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『大東京寫眞帖』―写真で見る昭和初期の東京名所―

伊 東 祐 介

国立国会図書館の蔵書から

　

本
書
は
、
関
東
大
震
災
か
ら
７
年
目
に
あ
た
る
昭

和
５
（
１
９
３
０
）
年
に
発
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
戦
災
と
戦
後
の
開
発
で
ま
た
大
き
く
変

わ
っ
て
い
く
、
束
の
間
の
東
京
の
姿
を
切
り
取
っ
た

名
所
案
内
写
真
帳
で
す
。

　

巻
末
の
見
ど
こ
ろ
解
説
の
冒
頭
に
、
発
行
者
の
思

い
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

　
　

�

ど
う
ぞ
、
東
京
人
が
彼
の
震
災
か
ら
焼
野
ヶ
原

と
化
し
た
、
そ
の
焦
土
の
上
に
涙
ぐ
ま
し
い
努

力
努
力
の
結
晶
と
し
て
打
ち
建
て
た
新
東
京
の

姿
を
見
て�

や
つ
て
下
さ
い

　　

写
真
に
添
え
ら
れ
た
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
も
併
せ
て
見

て
い
く
と
、
被
写
体
に
対
す
る
当
時
の
人
々
の
思
い

が
伝
わ
り
興
味
深
い
も
の
で
す
。

　

名
所
案
内
の
類
は
、
明
治
、
更
に
遡
れ
ば
江
戸
期

か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
20
年
代
後
半

か
ら
写
真
を
付
し
た
も
の
が
印
刷
さ
れ
始
め
る
よ
う

に
な
り
、当
館
の
電
子
展
示
会
「
写
真
の
中
の
明
治
・

大
正
」
で
も
そ
れ
ら
資
料
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
写
真

を
多
く
紹
介
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

明
治
期
の
案
内
類
に
は
、
官
公
庁
な
ど
、
近
代
を

象
徴
す
る
西
洋
建
築
や
、
寺
社
、
旧
跡
な
ど
、
江
戸

時
代
を
偲
ぶ
も
の
を
掲
載
す
る
も
の
も
多
く
見
ら
れ

ま
す
が
、
本
書
で
は
、
震
災
か
ら
復
興
し
た
東
京
を

象
徴
す
る
よ
う
な
写
真
を
中
心
に
、
震
災
前
後
に
建

今 月 の 一 冊

大東京寫眞帖
[出版者不明],[19--]刊
 https://dl.ndl.go.jp/pid/3459985 

株式取引所と白木屋

https://dl.ndl.go.jp/pid/3459985
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設
さ
れ
た
当
時
の
新
建
築
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
書
の
掲
載
写
真
で
興
味
深
い
も
の
の
一
つ
が
、

旧
鹿
鳴
館
と
帝
国
ホ
テ
ル
旧
本
館
（
ラ
イ
ト
館
）
が

並
ん
で
い
る
様
子
で
す
［
図
１
］。
い
ず
れ
も
よ
く

知
ら
れ
た
建
築
で
す
が
、
両
者
が
並
び
建
つ
景
色
は

少
し
意
外
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

旧
鹿
鳴
館
は
、
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
コ
ン
ド
ル
の
設

計
で
明
治
16
（
１
８
８
３
）
年
に
竣
工
し
ま
し
た
。
こ

の
写
真
が
撮
影
さ
れ
た
当
時
は
日
本
徴
兵
保
険
会

社
と
い
う
会
社
の
所
有
に
な
っ
て
お
り
、
昭
和
15

（
１
９
４
０
）
年
に
取
り
壊
さ
れ
ま
し
た
。

　

一
方
の
帝
国
ホ
テ
ル
旧
本
館（
ラ
イ
ト
館
）［
図
２
］

は
、
フ
ラ
ン
ク
・
ロ
イ
ド
・
ラ
イ
ト
の
設
計
で
、
大

正
12
（
１
９
２
３
）
年
に
竣
工
し
、
昭
和
43
（
１
９
６
8
）

年
に
取
り
壊
さ
れ
ま
し
た
。

　

写
真
が
撮
影
さ
れ
た
時
期
は
、
ち
ょ
う
ど
二
つ
の

建
物
が
健
在
で
、
並
び
建
つ
名
建
築
を
一
枚
に
収
め

る
こ
と
が
で
き
た
も
の
で
す
。

　

鉄
道
の
長
旅
で
は
、
Ｓ
Ｌ
の
煤
煙
が
窓
か
ら
客
席

に
入
り
込
む
な
ど
、
体
が
汚
れ
が
ち
だ
っ
た
よ
う
で

す
。「
東
京
駅
噴
泉
浴
場
」［
図
３
］
は
そ
う
し
た
旅

の
汚
れ
を
洗
い
落
と
す
た
め
の
も
の
だ
っ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
戦
後
、
Ｓ
Ｌ
が
基
幹
路
線
か
ら
引
退

し
、
鉄
道
の
所
要
時
間
も
短
く
な
っ
た
た
め
か
、
こ

の
よ
う
な
施
設
も
姿
を
消
し
て
い
き
ま
し
た
。
鉄
道

で
の
長
旅
が
一
般
的
だ
っ
た
こ
の
時
代
な
ら
で
は
の

も
の
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

図１　東京市公会堂から見た日比谷付近の展望。フランク・ロイド・ライト設計の帝国ホテル旧本館の隣に旧鹿鳴館が並ぶ興味深い写真。
鹿鳴館は1940年、帝国ホテル旧本館は1968年に、いずれも惜しまれつつ取り壊された。

図２　帝国ホテル旧本館。旧本館は今
でこそ建築的な評価も高いが、この写
真の解説には、「異様」「外観は壮麗で
はない」とある。建築に対する理解が
進むのはまだ先のようである。

旧鹿鳴館

帝国ホテル
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店
頭
に
商
品
見
本
と
価
格
を
掲
示
す
る
飲
食
店
が

増
え
て
い
く
の
も
こ
の
頃
で
し
た
［
図
４
］。
入
店

前
に
商
品
の
価
格
が
わ
か
り
、
ス
タ
イ
ル
も
、
そ
れ

ま
で
の
履
物
を
脱
い
で
畳
席
に
上
が
る
形
か
ら
、
土

足
の
ま
ま
腰
か
け
て
食
事
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
で
、
特
に
女
性
が
外
食
を
し
や
す
く
な
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
い
っ
た
資
料
で
は
、
取
り
扱
う
写
真
や
付
さ

れ
た
解
説
の
移
り
変
わ
り
も
見
ど
こ
ろ
で
す
。
当
時

目
新
し
か
っ
た
も
の
が
次
第
に
一
般
的
に
な
っ
て
注

目
さ
れ
な
く
な
っ
た
り
、
逆
に
か
つ
て
は
珍
し
く
も

な
か
っ
た
も
の
が
、
後
年
評
価
が
高
ま
っ
て
観
光
名

所
と
な
っ
た
り
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
す
。

　

名
所
案
内
は
、
当
時
の
人
々
が
紹
介
し
た
か
っ
た

も
の
を
集
め
、
移
ろ
い
ゆ
く
時
代
を
瞬
間
で
切
り

取
っ
て
後
世
に
伝
え
て
く
れ
ま
す
。
時
代
を
追
体
験

で
き
る
装
置
の
よ
う
と
い
っ
た
ら
言
い
過
ぎ
で
し
ょ

う
か
。

　

本
書
に
は
こ
こ
に
掲
載
し
た
も
の
以
外
に
も
多
数

の
写
真
と
解
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
国
立
国
会

図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
い
つ
で
も
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
ご
興
味
が
あ
り
ま
し
た
ら

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

少
し
昔
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
で
き
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

図４　デパート食堂。食品サンプルが
並んでいる。丼物、洋食、最上段にデ
ザートのスイカも見える。

図３　（右）東京駅地下浴場。東京駅地下にあった「噴泉浴場」。
（左）自動券売機で入浴券を購入する女性。
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（上）1927年に浅草から上野間で開通した日本初の地下鉄。1930年には万世橋まで延伸。ホー
ム天井の低さに驚く。その後、東京の地下鉄網は大きく発展していくが、この写真の解説
には「東京は地盤が弱いから今後さうたいした大発展を仕様とも思われない」「科学的、実
用的の玩具として（中略）珍しい存在」とある。

東京駅前丸の内の様子。右上の建物は旧丸ビル。駅から三越や白木屋への送迎サービスもあった。

『
大
東
京
寫
眞
帖
』
に
み
る

　
東
京
界
隈

（右）京橋にあった辰野金吾設計の第一相互館。1921年竣工。震災も戦災もくぐり抜けたが、
1969年解体された。

新橋駅から銀座・有楽町方面を望む。右手の銀座エリアで大型の建築工事が複数進行中である。線路と銀
座の間は、現在、高速道路と新幹線の高架となっているが、運河のままだった当時は見晴らしがよい。
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上の白木屋は江戸時代から続く大手百貨店。1932年
に4階から8階までを全焼する火災を起こす前の姿
をとらえた写真。この火災は日本初の高層建築火災
として様々な教訓を残した。

〇参考文献

筒井清忠 著『帝都復興の時代　関東大震災以後』中央公論新社, 2011
＜GB481-J15＞

武村雅之・北原糸子 監修, SPフォーラム 編『関東大震災　1923年、東京は
被災地だった』第2版 東京防災救急協会, 2014＜EG77-L863＞

森田義規他「明治以降戦前までの東京案内本の記載情報の変遷　旧東京15
区6郡を対象として」『観光研究』15(1), 2003.10＜Z5-B72＞

大島康作「電子展示会余録 写真の中の明治・大正 国立国会図書館所蔵写真
帳から　東京編」『参考書誌研究』68, 2008.3
https://dl.ndl.go.jp/pid/3051589

※＜　＞内は当館請求記号

日本橋から室町方面を望む。中央奥は三越日本橋店
本館（現存）。

日本橋付近の航空写真。写真中央の交差点に建つ大きな建物は白木屋。現在コレド日本
橋が建つ場所である。日本橋を渡った先には三越日本橋店本館も見える。

霞ヶ関から永田町を望む。中央の道路左側に第三次仮議事堂、丘の上に建設中の新議事堂（1936年に竣工する現在の国会議事堂）が見える。

第三次仮議事堂

現・国会議事堂

https://dl.ndl.go.jp/pid/3051589
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進
化
の
観
点
か
ら
み
た
読
書

　

私
は
長
年
ゴ
リ
ラ
の
研
究
を
し
て
き
ま
し

た
。
最
近
は
そ
の
ゴ
リ
ラ
の
研
究
を
も
と
に
、

人
間
の
社
会
、
と
り
わ
け
、
進
化
の
プ
ロ
セ
ス

と
い
う
の
を
見
て
き
ま
し
た
。
今
日
は
人
間
の

最
も
知
的
な
活
動
と
さ
れ
て
い
る
本
を
読
む
と

い
う
行
為
に
つ
い
て
、
進
化
の
観
点
か
ら
考
え

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

人
間
の
脳
の
容
量
が
大
き
く
な
っ
た
理
由

　

人
間
の
知
性
の
源
泉
は
脳
に
あ
る
、
こ
れ
は

疑
い
の
な
い
事
実
だ
と
思
い
ま
す
。
人
間
の
脳

の
容
量
は
ゴ
リ
ラ
の
３
倍
も
あ
る
の
で
す
ね
。

　

人
間
の
脳
の
容
量
が
こ
こ
ま
で
大
き
く
な
っ

た
原
因
は
何
で
し
ょ
う
か
？　

言
葉
と
い
う
も

の
を
発
明
し
た
お
か
げ
で
、
世
界
に
さ
ま
ざ
ま

な
名
前
を
付
け
て
そ
れ
を
組
み
合
わ
せ
て
物
語

を
作
り
、
さ
ら
に
本
に
し
て
、
多
く
の
人
と
そ

の
知
識
を
共
有
し
た
、
記
憶
量
が
高
ま
っ
た
お

か
げ
で
、
そ
れ
を
収
容
す
る
た
め
の
脳
容
量
を

増
や
す
必
要
が
生
じ
た
、
こ
う
い
う
風
に
お
考

え
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

我
々
研
究
者
は
そ
う
い
っ
た
常
識
を
ま
ず
は

疑
い
ま
す
。
人
類
の
脳
が
大
き
く
な
り
始
め
た

の
は
２
０
０
万
年
前
で
、
言
葉
が
登
場
す
る
よ

り
ず
っ
と
前
の
時
代
だ
っ
た
の
で
す
。
一
体
ど

う
い
う
背
景
で
脳
が
大
き
く
な
っ
た
の
か
。
こ

れ
を
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ル
や
類
人
猿
を
調
査
し
て

い
る
研
究
者
が
追
究
し
ま
し
た
。
ロ
ビ
ン
・
ダ

ン
バ
ー
（Robin Ian M

acDonald Dunbar

）
と

い
う
イ
ギ
リ
ス
人
研
究
者
の
面
白
い
仮
説
に
よ

る
と
、
大
き
な
群
れ
で
暮
ら
す
サ
ル
や
人
間
の

ほ
う
が
、
新
皮
質
比
が
大
き
く
、
脳
が
大
き
い

ん
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
ん
で
す
ね
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
進
化
と

   
図
書
館
の
未
来 

山
極 

壽
一

関
西
館
開
館
20
周
年
記
念
講
演

令和 4（2022）年 12 月 8 日、山極壽一氏による関西館開館 20 周年記念
講演会がオンライン形式で行われました。人類の進化、コミュニケーショ
ンの役割に触れた上で、コミュニティとしての図書館の意味を幅広い射程
のもとに語ってくださいました。　　　　　　　　（文責　本誌編集担当）

撮影：安藤 智恵子 氏
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大
き
な
群
れ
で
暮
ら
す
と
付
き
合
う
仲
間
の

数
が
増
え
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
仲
間
と
自
分
の

関
係
を
よ
く
記
憶
し
て
脳
に
収
め
て
お
い
た
方

が
生
き
や
す
い
、
有
利
に
生
き
ら
れ
る
と
想
像

さ
れ
る
わ
け
で
す
。

　

脳
が
大
き
く
な
る
に
し
た
が
っ
て
、
集
団
規

模
が
大
き
く
な
り
、
現
代
人
の
１
４
０
０
～

１
６
０
０
㏄
の
脳
に
匹
敵
す
る
の
は
、
集
団

１
５
０
人
だ
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
た
わ
け
で

す
。
１
５
０
人
を
、推
計
し
た
人
の
名
前
を
と
っ

て
ダ
ン
バ
ー
数
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
す
ご
く
面

白
い
数
な
ん
で
す
。
実
は
、
現
在
で
も
食
料
生

産
を
せ
ず
に
自
然
の
恵
み
に
頼
っ
て
暮
ら
し
て

い
る
方
々
を
狩
猟
採
集
民
と
い
い
ま
す
が
、
こ

の
方
々
の
平
均
的
な
村
の
サ
イ
ズ
が
１
５
０
人

だ
と
い
う
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

人
類
が
進
化
の
過
程
で
作
り
上
げ
て
い
た
集

団
規
模
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
タ
イ
プ
と

い
う
の
は
現
代
も
残
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
例

え
ば
10
人
や
15
人
と
い
う
の
は
、
ス
ポ
ー
ツ
の

集
団
で
す
。
サ
ッ
カ
ー
は
11
人
、
ラ
グ
ビ
ー
は

15
人
、
こ
れ
は
、
身
体
が
共
鳴
し
て
作
ら
れ
た

集
団
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
練
習
の
時
は

言
葉
を
使
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
い

ざ
試
合
に
な
っ
た
ら
、
言
葉
を
使
っ
て
い
る
余

裕
な
ん
て
あ
り
ま
せ
ん
。
言
葉
が
要
ら
な
い
ん

で
す
。

人
は
音
楽
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て

結
び
つ
く

　
現
代
の
日
常
的
な
生
活
に
落
と
し
込
ん
で
み

る
と
、
10
人
か
20
人
の
共
鳴
集
団
と
い
う
の
は

家
族
で
す
ね
。
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
一
緒
に
暮

ら
し
て
い
る
の
で
後
ろ
姿
を
見
れ
ば
わ
か
る
。

こ
の
家
族
が
複
数
集
ま
っ
て
１
５
０
人
位
か
ら

な
る
地
域
共
同
体
を
作
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。
こ

れ
も
言
葉
で
は
な
く
、
音
楽
的
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
て
い
る
、
と

私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

じ
ゃ
あ
音
楽
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
何

な
ん
だ
、
っ
て
そ
れ
は
お
祭
り
の
お
囃
子
が
良

い
例
で
す
が
、
み
ん
な
が
一
緒
に
身
体
を
動
か

す
。
食
事
や
マ
ナ
ー
や
エ
チ
ケ
ッ
ト
、
そ
し
て

家
の
調
度
品
や
家
の
作
り
、
街
並
み
ま
で
人
々

の
交
渉
に
は
音
楽
的
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ

こ
に
言
葉
と
い
う
も
の
は
強
く
関
与
し
て
い
な

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

目
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　
言
葉
の
前
に
ど
ん
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
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が
あ
っ
た
の
か
。
サ
ル
や
ゴ
リ
ラ
を
見
る
と
、

サ
ル
は
対
面
交
渉
が
な
か
な
か
で
き
ま
せ
ん
。

弱
い
サ
ル
は
強
い
サ
ル
を
見
つ
め
る
と
威
嚇
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
視
線
を
避
け
て
敵
意
が

な
い
こ
と
を
示
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
ん
で
す

ね
。
た
だ
、
私
が
調
べ
て
い
る
ゴ
リ
ラ
は
、
違

い
ま
す
。
対
面
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
挨
拶
を
し

た
り
、
け
ん
か
の
仲
直
り
を
し
た
り
、
あ
る
い

は
交
尾
を
誘
っ
た
り
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
も
同
じ

で
す
。

対
面
交
渉
の
秘
密

　
対
面
交
渉
は
、
サ
ル
で
は
な
く
、
人
間
に
近

い
ゴ
リ
ラ
や
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
現
れ
る
の
で
は

な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

な
ぜ
、
正
面
か
ら
向
き
合
う
ん
で
し
ょ
う

か
？　

そ
の
秘
密
は
目
に
あ
る
こ
と
が
分
か
り

ま
し
た
。

　

目
の
動
き
か
ら
気
持
ち
を
読
む
と
い
う
能
力

は
、
親
か
ら
も
、
学
校
で
も
、
教
え
て
も
ら
っ

た
こ
と
は
な
い
は
ず
で
す
。
人
間
は
こ
れ
を
生

ま
れ
つ
き
持
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
し
て
気
持

ち
を
読
む
こ
と
に
使
っ
て
、
人
間
は
共
感
能
力

を
高
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
と
思
い
ま
す
。

　

言
語
化
以
前
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
類

人
猿
と
同
じ
よ
う
に
始
ま
っ
た
の
だ
け
れ
ど
、

身
体
を
共
鳴
さ
せ
る
よ
う
な
音
楽
的
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
増
や
し
て
相
手
の
気
持
ち
を

つ
か
む
と
い
う
能
力
を
育
て
た
。
相
手
の
気
持

ち
や
考
え
て
い
る
こ
と
を
読
む
と
い
う
能
力
が

言
語
を
作
り
出
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
私
は
考

え
て
い
る
の
で
す
。

　

心
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
文
化
に
よ
っ
て

合
意
さ
れ
て
い
る
文
脈
の
中
で
そ
こ
に
意
図
や

信
念
を
創
造
し
、
そ
れ
を
他
者
に
帰
属
さ
せ
る

行
為
で
す
。
必
ず
し
も
言
語
は
必
要
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
こ
に
必
要
な
の
は
共
感
で
す
。

　

相
手
は
ど
う
い
う
風
に
思
い
な
が
ら
そ
の
行

為
を
し
て
い
る
か

―
状
況
を
頭
に
浮
か
べ
る

と
い
う
こ
と
が
必
要
な
ん
で
す
ね
。

　

人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
進
化
を
考

え
る
と
、
自
由
に
な
っ
た
手
で
食
物
を
運
び
、

熱
帯
雨
林
か
ら
草
原
へ
と
出
て
い
く
こ
と
が

で
き
た
。
そ
し
て
、
２
０
０
万
年
前
に
脳
が
大

き
く
な
る
と
身
体
の
成
長
が
遅
れ
て
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
脳
に
費
や
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
共
同

保
育
が
必
要
と
な
り
、
集
団
生
活
を
増
や
す
必

要
が
あ
り
ま
し
た
。

　

家
族
を
超
え
る
大
き
な
共
同
体
を
作
る
必
要

が
出
て
き
て
、
人
類
は
初
め
て
ア
フ
リ
カ
大
陸

を
出
て
、
ア
ジ
ア
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
進
出
を
始

め
ま
し
た
。
そ
し
て
最
終
的
に
言
葉
が
７
万
年

前
か
ら
10
万
年
前
に
発
明
さ
れ
て
、
そ
れ
を
有

効
な
ツ
ー
ル
と
し
て
活
用
し
な
が
ら
、
集
団
の

規
模
を
さ
ら
に
大
き
く
し
て
、
今
度
は
ア
フ
リ

カ
大
陸
を
出
て
、
再
び
ユ
ー
ラ
シ
ア
、
そ
れ
を

超
え
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
陸
や
南
部
の
ア

メ
リ
カ
大
陸
へ
と
進
出
を
始
め
る
、
そ
う
い
う

順
序
に
な
っ
て
い
っ
た
と
思
い
ま
す
。

言
葉
の
登
場

　
そ
の
上
で
言
葉
が
登
場
し
た
こ
と
に
大
き
な

意
味
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

言
葉
が
登
場
す
る
前
に
音
楽
的
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
人
間
の
共
感
力
が
高

ま
っ
て
い
っ
た
。
言
葉
に
は
重
さ
が
あ
り
ま
せ

ん
か
ら
、
持
ち
運
ば
な
く
て
よ
い
。
そ
れ
を
組

み
合
わ
せ
て
物
語
を
作
る
、
そ
れ
を
お
互
い
に

話
し
あ
っ
て
共
有
し
、
過
去
と
現
在
と
未
来
を

つ
な
ぎ
、
将
来
へ
の
目
標
を
作
る
。
そ
し
て
現

実
に
は
な
い
も
の
さ
え
言
葉
に
よ
っ
て
作
り
出

す
こ
と
が
で
き
る
、　

言
葉
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
能
力
の
向
上
を
生
み
出
し
ま
し
た
。

我
々
は
現
実
の
世
界
を
見
つ
め
て
い
る
だ
け
で

チンパンジーの対面交渉の様子
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な
く
て
、
自
分
を
含
め
て
物
語
を
見
て
い
る
。

我
々
は
認
知
能
力
を
高
め
た
の
で
す
。

　

言
語
は
、
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル
ド
と
現
実
の
世

界
を
行
き
来
し
て
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
高
い

共
感
と
認
知
の
能
力
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で

す
。
違
う
世
界
を
同
じ
よ
う
に
見
る
見
立
て
の

能
力
で
す
。
人
間
は
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル
ド
を
行

き
来
し
て
暮
ら
し
て
き
た
の
で
す
。
何
千
年
前

も
前
に
作
ら
れ
た
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
、
ま
た
ス
フ
ィ

ン
ク
ス
が
あ
り
ま
す
ね
。
人
間
は
、
半
身
動
物
、

半
身
人
間
ま
で
を
も
想
像
で
き
た
の
で
す
。

想
像
で
つ
な
が
れ
る
世
界

　
キ
リ
ス
ト
教
も
、
人
間
の
世
界
を
想
像
で
つ

な
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
大
航

海
時
代
。
未
知
の
大
陸
、
未
知
の
世
界
に
き
っ

と
魅
力
的
な
も
の
が
溢
れ
て
い
る
に
違
い
な
い

と
い
う
希
望
に
満
ち
て
、
海
に
旅
立
っ
て
い
っ

た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

想
像
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
物
語

　「
ガ
リ
バ
ー
旅
行
記
」
と
い
う
有
名
な
話
が
あ

り
ま
す
。
ガ
リ
バ
ー
は
小
人
の
国
を
訪
問
し
た

り
、
巨
人
国
に
訪
問
を
し
て
巨
人
に
出
く
わ
し

た
り
、
現
実
の
世
界
で
は
あ
り
え
な
い
よ
う
な

さ
ま
ざ
ま
な
冒
険
を
経
験
す
る
わ
け
で
す
。
そ

れ
に
み
ん
な
一
喜
一
憂
し
た
、
こ
れ
は
ま
さ
に

言
葉
の
お
か
げ
だ
と
思
い
ま
す
。

　
「
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
」
は
、
あ
る

所
に
た
っ
た
一
人
で
取
り
残
さ
れ
た
男
が
野
生

の
生
活
を
始
め
る
冒
険
譚
を
語
っ
た
も
の
で

す
。
リ
ヴ
ィ
ン
グ
ス
ト
ン
は
、実
際
に
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
か
ら
未
知
の
大
陸
と
い
わ
れ
て
い
た
ア
フ
リ

カ
に
乗
り
込
ん
で
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
を
横
断
し
、

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
の
滝
を
発
見
し
、
数
々
の
冒
険

を
成
し
遂
げ
た
人
で
す
よ
ね
。
そ
の
探
検
記
が

世
界
中
で
読
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
「
ド
リ
ト
ル
先
生
ア
フ
リ
カ
へ
行
く
」
は
動

物
の
言
葉
を
し
ゃ
べ
っ
て
、
旅
を
し
て
歩
く
動

物
の
お
医
者
さ
ん
を
モ
デ
ル
に
し
て
作
ら
れ
た

小
説
で
す
。

　
「
バ
ン
ビ
」
と
い
う
物
語
は
、
動
物
を
人
間

の
よ
う
に
描
い
て
、
人
間
の
言
葉
を
し
ゃ
べ
っ

て
、
互
い
に
動
物
た
ち
が
自
分
た
ち
の
暮
ら
し

を
守
る
と
い
う
も
の
で
す
ね
。
こ
の
頃
か
ら
小

説
が
デ
ィ
ズ
ニ
ー
に
よ
っ
て
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

化
さ
れ
て
、
映
画
と
し
て
上
映
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　

人
間
は
架
空
の
物
語
の
中
に
映
像
と
し
て

入
っ
て
い
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。「
キ

ン
グ
コ
ン
グ
」
は
１
９
３
０
年
代
に
で
き
た
ア

メ
リ
カ
の
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
で
す
が
、
ゴ
リ
ラ

が
主
人
公
で
、
美
女
の
誘
惑
に
負
け
て
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
に
連
れ
て
い
か
れ
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

の
ビ
ル
に
登
っ
て
、
航
空
機
と
戦
っ
て
討
死
に

す
る
と
い
う
映
画
な
ん
で
す
が
、
こ
う
し
た
失

わ
れ
た
世
界
と
過
去
と
現
代
と
い
う
も
の
を
、

組
み
合
わ
せ
た
よ
う
な
物
語
が
映
画
の
中
に
作

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

未
来
を
描
い
た
映
画
も
あ
り
ま
す
。

「
２
０
０
１
年
宇
宙
の
旅
」。
１
９
６
５
年
ご
ろ

作
ら
れ
た
映
画
で
21
世
紀
に
武
器
を
拡
大
し
た

人
間
が
裁
か
れ
る
と
い
う
も
の
で
す
。

　
「
猿
の
惑
星
」
も
そ
う
で
す
よ
ね
。
宇
宙
に

旅
立
っ
て
い
っ
た
宇
宙
飛
行
士
が
あ
る
惑
星
に

不
時
着
す
る
と
、
猿
の
惑
星
で
、
人
間
が
飼
わ

れ
て
い
る
と
い
う
全
く
逆
転
し
た
世
界
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
宇
宙
旅
行
を
し
て
い
る
間

に
、
７
０
０
年
も
過
ぎ
去
っ
た
間
の
地
球
の
姿

だ
と
い
う
ド
ラ
マ
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
す
。

変
わ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段

　

我
々
は
新
た
な
情
報
通
信
革
命
を
迎
え
て
い

ま
す
。
５
０
０
０
年
前
に
文
字
が
、
１
５
０
年
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前
に
電
話
が
現
れ
ま
し
た
。
40
年
前
に
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
が
登
場
し
、
今
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
時

代
で
す
。
我
々
の
身
心
を
超
え
て
技
術
が
進
歩

し
よ
う
と
す
る
時
代
で
す
。
言
葉
を
使
い
始
め

て
そ
の
後
文
字
が
で
き
て
か
ら
そ
の
シ
ン
ボ
ル

が
変
わ
り
、
新
た
な
科
学
技
術
に
取
り
巻
か
れ

な
が
ら
、
我
々
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ス

タ
イ
ル
を
変
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

人
間
の
豊
か
さ
と
は
何
か
を
考
え
な
く
て
は

　

人
間
は
ゴ
リ
ラ
の
社
会
と
比
べ
る
と
、
３
つ

の
自
由
を
駆
使
し
て
き
ま
し
た
。

　

移
動
す
る
自
由
、
集
ま
る
自
由
、
対
話
す
る

自
由
で
す
。
た
だ
、
コ
ロ
ナ
禍
で
は
、
対
面
授

業
や
対
面
で
の
団
ら
ん
、
身
体
を
共
鳴
さ
せ
る

作
業
が
制
約
を
受
け
て
き
た
。

　

改
め
て
、
人
間
の
豊
か
さ
と
は
何
か
を
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
に
な
っ
た
と
思
い
ま

す
。
ウ
イ
ル
ス
や
バ
ク
テ
リ
ア
と
い
う
も
の
も

含
め
て
目
に
見
え
な
い
命
を
想
定
し
な
が
ら
、

命
と
命
の
つ
な
が
り
を
正
確
に
見
つ
め
て
、
そ

れ
を
新
た
に
築
か
な
く
て
は
い
け
な
い
。
我
々

は
ど
ん
ど
ん
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
中
に
身
心
を
入

れ
て
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
デ
ジ
タ

ル
と
い
う
も
の
も
、
そ
の
中
で
大
き
な
力
を
発

揮
す
る
と
思
い
ま
す
。

共
感
力
を
使
っ
た
学
び
を
救
い
出
そ
う

　
考
え
方
や
実
践
の
方
法
を
教
え
る
こ
と
が
本

来
の
教
育
だ
と
思
い
ま
す
。
学
校
だ
け
が
学
べ

る
場
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
共
感
力
を
使
っ
た
学

び
を
救
い
出
す
こ
と
が
必
要
で
す
。
Ｉ
Ｔ
時
代

の
子
ど
も
た
ち
っ
て
、
仲
間
と
常
時
ス
マ
ホ
や

携
帯
で
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
孤
独
に
な

る
時
間
が
な
い
。
そ
の
た
め
に
自
己
決
定
が
で

き
な
い
、
共
感
力
を
使
う
機
会
が
薄
れ
て
い
る
。

世
界
で
は
、
ど
ん
ど
ん
個
人
の
能
力
が
拡
大
し

て
い
て
、
地
球
環
境
の
限
界
に
到
達
し
て
い
る
。

一
方
で
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
使
っ
て
、
ど
こ
か
ら
で
も

ニ
ュ
ー
ス
が
入
っ
て
い
て
、
世
界
は
開
か
れ
て

い
る
と
い
う
状
況
で
す
。
ね
じ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
中
で
世
界
中
に
情
報
通
信
機
器
の
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
、
地
域

に
根
付
い
た
文
化
の
個
性
が
希
薄
に
な
っ
て
い

ま
す
。
金
太
郎
飴
の
よ
う
に
、
ど
こ
に
行
っ
て

も
同
じ
よ
う
な
文
化
の
無
国
籍
化
が
起
こ
っ
て

い
る
。
人
が
生
き
や
す
い
場
所
を
選
ん
で
ど
ん

ど
ん
移
っ
て
い
く
。
大
き
く
移
動
す
る
時
代
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

新
た
な
社
交
へ

　
人
を
信
じ
る
の
で
は
な
く
て
、
制
度
や
シ
ス

テ
ム
を
信
用
し
て
そ
こ
に
お
金
を
払
う
と
い
う

時
代
に
な
っ
て
い
ま
す
。
カ
ー
ド
を
使
っ
た
り

す
る
の
も
そ
の
一
つ
の
表
れ
だ
と
思
い
ま
す
。

地
縁
、
血
縁
、
社
縁
と
い
う
三
つ
の
縁
は
、
現

在
ど
ん
ど
ん
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
一
過
性
の

縁
を
求
め
て
、
人
々
は
、
イ
ベ
ン
ト
を
求
め
て

動
く
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
、

新
た
な
社
交
に
よ
る
新
た
な
文
化
の
再
構
築
を

図
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

社
交
と
は
何
か
。
日
本
の
誇
る
劇
作
家
の
山

崎
正
和
さ
ん
が
『
社
交
す
る
人
間
』（
中
央
公
論

新
社
、 

２
０
０
３
）
の
中
で
「
行
動
の
全
体
を
ま

る
で
音
楽
の
よ
う
に
一
つ
の
緊
張
感
で
貫
く
」

と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
さ
に
社
交
と
い
う
の
は
音
楽
、
リ
ズ
ム
で

す
。
こ
れ
は
す
ご
く
重
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
音
楽
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ

て
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
を

さ
ま
ざ
ま
な
国
が
や
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
と

て
も
い
い
こ
と
な
ん
で
す
が
、
人
間
が
生
き
る

上
で
不
可
欠
な
の
に
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
入
っ
て
い

な
い
も
の
が
あ
る
の
で
す
。
文
化
で
す
。

　
私
は
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
に
２
０
２
１
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年
か
ら
在
籍
し
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
研
究

所
は
設
立
当
初
か
ら
、
地
球
環
境
問
題
の
根
幹

は
日
本
の
文
化
の
問
題
で
あ
る
と
宣
言
し
て
文

化
の
研
究
を
し
て
き
ま
し
た
。
２
０
０
１
年
に

パ
リ
で
行
わ
れ
た
ユ
ネ
ス
コ
総
会
で
、
文
化
的

多
様
性
に
関
す
る
世
界
宣
言
が
採
択
さ
れ
ま
し

た
。
文
化
は
、
土
地
に
根
付
い
た
個
性
的
な
も

の
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
で
す
が
、
他
の
複
数

の
も
の
と
接
触
し
な
け
れ
ば
生
ま
れ
な
い
の
で
す
。

文
化
を
つ
な
ぐ
も
の
は
言
葉

　
文
化
を
つ
な
ぐ
も
の
は
言
葉
で
す
。
文
化
は

知
識
で
は
な
く
、
心
に
埋
め
込
ま
れ
た
知
恵
で

す
。
実
は
そ
れ
は
本
や
資
料
と
い
う
形
で
過
去

か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
ん
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
図
書
館
の
役
割
な
ん
で

す
よ
ね
。
コ
ロ
ナ
後
の
社
会
で
は
、
も
う
一
度

人
を
頼
り
、
信
用
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
を
復
活

さ
せ
、〝
契
約
社
会
〟
か
ら
、〝
顔
の
見
え
る
信

用
社
会
〟
と
い
う
も
の
を
築
か
な
く
て
は
い
け

ま
せ
ん
。
ア
ナ
ロ
グ
社
会
は
修
復
で
き
ま
す
。

パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル
ド
を
現
実
に
地
続
き
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
図
書
館
は
そ
う
い
う
役
割

を
ず
っ
と
担
っ
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
世
界
を
席
巻
し
よ
う
と
し
て
い
る

メ
タ
バ
ー
ス
は
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
や
デ

ジ
タ
ル
ツ
ウ
ィ
ン
と
は
違
い
ま
す
。
バ
ー
チ
ャ

ル
リ
ア
リ
テ
ィ
や
デ
ジ
タ
ル
ツ
ウ
ィ
ン
は
、
現

実
の
世
界
を
仮
想
の
世
界
に
移
し
か
え
て
そ
の

成
果
を
現
実
に
活
か
す
試
み
で
す
。

　

し
か
し
、
メ
タ
バ
ー
ス
は
初
め
か
ら
現
実
と

は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
我
々
が
入
っ
て

活
躍
す
る
、
そ
ち
ら
が
リ
ア
ル
に
な
る
可
能
性

が
あ
る
の
で
す
。
使
い
方
に
よ
っ
て
は
大
変
危

険
な
技
術
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
賢
く
使
わ

な
い
と
心
身
共
に
奪
わ
れ
て
、
現
実
を
見
失
う

危
険
が
あ
り
ま
す
。
我
々
は
既
に
半は
ん
み身
を
虚
構

に
入
れ
込
ん
で
現
代
を
生
き
て
い
る
わ
け
で
、

全
身
を
虚
構
に
入
れ
込
ん
で
し
ま
う
と
大
変
な

こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

学
校
と
図
書
館
は
公
共
財

　
最
後
に
学
校
と
図
書
館
は
公
共
財
で
あ
る
こ

と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
教
育

と
は
贈
与
な
の
で
す
。
上
の
世
代
か
ら
下
の
世

代
に
対
す
る
無
償
の
贈
り
物
で
す
。
学
校
や
図

書
館
は
、
直
接
的
な
利
益
を
持
た
な
い
。
だ
か

ら
こ
そ
、
す
べ
て
の
人
た
ち
が
そ
こ
で
自
分
た

ち
が
欲
し
い
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
過

去
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
知
恵
を
文
章
の
背
後

に
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

数
年
前
に
亡
く
な
ら
れ
た
日
本
研
究
者
の
ド

ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
さ
ん
が
、「
日
本
語
と
い
う

の
は
、
世
界
中
の
言
葉
を
訳
し
た
ま
さ
に
世
界

一
の
言
語
で
あ
る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し

た
。
世
界
中
の
文
学
が
、
世
界
中
の
知
識
が
日

本
語
で
読
め
る
ん
で
す
。
日
本
が
誇
る
国
立
国

会
図
書
館
で
も
読
め
ま
す
。
そ
こ
を
十
二
分
に

利
用
し
な
け
れ
ば
、
我
々
は
未
来
を
作
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
図
書
館
は
、
世
界

に
開
か
れ
て
い
る
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
な
の

で
す
。
そ
こ
で
本
を
読
む
だ
け
で
は
な
く
、
本

を
通
じ
て
新
た
な
仲
間
を
作
り
、
そ
こ
に
信
頼

す
べ
き
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
作
る
こ
と
が
図
書
館

に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
学
校
と
同
じ
よ
う
な
性
格

を
持
っ
た
知
識
の
宝
庫
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

※この記事中の写真（山極先生肖像写真及びゴリラやチンパンジーの写真）の画像提供：山極 壽一 氏
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関西館開館20周年記念シンポジウム

　

令
和
４
（
２
０
２
２
）
年
12
月
８
日
（
木
）、

国
立
国
会
図
書
館
関
西
館
開
館
20
周
年
記
念
行
事

の
一
環
と
し
て
、「
こ
れ
か
ら
の
図
書
館
―
読
書

は
ど
う
変
わ
る
？
デ
ジ
タ
ル
で
ど
う
変
わ
る
？

―
」
が
オ
ン
ラ
イ
ン
形
式
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

図
書
館
の
動
向
に
詳
し
い
識
者
と
し
て
、
モ
デ

レ
ー
タ
ー
に
原
田
隆
史
氏
、
パ
ネ
リ
ス
ト
に
村
上

泰
子
氏
、
小
林
隆
志
氏
、
池
内
淳
氏
を
お
迎
え
し
、

当
館
の
電
子
図
書
館
事
業
の
担
当
者（
辰
巳
公
一
）

が
議
論
に
加
わ
り
ま
し
た
。
読
書
を
め
ぐ
る
近
年

の
変
化
を
踏
ま
え
て
、
図
書
館
の
課
題
と
未
来
像

に
つ
い
て
各
氏
か
ら
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
パ
ネ
ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
や
電
子

書
籍
が
普
及
す
る
中
で
の
図
書
館
の
役
割
の
変
化

に
つ
い
て
も
示
唆
に
富
ん
だ
議
論
が
交
わ
さ
れ
ま

し
た
。

各
氏
の
報
告
か
ら

　

各
氏
の
報
告
で
は
、
図
書
館
、
出
版
界
、
学
校

の
最
新
状
況
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
様
々
な
問

題
提
起
が
あ
り
ま
し
た
。

　

村
上
氏
は
、
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
（
子
供

一
人
一
人
に
端
末
や
通
信
環
境
を
整
備
し
、
教
育

に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
す
る
構
想
）を
紹
介
し
た
上
で
、

読
書
で
も
、
紙
と
デ
ジ
タ
ル
の
ど
ち
ら
で
読
む
場

合
も
、
年
齢
や
場
合
に
応
じ
て
使
い
分
け
が
必
要

に
な
る
と
提
起
し
ま
し
た
。
教
育
素
材
の
提
供
の

点
で
図
書
館
が
果
た
す
べ
き
役
割
も
大
き
く
、
紙

で
あ
れ
、
デ
ジ
タ
ル
で
あ
れ
、
人
の
関
与
の
在
り

方
が
読
書
の
経
験
を
豊
か
に
す
る
よ
う
で
す
。

　

小
林
氏
か
ら
は
、
鳥
取
の
県
立
図
書
館
、
公
文

書
館
、
博
物
館
、
埋
蔵
文
化
セ
ン
タ
ー
が
共
同
で

運
用
す
る「
と
っ
と
り
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」

（
２
０
２
１
年
３
月
公
開
）
の
構
築
や
広
報
の
経

験
を
踏
ま
え
た
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
鳥
取
県
立

図
書
館
で
は
、
紙
媒
体
の
本
の
共
有
に
も
力
を
入

れ
て
お
り
、
全
県
２
日
以
内
に
県
内
各
図
書
館
に

届
け
る
シ
ス
テ
ム
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
も
紹
介

さ
れ
ま
し
た
。
学
校
教
育
や
バ
リ
ア
フ
リ
ー
計
画

と
連
動
さ
せ
た
り
、
二
次
利
用
条
件
の
整
備
へ
の

目
配
り
も
し
な
が
ら
、「
ど
の
市
町
村
も
取
り
残

さ
な
い
」
と
い
っ
た
目
標
も
立
て
て
い
る
そ
う
で

す
。

　

池
内
氏
か
ら
は
、
最
も
本
が
売
れ
た
と
さ
れ

る
１
９
９
６
年
、
電
子
書
籍
元
年
と
さ
れ
る

２
０
１
０
年
、
と
い
っ
た
指
標
と
な
る
年
を
念
頭

に
置
き
な
が
ら
、
２
０
１
３
年
以
降
、
出
版
市
場

が
委
縮
し
て
い
く
こ
と
や
、
電
子
と
紙
の
読
書
に

お
け
る
性
能
差
が
縮
ま
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
変

わ
り
ゆ
く
読
書
の
様
子
が
豊
富
な
統
計
デ
ー
タ
や

研
究
成
果
を
交
え
て
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

　

辰
巳
公
一
（
当
館
関
西
館
電
子
図
書
館
課
長
）

か
ら
は
、
３
１
１
万
点
の
デ
ジ
タ
ル
化
資
料
等
を

収
録
し
て
い
る
「
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ

これからの図書館
―読書はどう変わる？ デジタルでどう変わる？―
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シンポジウムの登壇者

モデレーター
原田 隆史氏（同志社大学免許資格課程センター教授・
同志社大学大学院総合政策科学研究科教授）

パネリストと報告のテーマ
村上 泰子氏（関西大学文学部教授） 
　GIGA スクール構想を通して見る図書館の立ち位置

小林 隆志氏（鳥取県立図書館長） 
　とっとりデジタルコレクションの現状と課題

辰巳 公一（国立国会図書館関西館電子図書館課長）
　デジタルアーカイブに係る国立国会図書館の取組

池内 淳氏（筑波大学図書館情報メディア系准教授）
　読書の変化について

関西館外観

レ
ク
シ
ョ
ン
」
を
紹
介
し
ま
し
た
。
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト「
リ
サ
ー
チ
・
ナ
ビ
」や
電
子
展
示
会
を
は
じ
め
、

当
館
の
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
コ
ン
テ
ン
ツ
が
「
調

べ
も
の
」
に
具
体
的
に
使
え
る
局
面
も
増
え
て
い

ま
す
。

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
か
ら

　

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
電
子
書
籍

の
利
用
、
図
書
館
に
よ
る
収
集
と
提
供
、
図
書
館

に
よ
る
デ
ジ
タ
ル
化
な
ど
、
様
々
な
議
論
が
交
わ

さ
れ
ま
し
た
。

　

―
電
子
書
籍
は
ど
う
変
わ
る
の
か

　

紙
の
本
と
は
別
物
で
あ
る
こ
と
は
前
提
と
し
な

が
ら
も
、
電
子
書
籍
の
進
化
に
も
目
覚
ま
し
い
も

の
が
あ
り
ま
す
。
他
方
で
、
学
校
現
場
で
は
、「
電

子
化
さ
れ
た
コ
ン
テ
ン
ツ
は
集
中
力
が
そ
が
れ

る
」
と
い
っ
た
面
も
出
て
き
て
い
る
と
の
指
摘
も

あ
り
ま
し
た
。

　

―
な
ぜ
図
書
館
で
は
電
子
書
籍
が
買
わ
れ
な

い
の
か

　

ア
ク
セ
ス
を
保
証
す
る
観
点
か
ら
は
、
電
子
書

籍
を
積
極
的
に
活
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
反

面
、
収
集
の
面
で
は
、
予
算
的
な
制
約
も
あ
り
、

紙
も
電
子
も
両
に
ら
み
の
収
集
は
難
し
い
と
い
っ

た
問
題
も
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
デ
ジ
タ
ル
化
が
国

立
国
会
図
書
館
の
中
軸
の
一
つ
と
し
て
進
む
中

で
、
地
方
の
出
版
社
の
電
子
書
籍
に
も
目
配
り
す

る
こ
と
の
重
要
性
や
、
学
校
図
書
館
や
公
共
図
書

館
も
含
め
た
館
種
を
超
え
て
の
協
力
の
必
要
も
提

起
さ
れ
ま
し
た
。

　

―
デ
ジ
タ
ル
情
報
の
宝
庫
を
ど
う
活
用
す
る
か

　
「
こ
う
使
う
と
よ
い
」
と
い
う
具
体
的
な
ア
イ

デ
ィ
ア
や
使
い
方
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
て
い
く

と
い
う
考
え
方
が
あ
る
と
い
っ
た
提
案
が
複
数
の

パ
ネ
リ
ス
ト
か
ら
語
ら
れ
ま
し
た
。

　
「
静
謐
な
空
間
の
中
で
、
紙
の
本
を
読
む
」
と

い
う
図
書
館
の
イ
メ
ー
ジ
が
変
わ
る
中
で
、
デ
ジ

タ
ル
化
と
い
う
手
段
も
含
め
て
、
図
書
館
が
利
用

者
と
資
料
の
新
た
な
出
会
い
を
作
っ
て
い
く
と
い

う
こ
と
の
重
要
性
も
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　　

図
書
館
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
が
多
様
に
な
り
、
デ

ジ
タ
ル
情
報
や
電
子
書
籍
の
利
用
の
在
り
方
も
変

わ
っ
て
い
く
中
、
今
一
度
、
利
用
者
の
声
や
要
望

を
聞
い
て
い
く
仕
組
み
づ
く
り
も
問
わ
れ
て
い
る

よ
う
で
す
。
ま
ず
は
図
書
館
の
イ
メ
ー
ジ
自
体
を

変
え
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
か
と
い
っ
た

議
論
も
あ
り
、
読
書
の
変
化
の
中
で
図
書
館
が
存

在
感
を
発
揮
す
る
に
は
、
発
想
の
転
換
が
必
要
だ

と
も
考
え
さ
せ
ら
れ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
し
た
。

（
文
責　

本
誌
編
集
担
当
）
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コ
ロ
ナ
禍
２
年
目
の
２
０
２
１
年
４
月
、
複
写
課
は
ブ
ッ

ク
ト
ラ
ッ
ク
の
海
で
し
た
。
大
部
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
片
手
に

黙
々
と
作
業
し
て
い
た
と
思
っ
た
ら
、
本
の
山
を
か
き
わ
け

て
進
み
、
利
用
者
の
方
に
電
話
を
か
け
…
…
。
く
る
く
る
と

働
く
遠
隔
複
写
係
の
姿
に
配
属
さ
れ
た
ば
か
り
の
私
が
ま
ご

つ
い
て
い
る
と
、係
の
先
輩
方
か
ら
は
な
ん
と「
去
年
は
も
っ

と
大
変
だ
っ
た
！
」

　

遠
隔
複
写
サ
ー
ビ
ス
で
は
、
来
館
せ
ず
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

な
ど
で
複
写
を
申
し
込
み
、
郵
送
か
宅
配
便
で
複
写
製
品
を

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
全
世
界
の
人
々
が
外
出
を
控

え
、
当
館
も
来
館
サ
ー
ビ
ス
を
制
限
す
る
中
、
遠
隔
複
写
の

申
込
み
は
急
増
し
ま
し
た
。
た
だ
し
本
を
館
外
に
持
ち
出
せ

な
い
の
で
、
担
当
者
の
出
勤
が
大
前
提
で
す
。
作
業
体
制
が

整
わ
ず
、
２
０
２
０
年
４
月
中
旬
か
ら
約
１
か
月
間
、
申
込

み
の
受
付
を
停
止
し
ま
し
た
。
再
開
後
は
連
日
、
見
た
こ
と

も
な
い
高
さ
ま
で
申
込
書
が
積
み
あ
が
り
、
当
時
の
職
員
は

呆
然
と
し
た
と
か
。
ま
た
、
国
際
郵
便
の
配
達
遅
延
も
相
次

ぎ
、
海
外
の
利
用
者
の
方
か
ら
の
お
問
い
合
わ
せ
も
多
く
な

り
ま
し
た
。
係
日
誌
に
は
「w

ith
コ
ロ
ナ
時
代
の
遠
隔
複

写
担
当
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
最
前
線
に
立
つ
の
ね
ぇ
」
と
い
う

職
員
の
つ
ぶ
や
き
が
残
っ
て
い
ま
す
。コ
ロ
ナ
禍
１
年
目
は
、

感
染
症
の
拡
大
を
防
ぎ
な
が
ら
（
疫
病
除
け
の
角
大
師
の
お

札
を
貼
っ
た
り
も
し
て
！
）、
か
つ
て
な
い
量
の
申
込
み
の

対
応
に
ひ
た
す
ら
追
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

通
常
は
お
申
込
み
か
ら
５
開
館
日
程
度
で
製
品
の
発
送
で

す
が
、
申
込
み
の
殺
到
に
よ
り
３
週
間
ほ
ど
か
か
る
時
期
も

あ
り
ま
し
た
。「
本
を
コ
ピ
ー
す
る
だ
け
で
し
ょ
う
？
」
と

思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
複
写
製
品
が
で
き
る
ま
で

に
は
た
く
さ
ん
の
時
間
と
人
手
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず

本
を
書
庫
に
取
り
に
行
き
、
希
望
の
ペ
ー
ジ
が
ど
こ
な
の
か

を
探
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
本
の
状
態
や
著
作
権
法
上
の
制
約

な
ど
を
検
討
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
利
用
者
の
方
に
お
電
話

で
確
認
し
て
か
ら
複
写
作
業
へ
。
検
品
と
梱
包
を
経
て
や
っ

と
発
送
で
す
。
複
写
を
お
断
り
す
る
場
合
も
個
別
に
理
由
を

ご
案
内
し
て
い
ま
す
。イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販
と
い
う
よ
り
、

ち
ょ
っ
と
し
た
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
で
す
。

　

２
０
２
３
年
２
月
現
在
、
課
内
に
滞
留
す
る
ブ
ッ
ク
ト

ラ
ッ
ク
の
数
は
減
り
、
随
分
歩
き
や
す
く
な
り
ま
し
た
。
利

用
者
の
方
か
ら
は
「
も
っ
と
早
く
も
ら
え
る
と
思
っ
た
の

に
」、「
遠
方
に
住
ん
で
い
る
の
で
助
か
る
」
な
ど
日
々
さ
ま

ざ
ま
な
ご
意
見
を
頂
き
ま
す
。After

コ
ロ
ナ
の
社
会
で
も
、

来
館
せ
ず
に
資
料
を
利
用
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
に
変
わ
り
は
あ

り
ま
せ
ん
。
日
本
全
国
、
全
世
界
の
利
用
者
の
方
へ
安
定
的

に
製
品
を
お
届
け
で
き
る
よ
う
今
日
も
奮
闘
し
て
い
ま
す
。

（
複
写
課 

　
こ
ぴ
山
こ
ぴ
子
）

離れていても
コピーをどうぞ

2020年4月の複写課内。ひところに比べると、今では複写課内に滞留す
るブックトラックはだいぶ少なくなりました！
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鈴
木 

加
成
太

　

文
明
開
化
の
象
徴
と
い
え
ば
、
鉄
道
や
ガ

ス
灯
、
ざ
ん
ぎ
り
頭
、
牛
鍋
な
ど
が
思
い
浮

か
び
ま
す
が
、
現
代
の
私
た
ち
の
生
活
に
な

じ
み
深
い
新
聞
も
、
新
し
い
時
代
の
到
来
を

人
々
に
印
象
付
け
た
も
の
の
一
つ
で
し
た
。

　

新
時
代
の
事
物
を
題
材
に
詠
ま
れ
た
和
歌

を
集
め
た
『
開
化
新
題
歌
集
』（
大
久
保
保

忠
編
、明
治
11（
１
８
７
８
）年
刊
）に
は
、「
新

聞
紙
」
と
い
う
題
で
、
次
の
よ
う
な
歌
が
収

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

け
ふ
は
ま
た
き
の
ふ
に
か
は
る
こ
と
く

さ
を
か
き
あ
つ
め
て
も
み
す
る
ふ
み
哉

（
新
聞
と
い
う
も
の
は
、
つ
い
昨
日
起

こ
っ
た
ば
か
り
の
い
ろ
い
ろ
な
出
来
事

を
、
ま
と
め
て
読
ま
せ
て
く
れ
る
の
だ

な
あ
）

よ
し
あ
し
の
な
に
は
の
こ
と
も
ふ
し
の

ま
に
耳
新
し
く
き
く
世
也
け
り

（
新
聞
の
お
か
げ
で
、
良
い
こ
と
も
悪
い

こ
と
も
、
遠
い
地
で
起
こ
っ
た
出
来
事

も
、
何
は
と
も
あ
れ
瞬
時
に
耳
に
入
っ

て
く
る
時
代
に
な
っ
た
こ
と
だ
）

　

初
め
て
新
聞
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
接
し
た

人
々
の
、
新
鮮
な
驚
き
が
伝
わ
っ
て
く
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
江
戸
時
代
に
は
、

出
版
統
制
に
よ
り
時
事
的
な
事
柄
を
リ
ア
ル

タ
イ
ム
で
報
じ
る
こ
と
が
公
に
は
禁
じ
ら
れ

て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
明
治
の
人
々
の
衝
撃

は
大
き
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま

す
。

　

し
か
し
、
当
初
の
新
聞
は
知
識
人
向
け
に

書
か
れ
て
お
り
、
庶
民
に
と
っ
て
は
縁
遠
い

存
在
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
、
従
来
か

錦錦
絵絵
新
聞
新
聞

新新
時
代
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル
メ
デ
ィ
ア
・

時
代
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル
メ
デ
ィ
ア
・
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ら
庶
民
に
親
し
ま
れ
、
世
相
や
流
行
を
取
り

入
れ
る
と
い
う
点
で
は
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の

性
質
も
備
え
て
い
た
錦
絵
（
多
色
刷
り
の
浮

世
絵
）
と
、
新
聞
が
報
じ
る
新
鮮
で
リ
ア
ル

な
ニ
ュ
ー
ス
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
試

み
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
し
て
作

り
出
さ
れ
た
の
が
錦
絵
新
聞
で
し
た
。

　

錦
絵
新
聞
の
始
ま
り
は
、
明
治
７

（
１
８
７
４
）
年
８
月
に
東
京
で
出
版
さ
れ
た

錦
絵
版
『
東
京
日
日
新
聞
』
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
錦
絵
版
『
東
京
日
日
新
聞
』
で
は
、
主

に
『
東
京
日
日
新
聞
』（
明
治
５
（
１
８
７
２
）

年
創
刊
）
に
掲
載
さ
れ
た
過
去
の
記
事
の
中

か
ら
、
庶
民
の
関
心
を
ひ
き
そ
う
な
記
事
を

一
つ
取
り
上
げ
、
そ
の
場
面
を
見
栄
え
の
よ

い
一
枚
の
大
き
な
絵
に
描
き
、
元
の
記
事

を
分
か
り
や
す
く
面
白
い
文
章
に
仕
立
て
直

し
、
従
来
か
ら
錦
絵
を
出
版
し
て
い
た
版
元

か
ら
発
行
さ
れ
る
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い

ま
し
た
。
そ
の
紙
面
は
、
全
体
を
安
価
で
鮮

や
か
な
輸
入
染
料
に
よ
る
赤
枠
で
囲
み
、
西

洋
風
の
天
使
が
タ
イ
ト
ル
を
掲
げ
る
と
い
う

特
徴
的
な
も
の
で
し
た
（
図
１
）。
こ
れ
が
好

評
を
博
し
た
た
め
、
東
京
と
大
阪
を
中
心
と

し
て
続
々
と
錦
絵
新
聞
が
発
行
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

図 1 「東京日々 新聞」111 号　転 堂々主人（高畠藍泉） 
記　落合芳幾 画　具足屋　明治 7（1874）　1 枚　

（『東京日々 新聞』所収）
https://dl.ndl.go.jp/pid/1302901

沼津で火災が発生した際に、興行で訪れていた
力士が消火活動に尽力した。境川・大纏の両大
関の活躍もあり、電信柱への延焼を免れたことから、
力士の怪力が開化を助けたと称える。

https://dl.ndl.go.jp/pid/1302901
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リボンのモチーフ、天使のモチーフ

錦絵版『東京日日新聞』の場合、号数は錦
絵版の通号ではなく、引用元となった『東
京日日新聞』の号数を示している。元記事と
なった『東京日日新聞』111 号の発行日は、
明治 5（1872）年 7 月27 日。なお、題
字を掲げる天使像は、外国出版物に描かれ
た図像を参考に、新時代を感じさせる事物
として採用されたと考えられている。

文章は引用元の記事と比べて平易かつリズム
よく、また、多くの漢字はふりがな付きで書
かれている。

絵 師 で あ る 落 合（ 一 惠 斎 ） 芳 幾
（1833-1904）の名と落 款。 芳 幾は
歌川国芳の高弟で、役者絵・美人画に
腕を発揮した。明治 5 年の『東京日日
新聞』の創刊に参加したほか、後には
新聞の挿絵画家としても活躍した。

文章の執筆者である転々堂主人の名と
落款。転々堂主人は戯作者・高畠藍泉

（1838-1885）の別号。『東京日日新
聞』などで新聞記者として活動したほか、
多くの合巻小説を執筆して人気を博し
た。なお、錦絵版『東京日日新聞』には、
ほかにも複数名の記者が文章の執筆を
担当している。

改印 ( あらためいん )。錦絵を出版する際
に、検閲を通過したことを示すもの。ここ
から錦絵新聞の出版年月を知ることができ
る。この場合は、丸の中に「戌十」と書
かれており、明治 7（1874）年 10 月に
発行されたことが分かる。

版元である具足屋を示す。
具足屋は幕末から明治末
にかけて浮世絵を発行し
た。

彫師である渡辺彫栄の名

題字を掲げる天使像が、実際にどのような出版物
をもとに描かれたかは定かではないが、たとえば、
明治初期に刊行された訳書（キリスト教の教義書）
には、天使やリボンを装飾的に用いた図像が見ら
れる。

『玫瑰花冠記録』　じわん・で・るえだ 訳　ベルナ
ルド・プティジアン 編　ベルナルド・プティジアン　 
明治 2（1869）　1 冊　https://dl.ndl.go.jp/pid/ 
2541699

https://dl.ndl.go.jp/pid/2541699
https://dl.ndl.go.jp/pid/2541699
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し
か
し
、
早
く
も
明
治
９
（
１
８
７
６
）

年
後
半
頃
か
ら
錦
絵
新
聞
の
ブ
ー
ム
は
去

り
、
そ
の
代
わ
り
に
、
総
ふ
り
が
な
付
き
・

挿
絵
入
り
の
庶
民
向
け
新
聞
で
あ
る
小こ

新し
ん
ぶ
ん聞

が
普
及
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

短
命
に
終
わ
っ
た
錦
絵
新
聞
で
す
が
、
そ

の
印
象
的
な
紙
面
に
は
、
開
化
の
時
代
に
戸

惑
い
つ
つ
も
足
を
踏
み
入
れ
て
い
っ
た
市
井

の
人
々
の
、
世
間
へ
の
関
心
の
あ
り
よ
う
が

凝
縮
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
記
事
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
は
、

今
日
の
新
聞
か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
よ
う
な

政
治
的
・
社
会
的
な
事
象
が
扱
わ
れ
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
美
談
や
滑
稽
な
笑
い

話
（
図
２
）、
窃
盗
・
殺
人
事
件
（
図
３
）
な

ど
、
多
く
は
庶
民
を
主
人
公
と
し
た
出
来
事

が
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
素
材
の
選

び
方
か
ら
は
、
読
者
に
と
っ
て
の
錦
絵
新
聞

が
、
国
家
や
社
会
の
動
向
を
知
る
た
め
の
も

の
と
い
う
よ
り
は
、
共
感
し
や
す
い
娯
楽
と

し
て
楽
し
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま

す
。
一
方
で
、
製
作
者
の
側
に
は
、
ニ
ュ
ー

ス
を
教
訓
と
し
て
、
道
徳
や
合
理
性
を
備
え

た
新
し
い
時
代
へ
庶
民
を
導
く
と
い
う
大
義

が
あ
っ
た
こ
と
も
読
み
取
れ
ま
す
。

図２ 「錦画百事新聞」186 号　（長谷川）
貞信（2 世） 画　百事社　明治 9（1876）　
1 枚　（『錦画百事新聞』所収）　
https://dl.ndl.go.jp/pid/1302219

黒髪もいる（１号）茶髪も多い（１85 号）正面で笑顔（322 号）いかにも天使（592 号）なぜか不満顔（813 号）

夜更けに帰宅した男が、用水桶の上に生首があるのを発見して肝をつぶす。
しかし、生首に見えたのは、裏の家の娘が用水桶の上に首を垂れてまどろ
んでいただけだった。娘は夜遊びで帰りが遅くなり、家の人がすっかり寝入っ
てしまっていたため、家の中に入ることができなかったのだという。

錦絵版『東京日日新聞』に描かれた天使をよく見ると、毎号
違った表情を見せています。描き手の気まぐれでしょうか。

天使の顔いろいろ

https://dl.ndl.go.jp/pid/1302219
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図３ 「東京日々 新聞」512 号　転々堂鈍 （々高畠藍泉） 誌　
一蕙斎（落合）芳幾 画　具足屋　明治 7（1874）　1 枚　

（『東京日々 新聞』所収）
https://dl.ndl.go.jp/pid/1302910

「見立多以尽　とりけしたい」　大蘇（月岡）芳年 ［画］
井上茂兵衛　明治 11（1878）　1 枚　（『あづまにしきゑ』
所収）　https://dl.ndl.go.jp/pid/1312878

「芳年略画　開化之達摩／五条橋」　（月岡）芳年 ［画］
［出版者不明］　［18--］　1 枚　（『あづまにしきゑ』所収）
https://dl.ndl.go.jp/pid/1312842

悪漢に押し入られた家の娘が、手傷を負いながら老父
をかばい、その迫力に臆した悪漢は何も取らずに逃げ
去った。この娘の活躍は公の知るところとなり、娘には
褒賞が与えられた。

女性が読んでいるのは明治初期の代表的な小新聞の
一つである『かなよみ』（改題前は『仮名読新聞』）。
仮名垣魯文が横浜で創刊し、明治 8（1875）年か
ら明治 13（1880）年まで発行された。

壁に向かって 9 年間座して悟りをひらいたという達磨大
師が、寝そべって新聞を読んでいる。達磨大師が読ん
でいる「いろは新聞」も、『かなよみ』を去った仮名
垣魯文が明治 12（1879）年に創刊した新聞で、庶
民向きの娯楽新聞として人気を得た。

錦絵に描かれた小新聞

https://dl.ndl.go.jp/pid/1302910
https://dl.ndl.go.jp/pid/1312878
https://dl.ndl.go.jp/pid/1312842
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図４ 「郵便報知新聞」597 号　大蘇（月岡）芳年 ［画］
錦昇堂　明治 8（1875）　1 枚　（『郵便報知新聞』所収）
https://dl.ndl.go.jp/pid/1303008

図５ 「郵便報知新聞」466 号　亀洲漁人 誌　大蘇
（月岡）芳年 [ 画 ] [ 出版者不明 ] 　[187-]　1 枚　
（『新聞附録東錦絵』所収）
https://dl.ndl.go.jp/pid/9369960/1/50

深夜に、ある家の前で不審な行動をしていた男たちを、
たまたまその家に泊まっていた巡査が発見し、その場で
刀を取り上げて屯所へ来るよう一喝する。巡査の迫力
に圧倒されて連行された男たちは、これまで数 の々悪行
を働いてきた強盗だった。

「天狗の使い」と称して訪ねてきた曲者を、肝の
据わった商人の老人がにべもなく追い返した。迷
信に惑わされない老人の膝の上には『郵便報
知新聞』が広げられている。

https://dl.ndl.go.jp/pid/1303008
https://dl.ndl.go.jp/pid/9369960/1/50
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千葉市美術館 編『文明開化の錦絵新聞　東
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土屋礼子『大阪の錦絵新聞』三元社 , 1995
＜UC126-G23＞

背景の出典：Paper-co　
https://free-paper-texture.com/
white-japanesepaper-texture-3/

　

時
代
の
転
換
期
に
ほ
ん
の
数
年
の
間
だ
け

庶
民
の
目
を
楽
し
ま
せ
た
錦
絵
新
聞
の
紙
面

は
、
現
代
ま
で
そ
の
時
代
の
手
触
り
を
色
鮮

や
か
に
生
々
し
く
伝
え
て
い
ま
す
。

図６「各種新聞図解の内 日新真事誌」8 年 37 号　転々
堂主人（高畠藍泉） 録　鮮齋永濯 [ 画 ]　佐井田屋　
明治 8（1875）　1 枚　（『新聞附録東錦絵』所収）
https://dl.ndl.go.jp/pid/9369960/1/115

図７ 「東京日々 新聞」101 号　転 堂々鈍 （々高
畠藍泉） 記　一蕙斎（落合）芳幾 画　具足屋　
明治 7（1874）　1 枚　（『東京日々 新聞』所収）　
https://dl.ndl.go.jp/pid/1302900

天然痘が流行する中、本所の緑町から浅草まで
人力車に乗った少女が疫病除けの縁起物を残し
て消えてしまい、この少女の正体は天然痘の疫病
神だったに違いないという噂が立った。執筆者は、
これは根拠のない虚言であり、種痘の効用も理解
せず迷信に振り回されるのは愚かなことだと痛烈に
非難している。

盆の日には故人の霊が帰ってくるというが、
そのためだろうか。二人の子どもを残して亡
くなった母親の霊が現れ、不憫そうに子ど
もを抱きしめる姿が目撃された後、煙のように
消えたという。

https://free-paper-texture.com/white-japanesepaper-texture-3/
https://free-paper-texture.com/white-japanesepaper-texture-3/
https://dl.ndl.go.jp/pid/9369960/1/115
https://dl.ndl.go.jp/pid/1302900
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2月22日
「子どものためのおはなし会」をはじめと
する子ども向けイベントや、児童サービ
ス担当者のための研修の開催を順次休止

（国際子ども図書館）

2月29日
子ども向け資料室等（子どものへや、世
界を知るへや、調べものの部屋、児童書
ギャラリー、本のミュージアム）を休室（国
際子ども図書館）

※年表の出来事は『国立国会図書館年報』令和元年度～令和３年度及
び国立国会図書館ホームページのニュース等から抜粋しました。
※黄色枠内の内容は以下を参考に記載しました。
厚生労働省「新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について

（1 例目）」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08906.html
内閣官房「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の概要」
https://corona.go.jp/news/news_20200421_70.html

（URL 最終アクセス日：2023 年２月１４日）

WARPトップページ

新
型
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２
０
年

か
ら
２
０
２
２
年
ま
で
の
期
間
の
変
化
を
年
表
形
式
で
紹
介
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1月15日
日本国内で新型コロナウイルス
感染症の患者を初めて確認

2020 年 1 月から 3 月までにおける、新型コロナウ
イルス感染症に関連する国会議員等からの調査依
頼は、1 月 18 件、2 月 137 件、3 月 462 件でした。
依頼内容は、国内外における感染者の状況（PCR 
検査実施状況を含む。）、検疫、入国制限等の水際
対策、2020 年 7 月から予定されていた東京オリン
ピック・パラリンピック開催への影響、景気・経済
への影響と対策、緊急事態法制、医療体制、治療法、
休校等による学校教育への影響、諸外国の議会や
政党における対応など広範な分野に及びました。

国立国会図書館インターネット資料収集保存事業
（WARP）では新型コロナウイルス感染症拡大防止
のために頻繁に更新される政府機関や地方公共団体、
医療関係学協会、業界団体等のウェブサイトについて、
頻度を上げて収集を行いました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08906.html
https://corona.go.jp/news/news_20200421_70.html


23 国立国会図書館月報 745号 2023.5

34

リサーチ・ナビ　新型コロナウイルスに関するウェブサイト集（2020
年 5 月 2 日時点）

カレントアウェアネス -R　トップページ（2020 年 3 月 4 日時点）

カレントアウェアネス -R（2020 年 3 月 4 日時点）

3月5日
新型コロナウイルス感染拡大防止のため
の来館利用サービスの休止（東京本館、
国際子ども図書館）

3月6日
国立国会図書館ホームページにおいて、
来館せずに利用できるサービスをまとめ
た「調査・研究支援オンラインサービス」
のページを公開

3月17日
来館利用サービス休止の延長（東京本館、
国際子ども図書館）

3月19日
閲覧席の配置間隔拡大実施、臨時閲覧
席の設置（関西館）

3月31日
来館利用サービス休止の再延長（東京本
館、国際子ども図書館）

4月11日
来館利用サービスの休止（関西館）

4月14日
来館による納本受付業務の休止

4月15日
遠隔複写サービスの申込受付の休止

4月16日
来館利用サービスの休止の再々延長（東
京本館、国際子ども図書館）

4月18日
土曜日の電話レファレンスの休止（東京
本館、関西館）

土曜日、日曜日及び 5 月 5 日（こどもの
日）の電話レファレンスの休止（国際子
ども図書館）

4月21日
国会分館の閲覧時間を短縮するとともに、
来館サービス対象者を限定

緊急事態宣言発出後、職員は在
宅勤務に切り替えて出勤者数を
減らしたり、執務室を分散して１
か所に密にならないようにといっ
た感染リスクを下げる対策をとり
ながら、業務を続けました。

４月７日
新型コロナウイルス感染症緊急
事態宣言
※埼玉県、千葉県、東京都、神奈
川県、大阪府、兵庫県及び福岡県

４月16日
新型コロナウイルス感染症緊急
事態宣言の区域変更
※全都道府県

カレントアウェアネス・ポータルでは 2020 年３月末までに、
「カレントアウェアネス -R」に新型コロナウイルス感染症を
めぐる国内外の図書館及び図書館情報学分野の動向等に
関する記事 161 本を掲載しました。

リサーチ・ナビでは、2020 年 4 月 21 日から新型コロナ
ウイルス関連情報を順次公開しました。
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『外国の立法』2020 年 5 月号
以降、諸外国の新型コロナウイ
ルス感染症への対応を掲載

調査及び立法考査局では 2020 年 4 月
14 日から 5 月 25 日まで国会議員への
直接対面による面談を原則として休止
し、電話又はオンラインによる説明に代
えました。また、同年１１月２５日に開催
した政策セミナーを始めとして、これま
で対面で行っていたシンポジウムや業務
交流等をオンラインで実施するようになり
ました。

５月１４日
来館せずに利用できるサービスをまとめ
た「調査・研究支援オンラインサービス」
のページの拡充

5月20日
遠隔複写サービスの申込受付を再開

5月21日
来館利用サービス休止の延長

5月27日
国会分館の通常サービスを再開

5月29日
レファレンス協同データベースにおいて、
感染症の項目をテーマ別事例一覧「地震・
災害 関連情報」に追加

5月4日
新型コロナウイルス感染症緊急
事態宣言の期間延長

5月14日
新型コロナウイルス感染症緊急
事態宣言の区域変更
※北海道、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、京都府、大阪府及び兵
庫県

5月21日
新型コロナウイルス感染症緊急
事態宣言の区域変更
※北海道、埼玉県、千葉県、東京
都及び神奈川県

5月25日
新型コロナウイルス感染症緊急
事態解除宣言

20202020

来館利用サービスの休止を受けて、Twitter で
ハッシュタグ「＃自宅で NDL」を用いて情報
を発信

レファレンス協同データベース トップページ
（2020 年 6 月 4 日時点）

オンラインで実施した政策セミナーの様子
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6月1日
来館による納本等受付業務を再開

東京本館来館利用（抽選予約）申込み
フォームの公開

6月4日
来館利用サービスの再開（在館者数によ
る入館制限）（関西館）

6月11日
来館利用サービスの再開（抽選予約制に
よる入館制限）（東京本館）

児童書研究資料室の来館利用サービスを
再開（国際子ども図書館）

東京本館内における新規の利用者登録手
続を停止

関西館所蔵資料取寄せサービスの縮小
（東京本館）

6月13日
土曜日の電話レファレンスを再開

6月23日
国際子ども図書館ホームページで、3D
ビュー・VR 映像「夢の図書館―東京上野・
国際子ども図書館をおうちで見学」を公開

（12 月 28 日まで）（中止した一般向けの
見学に代わるものとして）

7月1日
来館利用サービスを全面的に再開（整理
券による入館制限）（国際子ども図書館）

10月23日
新型コロナウイルス感染症に関する調査
及び立法考査局の刊行物リストについて
ホームページでの案内を開始

利用ガイダンスは、東京本館
では 11 月から人数制限等の
条件付きで、関西館では 10
月から再開しました。また、関
西館の一般向けの見学（18 
歳未満含む）は条件付きで 11
月から再開しました。

１1月2日
東京本館内における利用者登録手続を再
開

１1月４日
東京本館の入館制限の一部緩和
※登録利用者は平日（土曜日を除く）16
時以降の予約によらない入館を開始

１1月12日
科学技術に関する調査プロジェクト2020
シンポジウム「コロナ時代のソーシャルメ
ディアの動向」開催

2020 年上半期はイベントや研修の
中止が続きましたが、徐々にオンラ
インに切り替えて開催するようにな
りました。国内はもとより、海外の
図書館等ともオンラインで懇談や業
務交流を行う一方、一部のイベント
は人数制限をかけたり、対面とオ
ンラインを併用して開催しました。

東京本館の１日当たりの入館者数
は、約 220 人から開始し、感染状
況及び来館者の同時在館者数等に
鑑み、６月１５日から約３５０人、６月
２２日から約５８０人、６月２９日から
約８００人、９月７日から約１，０００人
と、段階的に引き上げました。

来館利用サービスの再開に当たって
は、閲覧スペースの座席数を削減し、
アクリル板や飛沫感染防止ビニール
シート、フットマーク等を設置して身体
的距離を確保できるようにしました。さ
らに、東京本館は予約制、関西館及
び国際子ども図書館は在館者数が一
定数を超えないよう、入館者数の制限

等を行い、利用者の入館時にはサーモグラフィ
による検温を行い、マスク着用の協力や手指消
毒の励行をお願いしました。

東京本館 本館入口（上）と図書カウンター（左）

3D ビュー・VR 映像「夢の図書館―東京上野・国
際子ども図書館をおうちで見学」バナー
※現在は「VR で探検！　国際子ども図書館レンガ棟」
を公開しています。
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令和 3 年度から 7 年度までの、今後 5 年間の方針
を定めた「国立国会図書館ビジョン 2021-2025 -
国立国会図書館のデジタルシフト-」を 2021 年 4
月 1 日に公表しました。7 つの重点事業と、4 つの
基本的役割から成ります。

※詳細は以下のページでご覧いただけます。
https://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/vision_ndl.html
※本誌 2021 年 4 月号において、ビジョン策定の経緯や意
義を、館長を中心とした座談会で紹介しています。
https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11652206_
po_geppo2104.pdf?contentNo=1#page=8

3月5日
令和 2 年度国際子ども図書館児童サービ
ス研究交流会「ウィズコロナ時代の児童
サービス」（録画した講義映像を配信　4
月 30 日まで）

3月19日
第 16 回レファレンス協同データベース
事業フォーラム「レファ協というプラット
フォーム―コロナ時代のレファレンス・
サービスを考える―」開催

2月15日
国際政策セミナー（国会議員・国会関係
者向け）「危機の時代における英国の議
会政治」開催

1月7日
新型コロナウイルス感染症緊急
事態宣言
※埼玉県、千葉県、東京都及び神
奈川県

1月13日
新型コロナウイルス感染症緊急
事態宣言の区域変更
※栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、
大阪府、兵庫県及び福岡県

3月1日
新型コロナウイルス感染症緊急
事態宣言の区域変更
※埼玉県、千葉県、東京都及び神
奈川県

3月5日
新型コロナウイルス感染症緊急
事態宣言の期間延長

3月21日
新型コロナウイルス感染症緊急
事態の終了

4月23日
新型コロナウイルス感染症緊急事態
宣言
※東京都、京都府、大阪府及び兵庫県

5月7日
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣
言の期間延長及び区域変更（5/12 ～）
※東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵
庫県及び福岡県

5月16日
新型コロナウイルス感染症緊急事態
宣言の区域変更
※北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、
兵庫県、岡山県、広島県及び福岡県

5月21日
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣
言の期間延長及び区域変更（5/23 ～）
※北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、
兵庫県、岡山県、広島県、福岡県及び沖
縄県

5月28日
新型コロナウイルス感染症緊急事態
宣言の期間延長

2月2日
新型コロナウイルス感染症緊急
事態宣言の期間延長及び区域
変更（2/8 ～）
※埼玉県、千葉県、東京都、神奈
川県、岐阜県、愛知県、京都府、
大阪府、兵庫県及び福岡県

20212021

国際子ども図書館は 2020 年の開館
20 周年を記念し、国際シンポジウム
を開催する予定でしたが、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため開催
しませんでした。その代替として、開
館 20 周年記念コンテンツ「SDGs と
子どもの本―いま、図書館にできるこ
と」を 2021 年 3 月に国際子ども図書
館ホームページで公開しました。

https://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/vision_ndl.html
https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11652206_po_geppo2104.pdf?contentNo=1#page=8
https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11652206_po_geppo2104.pdf?contentNo=1#page=8
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6月1日
東京本館の入館制限の一部緩和
※平日（土曜日を除く）の予約なし入館
が可能な時間帯を、16 時以降に加えて、
9 時 30 分から 10 時 30 分までとした。

関西館所蔵資料取寄せサービスについて
通常のサービスを再開

6月2日
著作権法の一部を改正する法律（令和 3
年法律第 52 号）の公布
※この改正により、国立国会図書館がデジタル
化した資料のうち絶版等の理由により入手困難
なものをインターネット経由で個人に送信するこ
とができるようになりました。これは、国民の情
報アクセス向上、持続的な研究活動の促進等を
目的としたものであり、背景には、デジタル化・
ネットワーク化への対応とともに、新型コロナウ
イルス感染症拡大のために多くの図書館が休館
し、当館や公共図書館、大学図書館等に来館
せずに利用できるデジタル化資料へのニーズが
高まったことがあります。

10月4日
東京本館の入館制限の一部緩和
※平日（土曜日を除く）午前の予約なし
入館が可能な時間帯を、9 時 30 分から
11 時までに拡大
※ 1 日当たりの入館者数を約 1,000 人か
ら約 1,200 人に引き上げ

10月16日
子どものためのおはなし会の再開（国際
子ども図書館）

10月26日
ガイドツアーと団体見学の再開（国際子
ども図書館）

利用者から、新型コロナウイルス感染症への対応
等に関する東京本館の来館利用サービスなど一部
サービスの休止や制限の影響、当館の取組に対
する意見等を伺い、東京本館の今後のサービスの
向上及び業務の改善に役立てるため、東京本館
における新型コロナウイルス感染症への対応状況
について、利用者アンケートを実施しました（2021
年 11 月 1 日～ 2022 年 1 月 31 日）。

12月3日
権利者団体や出版社団体、有識者などか
らなる関係者協議会における「国立国会
図書館のデジタル化資料の個人送信に関
する合意文書」の取りまとめ

7月8日
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣
言の期間延長及び区域変更（7/12 ～）
※東京都及び沖縄県

7月30日
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣
言の期間延長及び区域変更（8/2 ～）
※埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、
大阪府及び沖縄県

8月17日
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣
言の期間延長及び区域変更（8/20 ～）
※茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、静岡県、京都府、大阪府、
兵庫県、福岡県及び沖縄県

8月27日
新型コロナウイルス感染症緊急事態
宣言の区域変更
※北海道、宮城県、茨城県、栃木県、群
馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、
京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、
福岡県及び沖縄県

9月9日
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣
言の期間延長及び区域変更（9/13 ～）
※北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、
愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、
兵庫県、広島県、福岡県及び沖縄県

9月30日
新型コロナウイルス感染症緊急事態
の終了

6月17日
新型コロナウイルス感染症緊急
事態宣言の期間延長及び区域
変更（6/21 ～）
※沖縄県

※単純集計結果は以下のページでご覧いただけます。
https://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/enquete/pdf/
R3CovidSimple.pdf

https://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/enquete/pdf/R3CovidSimple.pdf
https://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/enquete/pdf/R3CovidSimple.pdf
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2月19日
東京本館の入館制限の一部緩和
※土曜日を含む開館日の午前の予約なし
入館が可能な時間帯を、 9 時 30 分から
11 時までとした。

2月28日
報告書『公立図書館における新型コロナ
ウイルス感染症（COVID-19）への対応』

（「図書館調査研究リポート」No.19）を
国内外の各種図書館に配布するとともに、
当館ホームページに掲載

5月5日
令和 4 年度「こどもの日おたのしみ会」
の開催（3 年ぶりの開催）（国際子ども図
書館）

5月１９日
「個人向けデジタル化資料送信サービス」
（略称「個人送信」）の開始

5月31日
令和２年度補正予算によりデジタル化を
実施した国内刊行図書約 30 万点を国立
国会図書館デジタルコレクションに追加

11月9日
「ちいさな子どものためのわらべうたと絵
本の会」の再開（国際子ども図書館）

2月28日
国立国会図書館デジタルコレクション収
録の図書、雑誌等約 32 万点を、図書館
向け／個人向けデジタル化資料送信サー
ビスで提供開始

令和 3 年度補正予算によりデジタル化を
実施した国内刊行図書、雑誌、録音・映
像関係資料約 12 万点を国立国会図書館
デジタルコレクションに追加

7月5日
令和 3 年度の調査研究に引き続き、公立
図書館における新型コロナウイルス感染
症への対応に関する調査研究（2）をテー
マとし、令和４年度図書館及び図書館情
報学に関する調査研究を実施

7月21日
東京本館の入館制限の一部緩和
※平日（土曜日を除く）は抽選予約制を
取り止め
※土曜日の 9 時 30 分から正午までの時
間帯に、予約なしで入館可能とした。

東京本館の一般向け参観・中高生向け
見学の受付再開

20222022

20232023
１月１8日
個人向けデジタル化資料送信サービスに
印刷機能を追加

１月１９日
東京本館の入館制限の緩和
※全ての開館日で抽選予約制を取り止め

（ただし同時在館者数が 1,000 人に達し
た時点で入館制限）

入館に関する最新情報は国立国会図書館
ホームページ等でお知らせします。
https://www.ndl.go.jp/

『公立図書館における新型コロナウイ
ルス感染症（COVID-19）への対応』

「個人向けデジタル化資料送信サービス」のイメージ図
※利用方法等の詳細は以下をご覧ください。
https://www.ndl.go.jp/jp/use/digital_transmission/
individuals_index.html

https://www.ndl.go.jp/
https://www.ndl.go.jp/jp/use/digital_transmission/individuals_index.html
https://www.ndl.go.jp/jp/use/digital_transmission/individuals_index.html
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年
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月
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月
９
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萩
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朔
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郎
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め
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2
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成
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り
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I
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え
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」
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て
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催
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詩
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誌
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で
き
る
。

　

孤
独
を
詠
ん
だ
朔
太
郎
の
詩
は
、
１
０
０

年
の
時
を
超
え
た
現
在
に
お
い
て
も
、
多
く

の
人
の
心
を
惹
き
つ
け
て
い
る
。
彼
の
代
表

作
を
様
々
な
角
度
か
ら
紹
介
し
た
本
書
は
、

『
月
に
吠
え
る
』を
こ
れ
か
ら
読
む
人
に
と
っ

て
も
お
す
す
め
の
１
冊
だ
。（
前
田 

さ
ら
ら
）
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調
査
及
び
立
法
考
査
局
が
令
和
４
年
度
に
行
っ
た
調

査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
と
し
て
、
報
告
書
を
刊
行

し
ま
し
た

【
総
合
調
査
】

『
格
差
、
分
配
、
経
済
成
長
』（
調
査
資
料
２
０
２
２
‐
３
）

　

近
年
、
格
差
問
題
が
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。
先
進
各
国
が

採
用
し
た
新
自
由
主
義
的
経
済
政
策
は
、
経
済
・
社
会
に
大
き

な
功
罪
を
も
た
ら
し
て
き
ま
し
た
。
長
き
に
わ
た
っ
て
低
成
長

が
継
続
し
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
や
記
録
的
な
イ
ン
フ
レ
に
見
舞
わ

れ
る
我
が
国
に
お
い
て
、「
経
済
の
成
長
」
と
「
公
平
な
分
配
」

の
再
構
築
が
、
重
要
な
国
政
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
総
合
調
査
で
は
、
所
得
格
差
の
動
向
、
所
得
格
差
と

マ
ク
ロ
経
済
の
関
係
、
株
主
第
一
主
義
と
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

資
本
主
義
、
正
規
・
非
正
規
間
の
賃
金
格
差
、
学
歴
社
会
を
め

ぐ
る
格
差
問
題
と
政
策
、
税
制
に
よ
る
所
得
再
分
配
、
格
差
と

再
分
配
を
め
ぐ
る
米
国
政
党
政
治
、
フ
ー
ド
バ
ン
ク
、
デ
ジ
タ

ル
デ
バ
イ
ド
の
９
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
調
査
・
分
析
を
行
い

ま
し
た
。

【
科
学
技
術
に
関
す
る
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
】

『
２
０
５
０
年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
実
現
に
向
け
た
脱

炭
素
技
術
の
課
題
と
展
望
』（
調
査
資
料
２
０
２
２
‐
４
）

　

本
報
告
書
は
、
令
和
４
年
９
月
30
日
に
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
し

た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
２
０
５
０
年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の

実
現
に
向
け
た
脱
炭
素
技
術
の
課
題
と
展
望
」の
記
録
集
で
す
。

２
０
５
０
年
に
目
標
を
置
い
た
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
実

現
に
向
け
た
様
々
な
課
題
を
多
面
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
指
し
ま
し
た
。
江
守
正
多
氏
、
黒
沢
厚
志
氏
、
堀
史
郎
氏
、

西
尾
匡
弘
氏
、
矢
部
彰
氏
に
よ
る
報
告
、
岸
本
充
生
氏
に
よ
る

問
題
提
起
に
加
え
て
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
記
録
及

び
岸
本
充
生
氏
に
よ
る
論
考
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

『
宇
宙
空
間
の
利
用
を
め
ぐ
る
動
向
と
課
題
』（
調
査
資
料

２
０
２
２
‐
５
）

　

宇
宙
開
発
は
、世
界
各
国
に
お
い
て
国
家
戦
略
が
策
定
さ
れ
、

巨
額
の
予
算
が
投
じ
ら
れ
て
き
た
主
要
な
科
学
技
術
分
野
の
一

つ
で
す
。
近
年
は
、
民
間
の
参
入
に
よ
っ
て
、
様
々
な
分
野
に

お
い
て
宇
宙
開
発
の
成
果
を
社
会
に
実
装
す
る
動
き
が
一
層
広

が
っ
て
い
ま
す
。
本
報
告
書
で
は
、宇
宙
空
間
利
用
の
倫
理
的
・

法
的
・
社
会
的
課
題
、
ロ
ケ
ッ
ト
開
発
の
状
況
、
多
数
の
小
型

衛
星
の
連
携
及
び
一
体
的
運
用
に
よ
っ
て
高
度
な
サ
ー
ビ
ス
展

開
を
行
う
衛
星
コ
ン
ス
テ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン

シ
ン
グ
技
術
と
観
測
デ
ー
タ
の
利
活
用
、
民
間
企
業
の
参
入
を

支
え
る
米
国
の
研
究
開
発
型
中
小
・
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
支

援
制
度
、
宇
宙
空
間
と
安
全
保
障
に
係
る
組
織
機
構
の
動
向
、

ス
ペ
ー
ス
デ
ブ
リ
の
問
題
に
つ
い
て
、
学
識
経
験
者
の
方
々
の

ご
助
言
、
ご
指
導
を
受
け
つ
つ
、
分
析
・
整
理
を
試
み
ま
し
た
。

『
科
学
技
術
の
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
―
新
た
な
課
題

と
展
開
―
』（
調
査
資
料
２
０
２
２
‐
６
）

　

将
来
の
不
確
実
性
、
す
な
わ
ち
人
間
の
意
思
決
定
や
行
為
に

伴
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
悪
影
響
の
可
能
性
（
リ
ス
ク
）
の
多

く
に
は
、
科
学
技
術
が
絡
ん
で
い
ま
す
。
多
岐
に
わ
た
る
リ
ス

ク
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
見
積
も
り
、
回
避
・
低
減
す
る
た

め
の
対
策
を
と
る
か
は
、
政
策
の
立
案
や
決
定
・
実
施
、
あ
る

い
は
組
織
の
運
営
・
経
営
上
の
本
質
的
課
題
と
言
え
ま
す
。
政

府
や
企
業
は
、
こ
う
し
た
リ
ス
ク
の
評
価
や
管
理
を
、
利
害
関

係
者
や
一
般
の
人
々
と
の
対
話
を
通
じ
て
、
信
頼
関
係
を
築
き

な
が
ら
行
う
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
対
話
や
協
働
の

営
み
が
「
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
で
す
。
本
報
告
書

で
は
、「
科
学
技
術
の
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」の
実
践
・

研
究
の
到
達
点
や
課
題
、
新
た
な
展
開
の
可
能
性
を
、
第
一
線

で
活
動
す
る
研
究
者
が
レ
ビ
ュ
ー
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
報
告
書
を
含
め
、
国
立
国
会
図
書
館
が
国
政
審
議

の
参
考
資
料
と
し
て
作
成
し
た
刊
行
物
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

全
文
を
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。
是
非
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

○
国
立
国
会
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ>

国
会
関
連
情
報>

『
調

査
資
料
』>

２
０
２
３
年
刊
行
分

　

h
ttp
s://w

w
w
.n
d
l.g
o
.jp
/jp
/d
iet/p

u
b
licatio

n
/

docum
ent/2023/index.htm

l
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２
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号

　

Ｅ
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の
２
０
２
２
年
ロ
ー
ミ
ン
グ
規
則

　

フ�
ラ
ン
ス
に
お
け
る
公
共
図
書
館
及
び
公
読
書
に
関
す
る

法
律

　

韓
国
の
人
身
売
買
等
防
止
法

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
２
０
１
１
年
自
律
的
制
裁
法

　

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
地
域
医
師
法

レ
フ
ァ
レ
ン
ス　

８
６
７
号

　

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
憲
法
改
正

　

米�

海
兵
隊
の
新
た
な
戦
略
コ
ン
セ
プ
ト
と
将
来
計
画
―
進
化

か
退
行
か
、
注
目
さ
れ
る
成
否
―

　

民�

活
空
港
運
営
法
に
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づ
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国
管
理
空
港
の
民
間
に
よ
る
経

営
の
現
状
と
課
題

　

フ
ラ
ン
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議
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の
在
外
選
挙

カ
レ
ン
ト
ア
ウ
ェ
ア
ネ
ス　

３
５
５
号

　

公
共
図
書
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る
電
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雑
誌
提
供
サ
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ビ
ス

　

ヤ�

ン
グ
ア
ダ
ル
ト
世
代
と
共
に
読
書
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考
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試
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日
本

子
ど
も
の
本
研
究
会「
ヤ
ン
グ
ア
ダ
ル
ト
＆
ア
ー
ト
・
ブ
ッ

ク
ス
研
究
部
会
」
の
活
動

　

図�

書
館
向
け
デ
ジ
タ
ル
化
資
料
送
信
サ
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ビ
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へ
の
北
米
か
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の
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加
の
現
状
と
今
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期
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<
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向
レ
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書
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蔵
又
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貸
出
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影
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関
す
る
研
究
動
向

　

日�

本
に
お
け
る
図
書
館
評
価
の
現
状
―
既
存
の
実
態
調
査
を

基
に
―

日
本
図
書
館
協
会

〒
１
０
４
‐
０
０
３
３　

東
京
都
中
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新
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１
‐
11
‐
14
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お
も
な
人
事

<

退
職>

令
和
５
年
３
月
31
日
付
け

専
門
調
査
員　

調
査
及
び
立
法
考
査
局
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺
倉　

憲
一

専
門
調
査
員　

調
査
及
び
立
法
考
査
局
総
合
調
査
室
主
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
池　

拓
自

専
門
調
査
員　

調
査
及
び
立
法
考
査
局
議
会
官
庁
資
料
調
査
室

主
任　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

堀　
　

純
子

専
門
調
査
員　

調
査
及
び
立
法
考
査
局
外
交
防
衛
調
査
室
主
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木　
　

滋

利
用
者
サ
ー
ビ
ス
部
長　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

遊
佐　

啓
之

主
幹　

調
査
及
び
立
法
考
査
局
総
合
調
査
室
付　

相
原　

信
也

関
西
館
次
長　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柴
田　

昌
樹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

<

異
動>　

※
（　

）
内
は
前
職

令
和
５
年
４
月
１
日
付
け

専
門
調
査
員　

調
査
及
び
立
法
考
査
局
総
合
調
査
室
主
任
（
専

門
調
査
員　

調
査
及
び
立
法
考
査
局
総
合
調
査
室
付
）

秋
山　
　

勉

専
門
調
査
員　

調
査
及
び
立
法
考
査
局
長
（
総
務
部
副
部
長
、
総

務
課
長
事
務
取
扱
）�

�
�

　
　

松
浦　
　

茂

専
門
調
査
員　

調
査
及
び
立
法
考
査
局
総
合
調
査
室
付
（
調
査

及
び
立
法
考
査
局
次
長
）��

�

　
　

小
澤　
　

隆

専
門
調
査
員　

調
査
及
び
立
法
考
査
局
議
会
官
庁
資
料
調
査
室

主
任
（
主
幹　

調
査
及
び
立
法
考
査
局
議
会
官
庁
資
料
調
査
室
付
、
議
会

官
庁
資
料
課
長
事
務
取
扱
）�

�

　
　

塚
田　
　

洋

専
門
調
査
員　

調
査
及
び
立
法
考
査
局
外
交
防
衛
調
査
室
主
任

（
総
務
部
副
部
長
、
会
計
課
長
事
務
取
扱
）　　
　
　
　
　

松
山　

健
二

利
用
者
サ
ー
ビ
ス
部
長
（
収
集
書
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＃35　関西館 夕日に染まる本館と書庫棟
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