人
々
と
、
最
近

日
本
に
定
住
し
た
人
々
を
分
け
て
解
説
し
て
い
る
。)

本
書
の
特
徴
は
、
在
日
外
国
人
全
体
を
日
本
の
多

民
族
化
と
い
う
視
点
で
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
共
通
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ

れ
ぞ
れ
の
外
国
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
歴
史
と
現
状
を
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総
合
的
に
概
観
で
き
る
よ
う
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。

在
日
外
国
人
は
と
も
す
れ
ば
教
育
、
医
療
、
法
的

地
位
と
い
っ
た
個
々
の
問
題
や
、
民
族
個
別
の
問
題

と
関
連
し
て
語
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
在
日

外
国
人
が
日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
そ
の
よ
う
な
問
題

に
出
会
う
の
は
、
彼
ら
が
こ
の
社
会
の
中
で
暮
ら
し

て
い
る
と
い
う
あ
た
り
ま
え
の
事
実
か
ら
発
し
て
い

る
。
問
題
に
つ
い
て
語
る
前
に
、
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
の

民
族
の
歴
史
や
現
状
が
理
解
さ
れ
ね
ば
、
問
題
の
根

本
的
解
決
は
な
い
し
、
さ
ら
に
別
の
問
題
が
起
こ
る

こ
と
に
も
な
ろ
う
。

本
書
の
よ
う
に
、
日
本
社
会
の
多
民
族
化
、
多
文

化
化
を
わ
か
り
や
す
く
概
説
し
た
図
書
は
ま
だ
多
く

な
い
。
し
か
し
、
現
在
続
い
て
い
る
よ
う
な
多
民
族

化
、
多
文
化
化
が
さ
ら
に
進
む
と
し
た
ら
、
小
学
校

や
中
学
校
の
教
科
書
や
副
読
本
を
含
め
て
こ
う
し
た

図
書
は
さ
ら
に
必
要
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

(

酒さ
か

井い

貴き

美み

子こ)

大
正
の
文
庫
王

立
川
熊
次
郎
と

｢

立
川
文
庫｣

姫
路
文
学
館
編
・
刊

(

〒
670-
0021

姫
路
市
山
野
井

町
八
四
番
地)

二
〇
〇
四
・
四

Ａ
４

七
二

頁

(G
K
136-H

21)

明
治
と
い
う
時
代
は
、
新
し
い
日
本
の
黎
明
期
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
政
治
に
と
ど
ま
ら
ず
、
文
化
に
お

い
て
も
、
お
お
い
に
進
展
し
た
時
代
で
あ
る
。
月
日

を
重
ね
、
明
治
の
後
半
に
至
る
と
い
よ
い
よ
そ
れ
は

成
熟
期
に
入
り
、
時
代
も
大
正
を
迎
え
る
こ
と
に
な

る
。｢

立
川
文
庫｣

(

本
書
に
は
熊
次
郎
の
姓
か
ら
、

た
つ
か
わ
ぶ
ん
こ
と
読
む
の
が
正
し
い
と
あ
る)

は
、

そ
う
い
う
時
代
に
生
ま
れ
た
文
庫
で
あ
る
。

大
衆
文
学
・
文
芸
が
大
き
く
花
開
い
た
明
治
末
期

に
お
い
て
、
な
か
で
も
講
談
・
落
語
は
庶
民
に
広
く

親
し
ま
れ
た
。
特
に
講
談
は
、
軍
談
・
御
記
録
物
・

世
話
物
に
加
え
て
神
道
講
釈
な
ど
内
容
豊
富
で
あ
っ

た
。
そ
れ
ら
は
講
談
師
が
高
座
で
速
記
者
を
前
に
口

演
し
、
そ
れ
を
活
字
に
し
て
ゆ
く
と
い
う
手
法
で
文

庫
本
と
し
て
世
に
出
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

立
川
文
庫
が
生
ま
れ
た
大
阪
は
、
周
知
の
通
り
、

浄
瑠
璃
・
浪
花
節
・
万
歳
・
新
派
劇
・
映
画

(

活
動

写
真)

な
ど
が
旗
挙
げ
さ
れ
た
土
地
柄
で
あ
る
。

当
時
の
文
化
の
興
隆
・
躍
動
は
こ
の
地
で
も
大
き

く
、
出
版
業
も
活
況
で
、
明
治
四
〇
年
頃
の
心
斎
橋

筋
中
心
だ
け
で
も
七
〇
に
及
ぶ
書
籍
商
が
軒
を
つ
ら

ね
た
と
い
う
。

姫
路
に
生
ま
れ
た
立
川
熊
次
郎
が
、
若
く
し
て
こ

の
大
阪
の
地
で
書
籍
商
を
興
し
た
の
は
ち
ょ
う
ど
こ

の
時
期
で
あ
る
。
当
時
、
大
阪
で
は
、
実
用
的
・
大

衆
的
な
も
の
に
人
気
が
集
ま
り
、
識
字
率
の
上
昇
も

加
勢
し
て
、
文
庫
本
は
多
く
の
出
版
社
が
競
い
合
っ

て
自
社
本
を
出
す
と
い
う
勢
い
で
あ
っ
た
。

同
業
者
の
乱
立
、
そ
し
て
お
も
し
ろ
い
演
目
が
ほ

と
ん
ど
出
し
尽
く
さ
れ
た
な
か
で
、
熊
次
郎
は
ど
う

や
っ
て
成
功
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
気
心
の
知
れ
た
芸
達
者
な
講
談
師
た
ち
に
よ

る

｢

書
き
講
談｣

に
し
た
こ
と
で
文
体
は
生
き
返
っ

た
。『

一
休
禅
師』

『

水
戸
黄
門』

な
ど
に
つ
い
で
、

少
年

『

猿
飛
佐
助』

を
登
場
さ
せ
、
そ
れ
が
空
前
の

大
ヒ
ッ
ト
と
な
っ
た
。
そ
の
人
気
を
と
ら
え
、
そ
の

後
、『

真
田
十
勇
士』

を
創
出
し
た
の
で
あ
る
。

次
に
そ
れ
ま
で
の
文
庫
本
を
も
っ
と
小
型
化

(

手

の
ひ
ら
サ
イ
ズ)

し
、
書
店
の
ほ
か
に
縁
日
や
駄
菓

子
屋
で
も
販
売
し
、
貸
本
屋
と
も
連
携
し
た
と
い
う
。

さ
ら
に
当
時
、
ま
ん
じ
ゅ
う
一
個
一
銭
、
キ
ャ
ラ
メ

ル
二
〇
粒
入
り
一
箱
が
一
〇
銭
の
時
代
に
、
二
五
銭

(

後
に
三
〇
銭)

の
安
価
で
子
ど
も
た
ち
に
も
買
い

求
め
や
す
い
値
段
に
し
た
の
で
あ
る
。

本
書
に
は
、
そ
の
書
店
や
貸
本
屋
の
店
頭
に
た
っ

て
、
小
銭
を
手
に
目
を
輝
か
せ
た
少
年
た
ち
の
声
が

多
く
登
場
す
る
。
猿
飛
佐
助
や
霧
隠
才
蔵

き
り
が
く
れ
さ
い
ぞ
う

な
ど
、
明

治
末
期
・
大
正
期
の
少
年
た
ち
が
胸
躍
ら
せ
、
手
に

汗
握
っ
て
読
ん
だ
立
川
文
庫
の
主
人
公
た
ち
へ
よ
せ

る
熱
い
思
い
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。

本
書
の
構
成
は
、
立
川
文
庫
の
成
り
立
ち
か
ら
始

535号／2005⑩国立国会図書館月報 ― 14―



ま
っ
て
、
起
業
家
熊
次
郎
の
生
涯
に
深
く
入
り
込
ん

で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
近
い
姻
戚
に
出
版
業
者
が
い

た
こ
と
、
お
抱
え
の
文
庫

(

講
談)

執
筆
者
集
団
に

恵
ま
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
熊
次
郎
本
来
の
ま
じ
め
な

人
柄
が
ま
さ
に

｢
天
の
時
、
地
の
利
、
人
の
和｣

で

立
川
文
庫
を
有
名
な
ら
し
め
た
こ
と
等
。

そ
し
て
さ
ら
に
は
当
時
草
創
期
に
あ
っ
た
映
画
製

作
が
追
い
風
と
な
っ
て
、
文
庫
で
人
気
の
主
人
公
た

ち
が
大
衆
へ
の
浸
透
化
を
深
め
て
い
っ
た
道
筋
が
よ

く
わ
か
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

本
書
は
決
し
て
大
部
で
は
な
い
が
、
全
編
色
刷
り

で
読
む
者
の
目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
。
巻
末
に
は

資
料
編
と
し
て
、
現
在
知
り
得
る
範
囲
で
の
立
川
文

庫
刊
行
一
覧
お
よ
び
熊
次
郎
の
年
譜
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。

要
所
要
所
の
細
か
い
解
説
を
読
み
通
す
際
に
、
当

時
の
時
代
背
景
を
理
解
し
た
う
え
で
読
み
込
む
と
、

色
刷
り
の
奥
に
、
ど
こ
ま
で
も
続
く
少
年
た
ち
の
夢

が
一
層
き
わ
だ
っ
て
見
え
て
く
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
読
者
は
は
る
か
な
時
代
へ
導
か
れ

る
の
で
あ
る
。

(

嶋し
ま

本も
と

裕ひ
ろ

子こ)
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江戸時代の博物誌の歩みを俯瞰するとともに､ 美しい動植物の図画資料､

小野蘭山､ 栗本丹洲､ 伊藤圭介といった､ 時代を代表する学者による自筆資

料など､ 総数160点の資料を展示しています｡ これまであまり知られていなかっ

た､ 江戸時代の人々と自然界との豊かな関係を伝える貴重な資料です｡ ぜひ

ご来場ください｡ 入場無料です｡

東京会場：国立国会図書館東京本館 (東京都千代田区永田町1-10-1)

新館１階展示室

会期：平成17年10月14日(金) から 10月27日(木) まで (無休)

開催時間：9 : 30 ～ 19 : 00 (平日)､ 9 : 30 ～ 17 : 00 (土・日曜日)

関西会場：国立国会図書館関西館 (京都府相楽郡精華町精華台8-1-3)

地下１階大会議室

会期：平成17年11月15日(火) から 11月28日(月) まで (無休)

開催時間：10 : 00 ～ 18 : 00
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平

成

一

七

年

度

資

料

電

子

化

研

修

国
立
国
会
図
書
館
で
は
、
平
成
一
七
年
九
月
一
五
日
、
一
六
日
の

二
日
間
、
関
西
館
に
お
い
て
、
平
成
一
七
年
度
の
資
料
電
子
化
研
修

を
実
施
し
た
。

こ
の
研
修
は
、
平
成
一
五
年
度
か
ら
毎
年
行
っ
て
お
り
、
今
回
で

三
回
目
と
な
る
。
国
内
の
図
書
館
で
図
書
館
資
料
の
電
子
化
を
担
当

す
る
職
員
ま
た
は
今
後
担
当
す
る
予
定
の
職
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
実
施
し
て
い
る
。
今
回
は
、
公
共
図
書
館
四

名
、
大
学
図
書
館
一
一
名
、
専
門
図
書
館
・
そ
の
他
七
名
、
合
計

二
二
機
関
二
二
名
の
参
加
が
あ
っ
た
。

今
年
度
の
特
徴
と
し
て
は
、
資
料
電
子
化
事
業
の
企
画
か
ら
公
開

後
ま
で
の
全
体
の
流
れ
を
各
段
階
に
分
け
、
体
系
立
て
て
整
理
を
し

て
説
明
し
、
そ
の
後
、
各
段
階
で
必
要
と
な
る
知
識
を
提
示
す
る
講

義
構
成
と
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
昨
年
度
に
続
き
実
施
し
た
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
の
企
画
案
を
作
成
す
る
内
容
と
し

た
。
ま
た
、
募
集
に
あ
た
り
館
種
の
制
限
を
行
わ
な
い
こ
と
と
し
た

た
め
、
幅
広
い
館
種
か
ら
の
参
加
を
得
た
。

研
修
は
豊
田
透
関
西
館
事
業
部
図
書
館
協
力
課
長
の
あ
い
さ
つ
で

始
ま
り
、
一
日
目
は
、
関
西
館
事
業
部
電
子
図
書
館
課
職
員
五
名
が

講
義
を
行
っ
た
。
最
初
に
上
綱
秀
治
課
長
補
佐
が

｢

概
論

資
料
電

子
化
の
経
緯
と
現
状｣

と
題
し
、
電
子
図
書
館
事
業
の
歴
史
的
経
緯

と
資
料
電
子
化
の
位
置
付
け
を
説
明
し
た
後
、
国
内
外
の
電
子
化
事

業
の
実
例
、
電
子
情
報
保
存
に
つ
い
て
概
観
し
、
続
く
講
義
へ
の
導

入
と
し
た
。
次
の

｢

資
料
電
子
化
事
業
の
企
画
と
事
業
の
流
れ｣

で

は
、
資
料
電
子
化
係
長
が
、
資
料
電
子
化
事
業
に
つ
い
て
、
企
画
か

ら
電
子
化
作
業
、
公
開
前
の
準
備
、
公
開
後
の
運
用
、
評
価
ま
で
、

全
体
の
流
れ
を
段
階
に
分
け
、
整
理
し
て
説
明
し
た
。

続
い
て
、
当
館
の
資
料
電
子
化
事
業
で
あ
る
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ

ブ
ラ
リ
ー
と
各
種
電
子
展
示
会
お
よ
び

｢

国
立
国
会
図
書
館
資
料
デ

ジ
タ
ル
化
の
手
引
き｣

(

注)

を
参
照
し
な
が
ら
、
資
料
を
電
子
化
す

る
手
順
と
技
術
、
画
像
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
特
性
と
仕
様
、
画
像
デ
ー

タ
の
品
質
評
価
・
管
理
等
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
資
料
電
子
化
係

の
係
員
三
名
が
説
明
し
た
。
講
義
の
中
で
は
、
資
料
の
撮
影
に
使
用

す
る
多
様
な
フ
ィ
ル
ム
、
画
像
ビ
ュ
ー
ア
を
使
っ
た
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
、

劣
化
し
た
画
像
を
実
際
に
示
す
な
ど
、
具
体
的
に
例
を
挙
げ
な
が
ら
、

個
別
の
知
識
を
整
理
し
提
示
し
た
。(｢

資
料
電
子
化
の
方
法｣

�
〜

�)

二
日
目
午
前
の

｢

画
像
デ
ー
タ
の
提
供
方
法｣

で
は
、
電
子
情
報
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発
信
係
長
が
、
画
像
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
に
あ
た
っ
て
の
留
意
点
や

方
法
に
つ
い
て
、
ま
た
、
電
子
化
し
た
資
料
を
よ
り
使
い
や
す
く
利

用
者
に
提
供
す
る
た
め
の
注
意
点
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

午
後
か
ら
は
、
野
田
純
生
ア
ル
フ
ァ
サ
ー
ド
有
限
会
社
代
表
を
講

師
と
し
て
、｢
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
の
企
画
・
設
計｣

を
実
施
し
た
。
最
初
に
、
講
師
が
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
の
企
画
・
設
計
の

流
れ
、
使
い
や
す
い
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
の
作
成
に
つ
い
て
の
説
明
を
行
っ

た
。
そ
の
後
、
受
講
者
は
五
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、
各
自
の
事

前
課
題
に
基
づ
き
、
電
子
化
し
た
明
治
期
の
写
真
を
使
っ
た
Ｗ
ｅ
ｂ

サ
イ
ト
の
企
画
・
構
成
案
を
検
討
し
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
資
料

を
作
成
し
た
。
各
グ
ル
ー
プ
の
発
表
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
工
夫
を
こ

ら
し
、
切
り
口
の
異
な
る
企
画
を
提
案
し
た
。
企
画
・
構
成
案
の
検

討
時
に
は
、
野
田
講
師
と
電
子
図
書

館
課
職
員
二
名
が
各
グ
ル
ー
プ
を
ま

わ
り
、
助
言
を
行
う
と
と
も
に
、
各

発
表
に
対
し
て
、
三
人
そ
れ
ぞ
れ
が

講
評
を
行
っ
た
。

講
義
内
容
へ
の
質
疑
で
は
、
技
術

や
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
の
質
問
が

多
く
、
受
講
生
の
実
践
的
な
知
識
、

内
容
へ
の
関
心
の
高
さ
を
示
し
て
い

た
。
ま
た

｢

国
立
国
会
図
書
館
資
料

デ
ジ
タ
ル
化
の
手
引
き｣

に
対
す
る

関
心
・
評
価
が
高
か
っ
た
。

一
方
、
研
修
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
全
体
と
し
て
満
足
度
が
高

く
、
資
料
電
子
化
の
全
体
像
が
理
解
で
き
た
、
電
子
化
に
関
す
る
知

識
・
技
術
を
整
理
で
き
た
、
自
分
の
持
っ
て
い
る
知
識
の
不
足
に
気

づ
い
た
等
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
つ
い
て
は
、

時
間
が
足
り
な
か
っ
た
と
の
意
見
も
あ
っ
た
が
、
二
日
間
の
研
修
で

学
ん
だ
内
容
を
活
用
し
て
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
討
議
を
行
う
こ
と
で
、

研
修
内
容
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
の
声
の
ほ
か
、
実
際

に
サ
イ
ト
を
作
成
し
て
い
る
講
師
の
話
が
参
考
に
な
っ
た
、
ふ
だ
ん

交
流
の
な
い
他
館
種
の
人
な
ど
と
の
共
同
作
業
や
他
の
グ
ル
ー
プ
の

発
表
を
通
じ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
発
想
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
て
と
て

も
刺
激
に
な
っ
た
等
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
の
意
見
を
参
考
に
、
当
館
で
は
、
今
後
も
資
料
の
電
子
化
事

業
に
役
立
つ
研
修
を
続
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

(

注)
｢

国
立
国
会
図
書
館
資
料
デ
ジ
タ
ル
化
の
手
引
き｣

は
、
当
館
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
近
日
公
開
予
定
。

※
今
年
度
の
図
書
館
員
を
対
象
と
し
た
研
修
の
概
要
は
本
誌
五
三
一
号

(

二
〇
〇
五
年
六
月)

に
掲
載
し
て
い
ま
す
。
具
体
的
な
実
施
日
程
、
申

込
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
決
定
次
第
、
当
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(
h

ttp
:/

/

w
w

w
.n

d
l.g

o
.jp

―

｢

図
書
館
員
の
ペ
ー
ジ｣

―

｢

図
書
館
へ
の
お
知
ら

せ｣)

に
掲
載
す
る
ほ
か
、
同
ペ
ー
ジ
か
ら
登
録
で
き
る
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ

ン
『

図
書
館
協
力
ニ
ュ
ー
ス』

で
も
ご
案
内
し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご

覧
く
だ
さ
い
。

(

関
西
館
事
業
部
図
書
館
協
力
課)
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ワークショップの風景



�
�

�
�

お
も
な
人
事

内
閣
府
事
務
官

古
谷

雅
彦

国
立
国
会
図
書
館
支
部
金
融
庁
図
書
館
長
を
免
ず
る

内
閣
府
事
務
官

鈴
木

均

国
立
国
会
図
書
館
支
部
金
融
庁
図
書
館
長
を
命
ず
る

以
上
平
成
十
七
年
七
月
一
日
付
け

外
務
事
務
官

松
海

潔

国
立
国
会
図
書
館
支
部
外
務
省
図
書
館
長
を
免
ず
る

外
務
事
務
官

木
村

敬
正

国
立
国
会
図
書
館
支
部
外
務
省
図
書
館
長
を
命
ず
る

以
上
平
成
十
七
年
八
月
十
日
付
け

総
務
事
務
官

田
中

栄
一

国
立
国
会
図
書
館
支
部
総
務
省
図
書
館
長
を
免
ず
る

総
務
事
務
官

武
内

信
博

国
立
国
会
図
書
館
支
部
総
務
省
図
書
館
長
を
命
ず
る

以
上
平
成
十
七
年
八
月
十
五
日
付
け

―
職
員
の
退
職
―

(

退
職
時
部
局)

収
集
部

司

書

高
橋

亜
希

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日
付
け
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� 知 � �

第７回図書館総合展に出展します

国立国会図書館は､ 第７回図書館総合展に出展します｡ 図書館総合展は､ 図書

館総合展運営委員会が主催する､ 図書館に関する最新情報の提供と交換を目的と

した国内最大の展示会です｡ 今年の展示では､ 当館のデジタルアーカイブの構築

に向けた取組みと､ 平成17年度から開始した ｢プランゲ文庫｣ 図書収集整備事業

について紹介します｡ また､ フォーラム､ プレゼンテーションでも､ 最新の動向

やホームページの活用方法をお伝えします｡ ぜひご来場ください｡

会期：平成17年11月30日(水) から 12月２日(金) 10 : 00 ～ 18 : 00

会場：パシフィコ横浜 展示ホール (横浜市西区みなとみらい1-1-1)

○フォーラム 12月２日(金) 15 : 30 ～ 17 : 00 第４会場 (先着200名)

時空を超えて知の社会基盤の構築へ

第１部 どこまでできる？ デジタル情報のワンストップポータル

第２部 NDLウェブアーカイブの構築に向けて

○プレゼンテーション 12月１日(木) 14 : 00 ～ 14 : 40 (先着80名)

国立国会図書館ホームページから利用できるレファレンス・ツール

※フォーラム・プレゼンテーションのお申込み

ご所属､ お名前､ 電話番号､ FAX 番号､ 電子メールアドレスを下記までお知

らせください｡

国立国会図書館総務部総務課広報係

FAX：03-3597-5617 電子メール：koho@ndl.go.jp



レ
フ
ァ
レ
ン
ス

第
六
五
六
号

Ａ
４

一
〇
〇
頁

■
若
年
者
の
雇
用
支
援

■｢

ニ
ュ
ー
・
レ
イ
バ
ー｣

考

■
２
０
０
５
年
ア
メ
リ
カ
有
権
者
の
実
像

■
地
方
交
付
税
の
問
題
点
と
有
識
者
の
改
革
案

■
諸
外
国
の
王
位
継
承
制
度

月
刊

税
・
送
料
込
み

八
三
二
円

(

有)

描
か
れ
た
動
物
・
植
物
―
江
戸
時
代
の
博
物
誌
―

Ａ
４

一
〇
六
頁

■
序

章

博
物
誌
資
料
に
つ
い
て

■
第
一
章

江
戸
博
物
誌
の
歩
み

■
第
二
章

独
自
の
園
芸
の
展
開

■
第
三
章

珍
禽
奇
獣
異
魚

二
、〇
〇
〇
円

(

紀)

(IS
B

N
4-87582-622-2)
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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
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
。

� 知 � �

国際子ども図書館展示会
｢ゆめいろのパレットⅡ－野間国際絵本原画コンクール入賞作品
アジア・アフリカ・ラテンアメリカから｣ 開催中

国際子ども図書館では､ 財団法人ユネス

コ・アジア文化センターとの共催で展示会

を開催しています｡アジア・アフリカ・ラ

テンアメリカ地域の絵本画家の創作活動を

奨励するために開催されている野間国際絵

本原画コンクール入賞作品を展示していま

す｡ 併せて､ 同地域で出版された当館所蔵

の絵本約120点も同時に展示しています｡

おもな展示内容

①第14回野間国際絵本原画コンクール入賞作品

(グランプリ１作品､ 次席２作品および佳作･奨励賞30作品)

②今までの同コンクール受賞者の作品を中心とした絵本等

開催期間：平成17年10月１日(土)～平成18年１月15日(日)

休 館 日：月曜日､ 国民の祝日・休日､ 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)

開催時間：午前９時30分～午後５時

会 場：国際子ども図書館３階本のミュージアム

なお､ 当展示会に関連した催物を予定しております｡ 日程､ 講師等の詳細は､

国際子ども図書館ホームページ (http://www.kodomo.go.jp/) 等でお知らせい

たします｡

グランプリ ｢ジルーのうち｣
ボロルマー・バーサンスレン(モンゴル)



� 案 内

公開セミナー

スマトラ沖地震・津波による文書遺産の被災と復興支援

国立国会図書館では､ 資料保存に関する標記の公開セミナーを開催します｡

空前の被害をもたらしたスマトラ沖地震・津波から､ まもなく１年が経とうとして

います｡ さまざまな分野で復興活動が進められていますが､ 被災国の図書館はどうなっ

ているのでしょうか？ 文書遺産の救出・修復は進んでいるのでしょうか？

この機会に､ 被災国の国立図書館からご報告いただき､ 今後の災害予防の大切さと､

災害に対する復興支援のあり方について考えてみたいと思います｡

日 時：平成17年12月６日(火) 午後１時から５時まで (午後０時30分受付開始)

会 場：国立国会図書館東京本館 新館講堂

申込方法：E-mailまたは FAXで､ ①氏名 (ふりがな)､ ②所属､ ③住所､ ④電話番

号､ ⑤FAX番号､ ⑥E-mailアドレスおよび ｢公開セミナー参加希望｣ とご記入

のうえ､ 11月18日 (金)までに､ 下記あてにお申し込みください｡ 参加費は無料で

す｡

国立国会図書館収集部資料保存課

申込専用 E-mail：tsunami@ndl.go.jp FAX：03-3592-0783

定 員：200名 (先着順)

定員になり次第締め切ります｡ ご参加いただけない場合のみ､ ご連絡します｡

なお､ 参加証等はございません｡ 当日会場受付までお越しください｡

問い合わせ先：国立国会図書館収集部資料保存課 TEL：03-3506-3356 (直通)
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基調講演 ｢IFLA/PACの防災プログラムについて｣

マリー＝テレーズ・バーラモフ

(IFLA/PAC国際センター長､ フランス国立図書館)

報告 ｢インドネシアにおける被災状況及び復興支援ニーズ｣

ダディ P. ラフマナンタ (インドネシア国立図書館長)

報告 ｢スリランカにおける被災状況及び復興支援ニーズ｣

ウパリ・アマラシリ (スリランカ国立図書館長)

報告 ｢アチェにおける被災文書の修復活動｣

坂本勇 (有限会社東京修復保存センター代表)

報告 ｢IFLA/PACアジア地域センターの最近の活動について｣

那須雅熙 (IFLA/PACアジア地域センター長､ 国立国会図書館収集部司書監)

＊ IFLA/PAC：国際図書館連盟資料保存コア活動

プログラム



度比で見ると､ 増加率は図書112.5％､ 雑誌121.7％となっています｡ これは､ 利用冊

数制限の緩和､ 開館日・開館時間の拡大が大きく関係していると思われます｡

図３ １日平均入館者数と資料出納数

� 国際子ども図書館におけるサービス

国際子ども図書館は､ 開館から５年が経過し､ 入館者の累計は50万人を超え､ 平成

16年度末現在538,081人に達しました｡ 平成16年度の開館日数は286日､ 入館者数は

115,119人 (１日平均403人)､ 出納資料数は32,407点 (前年度35,806点) でした｡ 複写

の処理件数は3,429件 (前年度3,392件) で､ その内訳は来館複写2,894件､ 遠隔利用の

複写535件です｡ 来館利用者に対するレファレンスは5,248件 (前年度5,721件) でした｡

複写以外の遠隔利用サービスについては､ 文書および電話によるレファレンスがそれ

ぞれ246件 (前年度237件)､ 755件 (前年度860件) でした｡ 公共図書館等に対する図書

館間貸出しは､ 363冊 (前年度466冊) です｡

図書館間貸出しのほかに､ 学校図書館の支援を目的として平成14年11月に始めた学

校図書館セット貸出しを引き続き行いました｡ 平成16年度は新たに ｢カナダ・アメリ

カセット｣ を加え､ 貸出冊数9,288冊 (前年度7,635冊) となり､ 利用が順調に伸びて

います｡

また､ 内外の児童書の収集はもとより､ 児童書総合目録事業の推進､ デジタル・ミュー

ジアムの充実等､ 電子図書館機能の拡充も図っています｡

この記事のもとになっている平成16年度版の 『国立国会図書館年報』 を９月30

日に刊行しました｡ 『国立国会図書館年報』 は平成14年度版から当館ホームペー

ジ (http://www.ndl.go.jp― ｢刊行物｣ ― ｢国立国会図書館年報｣) にも掲載し

ていますが､ 平成16年度版も11月中には掲載予定です｡ どうぞご利用ください｡
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� 館内利用サービス

館内利用サービスは､ 閲覧・複写・口頭によるレファレンスが中心です｡

東京本館の平成16年度の開館日数は245日､ 入館者数は347,124人 (１日平均1,417人)､

図書カウンターと雑誌カウンターからの合計帯出資料数は年間1,309,890点でした (そ

のほか関西館からの取寄せ数5,644点)｡ 平成16年度の関西館の開館日数は277日､ 入館

者数は70,855人 (１日平均256人)､ 総合閲覧室とアジア情報室の合計帯出資料数は

90,487点でした (うち東京からの取寄せ数2,205点)｡ 東京本館と関西館では､ 相互に

資料を利用できるように､ 上記の取寄せサービスのほかにも来館遠隔複写サービスな

どの東西連携サービスを行っています｡ また､ 館内利用サービスと遠隔利用サービス

の利便性向上のため登録利用者制度を平成14年10月に設けましたが､ 登録者数は堅調

な伸びを見せ､ 平成16年度末の登録開始以来の登録者数は､ 各種図書館4,574館､ 個人

64,085人となりました｡ 特に東京本館においては､ 10月の新装開館に伴い､ 入館手続

きの簡略化が図れる等の理由から､ 来館による個人からの申請が前年度比の2.6倍へと

増加しました｡

東京本館の各専門室では､ 10月の新装開館に伴い､ NDL－OPAC検索申込端末を配

置し､ 図書､ 雑誌類のほか､ 専門室の所管資料の一部について､ 同端末を用いた閲覧

申込みが可能になりました｡ 平成16年度の専門室の利用状況は､ 表２のとおりです｡

表２ 専門室利用状況

平成16年度の来館利用者に対する東京本館での複写の処理件数は477,177件 (前年度

302,760件)､ 関西館では57,807件 (前年度47,922件) と増加しました｡

来館利用者を対象とした口頭によるレファレンスは､ 東京本館が195,678件 (前年度

166,093件)､ 関西館が35,292件 (前年度17,286件) でした｡

今年度､ 東京本館は､ ４月から９月までと10月から３月までとを比較すると大きな

変化がありました｡ 月別の１日平均入館者数と資料出納数を表に示します (21頁図３)｡

資料出納数は､ ９月までは減少したのに対し､ 10月以降は増加傾向にあります｡ 前年

開室日数
(日)

利用者数
(人)

一日平均
利用者数
(人)

出 納
資料数
(点)

一日平均
出納資料数
(点)

人 文 総 合 情 報 室
新 聞 資 料 室
科学技術・経済情報室
議 会 官 庁 資 料 室
地 図 室
憲 政 資 料 室
古 典 籍 資 料 室
音楽・映像資料室
電 子 資 料 室
ア ジ ア 情 報 室

245
245
245
245
245
245
245
238
245
277

79,591
107,353
132,276
61,096
45,887
3,818
4,394
11,614
15,058
―

325
438
540
249
187
16
18
49
61
―

177
181,675

58
19,301
65,627
60,965
33,869
11,051
7,002
2,583

1
742
0
79
268
249
138
46
29
9

＊開架資料の利用が多い専門室では､ 出納資料数は少ない｡
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外の機関に対して貸出しを行っています｡ 平成16年度は､ 新たに加入した122の機関を

加えた3,289館に､ 14,670点の資料を貸し出しました｡ 貸出しの申込みは､ 郵送・FAX､

NDL－ILLシステムのほか､ NDL－OPAC経由でも受け付けています｡ NDL－OPAC

経由の申込みは､ 平成15年度には7,611件 (貸出申込全体の51％) でしたが､ 平成16年

度には8,564件 (同56％) と大きく伸びています｡

図書館間貸出しを含む館外貸出しの内訳を24頁図１に示します｡

＜レファレンス・サービス＞

遠隔利用のレファレンス・サービスは､ 直接来館できない利用者や各種図書館等か

らの電話および文書 (電子メールを含む) による依頼によって行っています｡ 平成16

年度の文書レファレンスの合計は9,095件 (前年度比1,116件増) と増加しました｡ 文

書レファレンスを依頼者別に見ると､ 最も多いのは図書館で､ 78.4％ (7,133件) です｡

電話レファレンスは合計49,741件で､ こちらは個人からの申込みが95.6％ (47,560件)

を占めています｡

平成14年10月から国内登録図書館と国外に対して電子メールを使ったレファレンス・

サービスも行っています｡ 平成16年度の電子メールでの受理件数が全体に占める割合

は､ 国内登録図書館では44％､ 国外では81％で､ 申込み手段が電子メールへと移行し

つつあることがうかがわれます｡

これらの問い合わせに対して回答するレファレンス・サービスのほかに､ ホームペー

ジ等を通じて､ 特定のテーマ・資料群に関する情報､ 調べ方案内などを不特定多数の

利用者に対して発信するサービスの充実も図っています｡

＜複写サービス＞

平成16年度における遠隔利

用の複写処理件数は180,486

件 (前年度110,199件) と前年

度に比べ増加しました｡ 論文

単位では268,214件 (前年度

211,211件)で､申込みは郵送・

FAX､ NDL－ILL システム

および NDL－OPAC経由 (平

成14年10月から) で受け付け

ています｡ 平成16年度のNDL－

OPAC 経由の申込みは全体

の73％ (前年度63％) を占め､

中でも個人の申込みが伸びて

います (図２参照)｡

図２ 遠隔利用の複写処理数 (論文単位)
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また､ 各支部図書館は､ 国の出版物の納本の窓口となっており､ 平成16年度に各支

部図書館から当館に納入された資料は､ 97,897点でした｡ 各支部図書館の利用の状況

は25頁表１のとおりです｡ なお､ 各支部図書館は相互貸出しによって利用の便宜を図っ

ており､ 平成16年度に相互貸出制度により貸し出された資料数は8,449点､ そのうち当

館から各支部図書館に貸し出した資料は4,959点でした｡

一般公衆に対するサービス

一般公衆を対象としたサービスのサービスポイントは､ 東京本館および国立国会図

書館関西館 (以下 関西館) ならびに支部図書館である国際子ども図書館および支部東

洋文庫となっています｡ 東京本館と関西館におけるサービスについては� �で､ 国

際子ども図書館におけるサービスについては主に�で取り上げます｡ サービスは､ 当

館に来館せずに利用できる図書館間貸出し､ 複写､ 文書・電話によるレファレンス等

の ｢遠隔利用サービス｣ と､ 直接来館することで受けられる閲覧､ 複写､ 口頭による

レファレンス等の ｢館内利用サービス｣ の２本柱から成り立っています｡

10月１日､ 東京本館は､ これまでの週平均５日開館を原則６日開館に拡大し､ 平日

の開館時間を２時間延長しました｡ この結果､ 年間開館時間はこれまでより43％増加

しました｡ これに伴い､ 資料請求時間を平日２時間延長し､ 請求件数制限を緩和しま

した｡ また､ 複写申込み時間を平日２時間延長するとともに､ 即日複写の申込回数制

限を撤廃しました｡

今年度は10月を境に状況が大きく変化しました｡ また､ 新装開館前には準備のため

臨時休館を行いました｡ 例年の入館者数等とは単純に比較できないと思われます｡

� 遠隔利用サービス

＜図書館間貸出し＞

当館では､ 図書館間貸出制度によって､ 直接来館できない利用者に対して図書館を

経由してサービスを提供しており､ 大学図書館 (短期大学等も含む)､ 公共図書館 (県

立・市町村立等)､ 専門図書館 (国公立の調査研究機関､ 地方議会図書室等) および国

図１ 平成16年度館外貸出資料数の内訳 (単位：点)

行政司法
支部図書館
5,739

大学図書館
3,569

専門図書館
1,275

国外図書館等 390

展示会
107

国会議員・
国会関係者
20,667

図書館
14,670

公共図書館
9,436
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前号では､ 蔵書の構築と書誌情報の提供､ 国会に対するサービスについて紹介しま

した｡ 本号では､ 行政・司法各部門に対するサービス､ 一般公衆に対するサービスに

ついて､ 平成16年度の特徴を中心に紹介します｡

行政・司法各部門に対するサービス

当館は､ 行政および司法の各部門の業務を支援するために､ 主として各省庁および

最高裁判所に設置された支部図書館を通じて図書館サービスを行っています｡ 平成17

年10月現在､ 26支部図書館６分館が設置されています｡

－ 統計を中心に その２ －
国国国国国国国国国国国国国国国国立立立立立立立立立立立立立立立立立立
国国国国国国国国国国国国国国国国国国会会会会会会会会会会会会会図図図図図図図図図図図図図

書書書書書書書書書書書館館館館館館館館館館館年年年年年年年年年年報報報報報報報報報報 (((((((((((平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成11111111111116666666666666年年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度度)))))))))))))))))) かかかかかかかかかかかかかかかかかかららららららららららららららららららららら

表１ 行政司法各部門支部図書館利用統計

支部図書館名
入館者数
(人)

閲覧資料数
(冊)

貸出者数
(人)

貸出資料数
(冊)

複写件数
(件)

レファレンス
件数 (件)

備 考

会 計 検 査 院
人 事 院
内 閣 法 制 局
内 閣 府
宮 内 庁
公正取引委員会
警 察 庁
防 衛 庁
金 融 庁
総 務 省
総 務 省 統 計
日本学術会議
法 務
外 務 省
財 務 省
文 部 科 学 省
厚 生 労 働 省
農 林 水 産 省
林 野 庁
経 済 産 業 省
特 許 庁
国 土 交 通 省
気 象 庁
海 上 保 安 庁
環 境 省
最 高 裁 判 所

-

3,052

-

16,873

-

-

-

26,862

-

6,333

7,706

1,498

-

31,899

-

-

11,505

31,358

4,829

8,241

8,011

18,568

2,636

1,249

2,706

-

-

-

-

26,935

-

-

-

53,384

-

-

32,694

2,334

-

-

-

-

-

70,661

-

29,511

11,443

36,386

6,404

1,950

-

-

3,180

986

348

5,549

2,115

1,830

627

5,678

2,714

2,929

1,700

334

4,359

3,651

4,913

4,213

2,694

4,684

1,316

2,894

902

7,137

741

583

452

10,564

6,119

2,521

744

14,209

11,784

3,557

1,352

8,973

5,722

6,068

5,129

554

10,391

6,509

18,378

8,309

6,300

10,763

2,324

7,621

1,473

15,139

1,211

984

1,141

20,982

-

0

0

2,443

2,312

-

443

836

-

-

534

-

0

935

-

1,734

-

7,065

526

1,858

6,759

34,479

2,231

205

-

9,771

2,432

181

150

1,822

2,070

65

605

8,030

164

784

6,910

110

461

2,908

7

661

6,192

12,232

1,194

5,519

1,719

3,814

14,900

119

1,358

9,924

１分館を含む

２分館を含む

３分館を含む

１分館を含む

計 183,326 271,702 77,093 178,257 72,131 84,331

備考 開架式閲覧等のため集計していない項目は‐で示した｡
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重要�拠点

デジタルアーカイブの構築は､

大きく分ければ､ 電子情報の収集

保存と図書などの蔵書の電子化の

２つです｡

当館では､ すでに 『WARP

(インターネット資源選択的蓄積

実験事業)』 (第６回 (本誌528号)

参照) によりウェブをサイト単位

で選択的に収集・保存する事業を

進めてきましたが､ 発信者などの許諾を得て行う手作業での収集では､ 作業量､ 収集

量共に限界があるため､ 文化財の保存という観点からはおよそ不十分と考えられます｡

今後は当館が行うインターネット情報の収集保存提供に関する制度を整えて､ しっか

り収集を行うことが必要だと考えています｡ その制度の柱のひとつは､ 一定の範囲の

ウェブ情報を機械的な方法でサイト単位に一括収集することです (NDLウェブアーカ

イブ (仮称))｡ また､ アクセス制限の掛かっているデータベースや電子ジャーナル､

電子書籍などは､ 機械的には収集はできませんので､ これらは個別に著作単位で収集

し保存する方法を検討しています (デジタルデポジット (仮称))｡

一方､ 『近代デジタルライブラリー』 (第２回 (本誌524号)参照) や貴重書画像デー

タベースなどのように､ 当館蔵書の図書などの電子化を行い､ 遠隔地からも利用でき

るようにするサービスも順次拡大していきます｡ 具体的には明治期刊行図書の全冊提

供､ その後大正期へと拡張していくことを目指しています｡

② ����情報資源全体�
������
総合���

当館は､ 当館の電子化情報資源のみならず､ 国､ 公的機関､ 民間の電子化情報資源､

図書館の電子化資料に案内し､ さらに､ 電子化されていない情報への案内については

その利用方法へと導く総合ポータルサイトの構築を目指します｡ ここでいうポータル

サイトとは､ 求める個別の情報資源に一か所から適切にすばやく案内できるようにし

た情報探索の窓口ページです｡ 2005年７月からは､ 機能評価のための 『NDLデジタル

アーカイブポータル』 プロトタイプを公開していますので一度訪れてみてください｡

(http://www.dap.ndl.go.jp/)

また､ 今後は情報に到達するための手段やレファレンスのための

更なる情報の充実を図り､ 検索手段や主題情報を充実させることに

も力を入れます｡

次回の連載からは､ 本格的なインターネット情報の収集に向けた

取組みや､ 求める情報に到達するための仕組みを作るための努力に

ついて紹介いたします｡

(総務部企画課電子情報企画室 豊
とよ

田
だ

裕
ひろ

昭
あき

)
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電子図書館サービス

の目標と今後

この連載では､ 当館で行ってきた電子図書館サービスの現状をこれまで紹介してき

ましたが､ 今回からは､ ｢今後｣ についての話に移っていきたいと思います｡

インターネットの普及は､ これまで図書館が紙などでできた図書を集め建物の中で

閲覧していた時代から､ 一歩進んでそれら資料を電子化し､ ネットワークを通して

｢いつでも､ どこでも､ だれでも｣ 見られるようにするサービスを可能にしました｡ 電

子ジャーナルや電子書籍が登場し､ さまざまな情報がウェブ上で展開されるようにな

り､ その量も急速に増加しています｡

しかし､ 電子的に提供されているこれらの情報は､ 劣化しない代わりに消滅しやす

く､ 前回の記事で述べたようにこれらを再現するシステム的環境もどんどん廃れてし

まうものです｡ ですから､ ｢確かあの情報はあの URLにあったはず｣ と思っても､ す

でにそれは見ることはできなくなっているかもしれませんし､ また､ 存在していても

見るための環境が廃れてしまっているかもしれません｡ 紙資料などであれば､ ｢それは

納本制度で国立国会図書館が所蔵しているはずだ｣ といえるところが､ そうはいかな

くなるのです｡

当館では､ このような時代環境にあって､ 現行の納本制度による活動だけでは不十

分であると考え､ 昨年２月に今後の５年程度の間に目指す電子図書館サービスを示し

た 『国立国会図書館電子図書館中期計画2004』 (本誌519号参照) を策定して電子情報

の収集と保存､ そしてこれらの発信に力を入れることにしました｡

＜当館�電子図書館�����目標�今後＞

この ｢中期計画2004｣では､ ① "国のデジタルアーカイブの重要な拠点"となることと､

② "日本のデジタル情報全体へのナビゲーションの総合サイト"を構築することを目標

として掲げています｡

電子図書館サービスのページ
��	
��	
�	


第13回

【連載目次】

国立国会図書館の電子図書館サービスとは？ (523号)

一次資料の電子的提供 (524～527号)

ウェブ・アーカイブと提供 (528号)

資料に到達するための情報 (529～531号)

ホームページ (532号)

レファレンス協同データベース事業 (533号)

電子情報の保存と利用保証 (534号)

電子図書館サービスの目標と今後 (本号)

・インターネット情報のサイト単位の収集・保存 (次号)

・インターネット情報の著作単位の収集・保存

・情報資源に関する情報の充実：ナレッジデータベース

・デジタルアーカイブポータル
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算定棒 (������)：通称

資料移転準備作業の中で､ 資料の現在量､ １年の増加量を算定し､ 移転先

で書架への割付作業をする際に必須の道具｡ 職員の手作りで､ 書架１段の長

さを10等分､ あるいは100等分した目盛りが入れてある｡ 次期書庫計画策定準

備作業では新しい算定棒も作成された｡ 今後も活用される｡

関西館への資料移転､ 東京本館

新館完成時の本館から新館への移

転のような大規模な資料移転だけ

でなく､ 同一フロアー内での資料

の移動 (平行移動) でも､ ある程

度の量の資料を移転する際には､

資料を移転先へ確実に排架するた

めに､ 綿密な準備作業が必要にな

ります｡ 準備作業の中核には ｢算

定｣ と ｢割付｣ があります｡ 作業

内容は図書､ 雑誌､ その他移動対

象資料によって異なりますが､ 今

回は１年の増加量が算定しやすく､ 算定棒が最も活躍する雑誌を例にその基本的な作

業内容をご紹介します｡ ｢算定｣ 作業では､ 大抵２人１組で､ １人がこの算定棒を用い

て､ 雑誌１タイトルごとの現在量と１年の増加量を測定し､ １人は算定簿にこれを記

入します｡ 作業終了後､ 算定簿から移転

先での所要書架量を算出して､ 図面や実

際の書架上に排架場所を確定していきま

す (割付)｡ ひとつひとつのタイトルは

cmの単位で算定していきますが､ 移転

の規模によって､ 全体の算定量が3,000

連 (１連は書架５～６段が多い)､ １万

連と膨大になっていきます｡

これら一連の作業のどこかでミスをす

ると､ 実際の移転作業の際に､ 最後に資

料が入らないという重大な事態が発生するため､ 慎重に作業を進めなければなりませ

ん｡ 算定棒はこの重要な作業になくてはならない道具として今後も活用されることで

しょう｡ (伊
い

藤
とう

克
よし

尚
たか

)
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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

利用案内 電話 03 (3827) 2069 (音声・FAXサービス)

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｡

利用できる人 どなたでも利用できます (ただし資料室は満18歳以上の方)｡

資料の利用 館内利用のみ｡ 館外への帯出はできません｡

開 館 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､ 資料整理休館日 (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階第一､ 第二資料室：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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