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謹
ん
で
新
春
の
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。
年

頭
に
当
た
り
、
皆
様
の
ご
支
援
、
ご
協
力
に
心
か

ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
は
、
生
成
Ａ
Ｉ
の
進
化
が
大
き
な
話
題
に

な
り
ま
し
た
。
生
成
Ａ
Ｉ
が
膨
大
な
学
習
デ
ー
タ

を
通
じ
て
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
問
い
へ
の
回
答
を

生
成
す
る
様
子
に
、
知
の
新
た
な
時
代
の
到
来
を

感
じ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
一
方
、
生
成
Ａ
Ｉ
が
不
正
確
な
答
え
を
作
り

出
す
な
ど
信
頼
性
へ
の
懸
念
、
さ
ら
に
科
学
研
究

や
知
的
活
動
に
与
え
る
影
響
の
大
き
さ
へ
の
不
安

な
ど
も
多
く
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
後
の
技
術
改

良
に
よ
る
精
度
向
上
に
加
え
、
生
成
Ａ
Ｉ
の
利
活

用
ル
ー
ル
策
定
に
向
け
た
議
論
の
深
化
が
期
待
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

国
会
審
議
に
限
ら
ず
、
課
題
解
決
に
向
け
た
議

論
の
た
め
に
は
、
正
確
な
情
報
に
基
づ
く
こ
と
と

論
理
的
に
課
題
を
と
ら
え
る
こ
と
が
前
提
と
な
り

ま
す
。
し
か
し
、
膨
大
な
情
報
が
行
き
交
う
現
代

社
会
に
お
い
て
は
、
偽
情
報
や
断
片
的
な
情
報
が

誤
解
や
混
乱
を
引
き
起
こ
す
事
例
が
数
多
く
指
摘

さ
れ
て
い
ま
す
。
生
成
Ａ
Ｉ
か
ら
の
回
答
も
そ
う

で
す
が
、一
つ
の
情
報
だ
け
に
頼
る
の
で
は
な
く
、

様
々
な
知
識
と
情
報
を
比
較
検
証
す
る
姿
勢
が
今

ま
で
以
上
に
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ

ま
す
。
国
立
国
会
図
書
館
は
、
こ
れ
ま
で
に
収
集

し
た
国
内
外
の
多
種
多
様
な
情
報
資
源
の
提
供
を

通
じ
、
こ
れ
か
ら
も
国
会
及
び
国
民
の
知
的
活
動

に
貢
献
し
て
い
く
所
存
で
す
。

　

さ
て
、
当
館
は
、「
国
立
国
会
図
書
館
ビ
ジ
ョ

ン
２
０
２
１
‐
２
０
２
５ -

国
立
国
会
図
書
館

の
デ
ジ
タ
ル
シ
フ
ト-

」
に
基
づ
き
、
知
的
活
動

と
情
報
資
源
を
的
確
に
つ
な
ぐ
こ
と
を
目
的
に
、

様
々
な
取
組
を
進
め
て
お
り
、
２
０
２
１
年
か
ら

こ
れ
ま
で
の
間
、着
実
に
成
果
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
国
内
刊
行
図
書
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
つ
い

て
は
、
令
和
２
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各

年
度
で
デ
ジ
タ
ル
化
経
費
の
補
正
予
算
が
計
上
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
１
９
６
９
年
か
ら

１
９
８
７
年
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
国
内
刊
行
図
書

の
デ
ジ
タ
ル
化
が
お
お
む
ね
終
了
し
、
現
在
は

２
０
０
０
年
刊
行
分
ま
で
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
進
め

て
お
り
ま
す
。
２
０
２
１
年
か
ら
の
３
年
間
の
デ

ジ
タ
ル
化
資
料
点
数
は
１
０
０
万
点
を
超
え
、「
国

立
国
会
図
書
館
ビ
ジ
ョ
ン
」
に
掲
げ
て
い
た
「
５

新年のごあいさつ

国 立 国 会 図 書 館 長　 吉 永 元 信



1 国立国会図書館月報 753号 2024.1

年
間
で
１
０
０
万
冊
以
上
の
デ
ジ
タ
ル
化
」
と
い

う
目
標
に
到
達
し
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
、
権
利
者

団
体
、
出
版
社
団
体
な
ど
多
く
の
皆
様
の
ご
理
解

を
賜
り
、
資
料
デ
ジ
タ
ル
化
を
進
め
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
こ
と
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
皆

様
か
ら
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
の
進
め
方
や
デ
ジ
タ
ル

化
資
料
の
利
用
提
供
に
関
す
る
様
々
な
ご
意
見
を

頂
い
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
ご
意
見
と
真
摯

に
向
き
合
い
な
が
ら
、
国
会
及
び
国
民
の
知
的
活

動
に
資
す
る
よ
う
、
引
き
続
き
デ
ジ
タ
ル
情
報
基

盤
の
拡
充
に
向
け
た
取
組
を
進
め
て
い
き
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

　　

ま
た
、
本
年
１
月
か
ら
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
を
開

始
い
た
し
ま
す
。
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
複
数
あ
っ
た

資
料
検
索
シ
ス
テ
ム
を
統
合
・
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
、

新
「
国
立
国
会
図
書
館
サ
ー
チ
」
と
し
て
公
開
い

た
し
ま
す
。
国
立
国
会
図
書
館
の
所
蔵
資
料
や
デ

ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
に
加
え
、
他
機
関
所
蔵
資
料

等
を
一
括
し
て
検
索
で
き
る
こ
れ
ま
で
の
国
立
国

会
図
書
館
サ
ー
チ
の
長
所
を
活
か
す
と
と
も
に
、

当
館
所
蔵
資
料
を
利
用
す
る
場
合
の
こ
れ
ま
で
の

国
立
国
会
図
書
館
オ
ン
ラ
イ
ン
の
操
作
性
の
良
さ

も
継
承
し
て
、
画
面
表
示
等
を
工
夫
し
、
使
い
や

す
さ
の
向
上
を
図
り
ま
し
た
。
特
に
、
資
料
調
査

に
活
用
で
き
る
よ
う
、
キ
ー
ワ
ー
ド
等
で
の
検
索

結
果
に
は
、
関
連
す
る
調
べ
も
の
に
役
立
つ
情
報

を
あ
わ
せ
て
表
示
し
、
知
り
た
い
情
報
に
効
率
的

に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
改
善
を
行
い
ま
し
た
。

　

障
害
者
の
方
の
た
め
の
検
索
シ
ス
テ
ム
「
み

な
サ
ー
チ
」
は
、
昨
年
３
月
に
β
版
を
公
開
し
、

こ
の
１
月
か
ら
は
正
式
版
の
運
用
を
開
始
い
た

し
ま
す
。「
み
な
サ
ー
チ
」
で
は
、
未
校
正
で
は

あ
り
ま
す
が
、
当
館
で
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
資
料

２
４
７
万
点
の
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
を
視
覚
障
害
者

等
の
方
向
け
に
送
信
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
お

り
ま
す
。「
み
な
サ
ー
チ
」
正
式
版
の
運
用
開
始

に
当
た
り
、
視
覚
障
害
者
等
当
事
者
の
皆
様
を
は

じ
め
、
関
係
者
の
皆
様
か
ら
多
大
な
る
ご
協
力
を

賜
り
ま
し
た
こ
と
、
改
め
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。
引
き
続
き
、
皆
様
の
ご
意
見
を
お
聞
き
し

な
が
ら
、
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
推
進
に
取
り
組

ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　

昨
年
８
月
、
オ
ラ
ン
ダ
で
開
催
さ
れ
た
国
際
図

書
館
連
盟
（
Ｉ
Ｆ
Ｌ
Ａ
）
年
次
大
会
に
参
加
す
る

機
会
を
得
ま
し
た
。
開
会
式
の
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー

カ
ー
か
ら
は
、
現
代
社
会
に
お
け
る
図
書
館
の
役

割
に
期
待
す
る
声
が
多
く
聴
か
れ
、
生
成
Ａ
Ｉ
の

進
化
に
代
表
さ
れ
る
急
速
な
技
術
発
展
が
進
む
社

会
だ
か
ら
こ
そ
、
人
々
と
知
識
と
を
結
び
つ
け
る

図
書
館
の
役
割
が
、
今
後
よ
り
一
層
重
要
に
な
っ

て
い
く
と
の
思
い
を
強
く
し
ま
し
た
。

　

社
会
の
複
雑
性
が
増
し
、
先
行
き
が
見
通
せ
な

い
時
代
と
い
わ
れ
て
久
し
い
で
す
が
、
困
難
に
直

面
し
た
時
、
多
様
な
情
報
を
探
索
し
、
そ
こ
で
得

た
知
識
を
糧
と
し
て
課
題
に
取
り
組
む
姿
勢
が
、

未
来
を
切
り
拓
く
新
た
な
発
想
を
も
た
ら
す
よ
う

に
思
い
ま
す
。
国
立
国
会
図
書
館
は
、
こ
れ
か
ら

も
情
報
基
盤
の
構
築
を
進
め
、
国
会
及
び
国
民
の

皆
様
の
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
応
え
て
い
く
と
と
も

に
、
将
来
を
見
据
え
、
よ
り
一
層
の
サ
ー
ビ
ス
向

上
に
努
め
て
い
く
所
存
で
す
。

　

本
年
も
、
皆
様
の
ご
支
援
と
ご
協
力
を
賜
り
ま

す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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光る君のお正月―『源氏物語』に描かれた正月行事―
林 瞬 介

国立国会図書館の蔵書から

令
和
６
年
の
正
月
を
み
な
さ
ん
は
ど
の
よ
う
に
過

ご
さ
れ
た
で
し
ょ
う
か
。
今
年
最
初
の
「
今
月
の
一

冊
」
は
、
今
か
ら
お
よ
そ
千
年
前
の
11
世
紀
初
め
に

紫
式
部
が
書
い
た
『
源
氏
物
語
』
か
ら
、
当
時
の
平

安
貴
族
の
正
月
の
過
ご
し
方
を
の
ぞ
い
て
み
ま
す
。

『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
物
語
の
主
人
公
で

あ
る
光
源
氏
の
邸
宅
に
お
け
る
正
月
の
様
子
は

「
初は

つ
ね音
」
の
巻
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
公
卿
の
最
高

位
で
あ
る
太だ

い

政じ
ょ
う
だ
い
じ
ん

大
臣
に
登
り
つ
め
、
栄
華
の
絶
頂
に

あ
っ
た
源
氏
は
、
平
安
京
の
六
条
京
極
の
地
に
四
町

（
２
５
０
メ
ー
ト
ル
四
方
）
を
占
め
る
広
大
な
邸
宅

「
六
条
院
」
を
構
え
、
春
夏
秋
冬
の
四
季
に
な
ぞ
ら

え
た
四
つ
の
御
殿
に
紫
の
上
、
花は

な
ち
る
さ
と

散
里
、
明
石
の
御

方
と
い
っ
た
妻
た
ち
、
息
子
の
夕
霧
、
娘
の
明
石
の

姫
君
、
養
女
の
玉た

ま
か
ず
ら鬘を
住
ま
わ
せ
て
い
ま
し
た
。

元
日
―
歯は
が
た
め固
と
鏡
餅

元
日
、
天
皇
の
住
ま
い
で
あ
る
内
裏
で
は
、
現
代

も
宮
中
で
行
わ
れ
て
い
る
四し

ほ
う
は
い

方
拝
の
儀
式
が
早
朝
に

行
わ
れ
た
後
、
大
臣
以
下
の
公
卿
が
参
内
し
て
天
皇

に
拝
謁
す
る
小こ

ち
ょ
う
は
い

朝
拝
、
天
皇
が
群
臣
を
饗
応
す
る

元が
ん
じ
つ
の
せ
ち
え

日
節
会
が
行
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
す
で
に
太
政

大
臣
と
し
て
位

く
ら
い

人じ
ん
し
ん臣
を
極
め
た
源
氏
は
内
裏
で
行
わ

れ
る
行
事
へ
の
参
列
を
免
除
さ
れ
、
正
妻
格
の
紫
の

上
と
暮
ら
す
「
春
の
御
殿
」
で
く
つ
ろ
い
で
過
ご
し

て
い
ま
す
。
当
時
の
正
月
は
現
代
の
カ
レ
ン
ダ
ー
で

は
２
月
の
初
め
ご
ろ
。
ま
だ
寒
い
朝
の
う
ち
か
ら
、

紫
の
上
に
仕
え
る
女
房
た
ち
が
餅も

ち
か
が
み鏡（
鏡
餅
）
を
取

今 月 の 一 冊

[源氏物語]
[紫式部 ] [ 著 ], [江戸前期 ] [写 ]　54冊　16.0×17.4cm
https://dl.ndl.go.jp/pid/2585120

（上）初音の巻の表紙。本書は江戸時代前期の写本で、旧宮家
の東久邇宮家旧蔵。

（左）歯固の場面（4コマ目）。草木、霞などの下絵が金銀泥で
描かれた美しい料紙に筆写されている。
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り
寄
せ
、
正
月
行
事
の
歯
固
の
祝
い
を
し
て
い
る
と

こ
ろ
に
顔
を
出
し
ま
す
。

歯
固
は
、
平
安
時
代
に
宮
中
行
事
か
ら
貴
族
社

会
へ
と
広
ま
っ
た
習
慣
で
す
。「
歯
」
と
い
う
漢
字

は
「
齢よ

わ
い」
に
通
じ
る
こ
と
か
ら
、
正
月
に
固
い
も
の

を
食
べ
て
歯
を
丈
夫
に
し
、
長
く
年
齢
を
重
ね
ら
れ

る
よ
う
に
と
長
寿
を
祈
り
ま
し
た
。
現
代
で
も
民
間

行
事
と
し
て
三
が
日
や
鏡
開
き
の
日
に
鏡
餅
を
食
べ

て
歯
固
を
祝
う
習
慣
が
あ
り
ま
す
が
、
も
と
も
と
天

皇
の
歯
固
の
お
膳
に
は
鏡
餅
は
供
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
歯
固
が
正
月
行
事
と
し
て
貴
族
社
会
に
伝

播
す
る
過
程
で
鏡
餅
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
て
お
り
、
平
安
時
代
後
期
に
摂
関
家
の
調
度
品

を
記
し
た
『
類る

い
じ
ゅ
ざ
つ
よ
う
し
ょ
う

聚
雑
要
抄
』
と
い
う
文
献
に
示
さ
れ

た
「
供く

ご
わ
き
の
お
は
が
た
め
ろ
く
ぼ
ん
だ
て

御
脇
御
歯
固
六
本
立
」
の
図
に
よ
り
、
12
世

紀
に
は
歯
固
の
脇
の
お
膳
に
鏡
餅
が
供
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。『
源
氏
物
語
』
に
描
写
さ
れ

た
光
源
氏
邸
に
仕
え
る
女
房
た
ち
の
歯
固
の
様
子
は

『
類
聚
雑
要
抄
』
よ
り
も
１
０
０
年
以
上
さ
か
の
ぼ

り
、
鏡
餅
の
最
古
の
記
録
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

正
月
２
日
―
正
し
ょ
う
が
つ
だ
い
き
ょ
う

月
大
饗
と
臨り
ん
じ
き
ゃ
く

時
客

元
日
の
夕
方
か
ら
妻
や
娘
た
ち
の
住
む
御
殿
を
新

年
の
あ
い
さ
つ
に
め
ぐ
り
、
最
後
に
訪
れ
た
明
石
の

御
方
の
住
居
「
冬
の
御
殿
」
で
泊
ま
っ
た
源
氏
は
、

２
日
の
朝
方
に
よ
う
や
く
「
春
の
御
殿
」
に
帰
っ
て

く
る
と
、
新
年
早
々
か
ら
紫
の
上
を
軽
ん
じ
る
よ
う

な
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
気
ま
ず
さ
か
ら
、
日
が
高

当館所蔵『類聚雑要抄』（寛文13[1673] [写]）中の「供御脇御歯固六本立」
の部分。六つに区分けされた左下に「御鏡餅」の記載があり、欄外に、餅
の上に杠葉（ゆずりは）を敷いて蘿蔔（らふく。ダイコンの一種）、押し鮎
と実が三つなった橘（たちばな。ミカンの一種）の枝を置くとある。

（https://dl.ndl.go.jp/pid/2593089/1/9）

東京国立博物館所蔵の『類聚雑要抄』（三井高蔭写　天明7[1787]）
に描かれた鏡餅の図。大きな丸餅に杠葉を敷き、ダイコン、アユ、
ミカンが載せられている。
出典：ColBase（https://colbase.nich.go.jp/）

『
源
氏
物
語
』
の
中
の
歯
固
の
様
子

［
原
文
］

さ
ぶ
ら
ふ
人
々
も

（
中
略
）
こ
こ
か
し
こ
に
群
れ
ゐ
つ
つ
、
歯

固
め
の
祝
し
て
、
餅
鏡
さ
へ
取
り
寄
せ
て
、
千
年
の
蔭
に
し

る
き
年
の
内
の
祝
言
ど
も
し
て
、
そ
ぼ
れ
あ
へ
る
に
、
大
臣
の

君
さ
し
の
ぞ
き
た
ま
へ
れ
ば
、
懐
手
ひ
き
な
ほ
し
つ
つ
、
「
い
と

は
し
た
な
き
わ
ざ
か
な
」
と
わ
び
あ
へ
り
。

［
現
代
語
訳
］

お
仕
え
す
る
女
房
た
ち
も
、（中
略
）
こ
こ
か
し
こ
に
寄
り
合
っ

て
は
、
歯
固
め
の
祝
い
を
し
、
鏡
餅
ま
で
取
り
寄
せ
て
、
千

歳
の
栄
え
も
明
ら
か
な
、
こ
の
一
年
の
幸
い
を
祈
る
数
々
の

祝
い
言
を
の
べ
て
は
し
ゃ
い
で
い
る
と
こ
ろ
へ
、
大
臣
の
君
が
顔

を
お
出
し
に
な
った
の
で
、
懐
手
を
や
め
居
ず
ま
い
を
正
し
て

は
、
「
ほ
ん
と
に
き
ま
り
が
わ
る
い
こ
と
」
と
、
み
な
恐
縮
の

体
で
あ
る
。

　
　

�

と
も
に

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
22

（
校
注

・

訳　

阿
部
秋
生
、
秋
山
虔
、
今
井
源
衛
、
鈴
木
日
出
男
）

か
ら
引
用
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く
昇
る
ま
で
寝
正
月
を
決
め
込
み
ま
し
た
。

こ
の
日
は
夕
方
か
ら
深
夜
に
か
け
て
「
臨
時
客
」

と
い
う
行
事
が
六
条
院
で
行
わ
れ
ま
す
。

古
来
、
太
政
大
臣
以
下
の
大
臣
は
、
毎
年
の
正
月

や
、
新
た
に
大
臣
に
任
命
さ
れ
た
節
目
に
、
部
下
で

あ
る
他
の
公
卿
た
ち
を
私
邸
に
招
い
て
饗
宴
を
行
う

決
ま
り
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。こ
の
饗
宴
を
大
饗（
ま

た
は
大
臣
家
大
饗
）
と
い
い
、
大
臣
に
任
命
さ
れ
た

と
き
に
行
う
も
の
を
任に

ん
だ
い
じ
ん

大
臣
大
饗
、
正
月
に
大
臣
や

摂
政
・
関
白
が
主
催
す
る
も
の
を
正
月
大
饗
と
い
い

ま
し
た
。

大
饗
は
式
次
第
が
厳
格
に
定
ま
っ
て
お
り
、
主
人

か
ら
あ
ら
か
じ
め
主
客
と
な
る
他
の
大
臣
（
尊そ

ん
し
ゃ者
）

に
招
請
の
使
者
を
出
し
、
大
臣
邸
の
母
屋
で
あ
る

寝し
ん
で
ん殿
の
前
庭
で
主
人
が
客
を
出
迎
え
て
拝
礼
を
交
わ

す
な
ど
の
手
続
を
要
し
ま
し
た
。
や
が
て
正
月
大
饗

の
開
催
は
省
略
さ
れ
、
年
賀
の
あ
い
さ
つ
の
た
め
に

大
臣
邸
に
ま
ち
ま
ち
に
や
っ
て
く
る
公
卿
や
殿
上
人

を
御
殿
に
上
げ
て
饗
宴
を
行
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。

こ
の
饗
宴
が
臨
時
客
と
呼
ば
れ
、『
源
氏
物
語
』に「
例

の
残
る
な
く
参
り
た
ま
へ
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
臨

時
と
言
い
な
が
ら
、
毎
年
の
正
月
２
日
に
定
例
化
し

た
年
中
行
事
と
し
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

臨
時
客
の
様
子
は
、
平
安
時
代
末
期
に
後
白
河
法

皇
の
命
令
で
作
成
さ
れ
た
『
年ね

ん
じ
ゅ
う
ぎ
ょ
う
じ
え
ま
き

中
行
事
絵
巻
』
に
描

か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
絵
巻
の
原
本
は
江
戸
時
代
ま

で
に
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
江
戸
時
代
初
期

に
朝
廷
に
仕
え
た
絵
師
の
住す

み
よ
し
じ
ょ
け
い

吉
如
慶
が
作
成
し
た
摸

『
源
氏
物
語
』
の
中
の
臨
時
客
の
様
子

［
原
文
］

今
日
は
臨
時
客
の
こ
と
に
紛
ら
は
し
て
ぞ
、
お
も
が
く
し
た

ま
ふ
。
上
達
部
、
親
王
た
ち
な
ど
、
例
の
残
る
な
く
参
り
た

ま
へ
り
。
お
遊
び
あ
り
て
、
引
出
物
、
禄
な
ど
二
な
し
。
（中

略
）
花
の
香
さ
そ
ふ
夕
風
の
ど
か
に
う
ち
吹
き
た
る
に
、
御

前
の
梅
や
う
や
う
ひ
も
と
き
て
、
あ
れ
は
誰
時
な
る
に
、
物

の
調
べ
ど
も
お
も
し
ろ
く
、
「
こ
の
殿
」
う
ち
出
で
た
る
拍
子

い
と
は
な
や
か
な
り
。
大
臣
も
時
々
声
う
ち
添
へ
た
ま
へ
る
「さ

き
草
」
の
末
つ
方
、
い
と
な
つ
か
し
う
め
で
た
く
聞
こ
ゆ
。
何

ご
と
も
、
さ
し
い
ら
へ
し
た
ま
ふ
御
光
に
は
や
さ
れ
て
、
色
を

も
音
を
も
ま
す
け
ぢ
め
、
こ
と
に
な
ん
分
か
れ
け
る
。

［
現
代
語
訳
］

今
日
は
臨
時
客
の
忙
し
さ
を
よ
い
こ
と
に
し
て
、
紫
の
上
と

ま
と
も
に
顔
を
合
せ
な
い
よ
う
に
し
て
お
い
で
に
な
る
。
上
達

部
や
親
王
方
な
ど
が
、
い
つ
も
の
よ
う
に
残
ら
ず
年
賀
に
参

上
し
て
い
ら
っし
ゃ
る
。
管
絃
の
お
遊
び
が
あ
って
、
そ
の
あ
と

の
引
出
物
や
祝
儀
の
品
な
ど
が
ま
た
と
な
く
お
み
ご
と
で
あ

る
。
（
中
略
）
花
の
香
を
い
ざ
な
う
夕
風
が
の
ど
か
に
吹
い
て

く
る
と
、
お
庭
前
の
梅
も
だ
ん
だ
ん
と
ほ
こ
ろ
ん
で
、
折
か

ら
の
た
そ
が
れ
時
に
、
管
絃
の
音
色
も
さ
ま
ざ
ま
お
も
し
ろ

く
、
「
こ
の
殿
」
を
謡
い
出
す
拍
子
が
ま
こ
と
に
に
ぎ
や
か
で

あ
る
。
大
臣
の
君
も
と
き
ど
き
い
っ
し
ょ
に
お
謡
い
に
な
る
が
、

「
さ
き
草
」
か
ら
終
り
の
あ
た
り
、
そ
の
お
声
は
ま
った
く
ほ

れ
ぼ
れ
す
る
ほ
ど
結
構
に
聞
え
る
。
ど
ん
な
こ
と
で
も
、
君

が
相
槌
を
打
た
れ
る
と
、
そ
の
お
み
ご
と
さ
に
引
き
立
て
ら

れ
て
色
も
音
色
も
一
段
と
ま
さ
る
、
そ
の
変
り
ば
え
が
は
っ

き
り
と
知
ら
れ
る
の
で
あ
った
。

　
　

�

と
も
に

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
22

（
校
注

・

訳　

阿
部
秋
生
、
秋
山
虔
、
今
井
源
衛
、
鈴
木
日
出
男
）

か
ら
引
用

臨時客の場面（14コマ目）。右側の丁4行目3文字目から「はなのかさそふ夕かせのとかに」（下掲の引用文中の「花の香さそふ夕風のどかに」）。
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本
（
個
人
蔵
）
が
現
存
し
て
お
り
、
当
館
で
も
住
吉
家
本

系
統
の
写
本
を
模
写
し
た
と
考
え
ら
れ
る
絵
巻
を
３
点
所

蔵
し
て
い
ま
す
。

上
に
掲
げ
た
臨
時
客
の
絵
は
、
原
図
が
描
か
れ
た
12
世

紀
頃
の
摂
関
家
の
邸
宅
で
あ
る
東
三
条
殿
に
お
け
る
臨
時

客
の
様
子
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
時
代
は
異
な

り
ま
す
が
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た
場
面
も
こ
の
よ
う
な
雰
囲

気
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

来
客
た
ち
は
御
殿
の
庭
に
面
し
た
景
色
の
良
い
部
屋
に

通
さ
れ
、
部
屋
の
外
に
は
、
身
分
の
高
い
客
に
引
出
物
と

し
て
贈
ら
れ
る
馬
が
引
き
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

庭
に
い
る
者
た
ち
は
松た

い
ま
つ明

を
持
っ
て
い
る
の
で
時
間
は

す
で
に
夜
で
す
。
部
屋
の
中
で
は
、
主
人
と
客
た
ち
が
上

着
を
肩
脱
ぎ
に
し
て
、
く
つ
ろ
い
で
い
る
様
子
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
す
で
に
酒
も
入
っ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
。

『
年
中
行
事
絵
巻
』
で
は
楽
器
は
描
か
れ
て
い
ま
せ
ん

が
、『
源
氏
物
語
』
に
よ
れ
ば
、
宴
も
た
け
な
わ
に
な
る

と
管
弦
の
遊
び
が
盛
り
上
が
り
、
み
な
で
拍
子
を
取
っ
て

謡
っ
て
い
ま
す
。

○参考文献
玉上琢弥訳注『源氏物語評釈』第5 巻, 角川書店, 1965　<913.361-Ta634g-k>

『新編日本古典文学全集』22, 小学館 , 1996　<KH2-E9>
角川書店編集部編『日本絵巻物全集』第 24 巻（年中行事絵巻）, 角川書店, 1968
　https://dl.ndl.go.jp/pid/8798769/
小松茂美編『日本絵巻大成』8, 中央公論社 , 1977　<YP14-366>

『新修日本絵巻物全集』24, 角川書店, 1978　<YP14-249>
川本重雄「正月大饗と臨時客」『日本歴史』473, 1987.10, pp.19-35　<Z8-255>
金孝珍「平安時代の歯固・餅鏡の基礎的考察」『中古文学』74, 2004.11, pp.65-76　
<Z13-1340>
宮城栄昌「正月の歯固について」『日本歴史』163, 1962.1, pp.68-72　<Z8-255>
山中裕「大饗と臨時客」『日本歴史』91, 1956.1, pp.33-34　<Z8-255>
山中裕「歯固・餅鏡・戴餅」『風俗 日本風俗史学会会誌』3(2), 1963.11, pp.38-40
　https://dl.ndl.go.jp/pid/2215316/1/22
倉田実「絵巻で見る 平安時代の暮らし 第16 回 『年中行事絵巻』巻六「臨時客」
の寝殿造を読み解く」三省堂ウェブサイト
　https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/column/emaki16

歌川豊国（3 世）画『源氏香の図　梅が枝』に描かれた管絃の遊びの様子。
（https://dl.ndl.go.jp/pid/1305922）

『年中行事絵巻』（[谷文晁] [写]　[江戸後期]）に描かれた臨時客の様子。（https://dl.ndl.go.jp/pid/2591111　8 コマ目～ 10 コマ目）
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新春特別対談

 “言葉”を伝えるために

憲法を専門とする大石眞先生と日本文学を専門とするロバート キャンベル先生に、言葉を伝えること憲法を専門とする大石眞先生と日本文学を専門とするロバート キャンベル先生に、言葉を伝えること
の意味や難しさについて語り合っていただきました。翻訳はなぜ難しいか？　どこに言葉を届けるか？　の意味や難しさについて語り合っていただきました。翻訳はなぜ難しいか？　どこに言葉を届けるか？　
“文化”　“平和 ” といった言葉についても、含蓄に富む対話です。“文化”　“平和 ” といった言葉についても、含蓄に富む対話です。

早
稲
田
大
学
特
命
教
授　

東
京
大
学
名
誉
教
授　

早
稲
田
大
学
特
命
教
授　

東
京
大
学
名
誉
教
授　

一
九
五
七
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
生
ま
れ
。
九
州
大
学
、
国
文
学
研
究
資
料

一
九
五
七
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
生
ま
れ
。
九
州
大
学
、
国
文
学
研
究
資
料

館
を
経
て
、
二
〇
〇
七
年
か
ら
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
教

館
を
経
て
、
二
〇
〇
七
年
か
ら
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
教

授
（
～
二
〇
一
七
年
）。
二
〇
一
七
年
か
ら
国
文
学
研
究
資
料
館
長
（
～

授
（
～
二
〇
一
七
年
）。
二
〇
一
七
年
か
ら
国
文
学
研
究
資
料
館
長
（
～

二
〇
二
一
年
）。

二
〇
二
一
年
）。
早
稲
田
大
学
国
際
文
学
館
（
村
上
春
樹
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）

早
稲
田
大
学
国
際
文
学
館
（
村
上
春
樹
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）

顧
問
。

顧
問
。
文
学
博
士
（
米
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
大
学
院
）。
専
門
は
近
世
・
近
代

文
学
博
士
（
米
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
大
学
院
）。
専
門
は
近
世
・
近
代

日
本
文
学
で
、
と
く
に
一
九
世
紀
（
江
戸
後
期
～
明
治
期
）
の
漢
文
学
に

日
本
文
学
で
、
と
く
に
一
九
世
紀
（
江
戸
後
期
～
明
治
期
）
の
漢
文
学
に

詳
し
い
。『
東
京
百
年
物
語
』『
海
外
見
聞
集
』、『
漢
文
小
説
集
』（
以
上
、

詳
し
い
。『
東
京
百
年
物
語
』『
海
外
見
聞
集
』、『
漢
文
小
説
集
』（
以
上
、

岩
波
書
店
）、『
読
む
こ
と
の
力
―
東
大
駒
場
連
続
講
義
』（
講
談
社
）、『
Ｊ

岩
波
書
店
）、『
読
む
こ
と
の
力
―
東
大
駒
場
連
続
講
義
』（
講
談
社
）、『
Ｊ

ブ
ン
ガ
ク　

英
語
で
出
会
い
、
日
本
語
を
味
わ
う
名
作

ブ
ン
ガ
ク　

英
語
で
出
会
い
、
日
本
語
を
味
わ
う
名
作
5050
』（
東
京
大
学
出

』（
東
京
大
学
出

版
会
）、『
よ
む
う
つ
わ　

上
・
下
』（
淡
交
社
）
な
ど
編
著
書
多
数
。
最
新

版
会
）、『
よ
む
う
つ
わ　

上
・
下
』（
淡
交
社
）
な
ど
編
著
書
多
数
。
最
新

作
は
『
戦
争
語
彙
集
』（
岩
波
書
店
）。

作
は
『
戦
争
語
彙
集
』（
岩
波
書
店
）。

京
都
大
学
名
誉
教
授 

一
九
五
一
年
宮
崎
県
生
ま
れ
。
東
北
大
学
、
國
學
院
大
學
、
千
葉
大
学
、

九
州
大
学
を
経
て
、
一
九
九
三
年
か
ら
京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教

授
（
～
二
〇
一
四
年
）、 

二
〇
一
四
年
か
ら
同
大
大
学
院
総
合
生
存
学
館
（
思

修
館
）
教
授
（
～
二
〇
一
七
年
）。
法
学
博
士
（
東
北
大
学
）。
専
門
は
憲

法
学
で
、
と
く
に
議
会
法
・
憲
法
史
・
宗
教
制
度
に
詳
し
い
。『
憲
法
概
論

Ⅰ
・ 

Ⅱ
』『
憲
法
秩
序
へ
の
展
望
』『
議
会
法
』『
憲
法
と
宗
教
制
度
』（
以
上
、

有
斐
閣
）、『
立
憲
民
主
制
』『
憲
法
史
と
憲
法
解
釈
』『
憲
法
制
度
の
形
成
』

（
以
上
、信
山
社
）、『
日
本
憲
法
史
の
周
辺
』『
議
院
法
制
定
史
の
研
究
』『
議

院
自
律
権
の
構
造
』（
以
上
、
成
文
堂
）、『
権
利
保
障
の
諸
相
』（
三
省
堂
）、

『
統
治
機
構
の
憲
法
構
想
』（
法
律
文
化
社
）、『
日
本
憲
法
史
』（
講
談
社
）

な
ど
著
書
多
数
。

ロ
バ
ー
ト 

キ
ャ
ン
ベ
ル

大
石
　
眞

＊ 2023 年 9月国立国会図書館において対談実施（文責　本誌編集担当）＊ 2023 年 9月国立国会図書館において対談実施（文責　本誌編集担当）
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法
と
文
芸

キ
ャ
ン
ベ
ル　

大
石
先
生
に
今
日
初
め
て
お

目
に
か
か
れ
て
と
て
も
嬉
し
い
で
す
。
お
会

い
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
と
て
も
び
っ
く
り

で
、
今
ま
で
接
点
が
あ
り
そ
う
で
な
か
っ
た

の
で
、
と
て
も
嬉
し
い
の
で
す
。

　

国
家
と
法
と
文
芸
と
い
う
も
の
が
大
切
な

結
節
点
に
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
て
も
、

そ
れ
は
体
系
的
に
俯
瞰
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

よ
う
に
思
い
ま
す
。
特
に
近
代
に
な
っ
て
か

ら
大
逆
事
件
で
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
言
論

者
が
国
家
の
法
制
度
に
か
ら
め
と
ら
れ
た
り
、

そ
れ
に
反
応
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
反
応
し

な
い
こ
と
が
―
―
永
井
荷か

ふ
う風
も
そ
う
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
―
―
俯ふ

か
ん瞰
的
に
そ
れ
が
ど
う
い

う
根
源
的
な
結
び
つ
き
が
あ
る
の
か
、
ど
う

い
う
方
法
か
ら
私
た
ち
が
現
在
読
者
と
し
て

あ
る
い
は
研
究
者
と
し
て
そ
れ
に
向
か
っ
て

い
く
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
、
作
品
や
作
家
、

ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
大
石
先
生
に

お
考
え
を
う
か
が
え
た
ら
嬉
し
い
な
と
い
う

風
に
思
い
ま
す
。

日
本
語
に
お
け
る
文
体
の
段
差

大
石　

キ
ャ
ン
ベ
ル
先
生
は
江
戸
の
末
期
か

ら
明
治
の
中
頃
ま
で
、
あ
る
い
は
そ
の
後
ま

で
、
し
か
も
古
文
、
あ
る
い
は
漢
文
を
中
心

に
研
究
に
邁
進
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
具

体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
が
き
っ
か
け
だ
っ
た

で
し
ょ
う
か
？　

先
生
に
と
っ
て
何
か
注
目

す
べ
き
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
何
と
か
解

き
明
か
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
ど
こ
か
に

お
あ
り
に
な
る
の
か
な
あ
と
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

私
は
決
定
的
な
瞬
間
よ
り

も
、
そ
の
き
っ
か
け
か
ら
、
何
が
あ
っ
た
の

か
、
削
ぎ
落
さ
れ
て
残
っ
て
い
る
の
は
何
か
、

と
い
う
過
程
の
方
が
大
切
に
語
る
べ
き
こ
と

だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。

　

た
だ
、
大
石
先
生
に
対
し
て
そ
ん
な
お
答

え
の
仕
方
も
無
下
で
す
か
ら
（
笑
）、
あ
え
て

お
答
え
す
る
と
、
関
西
で
は
「
粉
を
か
け
る
」

と
い
う
言
い
方
を
す
る
ら
し
い
ん
で
す
け
れ

ど
も
、
い
ろ
ん
な
こ
と
に
粉
を
か
け
て
成
ら

な
か
っ
た
こ
と
が
大
量
に
あ
り
ま
し
て
、
中

学
時
代
、
高
校
時
代
か
ら
体
を
動
か
し
て
や

る
こ
と
で
す
と
か
、
勉
強
も
い
ろ
ん
な
こ
と

に
触
手
を
出
し
て
や
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
一

つ
ま
た
一
つ
削
が
れ
、
脱
輪
し
て
、
残
っ
た

こ
と
が
今
や
っ
て
い
る
こ
と
だ
と
思
っ
て
い

る
ん
で
す
ね
。

　

私
の
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
大
学
院
の
同
級

生
に
２
０
１
９
年
に
大
英
博
物
館
の
日
本
部

門
セ
ク
シ
ョ
ン
長
を
退
職
し
た
テ
ィ
モ
シ
ー 

ク
ラ
ー
ク
（T

im
othy T

. Clark

）
と
い
う

優
れ
た
研
究
者
が
い
て
、
日
本
の
江
戸
時
代

の
浮
世
絵
が
専
門
の
方
で
す
け
れ
ど
も
、
彼

と
親
友
で
も
あ
る
の
で
す
が
、
彼
は
高
校
時

代
か
ら
浮
世
絵
が
好
き
で
、オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
大
学
に
入
っ
て
、
ロ
ン
ド
ン
に
通
っ
て
浮

世
絵
を
扱
っ
て
い
る
画
商
で
ア
ル
バ
イ
ト
を

し
て
、
早
い
時
期
に
自
分
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク

を
決
め
て
、
全
く
ブ
レ
ず
、
素
晴
ら
し
い
一

本
の
大
樹
の
ご
と
く
ご
自
身
の
学
問
を
育
て

て
い
か
れ
た
の
で
す
ね
。

　

そ
れ
と
二
項
対
立
的
に
考
え
る
必
要
は
な

い
の
で
す
が
、
私
の
場
合
は
、
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
遠
心
力
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
。

　

私
は
近
現
代
の
文
芸
に
最
初
か
ら
関
心
を

持
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
例
え
ば
、
外
国
人

が
第
二
言
語
と
し
て
日
本
語
を
学
び
、
新
聞

が
読
め
る
程
度
の
人
で
あ
れ
ば
、
夏な

つ
め
そ
う
せ
き

目
漱
石

の
処
女
作
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
は
難
な
く

読
め
る
訳
で
す
け
れ
ど
も
、
森
鷗お

う
が
い外
の
最
初

の
三
部
作
の
「
舞
姫
」
は
和わ

ぶ
ん
た
い

文
体
と
い
う
風

に
い
う
の
で
す
が
、
古
文
で
書
か
れ
て
い
ま

し
て
、
現
代
の
若
い
日
本
人
も
そ
う
で
す
け

れ
ど
、
注
釈
が
な
い
と
、
あ
る
い
は
、
辞
書

を
ひ
き
ひ
き
し
な
が
ら
で
な
い
と
読
め
な
い

と
い
う
こ
と
に
結
構
早
く
気
づ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
ち
ょ
う
ど
私
が
学
部
・
大
学
院
生

に
な
ろ
う
と
す
る
と
き
に
、
樋
口
一い

ち
よ
う葉
の
研

ロバート キャンベルロバート キャンベル　　日本文学研究者日本文学研究者
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大石　眞大石　眞　　法学研究者法学研究者

究
に
厚
み
が
出
て
き
た
ん
で
す
ね
。
樋
口

一
葉
は
24
才
で
亡
く
な
っ
て
森
鷗
外
や
斎

藤
緑り

ょ
く
う雨

た
ち
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
ま
す
が
、

１
９
８
０
年
代
の
初
め
位
で
し
ょ
う
か
、
近

代
文
学
者
の
前
田
愛
さ
ん
な
ど
に
よ
っ
て
、

樋
口
一
葉
が
再
評
価
さ
れ
て
い
て
。
樋
口
が

女
性
作
家
と
い
う
観
点
と
い
う
こ
と
も
含
め

て
厚
み
が
出
て
来
て
い
た
。
た
だ
、
樋
口
一

葉
の
「
十じ

ゅ
う
さ
ん
や

三
夜
」
で
す
と
か
、「
た
け
く
ら

べ
」
な
ど
を
開
い
て
み
る
と
、
歯
が
立
た
な

か
っ
た
の
で
す
ね
。
で
も
、
樋
口
は
、
夏
目

漱
石
と
そ
れ
ほ
ど
世
代
的
に
変
わ
っ
て
お
ら

ず
、
ほ
ぼ
一
緒
で
す
よ
ね
。
と
な
る
と
、
そ

の
世
代
の
文
芸
の
中
を
十
全
に
泳
ぐ
た
め
に
、

そ
の
言
語
体
系
を
習
得
し
な
い
と
い
け
な
い
。

　

私
は
10
代
の
前
半
か
ら
パ
リ
に
し
ば
ら
く

お
り
、
フ
ラ
ン
ス
語
も
学
ん
で
い
ま
し
た
け

れ
ど
、
こ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
や
英
語
に
は

な
い
こ
と
な
の
で
す
。
現
代
の
人
で
も
17
世

紀
の
終
わ
り
く
ら
い
ま
で
に
書
か
れ
て
い
る

も
の
は
、
バ
ス
の
中
で
も
地
下
鉄
で
も
娯
楽

と
し
て
読
め
る
。
も
し
、
ラ
テ
ン
語
で
書
か

れ
れ
ば
ラ
テ
ン
語
も
学
習
し
な
い
と
い
け
ま

せ
ん
け
れ
ど
も
、
ラ
テ
ン
語
で
書
く
人
は
ほ

と
ん
ど
い
ま
せ
ん
の
で
。

　

で
す
の
で
、
日
本
語
に
お
け
る
文
体
の
段

差
自
体
が
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
も
の
で
し
た
。

漢
文
表
現
は
、
日
本
の
和
文
体
を
支
え
る
も

の
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
並
行
し
て
大

切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
と
し
て
、

江
戸
時
代
の
法
体
系
あ
る
い
は
支
配
層
と
い

わ
れ
る
武
家
社
会
の
中
で
、
社
会
的
な
場
面

の
中
で
非
常
に
積
極
的
に
作
ら
れ
て
い
っ
た

の
だ
と
。
そ
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
漢

文
の
白は

く
ぶ
ん文

と
い
う
も
の
が
あ
る
。

　

と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
森
鷗
外
が
ド
イ

ツ
に
留
学
す
る
と
き
の
船
中
の
日
記
を
読
み

解
こ
う
と
思
う
と
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
知
の

地
平
を
追
体
験
し
よ
う
と
す
る
と
、
漢
文
は

夏
目
漱
石
と
同
じ
く
ら
い
に
精
読
で
き
、
読

解
で
き
る
能
力
が
な
い
と
、
そ
の
時
代
の
中

を
泳
げ
な
い
。
つ
ま
り
研
究
の
対
象
に
で
き

な
い
。自
分
の
能
力
に
よ
っ
て
制
限
が
か
か
っ

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
二
十
歳
く
ら
い
の

時
に
気
づ
い
た
の
で
す
。

　

そ
ん
な
わ
け
で
夏
目
漱
石
が
お
母
さ
ん
に
、

あ
る
い
は
、
坪つ

ぼ
う
ち
し
ょ
う
よ
う

内
逍
遥
が
名
古
屋
の
お
ば
あ

さ
ん
の
膝
の
上
で
読
み
聞
か
さ
れ
て
い
た

草く
さ
ぞ
う
し

双
紙
、
江
戸
時
代
の
大
衆
的
な
小
説
、
漢

文
を
読
む
の
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
、
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
大
学
の
２
年
生
、
３
年

生
く
ら
い
の
時
か
ら
意
識
が
働
き
、
近
代
か

ら
溯

さ
か
の
ぼり

つ
つ
、
い
つ
の
間
に
か
文
化
文
政
期

く
ら
い
で
止
ま
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も（
笑
）。

　

歴
史
学
で
は
「
長
い
19
世
紀
」
と
い
う
言

い
方
を
よ
く
す
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
、
寛

政
の
改
革
あ
た
り
か
ら
、
日
清
戦
争
、
あ
る

い
は
そ
の
前
後
の
議
会
開
設
で
あ
り
ま
す
と

か
憲
法
発
布
で
す
と
か
、
日
本
の
言
語
文
化

か
ら
見
る
と
文
化
文
政
期
ぐ
ら
い
か
ら
日
清

戦
争
あ
た
り
が
一
つ
の
変
わ
り
目
だ
と
い
う

こ
と
が
だ
ん
だ
ん
と
見
え
て
き
ま
し
た
。

　

日
本
で
は
近
世
文
学
会
や
近
代
文
学
会
な

ど
と
い
っ
た
よ
う
に
、
截せ

つ
ぜ
ん然

と
区
切
ら
れ
て

分
類
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
私

は
あ
ま
り
分
類
を
せ
ず
に
、
時
代
が
つ
な
が

り
合
え
ば
と
に
か
く
い
ろ
ん
な
も
の
を
読
ん

で
み
た
い
な
、
と
い
う
風
に
思
い
ま
し
た
。

大
石　

キ
ャ
ン
ベ
ル
先
生
は
、
他
の
方
も

使
っ
て
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、

前
に
「
翻
訳
大
国
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て

お
ら
れ
ま
す
ね
。
確
か
に
法
律
政
治
の
分
野

で
も
幕
末
期
か
ら
た
く
さ
ん
の
翻
訳
語
が
出

現
し
て
、
文
語
体
で
翻
訳
し
て
あ
っ
て
、
み

ん
な
懸
命
に
読
ん
で
勉
強
し
ま
し
た
。
政
府

側
も
民
権
派
も
同
じ
で
す
が
、
日
本
国
憲
法

に
変
わ
っ
て
が
ら
っ
と
体
制
が
変
わ
る
と
、

昔
の
も
の
が
全
然
顧
み
ら
れ
な
く
な
る
。
日

本
の
場
合
は
翻
訳
を
苦
心
し
て
作
っ
た
の
に
、

そ
れ
が
生
か
さ
れ
て
な
い
。
外
国
語
を
翻
訳

す
る
以
上
に
、
明
治
・
大
正
期
の
日
本
語
を

現
代
の
言
葉
に
翻
訳
す
る
と
い
う
作
業
が
必

要
に
な
っ
て
い
ま
す
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

断
絶
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
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で
す
ね
。

大
石　

そ
う
で
す
。
例
え
ば
明
治
期
の
人
の

候そ
う
ろ
う
ぶ
ん
文
の
文
章
を
引
用
す
る
と
き
に
、
そ
れ
を

そ
の
ま
ま
載
せ
る
こ
と
が
読
者
に
親
切
な
の

か
、
あ
る
程
度
か
み
砕
い
て
、
読
み
下
し
文

を
掲
げ
た
ほ
う
が
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
で

迷
う
の
で
す
…
…
。
私
の
あ
る
知
り
合
い
は
、

最
初
か
ら
読
み
下
し
に
し
て
出
版
し
て
い
る
。

た
だ
、
そ
う
す
る
と
原
文
の
持
っ
て
い
る
緊

張
感
は
な
か
な
か
伝
わ
ら
な
い
し
、
そ
の
短

く
凝
縮
さ
れ
た
文
体
も
散
文
的
に
な
っ
て
し

ま
う
。
一
体
ど
う
し
た
も
の
か
と
い
う
の
が

ず
っ
と
悩
み
ど
こ
ろ
で
す
。
ま
さ
か
昔
の
ラ

テ
ン
語
な
り
ロ
ー
マ
の
書
籍
な
り
で
よ
く
見

か
け
る
よ
う
に
、
原
文
の
あ
と
に
逐
一
翻
訳

を
付
け
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
と
る
わ
け
に

も
い
き
ま
せ
ん
。
キ
ャ
ン
ベ
ル
先
生
は
、
そ

う
し
た
ご
苦
労
を
さ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す

か
？

キ
ャ
ン
ベ
ル 　

そ
う
で
す
ね
。
私
は
ど
ち
ら

か
と
い
う
と
、
日
本
語
が
持
つ
時
間
の
経
過

の
中
に
現
れ
る
重
層
性
と
い
う
も
の
が
、
現

代
の
日
本
の
言
説
空
間
と
い
う
こ
と
を
考
え

る
上
で
、
比
較
文
化
史
的
に
も
非
常
に
興
味

深
い
と
思
う
の
で
す
。

　

19
世
紀
に
書
か
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
文
体
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
も
、
俳は

い
ぶ
ん文
、
戯げ

さ
く
ぶ
ん

作
文
、

候
文
、
擬ぎ

こ
た
い

古
体
、
和わ

ぶ
ん
た
い

文
体
―
―
明
治
時
代
に

普ふ
つ
う
ぶ
ん

通
文
と
い
わ
れ
る
片
仮
名
ま
じ
り
の
論
説

文
の
よ
う
な
読
み
下
し
書
き
下
し
を
経
た
文

章
―
―
、
訓く

ん
て
ん点
付
き
の
漢
文
、
白は

く
ぶ
ん文
と
い
っ

た
、
７
階
建
て
の
建
物
く
ら
い
の
も
の
が
同

時
代
に
、
少
な
く
と
も
大
正
初
期
ま
で
併
存

し
て
い
て
、
そ
れ
が
圧
縮
さ
れ
、
あ
る
い
は

希き
し
ゃ
く
か

釈
化
さ
れ
て
、
共
通
語
の
言げ

ん
ぶ
ん
い
っ
ち
た
い

文
一
致
体
と

い
う
も
の
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど

も
、
優
れ
た
書
き
手
で
あ
れ
ば
リ
ズ
ム
、
旋

律
の
よ
う
な
も
の
が
中
身
と
不
可
分
の
も
の

と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

　

そ
れ
を
も
ど
す
。
も
ど
す
と
い
う
の
は
わ

か
め
、
乾か

ん
ぶ
つ物
を
水
に
つ
け
て
も
ど
す
よ
う
な

こ
と
。
回
帰
す
る
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い

し
、徒
労
で
す
け
れ
ど
も
。厚
み
で
あ
る
と
か
、

味
読
す
る
テ
ン
シ
ョ
ン
や
リ
ズ
ム
で
す
と
か
、

原
文
が
持
っ
て
い
る
緊
張
感
の
よ
う
な
も
の

は
、
現
代
語
訳
に
翻
訳
で
き
な
い
こ
と
も
あ

り
ま
す
が
…
…
。

読
ん
で
も
ら
う
入
り
口
を
作
る

キ
ャ
ン
ベ
ル　

数
年
前
に
岩
波
文
庫
か
ら

『
東
京
百
年
物
語
』
と
い
う
明
治
維
新
か
ら
高

度
経
済
成
長
期
ま
で
の
東
京
１
０
０
年
を
記

念
す
る
３
冊
組
の
出
版
物
を
編
纂
し
た
の
で

す
が
、
１
冊
目
の
最
初
の
と
こ
ろ
を
私
が
担

当
し
ま
し
て
、
最
初
に
明
治
15
（
１
８
８
２
）

年
に
初
め
て
銀
座
に
取
材
し
た
小
説
が
あ
り
、

『
銀ぎ

ん
が
い
し
ょ
う
し

街
小
誌
』（
関せ
き
ば
い
ち

梅
痴
著
、
山
田
孝こ
う
の
す
け

之
助
出

版
）
を
冒
頭
に
載
せ
ま
し
た
。
浅
草
も
神
田

も
そ
う
で
す
が
、
銀
座
は
近
代
文
学
に
お
け

る
非
常
に
重
要
な
表
象
空
間
に
な
る
わ
け
で
、

そ
う
い
っ
た
理
屈
を
つ
け
て
編
集
者
を
説
き

伏
せ
た
ん
で
す
け
れ
ど
、『
銀
街
小
誌
』
は
漢

文
な
ん
で
す
ね
。
国
立
国
会
図
書
館
に
す
ご

く
綺
麗
な
本
が
あ
り
ま
す
し
、
私
も
手
元
に

現
物
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
な
か
な
か
面

白
い
小
説
で
す
ね
。

　

た
だ
、
今
や
誰
も
読
ん
で
い
な
い
小
説

（
笑
）。
今
日
生
き
て
い
る
日
本
人
で
読
ん
で

い
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
岩
波
文
庫
の

３
冊
の
新
し
い
企
画
の
巻
頭
に
ど
っ
か
り
と

漢
文
を
載
せ
れ
ば
、
初
刷
で
も
10
分
の
１
く

ら
い
し
か
売
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
よ
く
わ

か
っ
て
い
ま
し
て
、
読
み
下
し
文
と
現
代
語

訳
を
用
意
し
て
、
現
代
語
訳
を
簡
単
に
そ
れ

だ
け
で
読
め
る
構
成
に
し
て
、
そ
れ
を
続
く

話
を
ど
う
入
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て

入
れ
ま
し
た
ね
。
そ
う
す
る
と
存ぞ

ん
が
い外

読
者
を

獲
得
し
た
と
い
い
ま
す
か
、
い
ろ
ん
な
と
こ

ろ
で
あ
る
程
度
見
て
い
た
だ
い
て
い
る
よ
う

で
す
ね
。

　

今
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
電
子
出
版
と

い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
ハ
イ
パ
ー
リ
ン
ク

を
張
る
こ
と
が
非
常
に
や
り
や
す
く
な
り
ま

し
た
の
で
、
注
釈
や
注
記
も
ほ
と
ん
ど
ス
ト

レ
ス
な
く
届
け
ら
れ
て
、
い
ろ
ん
な
表
現
で

原
文
を
届
け
る
こ
と
が
で
き
て
、
逆
に
面
白

い
時
代
だ
な
と
い
う
こ
と
を
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ち
ょ
う
ど
２
、３
日
前
に
発
刊
さ

れ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
Ｇ
ａ
ｋ
ｋ
ｅ
ｎ
と

い
う
出
版
社
で
日
本
の
名
著
を
漫
画
で
読
む

シ
リ
ー
ズ
が
あ
り
ま
し
て
、
新に

と
べ
い
な
ぞ
う

渡
戸
稲
造
の

『
武ぶ

し
ど
う

士
道
』
を
漫
画
化
し
た
い
の
で
監
修
を
し

て
も
ら
え
な
い
か
と
い
う
お
話
を
い
た
だ
い

て
。

　
『
武
士
道
』
は
と
て
も
大
事
な
テ
キ
ス
ト

だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
監
修
を
し
て
、
解

説
を
書
き
ま
し
た
け
れ
ど
、
２
次
元
く
ら
い

原
文
か
ら
離
れ
て
い
る
訳
で
す
ね
。
新
渡
戸

が
英
語
で
書
い
た
も
の
が
ほ
ぼ
同
時
に
日
本

語
訳
を
さ
れ
て
い
る
、
戦
後
２
つ
の
翻
訳
が

で
き
て
い
て
、
岩
波
文
庫
で
読
ま
れ
て
い
て
、

そ
れ
を
さ
ら
に
漫
画
化
す
る
。
漫
画
に
つ
い

て
私
は
１
０
０
％
満
足
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
す
が
、
英
語
の
原
文
を
全
く
参
照

せ
ず
に
漫
画
家
た
ち
が
そ
れ
を
作
っ
て
い
く

と
い
う
過
程
が
、
ど
う
や
っ
て
デ
フ
ォ
ル
メ

さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
興
味

深
い
と
思
う
の
で
す
が
、
読
ん
で
も
ら
う
入

り
口
を
作
る
こ
と
が
私
は
先
決
だ
と
思
い
ま

す
。
妥
協
も
あ
れ
ば
確
か
に
希
釈
化
さ
れ
た

り
も
す
る
け
れ
ど
も
、
関
心
を
持
っ
て
も
ら

い
、
そ
の
先
の
作
品
の
世
界
を
知
り
た
い
な
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ら
ば
、
こ
こ
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
と
い
う
ナ

ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
。

　

国
立
国
会
図
書
館
は
現
物
の
古
典
籍
か
ら

近
代
ま
で
、
著
作
権
の
問
題
は
あ
り
ま
す
が
、

様
々
な
素
晴
ら
し
い
文
化
資
源
と
研
究
、
そ

れ
に
つ
い
て
の
工
具
書
を
―
―
も
ち
ろ
ん
足

を
運
べ
ば
十
全
に
読
め
ま
す
け
れ
ど
も
―
―

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
世
界
に
開
放
し

て
い
る
の
で
あ
り
が
た
い
で
す
。

　

ち
ょ
っ
と
前
ま
で
は
「
超ち

ょ
う
や
く訳
」
は
大
嫌
い

で
、
ア
レ
ル
ギ
ー
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ

う
い
う
環
境
が
少
し
ず
つ
整
備
し
て
い
く
に

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
も
す
べ
て
が
方
便
だ
と

思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
…
…
。

良
く
な
い
の
か
な
…
…
。

大
石　

あ
り
う
る
範
囲
で
し
ょ
う
ね
。
世
代

に
よ
っ
て
多
分
「
そ
れ
で
い
い
ん
だ
」
と
い

う
人
と
、「
や
っ
ぱ
り
そ
れ
は
勘
弁
し
て
く
だ

さ
い
」
と
い
う
人
が
い
る
で
し
ょ
う
ね
。
デ

ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
も
の
は
、
法
律
・
政
治
系

の
も
の
は
本
当
に
役
立
っ
て
い
ま
す
。
あ
れ

は
国
会
図
書
館
で
し
か
で
き
な
い
仕
事
で
、

た
い
へ
ん
重
宝
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
家
に

居
な
が
ら
し
て
み
ら
れ
る
も
の
を
も
う
少
し

増
や
し
て
ほ
し
い
と
思
う
こ
と
も
あ
り
ま
す

が
。
館
内
限
定
公
開
の
も
の
は
、
自
宅
で
見

ら
れ
な
い
の
で
。
こ
の
場
を
利
用
す
る
か
た

ち
に
な
っ
て
済
み
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
の
と
こ

ろ
は
こ
れ
か
ら
是
非
よ
し
な
に
取
り
計
ら
っ

て
く
だ
さ
い
、
と
い
う
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

〝
憲
法
〟
と
い
う
言
葉

大
石　

と
こ
ろ
で
、
先
ほ
ど
か
ら
広
い
意

味
で
の
翻
訳
の
話
を
し
て
い
ま
す
が
、
日

本
語
で
よ
く
使
う
「
憲
法
」
と
い
う
言
葉

も
、
英
仏
語
のConstitution

、
ド
イ
ツ
語

のV
erfassung

と
い
う
こ
と
ば
の
翻
訳
語
で

す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
原
語
が
も
っ
て
い
る

複
合
的
要
素
か
ら
な
る
構
造
と
い
っ
た
ニ
ュ

ア
ン
ス
と
い
う
か
イ
メ
ー
ジ
が
そ
も
そ
も
伴

わ
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
も
ア
メ
リ

カ
で
い
うconstitutional law

と
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
そ
れ
と
は
ぜ
ん
ぜ
ん
意
味
が
違
っ
て
い

ま
す
。

　

一
例
を
挙
げ
ま
す
と
、
少
し
前
の
学
者

で
カ
ー
ル 

レ
ー
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（K

arl  

Loew
enstein

）
と
い
う
ド
イ
ツ
生
ま
れ
の

比
較
憲
法
の
大
家
が
い
た
の
で
す
が
、
ま

ず
ア
メ
リ
カ
で
１
９
５
７
年
に
、Political 

Pow
er and the G

overnm
ental Process

と
い
う
本
を
出
し
ま
し
た
。
日
本
語
で
い
う

と
「
政
治
権
力
と
統
治
過
程
」
と
い
う
、
や

や
長
い
タ
イ
ト
ル
で
す
。
た
だ
、
翌
々
年
に

ド
イ
ツ
語
で
出
版
さ
れ
た
時
は
、
同
じ
本
が

V
erfassungslehre.

と
い
う
端
的
な
タ
イ
ト

ル
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
日
本
で
い
う
憲
法

論
で
す
か
ら
。
レ
ー
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、

１
９
６
１
年
に
来
日
し
て
京
都
大
学
で
比
較

政
治
機
構
論
と
比
較
憲
法
論
の
講
義
を
担
当

し
た
縁
か
ら
、
京
大
系
の
方
に
よ
る
ド
イ
ツ

語
版
を
元
に
し
た
日
本
語
の
翻
訳
も
出
て
い

ま
す
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
『
現
代
憲
法
論
』

と
い
う
も
の
で
す
が
、
日
本
語
版
で
は
「
政

治
権
力
と
統
治
過
程
」
と
い
う
絶
妙
な
副
題

も
添
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
同
じ
本
を
ア
メ
リ
カ

と
ド
イ
ツ
で
出
版
す
る
と
き
に
、
な
ぜ
そ
う

し
た
区
別
を
し
た
か
と
い
う
と
、
ア
メ
リ
カ

で
の
憲
法
論
と
い
う
と
、
司
法
審
査
制
と
か

人
権
の
問
題
、
連
邦
制
が
中
心
に
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
レ
ー
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
意
図
す
る

と
こ
ろ
の
憲
法
論
と
の
イ
メ
ー
ジ
は
か
な
り

違
う
。
そ
こ
で
、
ア
メ
リ
カ
版
を
ド
イ
ツ
版

に
す
る
際
に
タ
イ
ト
ル
を
変
え
た
、
と
い
う

事
情
が
あ
り
ま
す
。
日
本
語
版
も
同
じ
で
す
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
と
こ
ろ

の
文
脈
で
は
、
日
本
の
憲
法
に
は
ど
う
い
う

特
徴
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

大
石　

日
本
の
場
合
の
憲
法
と
い
う
言
葉
の

射
程
の
基
本
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
、
と
く
に

ド
イ
ツ
や
イ
ギ
リ
ス
な
ど
に
よ
り
近
い
の
だ

と
思
い
ま
す
ね
。

　

ア
メ
リ
カ
の
憲
法
の
教
科
書
で

Constitutional Law
と
い
っ
た
タ
イ
ト
ル

の
図
書
を
ひ
も
と
く
と
、
ほ
ぼ
連
邦
最
高
裁

判
所
に
よ
る
司
法
審
査
制
（
合
憲
性
審
査
制
）

や
個
別
の
権
利
保
障
の
話
が
中
心
に
な
っ
て

い
ま
す
。
ド
イ
ツ
や
イ
ギ
リ
ス
だ
と
、
基
本

権
あ
る
い
は
権
利
保
障
や
裁
判
所
の
話
は
当

然
で
す
が
、
国
家
元
首
（
大
統
領
・
国
王
）

や
議
会
・
内
閣
、
そ
し
て
地
方
自
治
な
ど
の

説
明
が
た
く
さ
ん
出
て
く
る
。
日
本
で
も
同

じ
で
す
が
、
と
く
に
日
本
国
憲
法
の
場
合
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
の
観
念
か
ら
来
た
も
の
と
、

ア
メ
リ
カ
的
な
観
念
が
混
ざ
っ
て
い
て
戸
惑

い
ま
す
の
で
、
学
生
を
相
手
に
講
義
す
る
時

は
、
は
じ
め
に
憲
法
の
観
念
に
触
れ
る
際
に
、

か
な
ら
ず
そ
の
点
を
説
明
す
る
よ
う
に
し
て

い
ま
し
た
。

　

最
近
の
研
究
者
や
学
生
は
す
ぐ
ア
メ
リ
カ

の
最
高
裁
の
判
例
の
話
に
飛
び
ま
す
。
調
べ

る
の
が
便
利
だ
と
い
う
事
情
は
あ
る
の
で

し
ょ
う
が
、
判
例
が
い
っ
ぱ
い
出
て
き
て
、

そ
の
解
説
に
相
当
の
時
間
を
費
や
し
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
の
司
法
審
査
制
と

人
権
の
話
題
ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
い
、
広

が
り
が
な
い
の
が
困
る
な
あ
と
い
う
印
象
を

持
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
状
態
が
続
い
て

し
ま
う
と
、
研
究
者
と
し
て
は
視
野
が
狭
く

な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧

を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
、

憲
法
を
め
ぐ
る
概
念
の
ず
れ
が
ず
っ
と
残
っ
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て
い
る
状
況
は
、
ど
こ
か
で
立
て
直
さ
な
く

て
は
い
け
な
い
。
そ
の
自
覚
が
な
い
ま
ま
に

ア
メ
リ
カ
憲
法
は
こ
う
な
っ
て
い
る
、
ド
イ

ツ
の
憲
法
は
こ
う
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
の

は
、不
幸
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。　

〝
違
憲
状
態
〟
と
い
う
言
葉

キ
ャ
ン
ベ
ル　

大
石
先
生
、
日
本
の
投
票
制

度
が
一
票
の
較
差
の
観
点
で
違
憲
状
態
に
あ

る
と
い
う
判
決
も
出
て
い
ま
し
た
が
、
違
憲

状
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
何
年
も
続
く
と

い
う
こ
と
が
、
日
本
の
憲
法
や
運
用
の
意
味

す
る
こ
と
に
明
る
く
な
い
私
か
ら
す
る
と
、

違
憲
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
違
憲

状
態
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
曖
昧
で
分
か
り

に
く
い
の
で
す
。

大
石　

た
し
か
に
分
か
り
に
く
い
で
し
ょ
う

ね
…
…
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　
「
よ
き
に
は
か
ら
え
」
と
司

法
か
ら
立
法
に
そ
れ
を
投
げ
た
と
い
い
ま

し
ょ
う
か
、
そ
こ
に
国
民
の
理
解
で
す
と
か

コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
い
う
こ
と
が
形
成
さ
れ
る

時
間
の
経
過
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
分
か

り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ア
メ
リ
カ
で
は
「
違
憲

状
態
に
あ
る
」
と
い
う
表
現
が
あ
り
得
な
い

と
い
い
ま
す
か
。

大
石　

た
だ
、
そ
の
違
憲
状
態
と
い
う
判
決

を
ど
う
見
る
か
と
い
う
立
場
に
は
二
つ
の
も

の
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
立
法
を
す
る

に
は
期
間
が
必
要
な
の
で
き
ち
ん
と
審
議
し

て
く
だ
さ
い
と
お
願
い
す
る
「
引
き
の
ば
し
」

と
い
う
見
方
が
あ
り
ま
す
し
、
一
方
で
は
こ

の
次
に
破
っ
た
ら
違
憲
と
す
る
、
と
い
う
強

い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
込
め
た
「
警
告
判
決
」
と

い
う
受
け
止
め
方
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
こ
に
は
憲
法
判
断
で
は
「
現
在
の
状
態

で
こ
ん
な
に
較
差
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
が
、
毎
年
選
挙
制
度
を
変
え
る
こ

と
が
で
き
ま
す
か
と
い
う
根
本
的
な
問
題
が

あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
あ
る
程
度
の
合
理
的

な
期
間
を
み
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
の
が
裁
判

所
の
実
務
的
な
感
覚
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
理
論
的
に
割
り
切
る
と
す
れ
ば
、
衆
議

院
議
員
選
挙
の
場
合
に
憲
法
違
反
と
し
た
ら

選
挙
自
体
が
無
効
に
な
り
、
衆
議
院
議
員
が

い
な
く
な
る
。
じ
ゃ
あ
衆
議
院
議
員
の
選
挙

方
法
を
ど
う
や
っ
て
改
正
す
る
ん
で
し
ょ
う

と
い
う
厄
介
な
問
題
が
起
こ
る
。
そ
こ
で
、

選
挙
法
の
改
正
ま
で
あ
る
程
度
の
猶
予
を
設

け
る
と
い
う
の
が
ほ
ぼ
定
着
し
て
い
る
。
も

ち
ろ
ん
、
そ
れ
で
は
手
ぬ
る
い
と
い
う
批
判

は
あ
る
ん
で
す
。
た
だ
、
例
え
ば
二
年
か
三

年
ご
と
に
選
挙
区
を
変
え
ら
れ
た
ら
、
結
局

の
と
こ
ろ
困
る
の
は
選
挙
民
・
国
民
で
す
か

ら
ね
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

候
補
者
が
変
わ
る
訳
で
す

ね
。

大
石　

そ
う
い
う
こ
と
が
本
当
に
選
挙
民
に

と
っ
て
ハ
ッ
ピ
ー
な
の
か
と
い
う
問
題
が
残

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

そ
れ
は
常
に
ア
メ
リ
カ
で
は

争
わ
れ
て
、
二
つ
の
大
政
党
が
拮
抗
し
あ
っ

て
、
激
し
く
選
挙
区
が
変
わ
る
。
そ
れ
は
戦

前
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
。

大
石　

そ
れ
が
高
じ
る
と
、
悪
名
高
い
ゲ
リ

マ
ン
ダ
リ
ン
グ
と
い
っ
た
事
態
も
起
こ
り
か

ね
な
い
で
し
ょ
う
ね
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

確
信
的
に
ね
。

『
戦
争
語
彙
集
』
の
翻
訳
か
ら

キ
ャ
ン
ベ
ル　

今
の
お
話
を
聞
き
な
が
ら
思

い
出
し
て
、
是
非
聞
い
て
い
た
だ
き
、
ご
意

見
を
伺
い
た
い
の
が
、
私
が
今
翻
訳
に
取
り

組
ん
で
い
る
『
戦
争
語
彙
集
』
の
こ
と
で
す
。

　

少
し
だ
け
前
提
を
い
う
と
、
ロ
シ
ア
に
よ

る
全
面
戦
争
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
始
ま
っ
た
と

き
に
、
避
難
民
が
西
へ
西
へ
と
鉄
道
や
車
で

逃
れ
ま
す
が
、
西
部
の
街
リ
ヴ
ィ
ウ
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
人
も
た
く
さ
ん
お
り
ま
し
て
、

そ
の
中
に
オ
ス
タ
ッ
プ
・
ス
リ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー

（
О
с
т
а
п 

С
л
и
в
и
н
с
ь
к
и
й
）

さ
ん
と
い
う
詩
人
の
方
―
―
彼
は
ウ
ク
ラ
イ

ナ
で
は
著
名
な
詩
人
で
す
が
、
駅え

き
し
ゃ舎
で
降
り

て
く
る
人
た
ち
の
ケ
ア
を
し
た
り
、
分
宿
さ

せ
た
り
医
薬
品
を
配
っ
た
り
と
、
勃ぼ

っ
ぱ
つ発
の
翌

日
か
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
て
い
る
の
で
す

け
れ
ど
も
―
―
人
々
が
彼
に
向
け
て
語
っ
た

こ
と
を
聞
き
取
っ
て
構
成
を
し
て
、
一
人
一
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人
の
証
言
集
を
作
っ
た
の
で
す
ね
。

　

一
人
一
人
の
証
言
に
「
林り

ん
ご檎

」
で
す
と
か

「
手て

が
み紙
」
で
す
と
か
「
星ほ
し

」
で
す
と
か
、
そ
の

人
の
話
の
中
で
重
要
な
事
象
を
タ
イ
ト
ル
に

抜
き
出
し
て
、
字じ

び
き引
（
辞
書
）
の
よ
う
に
並

べ
た
証
言
集
で
す
。

　

私
は
そ
れ
を
日
本
語
に
訳
し
て
『
戦
争
語

彙
集
』
の
翻
訳
と
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を
ま
と

め
て
、
２
０
２
３
年
12
月
に
岩
波
書
店
か
ら

そ
れ
を
出
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
段
取
り

で
進
め
て
い
る
ん
で
す
。
英
語
で
部
分
的
に

翻
訳
さ
れ
た
も
の
を
去
年
（
２
０
２
２
年
）

の
夏
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
気
づ
い
て
、
是

非
日
本
語
に
翻
訳
し
た
い
と
思
い
、
ウ
ク
ラ

イ
ナ
語
が
読
め
ま
せ
ん
の
で
重
訳
に
な
る
の

で
す
が
、
翻
訳
を
申
し
出
て
承
諾
を
頂
い
て
、

年
末
か
ら
翻
訳
し
て
お
り
ま
す
。ハ
ン
ガ
リ
ー

語
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
、
イ
タ
リ
ア
語
で
す
と

か
ス
ロ
バ
キ
ア
語
で
す
と
か
、
ド
イ
ツ
語
が

も
う
既
に
出
て
い
る
の
で
す
。

〝
文
化
〟
と
い
う
言
葉

キ
ャ
ン
ベ
ル　

ち
ょ
う
ど
昨
夜
、
２
時
間
ほ

ど
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
参
加
し
た
ん

で
す
が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
リ
ヴ
ィ
ウ
で
、
同

国
で
様
々
な
表
現
、
視
覚
芸
術
や
文
学
や
、

そ
れ
か
ら
避
難
民
の
支
援
や
ケ
ア
に
携
わ
っ

て
い
る
人
た
ち
で
三
日
間
の
大
き
な
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
対
面
と
オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
っ
た
の

で
す
ね
。
そ
の
中
で
、『
戦
争
語
彙
集
』
を

翻
訳
し
た
人
た
ち
を
集
め
た
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
が
あ
っ
て
、
戦
争
の
記
憶
が
遠

の
い
て
い
る
中
、
離
れ
て
い
る
地
域
や
言
語

圏
に
リ
ア
ル
な
情
報
の
集
積
を
届
け
る
こ
と

に
は
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
、
ど
う
い

う
工
夫
を
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
が
伝
わ
ら
な

い
の
か
、
翻
訳
の
難
し
さ
で
す
と
か
、
語
り

え
な
い
、
翻
訳
し
え
な
い
部
分
も
あ
る
か
ど

う
か
、と
い
う
こ
と
を
聞
く
こ
と
が
趣
旨
だ
っ

た
ん
で
す
ね
。

　

そ
の
中
で
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
詩
人
の
方
が『
戦

争
語
彙
集
』
を
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
に
翻
訳
し
て

い
る
の
で
す
ね
。
彼
は
世
代
的
に
80
年
代
前

後
の
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

の
「
連
帯
」
運
動
、
政
変
と
い
う
こ
と
を
非

常
に
よ
く
覚
え
て
い
て
、
言
論
統
制
が
あ
っ

た
時
代
や
、
今
現
在
も
含
め
た
ポ
ー
ラ
ン
ド

の
様
々
な
政
治
的
問
題
、
課
題
を
強
く
意
識

し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
で
す
け
れ
ど
も
。

　

彼
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
の
中
で
私
が

も
っ
と
も
関
心
を
持
っ
た
の
が
、
文
化
の
話

で
す
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
中
の
、
相
対
主

義
的
で
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
な
も
の
と
し
て
思
っ

て
い
た
文
化
は
ロ
シ
ア
と
の
戦
争
に
よ
っ
て

決
定
的
に
決
裂
を
し
て
、
崩
壊
し
て
し
ま
っ

た
、
文
化
と
い
う
も
の
は
政
治
で
あ
る
と
か

制
度
で
あ
る
と
か
と
切
り
出
し
て
考
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
私
た
ち
が
根
源
的
に
文
化

と
い
う
も
の
を
考
え
直
す
き
っ
か
け
を
与
え

て
い
た
だ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
た
の
で
す
ね
。

　

私
に
と
っ
て
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
こ
と
だ

け
で
は
な
く
て
、
こ
の
10
年
位
の
芸
術
の
世

界
と
い
わ
れ
る
様
々
な
状
況
を
ア
メ
リ
カ
の

こ
と
も
含
め
て
見
る
に
つ
け
感
じ
て
い
た
こ

と
で
、
非
常
に
溜り

ゅ
う
い
ん飲が

下
が
る
よ
う
な
。

　

簡
単
に
結
び
つ
け
る
と
い
う
こ
と
は
難
し

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ

と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
い
え
ば
、
文
化
と

い
う
も
の
が
一
つ
の
領
域
と
し
て
切
り
出
さ

れ
、
切
り
取
ら
れ
て
い
て
、
日
本
で
「
文
化
」

と
い
う
も
の
が
、
非
常
に
抽
象
的
に
そ
れ
自

体
、
一
つ
の
、
他
の
営
み
か
ら
隔
絶
し
て
あ

る
よ
う
に
考
え
ら
れ
が
ち
で
す
。
し
か
し
今

の
世
界
の
情
勢
の
中
か
ら
見
て
も
、
そ
れ
は

そ
う
で
は
な
い
よ
ね
、
と
い
う
こ
と
を
感
じ

ま
す
。

大
石　

 

う
か
が
っ
て
い
て
そ
う
思
い
ま
す
。

文
化
に
は
本
来
、
心
に
滲し

み
い
る
よ
う
な
何

か
が
あ
っ
て
、
我
々
は
そ
れ
に
癒
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
が
、
日
本
で

文
化
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
と
き
は
、
そ
う

い
う
意
味
が
ど
こ
か
に
飛
ん
で
し
ま
っ
て
い

る
。

　

ま
た
、
文
化
と
い
う
言
葉
が
半
ば
運
動
論

で
使
わ
れ
る
場
合
、
抑
え
る
こ
と
に
対
し
て
、
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ど
う
し
て
抑
圧
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

だ
と
い
う
主
張
が
強
す
ぎ
る
こ
と
も
あ
る
。

　

こ
の
抑
圧
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
自
制

や
自
粛
を
求
め
る
こ
と
も
圧
力
と
し
て
は
大

き
い
。
コ
ロ
ナ
を
例
に
と
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
、
ア
メ
リ
カ
の
場
合
は
マ
ス
ク
を
す
る
こ

と
は
法
的
な
義
務
付
け
の
か
た
ち
を
と
り
ま

し
た
か
ら
、
こ
れ
を
解
除
す
る
手
段
と
時
期

は
明
確
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
の
場
合
は

す
べ
て
個
人
の
自
主
的
判
断
に
任
せ
る
と
い

う
話
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
そ
う
い
う
意
味

で
の
解
除
が
で
き
な
い
。
解
除
す
べ
き
対
象

が
な
い
わ
け
で
す
か
ら
。
そ
れ
が
人
々
の
生

活
の
隅
か
ら
隅
ま
で
入
っ
て
し
ま
い
、
し
か

も
際
限
が
き
か
な
い
。
法
的
な
規
制
が
あ
れ

ば
こ
そ
そ
れ
を
解
除
す
る
と
い
う
こ
と
が
明

確
で
可
能
な
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
規
制
は

何
も
な
い
か
ら
解
除
す
べ
き
対
象
や
相
手
が

な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
に
対
す
る
懐
疑
心
を

も
う
ち
ょ
っ
と
み
ん
な
持
た
な
い
と
い
け
な

い
の
で
は
な
い
か
と
も
思
い
ま
す
。
一
方
で

は
個
人
の
自
律
が
大
事
だ
と
い
っ
た
題
目
が

唱
え
ら
れ
ま
す
が
、
必
ず
し
も
日
常
生
活
や

国
民
生
活
の
中
で
は
そ
う
は
な
っ
て
い
な
い

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

特
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
戦
争
と
い
う
話
を
す

る
と
、
こ
れ
ま
で
の
教
育
な
ど
を
通
し
て
、

基
本
的
に
戦
争
は
遠
い
も
の
で
あ
る
、
自
分

た
ち
の
問
題
と
し
て
身
近
に
は
受
け
止
め
な

い
、
う
ま
く
遠
ざ
け
て
き
た
と
い
う
と
こ
ろ

が
あ
る
の
で
す
よ
ね
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

厳
し
い
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
い

ま
す
ね
。

大
石　

権
力
的
な
抑
制
は
目
に
見
え
や
す
い

で
す
が
、
自
制
・
自
粛
を
求
め
る
風
潮
が
一

番
怖
い
。
そ
こ
を
ど
う
や
っ
て
は
ね
の
け
る

か
、
こ
の
よ
う
な
自
律
の
問
題
が
大
事
だ
と

私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
自
ら
抵
抗

運
動
と
か
新
た
な
文
学
・
芸
術
と
か
、
思
潮

な
ど
い
ろ
ん
な
も
の
が
生
ま
れ
る
わ
け
で
、

そ
の
た
め
に
思
想
や
表
現
の
自
由
と
い
う
も

の
が
と
く
に
強
調
さ
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　
『
戦
争
語
彙
集
』
の
証
言
を

見
て
い
く
と
、
逃
れ
て
い
く
途
中
に
鉄
道
か

ら
お
り
た
っ
た
状
況
に
あ
る
と
か
、
不
安
定

な
状
況
の
中
で
発
せ
ら
れ
た
言
葉
の
一
つ
一

つ
に
は
、
解
釈
や
、
正
義
に
つ
い
て
の
判
断

で
あ
る
と
か
制
度
的
な
観
点
は
欠
落
し
て
い

る
と
い
い
ま
す
か
、
そ
も
そ
も
語
ら
れ
て
い

な
い
ん
で
す
ね
。
し
か
し
そ
れ
を
ず
っ
と
読

み
通
し
て
い
き
ま
す
と
、
証
言
を
編
纂
し
て

共
有
す
る
と
い
う
行
為
自
体
が
、
強
固
な
抵

抗
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。

　

今
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
街
を
歩
き
ま
す
と
、

現
代
ア
ー
ト
や
演
劇
も
含
め
て
、
ル
ネ
サ
ン

ス
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
、
非
常
に
盛
ん
に
言

論
活
動
が
開
花
し
て
い
る
状
況
が
あ
り
ま
す
。

落
書
き
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
壁
画
に
も
写

実
的
な
戦
争
の
状
況
を
描
い
て
人
々
の
気
持

ち
を
鼓
舞
す
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
で

な
け
れ
ば
引
い
た
視
点
か
ら
今
自
分
た
ち
の

状
況
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
が
あ
る
ん

で
す
ね
。
１
年
半
戦
時
下
が
続
い
て
い
る
の

で
、
先
生
の
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
よ
う
な
ゆ

る
や
か
な
自
制
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
不
条

理
な
暴
力
に
抗あ

ら
が
う
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
と
い
う
も

の
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

〝
平
和
〟
と
い
う
言
葉

キ
ャ
ン
ベ
ル　
『
戦
争
語
彙
集
』
を
翻
訳
す

る
た
め
に
は
文
脈
を
理
解
し
て
伝
え
な
い
と

い
け
ま
せ
ん
の
で
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
行
こ
う

と
思
い
、
こ
の
６
月
に
２
週
間
余
り
、
リ
ヴ
ィ

ウ
と
キ
ー
ウ
と
ブ
チ
ャ
に
行
っ
て
、ス
リ
ヴ
ィ

ン
ス
キ
ー
さ
ん
や
『
戦
争
語
彙
集
』
の
証
言

者
た
ち
と
会
っ
て
取
材
を
し
て
、
と
て
も
た

く
さ
ん
の
こ
と
を
知
る
事
が
で
き
ま
し
た
。

　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
訪
問
し
た
と
き
、
大
学
で

講
義
を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
ね
。
イ

ヴ
ァ
ン
・
フ
ラ
ン
コ
記
念
リ
ヴ
ィ
ウ
国
立
大

学
。
リ
ヴ
ィ
ウ
に
あ
る
最
古
の
国
立
大
学
で

す
が
、
東
洋
学
科
が
あ
っ
て
授
業
と
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
し
ま
し
た
。
学
生
た
ち
に
、
日

本
の
生
き
の
良
い
作
家
た
ち
の
作
品
を
紹
介

し
て
、原
書
に
献
辞
を
自
筆
で
書
い
て
も
ら
っ

て
、
サ
イ
ン
を
入
れ
て
、
学
生
た
ち
に
プ
レ

ゼ
ン
ト
に
し
よ
う
と
思
い
立
っ
て
、
４
人
の

方
に
お
願
い
し
て
二
つ
返
事
で
引
き
受
け
て

も
ら
っ
て
、
そ
の
本
は
英
訳
を
含
め
て
日
本

か
ら
持
っ
て
い
っ
て
、
最
後
に
図
書
館
に
置

き
土
産
に
し
て
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
作
家
が

書
い
た
献
辞
に
加
え
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
も
一

人
一
人
の
作
家
が
心
か
ら
学
生
た
ち
に
伝
え

た
い
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
を
英
訳
も
し
、
ス
ラ
イ
ド
に
し
て
紹

介
し
ま
し
た
。そ
こ
か
ら
い
ろ
ん
な
話
に
な
っ

て
、「
平
和
と
い
う
も
の
を
君
た
ち
は
ど
う

思
っ
て
い
る
ん
だ
？
」
と
い
う
話
を
し
た
ん

で
す
が
、
学
生
に
止
め
ら
れ
た
ん
で
す
ね
。

　

あ
る
学
生
が
手
を
挙
げ
て
、「
先
生
は
平
和

平
和
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
し
、
日
本
の

作
家
も
戦
争
は
問
い
か
け
を
奪
う
も
の
だ
と

い
う
風
に
、
私
た
ち
に
向
け
た
言
葉
の
中
に

あ
る
の
で
す
け
れ
ど
、
少
し
違
う
ん
じ
ゃ
な

い
か
」
と
い
う
風
に
。

「
今
、
考
え
る
べ
き
、
使
う
べ
き
言
葉
は
平
和

で
な
く
て
、
勝
利
で
は
な
い
か
」
と
。

　

П
е
р
е
м
о
г
а
―
―
勝
利
―
―
と
い

う
ウ
ク
ラ
イ
ナ
語
が
あ
る
の
で
す
が
、
平
和

を
勝
利
に
置
き
換
え
て
考
え
る
と
。
平
和
と

い
う
こ
と
を
分
か
っ
た
つ
も
り
で
言
っ
て
い

る
と
、今
、私
た
ち
は
、危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
。
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大
切
な
命
や
文
化
的
な
も
の
、
言
語
ま
で
を

…
…
。
こ
こ
ま
で
学
生
は
言
わ
な
い
の
で
す

が
、
そ
の
後
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
だ
ん

だ
ん
と
彼
ら
が
言
お
う
と
し
て
い
る
。

　

最
初
た
じ
ろ
い
た
ん
で
す
ね
。
何
を
言
っ

て
い
る
の
か
と
。
あ
と
、
怖
い
じ
ゃ
な
い
で

す
か
。「
勝
利
」
と
言
わ
れ
る
と
。
完
全
に

洗
脳
さ
れ
て
い
る
「
皇こ

う
こ
く
し
ょ
う
ね
ん

国
少
年
」
み
た
い
な

感
じ
が
最
初
に
し
た
の
で
す
が
、
彼
ら
が
勝

利
と
い
う
と
き
の
も
の
が
何
か
と
い
う
と
、

日
本
語
で
い
う
勝
利
、
お
そ
ら
く
英
語
の

victory

、
フ
ラ
ン
ス
語
のvictoire

と
も
意

味
の
異
な
る
情
景
が
あ
る
の
で
す
ね
。

　

平
和
に
つ
い
て
も
そ
う
で
す
ね
。
日
本
に

翻
っ
て
平
和
と
い
う
言
葉
の
状
況
を
考
え
る

と
、
私
た
ち
に
は
平
和
学
習
と
い
う
も
の
が

あ
り
ま
す
し
、
非
戦
を
唱
え
る
憲
法
の
も
と

で
市
民
教
育
が
生
き
て
い
る
訳
で
、
外
交
の

礎
に
も
な
っ
て
い
る
は
ず
で
も
あ
り
ま
す
し
、

毎
年
の
あ
る
季
節
に
ほ
ぼ
す
べ
て
の
人
々
が

平
和
に
つ
い
て
思
い
出
す
、
あ
る
い
は
記
憶

を
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
日
本
の
歴
史
的
経

験
と
し
て
現
在
も
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

　

平
和
と
い
う
こ
と
は
社
会
善
、
絶
対
善
と

し
て
日
本
社
会
の
中
で
生
き
て
い
る
概
念
と

し
て
あ
る
。
私
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
否
定
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
そ
れ
を
相
対
的

に
突
き
崩
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
他
国
の

経
験
か
ら
は
安
易
に
す
べ
き
で
は
な
い
と
は

思
う
の
で
す
が
、
た
だ
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な

絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
思

い
知
っ
た
気
が
い
た
し
ま
し
た
ね
。

大
石　

日
本
の
場
合
は
、
平
和
と
い
っ
た
場

合
に
は
小
さ
い
頃
か
ら
の
い
わ
ゆ
る
戦
後
教

育
の
歴
史
が
あ
っ
て
、
み
ん
な
観
念
的
に
と

ら
え
て
い
る
と
い
う
気
が
私
自
身
は
し
ま
す
。

そ
の
平
和
が
保
た
れ
る
た
め
に
、
ど
う
い
う

要
素
が
絡
み
合
い
、
ど
う
い
う
努
力
を
し
て

い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
上
で
平
和

が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
い
い
ん
で

す
が
、
平
和
は
ど
こ
に
で
も
あ
る
希
釈
化
さ

れ
た
観
念
に
な
っ
て
い
る
。
平
和
、
そ
れ
自

体
は
正
義
の
言
葉
な
の
で
、
正
面
か
ら
反
論

が
で
き
な
い
観
念
と
い
う
か
、
言
説
の
仕
組

み
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
と
て
も
残
念
な

こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

問
い
を
投
げ
合
う
と
い
う
こ

と
が
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
と
い
う
か
…
…
。

大
石　

だ
か
ら
、
先
ほ
ど
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の

学
生
か
ら
す
る
と
、
か
な
り
イ
ラ
イ
ラ
し
た

の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
よ
ね
。
平
和

を
唱
え
る
だ
け
で
平
和
が
来
る
わ
け
で
は
な

く
、
そ
れ
に
は
い
ろ
ん
な
仕
掛
け
が
あ
っ
て

バ
ラ
ン
ス
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
わ
れ

わ
れ
が
扱
う
憲
法
や
法
律
の
世
界
で
も
そ
う

で
す
。
例
え
ば
「
公
共
の
福
祉
」
や
「
公
共

の
秩
序
」
と
い
っ
た
面
を
強
調
す
る
の
は
あ

ま
り
よ
く
な
い
の
で
す
が
、
こ
う
し
た
要
素

を
外
し
て
し
ま
う
と
変
な
犯
罪
が
い
っ
ぱ
い

起
き
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で

す
よ
ね
。
そ
の
よ
う
な
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の

上
に
社
会
生
活
な
り
個
人
の
安
全
な
り
が
成

り
立
っ
て
い
る
の
で
、
一
方
で
政
府
の
や
り

方
は
い
か
ん
、
あ
る
い
は
あ
の
個
人
が
お
か

し
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
、
話
が
お
さ
ま

ら
な
い
。

現
実
と
の
向
き
合
い
方

大
石　

先
ほ
ど
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
つ
い
て
の

戦
争
報
道
と
い
う
と
、
国
内
の
メ
デ
ィ
ア
は
、

Ｂ
Ｂ
Ｃ
と
か
か
ら
買
っ
て
映
像
を
流
し
て

い
る
。
そ
れ
を
全
面
的
に
否
定
す
る
わ
け
で

は
な
い
の
で
す
が
、
本
当
の
と
こ
ろ
で
向
か

い
合
わ
な
い
倫
理
と
い
う
の
は
ど
う
な
ん
で

し
ょ
う
か
。
卑
近
な
例
で
す
が
、
台
風
が
来

る
と
多
く
の
報
道
機
関
は
「
室
内
の
安
全
な

と
こ
ろ
か
ら
映
像
を
提
供
し
て
ま
す
」
と
い

う
の
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
な
ら
ば
と
う
て
い
ウ

ク
ラ
イ
ナ
に
自
ら
取
材
に
行
け
る
は
ず
は
な

い
で
し
ょ
う
ね
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

さ
ら
に
厳
し
い
こ
と
を
お
っ

し
ゃ
い
ま
す
ね
。
い
っ
ぱ
い
言
い
た
い
こ
と

は
あ
る
け
れ
ど
。
た
だ
、先
生
の
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
る
こ
と
、
メ
デ
ィ
ア
に
と
っ
て
大
事
な

こ
と
で
、
外が

い
し
ん信
と
い
う
言
葉
か
ら
し
て
も
、

遠
く
へ
つ
な
が
っ
て
い
な
い
。
地
続
き
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
る
ん
で
す
ね
。
新
聞

社
で
も
「
国
際
部
」「
政
治
部
」「
社
会
部
」

が
、
ゆ
る
く
つ
な
が
っ
て
は
い
る
の
だ
け
れ

ど
、
別
々
に
あ
る
。
国
際
部
が
あ
っ
て
、
政

治
部
が
あ
っ
て
社
会
部
が
あ
る
と
い
う
こ
と

は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
い
う
の
は
、
私

は
思
う
ん
で
す
ね
。
ま
た
、
組
織
論
も
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。フ
リ
ー
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
は
何
人
も
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
内
製
に
よ
る
、
こ
れ
は
外
注
を
す
る
こ
と

は
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
が
会
社
の
論
理
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
て
稟り

ん
ぎ
し
ょ

議
書
を
回
さ
な
い
と
、

17
く
ら
い
は
ハ
ン
コ
を
も
ら
わ
な
い
と
い
け

な
い
合
議
制
の
結
果
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。

志
あ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
日
本
に
も
ご
ま

ん
と
い
て
、
す
ぐ
れ
た
ま
な
ざ
し
や
技
能
を

持
っ
て
い
る
人
は
い
る
訳
で
す
け
れ
ど
。

　

若
い
記
者
た
ち
は
そ
れ
を
疑
問
に
持
ち
な

が
ら
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
突
き
崩
そ
う
と
し

て
い
る
現
状
も
あ
り
ま
す
が
、
イ
ラ
ク
戦
争

し
か
り
、
19
世
紀
、
20
世
紀
、
21
世
紀
の
戦

争
報
道
が
ず
っ
と
続
い
て
い
る
訳
で
す
け
れ

ど
、
外
注
の
構
造
な
ん
で
す
ね
。

　

か
く
い
う
私
も
、
３
年
前
ま
で
は
大
学
共

同
利
用
機
関
の
国
文
学
研
究
資
料
館
の
館
長

を
務
め
て
お
り
、
コ
ロ
ナ
で
当
時
は
絶
対
に
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外
国
に
行
け
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
私
は
他

の
職
員
教
員
に
、
海
外
出
張
は
あ
い
な
ら
ぬ

と
い
う
こ
と
で
２
年
余
り
す
べ
て
の
出
張
も
、

私
費
渡
航
も
拒
否
し
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は

人
間
文
化
研
究
機
構
か
ら
達
し
が
あ
り
ま
し

て
、
文
科
省
が
そ
の
上
に
あ
る
わ
け
で
、
私

が
行
け
る
訳
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
い
わ

ば
、
一
個
人
と
い
い
ま
す
か
、
森
林り

ん
た
ろ
う

太
郎
じ
ゃ

な
い
の
で
す
け
れ
ど
、
初
め
て
国
立
の
機
関

か
ら
離
れ
て
、
い
ろ
ん
な
こ
と
か
ら
解
き
放

た
れ
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
は
行
け
た
わ
け
で

す
。
そ
の
力
が
や
っ
ぱ
り
強
い
の
で
は
な
い

ん
で
し
ょ
う
か
。

　

お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
日
本
列
島
に
根
ざ

す
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
、
単
に
こ
れ
か
ら

自
分
の
投
資
を
ど
う
す
る
か
、
遠
い
地
球
の

反
対
側
に
い
る
人
た
ち
に
思
い
を
は
せ
る
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
、
も
っ
と
日
本
に
迫
っ

て
く
る
、
コ
ロ
ナ
も
し
か
り
、
そ
れ
か
ら
ウ

ク
ラ
イ
ナ
の
戦
争
も
し
か
り
で
、
既
に
そ
の

状
況
の
中
に
私
た
ち
が
組
み
込
ま
れ
て
い
く

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
実
際
に
日
本
の
様
々

な
変
動
に
直
接
影
響
し
て
く
る
わ
け
で
す
か

ら
、
受
動
的
に
知
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て

そ
れ
を
知
る
プ
ロ
セ
ス
に
参
画
す
る
と
い
う

こ
と
が
、
大
き
な
言
葉
で
い
う
と
、「
国
益
」

「
一
人
一
人
の
個
人
の
利
益
」
に
と
て
も
大
切

な
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
の
重
要
性

大
石　

日
本
は
、
戦
前
の
ド
イ
ツ
を
は
じ
め

と
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
に
な
ら
っ
て
法

学
部
と
い
う
も
の
を
作
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
国

家
の
シ
ス
テ
ム
、
あ
る
い
は
具
体
的
な
シ
ス

テ
ム
を
ど
う
動
か
す
か
と
い
う
こ
と
に
か
な

り
関
心
を
向
け
て
や
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、

法
制
史
な
ど
の
よ
う
な
実
務
に
直
接
関
わ
ら

な
い
よ
う
な
科
目
も
あ
り
ま
し
た
が
、
む
し

ろ
実
際
に
「
役
に
立
つ
」
解
釈
法
学
を
多
く

や
っ
て
き
ま
し
た
。
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
が
ど

う
も
そ
ぎ
落
と
さ
れ
て
き
た
、
特
に
大
学
紛

争
の
後
そ
の
部
分
が
ど
ん
ど
ん
狭
く
な
っ
て

き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
私
自

身
た
い
へ
ん
残
念
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
て
ね
、

あ
の
当
時
、
私
自
身
が
大
学
二
年
生
位
で
い

ろ
ん
な
も
の
を
学
ん
だ
よ
う
な
こ
と
が
、
今

は
影
も
形
も
な
い
よ
う
で
す
。
解
釈
論
的
な

科
目
が
取
れ
れ
ば
十
分
だ
と
い
う
よ
う
な
安

上
が
り
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
傾

向
は
、と
く
に
ロ
ー
ス
ク
ー
ル（
法
科
大
学
院
）

が
で
き
て
拍
車
が
か
か
っ
て
い
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
よ
く
聞
く

の
は
ア
メ
リ
カ
の
場
合
は
、
学
部
レ
ベ
ル
で

は
法
学
部
と
い
う
の
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い

わ
け
で
す
よ
ね
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

そ
う
で
す
ね
。

大
石　

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
を
き
ち
っ
と
修
練

し
た
上
で
、
専
門
を
勉
強
し
な
さ
い
と
い
う

配
慮
で
し
ょ
う
か
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

医
学
も
そ
う
で
す
ね
。

大
石　

日
本
で
行
わ
れ
た
司
法
制
度
改
革
で

は
、
法
学
部
の
上
に
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
（
法
科

大
学
院
）
を
作
っ
た
の
で
す
が
、
個
人
的
に

は
、
ア
メ
リ
カ
の
モ
デ
ル
に
従
う
こ
と
は
一

体
ど
こ
に
存
在
理
由
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ

と
が
、ず
っ
と
気
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。
ロ
ー

ス
ク
ー
ル
を
経
由
し
て
司
法
試
験
に
受
か
り
、

実
務
に
就
い
た
人
間
が
、
実
務
を
支
え
る
事

務
官
を
侮
蔑
し
た
、
と
い
っ
た
話
を
聞
い
た

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
問
題
が
起
き

て
く
る
と
、
悲
し
い
と
い
う
か
残
念
と
い
う

か
、
や
り
き
れ
な
い
想
い
が
し
ま
す
。
法
律

学
は
、
所
詮
、
人
と
人
と
の
ぶ
つ
か
り
合
い

を
で
き
る
だ
け
平
穏
に
収
め
よ
う
と
す
る
学

問
で
す
か
ら
、
人
間
性
と
は
い
わ
な
い
ま
で

も
、
も
う
少
し
幅
広
い
、
い
ろ
ん
な
こ
と
に

触
手
を
伸
ば
し
た
う
え
で
、
常
に
相
手
に
対

す
る
敬
意
を
払
う
よ
う
な
人
間
像
を
目
指
し

た
方
が
将
来
的
に
は
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な

あ
、と
つ
く
づ
く
思
う
ん
で
す
。
ロ
ー
ス
ク
ー

ル
が
で
き
て
学
部
段
階
の
講
義
が
そ
の
た
め

の
予
備
校
化
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
感

じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
う
ま
く
言
え
ま

せ
ん
が
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
ず
っ
と
違
和

感
を
持
っ
て
き
て
い
る
ん
で
す
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

日
本
の
学
問
、
ア
カ
デ
ミ
ー
、

学
界
、
あ
る
い
は
教
育
界
の
中
で
ス
ペ
シ
ャ

ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
（
専
門
化
）
が
教
育
の
基

本
方
針
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
細
分
化
は

い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
表
れ
て
い
ま
す
ね
。
あ

ま
り
安
直
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
よ
く
な
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
江
戸
時
代
か
ら

の
分
業
制
度
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
地
理
的

な
都
市
の
構
造
で
あ
り
ま
す
と
か
、
い
わ
ゆ

る
身
分
制
度
―
―
今
日
本
史
の
中
で
は
身
分

制
度
の
こ
と
は
大
き
く
見
直
さ
れ
よ
う
と
し

て
い
て
、
私
た
ち
が
若
い
と
き
の
士
農
工
商

と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
言
わ
れ
な
く
な
っ
て

い
る
の
で
す
け
れ
ど
―
―
立
場
、
性
差
、
年

齢
で
す
と
か
、
社
会
に
お
け
る
位
相
に
よ
っ

て
、
役
割
と
い
う
も
の
が
張
り
付
い
て
い
て
、

「
一
芸
に
秀
で
る
」
こ
と
を
多
と
す
る
社
会

と
い
う
も
の
が
、
い
わ
ゆ
る
も
の
づ
く
り
や

職
人
の
世
界
だ
け
で
は
な
く
て
、
シ
ス
テ
ム

と
し
て
い
ろ
い
ろ
と
あ
り
ま
す
。
先
生
の
ご

専
門
か
ら
み
て
、
日
本
に
限
ら
ず
、
文
芸
分

野
に
期
待
す
る
こ
と
で
す
と
か
、
苦
言
を
呈

し
た
い
と
こ
ろ
で
す
と
か
何
か
あ
り
ま
す
で

し
ょ
う
か
？

大
石　

苦
言
と
か
期
待
と
か
と
い
う
た
い
そ

う
な
も
の
は
な
い
の
で
す
が
、
少
な
く
と
も

人
文
や
文
芸
の
分
野
は
滋
味
豊
か
で
あ
っ
て
、

そ
こ
か
ら
私
ど
も
が
何
か
養
分
を
く
み
取
っ
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て
く
る
と
い
う
存
在
で
あ
る
、ま
た
そ
う
あ
っ

て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ

と
に
想
い
至
る
法
律
家
が
あ
ま
り
多
く
な
い

の
が
実
情
で
、
こ
こ
に
問
題
が
あ
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。
具
体
的
に
言
う
の
は
控
え
ま
す

が
、
歴
史
が
関
係
し
ま
す
け
れ
ど
、
現
在
の

状
況
に
合
わ
せ
た
議
論
だ
け
を
す
る
、
だ
け

ど
過
去
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
、
こ

れ
だ
け
の
言
葉
に
そ
れ
だ
け
の
重
み
が
あ
る
、

と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
憲
法
九
条
や
法

律
の
解
釈
の
問
題
で
も
、
結
論
を
め
ぐ
る
せ

め
ぎ
あ
い
だ
け
が
目
立
っ
て
し
ま
い
、
歴
史

を
学
ん
で
そ
の
中
に
秘
め
ら
れ
た
も
の
、
コ

ン
セ
プ
シ
ョ
ン
み
た
い
な
も
の
を
正
当
に
受

け
止
め
る
こ
と
。
も
ち
ろ
ん
我
わ
れ
に
と
っ

て
都
合
の
よ
い
プ
ラ
ス
の
面
と
は
限
ら
な
い

ん
で
す
よ
ね
、
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
両
面
を

含
め
て
ち
ゃ
ん
と
受
け
止
め
よ
う
と
す
る
姿

勢
が
乏
し
い
の
は
大
き
な
問
題
と
私
は
思
っ

て
い
ま
す
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

現
状
に
の
み
即
し
て
し
ま
う

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
？

大
石　

そ
う
で
す
ね
。
広
い
視
野
に
立
っ
て
、

な
ぜ
こ
れ
が
今
日
こ
こ
に
あ
る
の
か
、と
い
っ

た
こ
と
を
再
考
す
る
だ
け
の
ゆ
と
り
が
欲
し

い
と
こ
ろ
で
す
。
王
室
な
ど
の
問
題
を
議
論

す
る
と
き
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
し
ば
し
ば
ウ
ォ

ル
タ
ー
・
バ
ジ
ョ
ッ
ト
（W

alter Bagehot

）

の
定
式
に
な
ら
っ
て
、
国
民
の
崇す

う
け
い敬
を
集
め

る
尊
厳
的
部
分
（dignified parts

）
と
現

実
に
機
能
し
、
政
治
を
お
こ
な
う
実
効
的
部

分
（effi

cient parts

）
の
両
方
が
備
わ
っ
て
、

憲
法
と
い
う
も
の
が
成
立
す
る
、
と
言
わ
れ

る
の
で
す
が
、
キ
ャ
ン
ベ
ル
先
生
も
ど
こ
か

で
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
継
続
の
中
に

あ
る
尊
厳
と
い
う
こ
と
を
大
事
に
す
る
視
点

が
な
く
て
は
い
け
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

日
本
の
場
合
は
、
学
界
で
も
メ
デ
イ
ァ
で
も

右
派
左
派
と
い
う
の
か
な
、
と
に
か
く
二
項

対
立
的
な
ラ
ベ
リ
ン
グ
を
好
ん
で
使
う
傾
向

が
あ
る
。
そ
う
い
う
奇
妙
な
光
景
が
見
ら
れ

る
の
が
た
い
へ
ん
残
念
で
す
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

言
わ
れ
て
み
る
と
、
ハ
ッ

シ
ュ
タ
グ
の
よ
う
に
、「
こ
の
こ
と
が
こ
う
だ
」

と
い
う
こ
と
を
確
信
的
に
拡
散
し
て
い
け
る

も
の
と
し
て
用
い
、
そ
れ
が
追
い
風
に
な
っ

て
決
ま
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す

が
、
一
つ
の
カ
チ
っ
と
し
た
分
類
に
の
み
片

づ
け
ら
れ
て
い
て
、
外
で
声
を
出
し
た
り
関

わ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
な
い
、
し

よ
う
と
し
た
と
き
に
声
が
届
か
な
い
と
い
う

こ
と
は
確
か
に
あ
る
と
い
う
風
に
は
思
い
ま

す
ね
。

大
石　

カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
考
え
る
の
は
い

い
の
で
す
が
、
い
つ
も
二
項
対
立
に
収
斂
す

る
よ
う
な
議
論
に
な
る
と
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ

が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
気
は

し
て
い
ま
す
け
れ
ど
ね
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

文
芸
も
学
芸
も
文
学
と
い
う

学
問
よ
り
も
、
広
が
り
が
あ
る
語
感
を
持
ち

ま
す
け
れ
ど
も
、
時
代
的
な
奥
行
き
、
構
造

物
と
し
て
は
破
壊
さ
れ
な
が
ら
も
侵
食
さ
れ

て
い
な
い
も
の
を
知
る
、
そ
れ
を
自
分
の
力

で
評
価
す
る
、
理
解
す
る
こ
と
を
し
な
が
ら

現
在
を
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
文
芸
に

限
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で

あ
り
ま
す
と
か
、
い
ろ
ん
な
こ
と
に
つ
な
が

る
重
要
な
も
の
で
、
そ
れ
こ
そ
教
養
と
言
い

換
え
て
も
い
い
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ

れ
は
、
社
会
に
広
く
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

ろ
う
と
思
う
の
で
す
ね
。

　

今
、
共
有
さ
れ
て
い
る
日
本
の
文
学
の
中

に
も
、
作
家
や
読
者
に
よ
っ
て
、
そ
う
い
っ

た
も
の
が
多
分
に
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

ま
た
、
そ
の
内
容
だ
け
で
は
な
く
て
、
ど
う

い
う
風
に
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
運
ば
れ
て
い
く

の
か
、
紹
介
さ
れ
て
、
共
有
さ
れ
る
か
、
足

場
み
た
い
な
も
の
が
あ
っ
て
確
か
に
先
生
が

お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
予
め
決
め
ら
れ
た
分

類
で
そ
れ
が
こ
れ
だ
と
バ
ズ
る
、
こ
れ
だ
と

回
ら
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
感
覚
。「
回
る
」

と
か「
バ
ズ
る
」と
い
う
の
は
動
態
で
す
よ
ね
。

マ
グ
ロ
み
た
い
に
回
遊
し
て
い
な
い
と
浮
い

て
し
ま
う
、
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の
中

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
私
も
メ
デ
ィ
ア
に
か

か
わ
る
経
験
か
ら
感
じ
る
訳
で
す
ね
。

　

そ
う
い
う
状
況
自
体
を
変
え
る
こ
と
は
困

難
で
す
が
、
逆
手
に
取
る
と
い
い
ま
し
ょ
う

か
、
フ
ィ
ル
タ
ー
バ
ブ
ル
の
中
で
、
利
便
性

で
す
と
か
、
気
持
ち
よ
さ
、
情
動
的
な
も
の

を
受
け
止
め
な
が
ら
、ど
う
や
っ
て
突
き
破
っ

て
い
く
か
と
い
う
か
と
い
う
こ
と
の
積
極
的

な
リ
テ
ラ
シ
ー
は
必
要
か
な
と
思
い
ま
す
ね
。

大
石　

大
変
な
作
業
で
す
け
れ
ど
も
ね
。
挑

む
に
は
大
変
で
す
。
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
と

し
て
は
、
理
系
的
な
も
の
も
含
め
て
仕
掛
け

を
作
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
対
抗
す
る

に
は
、
チ
ー
ム
で
し
か
で
き
な
い
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

〝
言
葉
〟
に
な
ら
な
い
も
の
を
見
る

キ
ャ
ン
ベ
ル　

あ
の
う
、
私
は
日
本
文
学
研

究
の
中
で
は
、
理
論
派
と
い
う
よ
り
、
わ
り

と
実
証
的
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
作
家
や
作

品
か
ら
入
っ
て
、
そ
こ
で
何
か
新
し
い
石
垣

を
創
っ
て
い
く
と
い
う
よ
り
も
、
実
際
に
文

字
に
残
る
た
く
さ
ん
転
が
っ
て
い
る
証
言
に

即
し
て
、
江
戸
時
代
の
版は

ん
ぽ
ん本
や
写し

ゃ
ほ
ん本
か
ら
読

み
解
い
て
問
い
を
見
出
し
て
、
つ
な
げ
て
い

く
手
法
が
中
心
で
す
。
最
近
は
器
、
茶
碗
で

あ
り
ま
す
と
か
、
茶
の
湯
の
道
具
を
、
感
覚

器
官
に
実
際
に
つ
な
が
る
マ
テ
リ
ア
ル
と
し
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て
と
ら
え
直
し
て
、
考
え
た
り
書
い
た
り
し

て
い
ま
す
。

　

法
律
は
い
っ
と
う
抽
象
的
と
い
い
ま
す
か
、

法
律
に
長
く
携
わ
っ
て
、
様
々
な
制
度
設
計

に
も
か
か
わ
ら
れ
て
い
る
先
生
は
、
も
の
の

風
合
い
で
す
と
か
、
手
乗
り
の
す
る
も
の
と

か
、
そ
う
い
う
も
の
は
好
き
で
す
か
？

大
石　

個
人
的
に
は
恩
師
の
教
え
が
あ
っ

て
、
常
日
頃
い
い
も
の
を
見
て
お
か
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
言
わ
れ
て
、
少
し
手
元
に
も

良
い
物
を
持
つ
よ
う
に
努
め
て
い
ま
す
。
時

た
ま
京
都
市
の
美
術
館
の
展
覧
会
に
行
く
ん

で
す
が
、
そ
の
際
も
、
た
だ
見
に
行
く
の
で

は
な
く
、
自
分
の
持
っ
て
い
る
も
の
と
ど
っ

ち
が
い
い
か
と
い
う
「
勝
負
」
を
し
に
行
く

わ
け
で
す
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

勝
ち
負
け
で
す
ね（
笑
）。「
勝

利
」。

大
石　

40
年
く
ら
い
前
だ
っ
た
か
、
國
學
院

大
學
に
勤
め
て
い
た
時
で
す
が
、
渋
谷
の
東

急
百
貨
店
の
本
店
で
濱は

ま
だ
し
ょ
う
じ

田
庄
司
の
湯
呑
に
出

会
い
、
い
い
な
あ
と
思
い
ま
し
た
が
、
値
段

で
迷
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
仙
台
の
東
北
大
学

に
い
る
恩
師
（
小こ

じ
ま
か
ず
し

嶋
和
司
先
生
）
に
相
談
し

た
と
こ
ろ
、
東
京
の
自
宅
に
戻
ら
れ
た
際
に

実
際
に
確
認
さ
れ
た
ら
し
く
、
あ
れ
は
本
物

だ
よ
と
の
は
が
き
を
受
け
取
っ
た
の
で
、
つ

い
に
買
う
決
心
を
固
め
ま
し
た
。
濱
田
の
湯

呑
は
い
ま
で
も
愛
用
し
て
い
ま
す
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

そ
れ
は
素
敵
な
話
で
す
ね
。

ご
自
分
の
ひ
と
つ
の
定
位
置
を
作
り
、
指
標

に
し
て
、
い
つ
で
も
手
に
取
っ
て
実
際
に
持

ち
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
あ
り
、
良

し
悪
し
も
含
め
て
、
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
と
か
、

用
途
で
す
と
か
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
持

つ
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
と
つ
な
が
っ
て
い
く

と
い
う
。

大
石　

も
の
を
見
る
上
で
の
規
範
が
備
わ
っ

て
い
く
と
い
う
こ
と
が
確
か
に
あ
り
ま
す
か

ら
ね
。
京
都
大
学
の
ゼ
ミ
の
諸
君
に
も
「
良

い
も
の
が
あ
っ
た
ら
、
思
い
切
っ
て
買
っ
て

お
き
な
さ
い
」
と
い
う
こ
と
は
伝
え
て
き
ま

し
た
。
そ
う
い
え
ば
、
や
は
り
東
京
に
い
た

若
い
時
に
銀
座
の
画
廊
か
ら
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・

ル
オ
ー
の
版
画
集
「
ミ
ゼ
レ
ー
レ
」
の
中
の

一
葉
を
何
度
も
通
っ
た
後
に
買
い
求
め
た
こ

と
も
、
私
と
し
て
は
い
い
思
い
出
で
す
。
そ

の
「
法
は
苛
酷
、
さ
れ
ど
法
は
法
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
も
、
気
に
入
っ
て
い
ま
す
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

お
湯
呑
の
話
も
さ
れ
て
今
私

と
て
も
実
感
が
わ
き
ま
し
た
。
人
で
あ
る
と

か
場
所
で
あ
る
と
か
を
経
験
し
て
得
て
い
く

こ
と
に
よ
っ
て
、
人
に
対
す
る
評
価
で
あ
る

と
か
、
ご
自
身
の
こ
れ
か
ら
取
り
組
む
べ
き

こ
と
や
仕
事
。
多
分
一
人
一
人
違
い
ま
す
け

れ
ど
、「
引
き
受
け
る
か
引
き
受
け
な
い
か
」

「
飛
び
込
む
か
飛
び
込
ま
な
い
か
」
と
い
う
こ

と
を
考
え
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
で

す
ね
。

大
石　

線
引
き
で
す
ね
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

線
引
き
は
一
つ
で
は
な
い
と

お
察
し
し
ま
す
が
、
実
物
を
実
際
に
置
い
て
、

そ
れ
を
一
つ
の
規
範
と
し
て
、比
較
し
て
戻
っ

て
、
行
き
つ
戻
り
つ
見
分
を
広
げ
て
い
く
こ

と
が
、
経
験
に
な
る
と
い
う
か
。
他
の
先
生

の
ご
自
身
の
活
動
の
中
で
実
感
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
す
か
？

大
石　

あ
り
ま
す
ね
。
い
い
も
の
を
見
る

と
い
う
こ
と
は
い
い
も
の
を
つ
く
り
出
す
こ

と
と
同
じ
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
私
ど
も
の
場
合
は
、
論
文
を
書
く

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

付ふ
わ
ら
い
ど
う

和
雷
同
的
に
い
っ
て
も
進
歩
に
は
な
ら
な

い
。
た
と
い
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

自
分
が
大
事
に
し
て
い
る
規
範
の
中
に
入
っ

て
い
れ
ば
い
い
の
で
、
そ
れ
を
守
る
こ
と
が

大
事
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

一
碗
の
湯
呑
、
一
枚
の
掛
け

軸
、
一
点
の
古
典
籍
と
い
う
も
の
が
、
も
の

と
し
て
持
っ
て
い
る
威
厳
で
あ
る
と
か
、
情

報
と
し
て
処
理
を
し
て
共
有
し
よ
う
と
し
て

も
抜
け
て
し
ま
う
も
の
。
つ
ま
り
、
情
報
に

な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
先
生

が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
極
め
て
い
く
、
広
げ

て
い
く
、
手
放
さ
な
い
と
い
う
観
点
を
持
っ

て
い
く
、
目
を
肥
や
し
て
い
く
、
い
い
も
の

を
見
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
妥
協
す
る
こ
と

な
く
、
付
和
雷
同
的
に
流
れ
ず
に
研
究
を
し

て
い
く
と
同
時
に
、
そ
の
こ
と
を
多
く
の
す

ぐ
れ
た
感
覚
や
見
識
や
経
験
を
持
っ
て
い
る

人
た
ち
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
し
て
い

く
と
い
う
こ
と
も
我
々
の
責
務
、
責
任
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
私
の
先
生
の
世
代
、
と
一
概
に

言
え
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
が
尊
敬

し
て
や
ま
な
い
上
の
世
代
の
先
生
た
ち
と

ち
ょ
っ
と
感
覚
が
異
な
る
部
分
な
の
か
な
と

思
い
ま
す
。
別
に
い
い
と
か
正
し
い
と
い
う

こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
け
れ
ど
。

大
石　

私
は
近
代
の
法
制
官
僚
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
井
上
毅こ

わ
しの
残
し
た
文
書
を
中
心
に

原
文
の
史
料
を
見
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で

す
が
、
墨
書
さ
れ
た
和
紙
の
質
と
か
、
何
行

の
罫
紙
に
書
か
れ
て
い
る
か
な
ど
、
確
か
王

子
に
あ
る
紙
の
博
物
館
な
ど
に
調
べ
に
行
っ

た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
原
史
料
で
は
赤
で

手
を
入
れ
た
と
き
と
朱
で
色
を
入
れ
た
も
の

が
あ
っ
て
、
普
通
に
見
て
い
る
と
分
か
ら
な

い
ん
で
す
が
、
朱
と
赤
で
は
違
い
ま
す
。
複

製
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
見
え
な
か
っ
た

こ
と
が
デ
ジ
タ
ル
の
画
像
だ
っ
た
ら
見
え
る

と
き
も
あ
る
。
そ
れ
を
読
み
解
か
な
く
て
は



19 国立国会図書館月報 753号 2024.1

い
け
な
い
。
そ
れ
を
解
明
で
き
た
時
の
悦
び

は
、
何
と
い
い
ま
す
か
、
実
利
に
換
え
ら
れ

な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
史
料
調
査
を
す

る
人
な
ら
誰
で
も
そ
う
い
う
経
験
が
あ
る
は

ず
で
す
。
そ
の
こ
と
を
想
う
と
、出
来
上
が
っ

た
成
果
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
い
た
る
基
礎

作
業
が
む
し
ろ
大
事
な
の
で
す
ね
。
た
だ
、

そ
う
い
う
基
礎
作
業
を
す
る
人
が
育
つ
に
は

や
は
り
か
な
り
時
間
が
か
か
る
で
し
ょ
う
が
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

そ
こ
は
時
間
が
か
か
る
わ
け

で
す
ね
。
た
ゆ
た
う
と
い
う
か
、
前
に
も
後

ろ
に
も
い
か
ず
そ
こ
に
い
る
。
お
椀
の
中
の

ジ
ュ
ン
サ
イ
み
た
い
な
あ
り
か
た
と
い
い
ま

し
ょ
う
か
、
そ
こ
に
し
ば
ら
く
そ
の
状
態
で

い
ら
れ
る
。
日
本
は
も
と
も
と
そ
れ
が
で
き

る
文
化
で
あ
っ
た
り
社
会
で
あ
っ
た
り
言
語

で
も
あ
る
と
思
う
ん
で
す
が
。
急
か
な
い
、

焦
ら
な
い
、
焦
り
に
対
す
る
功
利
主
義
的
で

は
な
い
と
い
う
世
界
観
と
い
う
も
の
が
言
語

の
中
に
流
れ
て
い
る
、
走
っ
て
い
る
。
そ
れ

が
今
も
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。

読
者
を
想
定
す
る

―
―
ど
こ
に
言
葉
を
届
け
る
か

大
石　

今
で
も
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
が
、
仙

台
か
ら
東
京
に
出
て
く
る
時
、
恩
師
の
小
嶋

和
司
先
生
か
ら
、
最
高
裁
の
調
査
官
と
内
閣

法
制
局
の
参
事
官
に
馬
鹿
に
さ
れ
る
も
の
を

書
い
て
は
い
け
な
い
、
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　
「
読
者
を
想
定
せ
よ
」
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。

大
石　

そ
う
で
す
。
憲
法
の
研
究
者
と
し
て

国
家
的
な
主
題
を
扱
う
以
上
、
現
に
国
を
動

か
し
て
い
る
そ
の
方
々
と
対
等
に
渡
り
合
え

る
よ
う
に
し
な
い
と
意
味
が
な
い
、
と
い
う

わ
け
で
し
ょ
う
。
さ
す
が
に
財
政
制
度
を
中

心
に
長
年
研け

ん
さ
ん鑽
を
積
み
、
旧
大
蔵
省
な
ど
を

向
こ
う
に
回
し
て
論
陣
を
張
っ
た
方
だ
な
と
、

今
頃
に
な
っ
て
、
し
み
じ
み
想
い
ま
す
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

私
の
恩
師
の
中
野
三み

つ
と
し敏
先
生

（
九
州
大
学
）
が
、
私
が
20
代
の
後
半
に
同

じ
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
下
さ
っ
た
ん
で
す

ね
。「
凝
っ
た
文
章
を
作
っ
た
り
、
す
べ
て
の

人
に
そ
れ
を
読
ま
せ
た
り
と
い
う
必
要
は
な

く
て
、
器
用
な
文
章
を
書
く
必
要
も
全
く
な

く
て
、
不
器
用
で
も
ど
ん
く
さ
い
、
泥
臭
い

文
章
で
あ
っ
て
も
い
い
か
ら
、
思
い
描
い
て

い
る
読
者
を
、
誰
に
も
言
わ
な
く
て
も
い
い

が
、
早
く
そ
の
人
を
見
つ
け
る
と
い
う
こ
と

―
―
そ
れ
が
北
斗
星
み
た
い
な
も
の
に
な
る
、

そ
の
人
間
が
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
の
を

書
く
過
程
や
射
程
が
固
ま
る
」、
と
い
う
こ
と

を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
、
今
、

何
十
年
か
ぶ
り
に
思
い
出
し
ま
し
た
。
中
野

先
生
も
研
究
者
を
目
指
し
て
か
ら
、
と
に
か

く
「
こ
の
人
に
読
ん
で
ほ
し
い
」
と
い
う
論

文
を
書
い
て
。
中
野
先
生
に
と
っ
て
の
こ
の

人
と
い
う
の
は
、
近
世
文
学
者
の
中
村
幸ゆ

き
ひ
こ彦

先
生
で
す
。
中
村
先
生
は
京
都
大
学
の
卒
業

生
で
九
州
大
学
の
教
授
で
し
た
が
、
非
常
に

広
い
知
識
が
あ
っ
て
江
戸
時
代
全
体
の
社
会

へ
の
理
解
が
深
い
方
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
。

大
石　

お
互
い
の
恩
師
が
同
じ
こ
と
を
言
っ

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。「
易や

す

き
に

流
れ
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
の
は
単
純
な

こ
と
で
は
な
い
で
す
か
ら
ね
。

キ
ャ
ン
ベ
ル　

私
は
、
そ
れ
と
は
別
に
、
学

問
と
接
点
が
な
い
ま
ま
生
活
し
て
い
る
人
々

に
、
自
分
が
発
し
た
言
葉
を
届
け
ら
れ
る
、

と
い
う
選
択
肢
を
私
に
と
っ
て
は
幸
い
な
こ

と
で
す
が
、
与
え
ら
れ
る
場
面
が
多
く
て
。

　

例
え
ば
東
大
の
現
役
に
い
る
と
き
に
民
放

の
朝
の
テ
レ
ビ
番
組
に
出
た
と
き
、「
あ
ん
な

チ
ャ
ラ
け
た
も
の
に
あ
な
た
は
出
る
ん
で
す

か
」
と
い
う
こ
と
を
同
僚
の
教
員
に
言
わ
れ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
（
笑
）。「
こ
れ
だ
っ
た

ら
分
か
る
ん
だ
け
ど
、
あ
の
番
組
は
な
い
よ

ね
」
と
。

　

私
は
そ
れ
は
逆
の
発
想
で
東
大
で
１
０
０

年
教
え
て
い
て
も
、自
分
が
感
じ
た
事
や
思
っ

て
い
る
こ
と
と
か
、
社
会
に
対
し
て
警け

い
し
ょ
う鐘

と

い
う
の
か
な
、
大
げ
さ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け

れ
ど
も
、
一
つ
一
つ
の
駆
け
抜
け
て
い
く
事

柄
に
つ
い
て
自
分
が
言
い
た
い
こ
と
が
あ
っ

て
も
、
届
か
な
い
相
手
が
い
る
と
思
い
ま
す
。

東
大
の
学
生
た
ち
は
愉
快
で
す
し
、
教
え
る

こ
と
は
大
切
な
こ
と
だ
と
は
分
か
っ
て
い
る

ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
い
ろ
い
ろ
感
じ
た

り
し
た
こ
と
を
、
チ
ャ
ラ
け
た
部
分
も
否
め

な
い
２
時
間
半
の
生
放
送
の
番
組
で
発
言
を

す
る
こ
と
に
そ
れ
は
意
味
が
あ
る
と
い
う
風

に
、
自
己
弁
解
的
な
も
の
は
多
分
に
あ
っ
た

ん
で
す
ね
。
今
か
ら
振
り
返
る
と
。
自
分
の

中
で
ど
う
い
う
風
に
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
か
。

大
学
の
中
か
ら
見
る
と
矛
盾
し
た
行
動
が
多

分
に
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
。

　

学
生
が
一
番
保
守
的
で
す
よ
ね
。
京
大
は

ど
う
か
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
。「
キ
ャ
ン
ベ
ル

先
生
は
ど
う
し
て
あ
ん
な
番
組
、
あ
ん
な
と

こ
ろ
に
い
る
ん
で
す
か
」
と
い
う
よ
う
な
こ

と
。
同
僚
た
ち
よ
り
も
、
学
生
が
先
生
た
ち

に
求
め
る
規
範
意
識
に
は
非
常
に
強
固
な
も

の
が
あ
り
、
そ
れ
を
裏
切
る
と
様
々
な
作
用
、

様
々
な
こ
と
が
起
き
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ

は
ま
た
別
の
機
会
に
お
話
し
す
る
こ
と
に
し

て
（
笑
）。
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地
域
資
料
を
調
べ
る

横
断
検
索
か
ら
探
す

ジ
ャ
パ
ン
サ
ー
チ
で
は
、
横
断
検
索
画
面
で
連
携
し

て
い
る
全
て
の
資
料
を
対
象
に
検
索
で
き
ま
す
。
さ
ら

に
、
横
断
検
索
の
絞
り
込
み
機
能
を
使
う
と
、
簡
単
に

地
域
の
史
跡
・
名
勝
や
風
俗
・
祭
事
に
関
す
る
資
料
を

見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。例
え
ば
、「
種
類
」や「
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
」
の
タ
ブ
で
検
索
対
象
を
絞
り
込
め
ば
、
探

し
た
い
資
料
に
ス
ム
ー
ズ
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き

ま
す
［
図
１
］。

ギ
ャ
ラ
リ
ー
か
ら
探
す

地
域
資
料
は
、
ジ
ャ
パ
ン
サ
ー
チ
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
か

ら
探
す
こ
と
も
で
き
ま
す
。
ギ
ャ
ラ
リ
ー
は
、
様
々
な

テ
ー
マ
に
つ
い
て
関
連
す
る
資
料
を
集
め
、
解
説
を
加

え
た
ペ
ー
ジ
で
す
。
特
定
の
テ
ー
マ
を
中
心
と
し
た
資

料
群
を
テ
ー
マ
と
の
関
連
性
を
示
し
な
が
ら
提
供
す
る

こ
と
で
パ
ス
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
（
調
べ
方
案
内
）
の
役
割

を
果
た
し
て
い
ま
す
。
地
域
に
関
す
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で

は
、
地
域
ゆ
か
り
の
人
物
、
名
物
・
特
産
、
名
所
・
史

跡
と
い
っ
た
項
目
ご
と
に
資
料
を
分
か
り
や
す
く
整
理

し
て
い
ま
す
［
図
２
、３
］。

ジャパンサーチで 
地域資料を調べる、発信する

　

ジ
ャ
パ
ン
サ
ー
チ
は
、
様
々
な
分
野
と
地
域
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
横
断
的
に
検

索
・
活
用
で
き
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
す
。
令
和
５
年
11
月
現
在
、
約
２
２
０
の
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
、
約
２
９
０
０
万
件
の
資
料
の
情
報
を
検
索
で
き
ま
す
。

　

ジ
ャ
パ
ン
サ
ー
チ
で
は
、
博
物
館
・
美
術
館
、
図
書
館
、
文
書
館
等
の
連
携
機
関
の

収
蔵
資
料
を
は
じ
め
、
様
々
な
連
携
機
関
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
、
多
く
の
地
域
資
料
を

探
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
こ
数
年
、
ジ
ャ
パ
ン
サ
ー
チ
と
地
域
ア
ー
カ
イ
ブ
と
の
連
携

が
進
み
、
多
く
の
地
域
資
料
を
検
索
し
、
活
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
調
べ
も
の
、

教
育
、
研
究
、
地
域
情
報
の
発
信
な
ど
、
様
々
な
用
途
で
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
ご

活
用
い
た
だ
け
る
よ
う
、
地
域
資
料
の
調
べ
方
や
活
用
事
例
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

（
電
子
情
報
部
電
子
情
報
企
画
課
）

ジャパンサーチで検索できる地域資料（例）

・図書館所蔵の郷土資料（地域資料、地図、写真）
・博物館所蔵の民俗資料、文化財
・地方自治体の行政資料（各種統計、市政情報）
・大学・研究機関等が市民から収集した写真、映像
・地域の伝統行事などを紹介した放送番組・映像記録
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地域ゆかりの人物、名物・特産、名所・史跡、
出来事・行事などを調べることができます。

図１　横断検索画面（https://jpsearch.go.jp/csearch/jps-cross?csid=jps-cross）

図２　ギャラリートップページ（https://jpsearch.go.jp/gallery）

図 3　ギャラリー「九州・沖縄」
　　　（https://jpsearch.go.jp/gallery/ndl-BRv22wdWrEZ）

都道府県のタグで関係するギャラリーを探す
ことができます。

https://jpsearch.go.jp/csearch/jps-cross?csid=jps-cross
https://jpsearch.go.jp/gallery
https://jpsearch.go.jp/gallery/ndl-BRv22wdWrEZ
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テ
ー
マ
別
検
索
で
探
す

テ
ー
マ
別
検
索
は
、
特
定
の
テ
ー
マ
に
対
応
す
る
集

合
を
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
、
そ
の
範
囲
で
検
索
結
果
を

表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
で
す
。
ジ
ャ
パ
ン
サ
ー

チ
の
連
携
機
関
が
利
用
で
き
る
機
能
で
、
連
携
機
関
は
、

あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
条
件
で
検
索
対
象
を
絞
り
込
ん

だ
検
索
窓
を
作
成
し
、そ
れ
を
ジ
ャ
パ
ン
サ
ー
チ
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
で
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。例
え
ば
、「
国

宝
・
重
文
を
探
す
」
と
い
う
テ
ー
マ
別
検
索
で
は
、
複

数
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
「
国
宝
」
と
「
重
要
文
化
財
」

に
指
定
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ン
ツ
だ
け
の
集
合
を
作
る

こ
と
で
、
国
宝
と
重
要
文
化
財
の
容
易
な
検
索
を
可
能

に
し
て
い
ま
す
［
図
４
］。

テ
ー
マ
別
検
索
で
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
も
つ
固
有

の
項
目
を
指
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
絞

り
込
ん
だ
条
件
を
組
み
合
わ
せ
て
自
由
に
集
合
を
作
る

こ
と
が
で
き
る
た
め
、
特
定
の
テ
ー
マ
や
分
野
の
情
報

に
円
滑
に
た
ど
り
着
け
る
よ
う
、
情
報
探
索
を
サ
ポ
ー

ト
す
る
機
能
と
し
て
も
ご
活
用
い
た
だ
け
ま
す［
図
５
］。

テ
ー
マ
別
検
索
に
は
、
ジ
ャ
パ
ン
サ
ー
チ
の
ト
ッ
プ
画

面
の
フ
ッ
タ
ー
か
ら
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
。

こ
の
機
能
の
一
部
は
、「
マ
イ
サ
ー
チ
」
と
し
て
一
般

ユ
ー
ザ
も
利
用
で
き
る
機
能
と
し
て
実
装
さ
れ
て
お
り
、

ジ
ャ
パ
ン
サ
ー
チ
の
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
右
上
の
メ
ニ
ュ
ー

か
ら
、
マ
イ
サ
ー
チ
の
作
成
画
面
に
入
る
こ
と
が
で
き

ま
す［
図
６
］。マ
イ
サ
ー
チ
で
作
成
し
た
検
索
窓
を
ジ
ャ

パ
ン
サ
ー
チ
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
そ

れ
以
外
の
基
本
的
な
機
能
は
、
前
述
の
テ
ー
マ
別
検
索

と
同
じ
で
す
。
保
存
し
た
検
索
条
件
を
エ
ク
ス
ポ
ー
ト

／
イ
ン
ポ
ー
ト
で
き
る
の
で
、
ユ
ー
ザ
同
士
で
共
有
す

る
こ
と
も
可
能
で
す
。
マ
イ
サ
ー
チ
は
、
特
定
の
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
だ
け
を
検
索
対
象
に
し
た
検
索
窓
を
繰
り
返

し
使
い
た
い
と
き
、
特
定
の
地
域
の
歴
史
や
文
化
を
調

べ
た
い
と
き
な
ど
、
様
々
な
シ
ー
ン
で
ご
活
用
い
た
だ

け
ま
す
［
図
７
］。

図 4　テーマ別検索「国宝・重文を探す」
　　　（https://jpsearch.go.jp/csearch/ndl-rNAJzKOb8qfR1xp?csid=ndl-rNAJzKOb8qfR1xp）

図 5　テーマ別検索「国宝・重文を探す」の概念図

https://jpsearch.go.jp/csearch/ndl-rNAJzKOb8qfR1xp?csid=ndl-rNAJzKOb8qfR1xp
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図 7　マイサーチの活用例

ジャパンサーチで横断検索を実現！（上田市デジタルアーカイブ横断検索）
アーカイブ機関は、ジャパンサーチとの連携を通じて、特定の条件に絞り込んだ検索窓を作成でき、さらにそれをジャ
パンサーチで公開したり、ウェブパーツとして様々なサイトに組み込むことができます。下の画面は上田市がテーマ別
検索を活用して作ったページで、上田市内の各施設の所蔵資料が統合検索できます。

https://jpsearch.go.jp/organization/UedaUMIC

図 6　マイサーチの編集画面

https://jpsearch.go.jp/organization/UedaUMIC
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地
域
資
料
を
活
用
す
る

ジ
ャ
パ
ン
サ
ー
チ
に
は
、
連
携
し
て
い
る
資
料
の
活

用
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
機
能
が
備
わ
っ
て
お
り
、
そ
う
し

た
機
能
の
一
つ
に
エ
デ
ィ
タ
機
能
が
あ
り
ま
す
。
連
携

機
関
は
、
エ
デ
ィ
タ
機
能
を
利
用
し
て
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー

を
作
成
し
、
そ
れ
を
ジ
ャ
パ
ン
サ
ー
チ
の
コ
ン
テ
ン
ツ

と
し
て
公
開
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
連
携
機
関
は
、

ギ
ャ
ラ
リ
ー
ペ
ー
ジ
を
通
じ
て
、
地
域
の
歴
史
や
文
化
、

郷
土
の
発
展
に
寄
与
し
た
人
物
な
ど
を
テ
ー
マ
に
し
て
、

所
蔵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
広
く
発
信
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
［
図
８
］。

ジ
ャ
パ
ン
サ
ー
チ
の
利
活
用
機
能
で
あ
る「
マ
イ
ギ
ャ

ラ
リ
ー
」
は
、
誰
も
が
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
き
る
機
能

で
あ
り
、
ユ
ー
ザ
は
ジ
ャ
パ
ン
サ
ー
チ
が
連
携
し
て
い

る
資
料
や
外
部
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
使
っ
て
、
自
分
だ
け

の
電
子
展
覧
会
（
ギ
ャ
ラ
リ
ー
）
を
作
成
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
［
図
９
］。
マ
イ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
は
、
オ
ン
ラ
イ

ン
上
で
共
同
作
業
が
可
能
な
の
で
、
学
校
の
地
域
学
習

や
防
災
学
習
な
ど
で
も
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
ま
で
ジ
ャ
パ
ン
サ
ー
チ
の
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
機

能
を
使
っ
た
活
用
例
を
紹
介
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ

以
外
の
活
用
例
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
ジ
ャ
パ
ン
サ
ー

チ
の
連
携
機
関
に
は
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
地
域

観
光
に
活
用
し
て
い
る
機
関
が
あ
り
ま
す
。
沖
縄
県
南

城
市
で
は
、市
内
各
所
の
案
内
板
な
ど
に
デ
ジ
タ
ル
ア
ー

カ
イ
ブ
の
古
写
真
へ
の
リ
ン
ク
を
付
け
た
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

を
貼
り
、
訪
れ
た
人
が
現
在
の
風
景
を
眺
め
な
が
ら
、

昔
の
写
真
と
そ
の
解
説
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
を
活
用
し
て
い
ま
す
［
図
10
］。

図８　ジャパンサーチの連携機関が作成したギャラリー
右：沖縄県南城市教育委員会作成「久高島の歴史と文化」
　　（https://jpsearch.go.jp/gallery/okinawa_nanjo-O12QoVzMvrd）
左：島根大学附属図書館作成「桑原羊次郎の欧米美術行脚～日英博覧会を中心に～」
　　（https://jpsearch.go.jp/gallery/libshimane_u-wkl7RdnDJw）

https://jpsearch.go.jp/gallery/okinawa_nanjo-O12QoVzMvrd
https://jpsearch.go.jp/gallery/libshimane_u-wkl7RdnDJw
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図 9　マイギャラリー（https://
jpsearch.go.jp/mygallery）
の編集画面（例）

図 10　南城市教育委員会文化課　田村卓也「地域資料の利活用とジャパンサーチ―沖縄県南城市の取り組み―」（地域アーカイブ関連イベント「ジャパンサー
チで地域のコンテンツをつなぎ、人をつなぐ」（2023 年 3月24日）報告資料）より一部抜粋
（https://jpsearch.go.jp/static/pdf/event/cooperation202303/01_nanjoshi.pdf）

入口はこちら

外部サイトに埋め込み可能オンライン上で共同作業が可能

https://jpsearch.go.jp/mygallery
https://jpsearch.go.jp/mygallery
https://jpsearch.go.jp/static/pdf/event/cooperation202303/01_nanjoshi.pdf
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地
域
資
料
を
発
信
す
る

ジ
ャ
パ
ン
サ
ー
チ
に
実
装
さ
れ
た
様
々
な
機
能
を
組

み
合
わ
せ
て
使
う
と
、
地
域
資
料
の
活
用
の
幅
が
さ
ら

に
広
が
り
ま
す
。
図
11
～
13
の
画
像
は
、
活
用
の
一
例

と
し
て
ジ
ャ
パ
ン
サ
ー
チ
の
マ
イ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
マ
イ

サ
ー
チ
機
能
を
組
み
合
わ
せ
て
作
っ
た
も
の
で
す
。
地

域
資
料
を
紹
介
す
る
ミ
ニ
展
示
の
よ
う
な
企
画
や
学
校

で
の
地
域
の
調
べ
学
習
な
ど
の
幅
広
い
用
途
に
ご
活
用

い
た
だ
け
ま
す
。
地
図
上
に
コ
ン
テ
ン
ツ
を
プ
ロ
ッ
ト

し
て
表
示
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
の
で
、
名
所
や
史
跡

の
案
内
マ
ッ
プ
を
作
成
し
て
み
て
も
面
白
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
［
図
12
］。
作
成
し
た
ペ
ー
ジ
は
、
ｈ
ｔ
ｍ
ｌ
方

式
で
エ
ク
ス
ポ
ー
ト
で
き
る
た
め
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等

で
情
報
を
発
信
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ジ
ャ
パ
ン
サ
ー
チ
は
、
膨
大
な
量
の
地
域
資
料
を
調

べ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
を
活
用
す
る
た
め
の
機
能

を
兼
ね
備
え
た
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
す
。
こ
こ
で
ご

紹
介
し
た
事
例
を
参
考
に
、
地
域
資
料
を
調
べ
、
地
域

の
歴
史
や
文
化
を
発
信
す
る
ツ
ー
ル
と
し
て
、
ジ
ャ
パ

ン
サ
ー
チ
を
活
用
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

図 11　マイギャラリーで作った地域資料の紹介ページ（制作イメージ）
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図 12　マイギャラリーの地図表示機能（制作イメージ）

図 13　マイサーチで作成した「大阪の名所・史跡を調べる」の検索窓（制作イメージ）

CC0
CC0



　新しい「国立国会図書館サーチ」にリニューアル！
従来の 「国立国会図書館検索 ・ 申込オンラインサービス （国立国会図書館オンライン）」 と 「国立

国会図書館サーチ」 を統合し、 新しい 「国立国会図書館サーチ」 にリニューアルします。

検索 ・ 申込機能

国立国会図書館の資料やデジタル資料の

検索 ・ 各種サービスの申込みができるほ

か、 全国の図書館 （都道府県立 ・ 政令指

定都市立図書館、 大学 ・ 専門図書館、 学

術研究機関等） が所蔵 ・ 提供する資料や

デジタル資料の検索が、 一つのウェブサー

ビス上でできるようになります。

全国書誌データ等の提供

検索した書誌データを、 MARC、 MARC

タグや TSV などの形式でダウンロードで

きます。 また、 全国書誌データ （国立国

会図書館が収集した国内出版物及び外国

で刊行された日本語出版物の標準的な書

誌データ） に絞って検索できる 「全国書

誌データ検索」 など、 独自の検索画面も

設けます。

https://ndlsearch.ndl.go.jp/

令和６年１月、国立国会図書館の 
検索・申込サービスが変わります

調べものに役立つ情報の検索

タイトルやキーワードなどによる検索結果に、

｢ リサーチ ・ ナビ ｣ や ｢ レファレンス協同デー

タベース ｣ で提供する、 調べものに役立つ関

連情報をあわせて表示し、 より効率よく、 幅

広く情報を探すことができます。

ユーザーインターフェイスの一新

「国立国会図書館デジタルコレクション」 をは

じめとするデジタルコンテンツをより利用しや

すくし、 当館所蔵資料の情報や、 全国の図書

館の所蔵資料の情報を見やすくします。

　より効率よく、より幅広く、より使いやすく！

※画像はいずれも、実際の画面と若干異なる場合があります。

中　略

本の情報と調べ方の情報
を一つの画面で確認

デジタルコレクションへはここから

「国立国会図書館」「全国の図書館」
のチェックボックスで検索範囲を選択
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総
務
部
総
務
課
広
報
係
は
、
国
立
国
会
図
書
館
の
役
割

や
事
業
を
、
皆
さ
ん
に
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
仕
事
と

し
て
い
ま
す
。

　

国
立
国
会
図
書
館
の
登
録
利
用
者
数
は
令
和
４
年
度
末

時
点
で
約
54
万
人
と
、
10
年
前
と
比
べ
て
倍
増
し
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
は
日
本
の
人
口
か
ら
す
れ
ば
２
３
０
人
に
１

人
未
満
で
あ
り
、
当
館
を
ご
存
知
な
い
方
は
ま
だ
沢
山
い

ら
っ
し
ゃ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
新
サ
ー
ビ
ス
の
開
始
な

ど
、
多
く
の
方
に
お
知
ら
せ
し
た
い
情
報
も
様
々
あ
り
ま

す
。
そ
こ
で
、
広
報
係
で
は
日
々
、
当
館
の
取
組
や
活
用

法
な
ど
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
発
信
し
た
り
、
事

業
や
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
マ
ス
コ
ミ
の
取
材
を
受
け
た
り

し
て
、
当
館
の
こ
と
を
広
く
皆
さ
ん
に
知
っ
て
い
た
だ
け

る
よ
う
努
め
て
い
ま
す
。

　

特
に
、
令
和
４
年
５
月
に
個
人
向
け
デ
ジ
タ
ル
化
資
料

送
信
サ
ー
ビ
ス
（
個
人
送
信
）
を
開
始
し
た
と
き
に
は
、

来
館
し
な
く
て
も
多
く
の
資
料
を
利
用
で
き
る
点
が
注
目

さ
れ
、
新
聞
や
雑
誌
、
テ
レ
ビ
な
ど
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
に

取
り
上
げ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
個
人
向
け
と
し
て
は
新

し
い
形
の
サ
ー
ビ
ス
だ
っ
た
た
め
、
シ
ス
テ
ム
等
の
準
備

と
並
行
し
て
広
報
も
早
く
か
ら
行
い
ま
し
た
。
個
人
送
信

は
、
当
館
の
デ
ジ
タ
ル
化
資
料
の
う
ち
絶
版
等
の
理
由
で

入
手
困
難
な
も
の
に
つ
い
て
、
当
館
の
登
録
利
用
者
個
人

の
端
末
か
ら
、
ロ
グ
イ
ン
す
る
だ
け
で
ア
ク
セ
ス
で
き
る

サ
ー
ビ
ス
で
す
。
し
か
し
、
例
え
ば
、「
送
信
」
と
い
う

言
葉
か
ら
「
申
し
込
め
ば
、
ど
ん
な
資
料
で
も
全
ペ
ー
ジ

の
画
像
フ
ァ
イ
ル
を
送
っ
て
も
ら
え
る
」
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
を
持
つ
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。当
館
と
し
て
は
、

こ
の
よ
う
な
誤
っ
た
イ
メ
ー
ジ
の
拡
散
を
防
ぐ
と
と
も
に

利
用
を
広
げ
る
べ
く
、
広
報
を
進
め
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
、
資
料
の
閲
覧
に
使
う
「
国
立
国
会
図
書
館

デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
を
お
見
せ
し
つ
つ
取
材
を
受

け
る
な
ど
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
内
容
を
分
か
り
や
す
く
伝
え

ら
れ
る
よ
う
、
関
係
部
署
の
職
員
と
と
も
に
悩
み
な
が
ら

対
応
し
ま
し
た
。

　

今
年
も
、
当
館
で
は
様
々
な
取
組
が
予
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
１
月
に
は
早
速
、
従
来
の
「
国
立
国
会
図
書
館
サ
ー

チ
」
に
「
国
立
国
会
図
書
館
オ
ン
ラ
イ
ン
」
の
機
能
・
サ
ー

ビ
ス
を
統
合
し
た
、
新
「
国
立
国
会
図
書
館
サ
ー
チ
」
が

誕
生
し
、
資
料
や
情
報
が
よ
り
効
率
よ
く
検
索
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
広
報
係
の
活
動
が
、
皆
さ
ん
に
と
っ
て

国
立
国
会
図
書
館
を
よ
り
身
近
に
感
じ
、
大
い
に
ご
活
用

い
た
だ
く
こ
と
に
つ
な
が
れ
ば
嬉
し
い
で
す
。　

   

   

（
総
務
課
広
報
係　

中
高
生
向
け
見
学
も
や
っ
て
ま
す
）

国立国会図書館を
ご存知ですか

広報係が作成しているパンフレット。取材には欠かせません。
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国立天文台所蔵貴重資料
展示図録 2009-2022
国立天文台天文情報センター暦計算
室・図書係 編  
自然科学研究機構国立天文台　2023.3   
116 p ; 30 cm
<請求記号  UP74-M8>

　

国
立
天
文
台
が
所
蔵
す
る
貴
重
資
料
を
紹

介
す
る
本
書
は
、
江
戸
期
の
天
文
学
に
興
味

の
あ
る
読
者
に
推
薦
し
た
い
一
冊
で
あ
る
。

本
書
は
国
立
天
文
台
が
実
施
し
た
２
０
０
９

年
10
月
の
第
41
回
か
ら
２
０
２
２
年
10
月
の

第
60
回
ま
で
の
展
示
の
解
説
を
ま
と
め
た
も

の
で
あ
り
、
各
回
に
は
「
月
と
暦
」
や
「
星

図
」
な
ど
の
テ
ー
マ
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。　

　

全
編
を
通
し
て
暦
の
存
在
が
目
立
つ
の

は
、
江
戸
期
の
天
文
学
の
第
一
義
が
暦
の
作

成
に
あ
っ
た
こ
と
に
関
連
す
る
。
江
戸
期
の

天
文
学
と
聞
い
て
多
く
の
読
者
が
思
い
浮
か

べ
る
だ
ろ
う
小
説
『
天
地
明
察
』（
冲う
ぶ
か
た
と
う

方
丁

著
、
２
０
０
９
）
も
、
話
の
主
軸
は
史
実
の

改
暦
事
業
（
主
に
暦
の
精
度
を
改
善
す
る
こ

と
）
で
あ
る
。
江
戸
後
期
、
暦
の
作
成
は
幕

府
が
担
っ
た
事
業
で
あ
り
、
天
体
運
動
論
な

ど
の
西
洋
天
文
学
の
導
入
や
、
地
図
製
作
で

必
要
な
測
地
技
術
も
暦
の
作
成
と
関
わ
り
が

深
か
っ
た
と
い
う
。
そ
も
そ
も「
暦
を
作
る
」

と
は
何
を
指
す
の
か
、
そ
れ
を
担
っ
て
い
た

幕
府
の
専
門
組
織
「
天
文
方
」
の
役
割
は
ど

の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
に
つ

い
て
も
本
書
で
解
説
さ
れ
て
い
る
。

　

本
書
に
は
江
戸
期
に
使
わ
れ
て
い
た
カ
レ

ン
ダ
ー
と
し
て
、
伊
勢
神
宮
の
神
職
が
全
国

に
配
っ
た
も
の
や
、
金
沢
で
出
版
さ
れ
た
一

枚
刷
り
の
も
の
な
ど
の
掲
載
が
あ
る
。
特
徴

的
な
の
は
、
い
ず
れ
も
月
日
の
下
に
具
体
的

な
吉
凶
が
記
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
こ

れ
は
「
暦れ
き
ち
ゅ
う注」
と
よ
ば
れ
、
日
々
の
暮
ら
し

の
指
標
と
も
な
る
、
当
時
の
カ
レ
ン
ダ
ー
に

お
い
て
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
吉
凶
と
い

え
ど
日
付
同
様
公
式
な
も
の
で
あ
り
、
天
文

方
が
暦
の
基
本
部
分
を
作
成
し
た
上
で
暦
注

に
は
朝
廷
の
陰お
ん
よ
う
り
ょ
う

陽
寮
が
占
っ
た
結
果
が
記
載

さ
れ
て
い
た
。

　

ま
た
、
1
年
の
日
や
月
の
数
も
天
文
方
が

決
定
し
て
い
た
。
当
時
の
暦
の
原
理
で
は
う

る
う
年
の
際
は
１
年
を
13
か
月
に
す
る
必
要

が
あ
っ
た
た
め
、
天
文
方
は
各
月
を
何
日
に

す
る
か
、
う
る
う
年
に
す
る
か
否
か
、
う
る

う
年
の
場
合
に
は
補
填
の
１
か
月
を
ど
の
月

に
配
置
す
る
か
を
定
め
た
。
し
か
し
現
代
の

よ
う
な
体
系
的
な
規
則
は
な
く
、
庶
民
は
天

文
方
が
公
表
す
る
ま
で
来
年
の
日
や
月
の
数

を
知
る
術
が
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
月

の
満
ち
欠
け
を
１
か
月
と
す
る
「
太
陰
太
陽

暦
」
を
採
用
し
て
い
た
た
め
で
、「
太
陽
暦
」

を
使
う
今
で
は
考
慮
す
る
ま
で
も
な
い
事
項

で
あ
る
。

　

太
陽
暦
に
基
づ
く
現
行
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦

を
日
本
が
導
入
し
た
の
は
、
明
治
６
年
の
こ

と
で
あ
る
。
近
代
化
の
波
に
よ
っ
て
日
本
の

暦
は
大
き
く
変
容
し
、
根
強
い
伝
統
で
も

あ
っ
た
暦
注
の
要
素
も
明
治
政
府
に
よ
っ
て

「
非
科
学
的
な
迷
信
」
で
あ
る
と
さ
れ
公
的

な
暦
か
ら
削
除
さ
れ
た
。

　

日
本
独
自
の
暦
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
導
入

に
帰
結
し
た
が
、
江
戸
期
の
知
の
集
積
と
も

い
え
る
幕
府
天
文
方
旧
蔵
の
書
物
は
国
立
天

文
台
が
継
承
し
守
り
続
け
て
い
る
。
ま
た
、

国
立
天
文
台
に
は
「
暦
計
算
室
」
が
設
置
さ

れ
て
お
り
、
毎
年
の
春
分
の
日
・
秋
分
の
日

は
暦
計
算
室
の
計
算
結
果
を
典
拠
に
決
定
さ

れ
る
な
ど
今
も
カ
レ
ン
ダ
ー
の
一
部
に
結
実

し
て
い
る
。　
　
　
　
　

    　
（
田
中 

耀
子
）
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国
際
子
ど
も
図
書
館
展
示
会 

「
子
ど
も
を
健
や
か
に
育
て
る
本
―
令
和
４
年
度 

児

童
福
祉
文
化
財
推
薦
作
品
」

国
際
子
ど
も
図
書
館
で
は
、
展
示
会
「
子
ど
も
を
健
や
か
に

育
て
る
本
―
令
和
４
年
度 

児
童
福
祉
文
化
財
推
薦
作
品
」
を
こ

ど
も
家
庭
庁
と
の
共
催
で
開
催
し
ま
す
。

児
童
福
祉
文
化
財
は
、
子
ど
も
た
ち
の
健
や
か
な
育
ち
に
役

立
て
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、
絵
本
や
児
童
書
等
の
出
版
物
、
演

劇
や
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
舞
台
芸
術
、
映
画
等
の
映
像
・
メ
デ
ィ

ア
等
の
作
品
に
つ
い
て
、
こ
ど
も
家
庭
庁
こ
ど
も
家
庭
審
議
会

（
令
和
５
年
３
月
ま
で
は
厚
生
労
働
省
社
会
保
障
審
議
会
）
が
推

薦
を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
展
示
会
で
は
、
厚
生
労
働
省
社
会
保
障
審
議
会
が
令

和
４
年
４
月
か
ら
令
和
５
年
３
月
ま
で
の
期
間
に
推
薦
し
た
児

童
福
祉
文
化
財
の
う
ち
、
絵
本
や
児
童
書
28
作
品
を
直
接
手
に

と
っ
て
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

入
場
は
無
料
で
す
。
ご
来
場
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

○
開
催
期
間　

１
月
23
日
（
火
）
～
２
月
18
日
（
日
）

※
月
曜
日
、
２
月
11
日
（
日
・
祝
）
は
休
館

※
２
月
４
日
（
日
）
は
、
イ
ベ
ン
ト
開
催
の
た

め
休
止

○
開
催
時
間　

９
時
30
分 

～ 

17
時

○
会
場　

国
際
子
ど
も
図
書
館 

レ
ン
ガ
棟
３
階 

ホ
ー
ル

○
問
合
せ
先　

国
際
子
ど
も
図
書
館 

資
料
情
報
課 

展
示
係

電
話　

０
３
（
３
８
２
７
）
２
０
５
３
（
代
表
）

講
演
会
「
魔
法
の
扉
―
英
国
の
絵
本
作
家
レ
イ
チ
ェ

ル
・
ブ
ラ
イ
ト
氏
を
迎
え
て
―
」

国
際
子
ど
も
図
書
館
は
、
近
年
世
界
各
国
で
人
気
を
呼
ん
で

い
る
絵
本
『
ラ
イ
オ
ン
の
こ
こ
ろ
』
等
の
作
者
で
あ
る
レ
イ
チ
ェ

ル
・
ブ
ラ
イ
ト
氏
を
英
国
か
ら
招
へ
い
し
、
講
演
会
を
開
催
し

ま
す
。

講
演
で
は
、
子
ど
も
向
け
の
お
は
な
し
の
重
要
性
と
、
お
は

な
し
が
持
つ
人
生
や
物
の
見
方
を
変
え
る
力
に
つ
い
て
、
ブ
ラ

イ
ト
氏
が
熱
く
語
り
ま
す
。
本
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
深
い
考

察
や
未
知
な
る
も
の
へ
の
探
究
の
機
会
を
子
ど
も
た
ち
に
与
え

て
く
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？　

ま
た
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
す

べ
て
の
子
ど
も
た
ち
が
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
、
素
敵
な
魔
法
と

未
来
へ
の
希
望
に
手
を
伸
ば
せ
る
よ
う
に
す
る
の
で
し
ょ
う

か
？作

家
と
し
て
の
17
年
間
の
経
験
と
、
多
く
の
出
版
社
か
ら
30

冊
以
上
の
本
を
出
版
（
現
在
46
か
国
語
で
翻
訳
）
し
て
き
た
道

の
り
、
世
界
的
な
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
た
ち
と
の
共
同
制
作
、

物
語
を
作
る
と
こ
ろ
か
ら
挿
絵
・
デ
ザ
イ
ン
ま
で
自
身
で
行
っ

た
作
品
等
に
つ
い
て
も
お
話
し
く
だ
さ
る
予
定
で
す
。

み
な
さ
ん
の
想
像
力
を
か
き
た
て
る
ト
ー
ク
で
す
！　

ぜ
ひ

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

※
講
演
は
英
語
で
行
わ
れ
ま
す
（
日
本
語
の
逐
次
通
訳
が
あ
り

ま
す
。）。

※
後
日
、
講
演
部
分
の
録
画
を
、
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
の
国
立
国

会
図
書
館
公
式
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
公
開
し
ま
す
。

○
日
時　

２
月
４
日
（
日
）
14
時
～
16
時
30
分

○
会
場　

国
際
子
ど
も
図
書
館 

レ
ン
ガ
棟
３
階 

ホ
ー
ル

○
定
員　

１
０
０
名
（
中
学
生
以
上
）

○
参
加
費　

無
料

○
申
込
方
法　

国
際
子
ど
も
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
展
示

会
・
イ
ベ
ン
ト>

イ
ベ
ン
ト
情
報>

こ
れ
か
ら
の
イ
ベ
ン
ト

>

講
演
会
「
魔
法
の
扉
―
英
国
の
絵
本
作
家
レ
イ
チ
ェ
ル
・

ブ
ラ
イ
ト
氏
を
迎
え
て
―
」」
で
公
開
し
て
い
る
申
込
フ
ォ
ー

ム
か
ら
、
１
月
28
日
（
日
）
ま
で
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

（
事
前
申
込
制
・
先
着
順
）

○
問
合
せ
先　

国
立
国
会
図
書
館
国
際
子
ど
も
図
書
館　

企
画

協
力
課
「
２
月
４
日
講
演
会
」
担
当

電
話　

０
３
（
３
８
２
７
）
２
０
５
３
（
代
表 

）

展示会「展示会「子どもを健やかに育て
る本」ポスター」ポスター
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新
刊
案
内

レ
フ
ァ
レ
ン
ス　

８
７
５
号

二
酸
化
炭
素
回
収
・
貯
留
（
Ｃ
Ｃ
Ｓ
）
の
経
緯
と
現
状

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
環
境
政
策
の
発
展

英
独
仏
の
主
要
政
党
の
概
要

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
人
工
妊
娠
中
絶
の
現
状
―
覆
さ
れ
た

「
ロ
ー
対
ウ
ェ
イ
ド
」
判
決
―

ド
イ
ツ
に
お
け
る
介
護
人
材
確
保
の
た
め
の
施
策
―
外
国
人

の
募
集
・
斡
旋
を
中
心
に
―

カ
レ
ン
ト
ア
ウ
ェ
ア
ネ
ス　

３
５
８
号

オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
収
集
制
度
（
ｅ
デ
ポ
）
の
10
年
の
あ
ゆ
み

と
こ
れ
か
ら

Ａ
Ｉ
時
代
の
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
・
デ
ー
タ
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
の

必
要
性

初
年
次
生
の
た
め
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
学
習
か
ら
見
え
て
く

る
、
大
学
図
書
館
に
よ
る
学
習
支
援
の
可
能
性

公
共
図
書
館
に
お
け
る
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
の
提
供
実
態

<

動
向
レ
ビ
ュ
ー>

即
時
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
を
巡
る
動
向
―
グ
リ
ー
ン
Ｏ
Ａ
を

通
じ
た
即
時
Ｏ
Ａ
と
権
利
保
持
戦
略
を
中
心
に

入
手
の
お
問
い
合
わ
せ

日
本
図
書
館
協
会

〒
１
０
４
‐
０
０
３
３　

東
京
都
中
央
区
新
川
１
‐
11
‐
14

電
話　

０
３
（
３
５
２
３
）
０
８
１
２
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＃39
東京本館 新館書庫資料搬送機
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国会へのサービス
依頼調査回答

3万 3465件
国会議員等からの依頼に基づき、国政
課題や内外の諸事情に関する調査、法
案の分析・評価などを行っている。

行政・司法支部図書館へのサービス

貸出4028点
支部図書館制度に基づき、各府省庁および最高裁判所に
支部図書館が設置されている。この図書館ネットワーク
をもとに、図書館サービス、資料の交換が行われている。

数 字 で 見 る
国 立 国 会 図 書 館

『国立国会図書館年報 令和 4 年度』から

『国立国会図書館年報』は、ホームページでもご覧になれます。『国立国会図書館年報』は、ホームページでもご覧になれます。
https://www.ndl.go.jp/jp/publication/annual/index.htmlhttps://www.ndl.go.jp/jp/publication/annual/index.html

『国立国会図書館年報　令和 4年度』をもとに、『国立国会図書館年報　令和 4年度』をもとに、
国立国会図書館の業務、サービス、組織に関す国立国会図書館の業務、サービス、組織に関す
るおもな数字を抜粋しました。るおもな数字を抜粋しました。
※数字は令和 5年 3月 31 日現在（令和 4年度の実績）※数字は令和 5年 3月 31 日現在（令和 4年度の実績）

国政課題に関する
調査研究

319件
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マイクロ資料
16万3479点
マイクロ資料
16万3479点

映像資料
2万8614点
映像資料
2万8614点

図書
18万6646点
図書

18万6646点

雑誌
26万288点
雑誌

26万288点

新聞
18万6299点
新聞

18万6299点

その他その他

楽譜資料
3143点
楽譜資料
3143点

機械可読資料
（CD―ROM等）
9461点

機械可読資料
（CD―ROM等）
9461点

点字・大活字資料
1838点

点字・大活字資料
1838点

地図資料
3783点
地図資料
3783点

録音資料
1万1458点
録音資料
1万1458点

文書類
1万4385点
文書類
1万4385点

博士論文
1532点
博士論文
1532点 カード式資料等

366点
カード式資料等

366点

書誌データ作成数（年間）

53万5762件
書誌データ提供数（総計）

2756万9063件

年間受入点数
87万1292点

その他合計
4万5966点
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1万点1万点100万点100万点 10万点10万点凡例凡例

インターネット提供
183万8041点

送信サービス限定提供
185万1430点
図書館・個人向けデジタル化資料
送信サービスの提供データ　　　

NDL館内限定提供
133万9423点

インターネット
資料収集保存事業
収集データ件数
23万8065件
収集データ容量
2.8PB

デジタル資料点数

国立国会図書館サーチで
統合検索できる書誌データ

1億2984万1140件
当館や他機関が保有する冊子体・デジタル化された画像・

音声等の様々な形態の情報を検索できる

所蔵点数
4685万
5998点

図書館等への貸出し

1万5927点
図書館への貸出し、小中学生向けの	
学校図書館セット貸出し、展示会に	
出品するための貸出しがある

遠隔複写

27万7981件
来館せずに申し込まれた複写件数
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職員数
894人
男性　48.2％
女性　51.8％

管理職のうち女性の割合
約 35.2％

	 建物延べ面積	 書庫面積	 閲覧室面積
	 24万 6284㎡	 12万		578㎡	 2万 5864㎡
	 	14 万 7853㎡	 7 万 7829㎡	 1 万 8983㎡

			国会分館	 1331㎡	 609㎡	 562㎡
	 8 万 4339㎡	 3 万 9026㎡	 4265㎡
	 1 万 2761㎡	 3114㎡	 2054㎡

東京本館
関西館
国際子ども図書館

来館者

50万9023人
　   	 33万4626人
　   	 6万7188人
　  	 10万7209人

閲覧

164万2090点
　  	 153万		192点
　  	 	 	 8万4977点
　  	 	 	 2万6921点
　来館して申し込まれた閲覧資料点数

来館複写

94万2166件
うちデジタル化資料等の
プリントアウト件数

45万5447件
来館して申し込まれた複写件数

館全体の予算・決算
歳出予算現額
約304億4214万円
		決算額
約241億5996万円
前年度からの繰越額約47億9743万円
次年度への繰越額約56億5314万円

ホームページへの
アクセス

3794万1442件
インターネットを通じて、蔵書目録、国会会議録等

の各種データベース、調べものに役立つ情報などが

利用できる
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本誌に掲載した論文等のうち意見にわたる部分は、それぞれ筆者の個人的見解であることをお断りいたします。
本誌に掲載された記事を転載する場合（全文または長文にわたり抜粋する場合、または図版を転載する場合）には、
事前に当館総務部総務課にご連絡ください。
本誌 517 号以降、PDF 版を当館ホームページ（https://www.ndl.go.jp/）＞刊行物＞国立国会図書館月報でご覧いただけます。
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電  話  03 （3581） 2331 （代表）
F A X    03 （3597） 5617
E-mail    geppo@ndl.go.jp
https://www.ndl.go.jp/
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