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霧の中を行けば　―中谷宇吉郎の書簡
眞 子 ゆ か り

国立国会図書館の蔵書から

　

消
霧
車
と
い
ふ
も
の
を
一
台
試
作
、
近
く
出

来
上
り
ま
す

　

中な
か
や谷
宇う
き
ち
ろ
う

吉
郎
は
、
昭
和
20（
１
９
４
５
）年
５
月
下

旬
の
空
襲
後
の
牧ま

き
の野
伸の
ぶ
あ
き顕
を
見
舞
う
書
簡
の
中
で
、

そ
の
多
く
を
割
い
て
、
苫
小
牧
飛
行
場
と
ニ
セ
コ
の

研
究
所
で
行
っ
て
い
た
研
究
の
進
捗
状
況
を
淡
々
と

報
せ
て
い
る
。
と
は
言
え
、
米
軍
の
空
襲
が
日
本
各

地
で
甚
大
な
被
害
を
及
ぼ
す
中
、「
多
分
正
規
の

活
動
を
続
け
て
ゐ
る
研
究
所
と
し
て
は
、
日
本

で
最
後
ま
で
残
る
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
」

と
い
う
悲
壮
な
見
通
し
に
は
、
避
け
難
い
破
局
の
予

感
が
読
み
取
れ
る
。
文
中
に
出
て
く
る
「
消
霧
車
」

の
開
発
は
、
滑
走
路
を
覆
う
霧
を
人
工
的
に
は
ら
し

て
航
空
機
の
飛
行
を
可
能
に
し
よ
う
と
進
め
ら
れ
て

い
た
戦
時
研
究
で
、
そ
の
後
、「
試
験
が
ほ
ぼ
完
了

し
て
、
一
同
ホ
ッ
と
し
た
時
に
終
戦
に
な
っ
た（

１
）」。

　

雪
の
結
晶
の
研
究
に
取
り
組
み
、
世
界
で
初
め
て

人
工
雪
を
作
る
こ
と
に
成
功
し
た
物
理
学
者
と
、
明

治
の
元
勲
大
久
保
利
通
の
次
男
で
宮
内
大
臣
や
内
大

臣
を
務
め
た
牧
野
伸
顕
。
こ
の
二
人
を
結
び
付
け
た

の
は
、
書
簡
中
で
も
被
災
し
た
ら
し
い
と
の
噂
を
聞

い
て
心
配
さ
れ
て
い
る
武た

け
み見
太た
ろ
う郎
で
あ
る
。
医
師
で

あ
る
武
見
は
牧
野
の
孫
娘
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
る

以
前
、旧
知
の
岩
波
茂
雄
と
小
林
勇
か
ら
託
さ
れ
て
、

手
の
施
し
よ
う
も
な
い
ほ
ど
重
篤
な
状
態
に
陥
っ
て

今 月 の 一 冊

中谷宇吉郎書簡　昭和20（1945）年6月6日
<牧野伸顕関係文書360-1>

中谷宇吉郎（1900-1962）
物理学者。東京帝国大学理学部で寺田寅
彦の教えを受ける。卒業後、理化学研究
所で寺田の助手となり、英国留学後、昭和
5（1930）年北海道帝国大学助教授、昭和7

（1932）年同教授となる。雪の結晶の研究
に取り組み、昭和11（1936）年世界で初め
て人工雪を作ることに成功。随筆家として
も知られる。

肖像の出典：『現代随想全集　第10 巻（寺田
寅彦、中谷宇吉郎集）』創元社　1953<請求
記号 914.6-G295>

※紺の文字は書簡からの引用で、読点を補った。
　また、本文中の引用の旧字体は新字体に改めた。
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い
た
中
谷
を
診
察
し
た
。
外
観
か
ら
は
も
は
や
助
か

り
そ
う
に
な
か
っ
た
が
、
入
院
し
て
検
査
す
る
こ
と

に
な
る
。
す
る
と
武
見
の
検
査
に
関
心
を
も
っ
た
中

谷
が
「
よ
た
よ
た
の
か
ら
だ
で（

２
）」
病
室
か
ら
研
究
室

に
や
っ
て
き
て
、
自
ら
の
実
験
物
理
学
の
知
識
に
基

づ
い
て
検
査
機
器
の
調
整
の
コ
ツ
を
伝
授
し
た
と
い

う
。
俎
板
な
ら
ぬ
ベ
ッ
ド
か
ら
起
き
出
し
て
き
た
患

者
が
手
伝
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
診
断
を
覆
し
て
肝
臓

ジ
ス
ト
マ
と
断
定
、
見
事
に
治
癒
さ
せ
た
こ
と
が
機

縁
と
な
っ
て
ふ
た
り
の
親
交
は
始
ま
っ
た
。
こ
の
顛

末
を
記
す
武
見
の
回
想
録
に
は
、
武
見
が
岩
波
茂
雄

を
通
じ
て
知
り
合
っ
た
錚
錚
た
る
学
者
た
ち
の
名
前

が
出
て
く
る
。
例
え
ば
西
田
幾
多
郎
、
安
倍
能
成
、

小
宮
豊
隆
、
仁
科
芳
雄
。
や
が
て
こ
の
岩
波
人
脈
や

理
化
学
研
究
所
等
で
の
武
見
の
交
友
関
係
が
、
松
濤

（
渋
谷
区
神
山
町
）
に
あ
っ
た
牧
野
邸
で
一
種
の
サ

ロ
ン
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
る
。

　

武
見
に
連
れ
ら
れ
て
中
谷
が
初
め
て
牧
野
邸
を
訪

れ
た
の
は
、
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
っ
て
間
も
な
い
頃

だ
っ
た
と
い
う
。
当
時
80
歳
を
超
え
政
治
の
表
舞
台

か
ら
は
身
を
引
い
て
静
か
な
隠
退
生
活
を
送
っ
て
い

た
牧
野
は
、
学
者
た
ち
の
来
訪
を
歓
び
、
彼
ら
が
披

露
す
る
近
代
科
学
の
話
題
や
新
し
い
思
想
の
こ
と
を

好
ん
で
聞
い
た
。
そ
し
て
牧
野
も
、
自
ら
経
験
し
て

き
た
明
治
以
来
の
様
々
な
出
来
事
を
語
っ
て
訪
問
者

を
も
て
な
し
た
。
十
代
初
め
に
父
に
付
き
添
っ
て
岩

倉
使
節
団
に
同
行
、
そ
の
ま
ま
留
学
生
と
し
て
米
国

牧野伸顕（1861-1949）
外交官、政治家。明治から昭和戦前期にかけ
て内政、外政でともに重きをなした。大久保利
通の次男、三島通庸の女婿。長女の雪子は吉
田茂夫人。また孫の秋月英子が武見太郎と結
婚した。

肖像の出典：『日本貿易協会五十年史』浜田徳太
郎 編　日本貿易協会　昭11<請求記号 698-6>

※紺の線は本稿での引用箇所
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に
学
ん
だ
。
帰
国
の
後
、
再
び
三
等
書
記
生
と
し
て

赴
任
し
た
ロ
ン
ド
ン
で
の
公
使
館
勤
務
を
振
り
出
し

に
、
若
く
し
て
政
府
の
要
職
を
歴
任
、
外
務
大
臣
や

内
大
臣
も
務
め
て
昭
和
天
皇
の
信
頼
も
厚
い
。
そ
の

半
生
は
明
治
以
降
の
我
が
国
の
政
治
史
の
歩
み
に
重

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
軍
部
が
急
速
に
政
治

に
影
響
を
及
ぼ
し
始
め
る
よ
う
に
な
る
と
親
英
米
派

の
大
物
と
目
さ
れ
、五
・
一
五
事
件
（
１
９
３
２
年
）、

二
・
二
六
事
件（
１
９
３
６
年
）で
も
命
を
狙
わ
れ
た
。

「
さ
う
言
へ
ば
、
い
つ
か
牧
野
さ
ん
は
「
私
は
ど
う

い
ふ
巡
り
合
せ
が

（
マ
マ
）、
暗
殺
と
は
縁
が
あ
つ
て
ね
」
と

い
ふ
話
を
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
原
敬
と
は
東
京
駅

の
悲
劇
の
日
の
朝
打
合
せ
の
用
事
が
あ
り
、
森
有
礼

の
暗
殺
に
も
、
星
亨
の
そ
れ
に
も
因
縁
が
あ
つ
た
。

そ
れ
か
ら
大
隈
重
信
遭
難
の
爆
音
も
き
か
れ
た
由
で

あ
る（

３
）。」

　

父
親
を
は
じ
め
身
近
な
人
た
ち
を
暗
殺
で
失
っ
て

き
た
牧
野
に
と
っ
て
は
、
自
分
を
狙
っ
た
暗
殺
未
遂

事
件
も
ま
た
歴
史
の
一
コ
マ
に
す
ぎ
な
い
と
達
観
し

て
い
た
様
子
が
窺
が
え
る
。

　

「
斉
彬
公
言
行
録
」
か
ら
得
た
知
識
が
か
う

い
ふ
時
勢
に
な
り
ま
す
と
大
変
役
に
立
つ
の
で
、

感
謝
致
し
て
居
り
ま
す

　

手
紙
の
最
後
の
方
に
出
て
く
る「
斉
彬
公
言
行
録
」

昭和19 年5月、銀座「浜作」での会合（前列
左から鈴木大拙、牧野伸顕、西田幾多郎。後
列左から岩波茂雄、和辻哲郎、武見太郎）

出典：『武 見 太 郎回 想 録 』日本 経 済 新聞 社　
1968<請求記号 289.1-Ta5192t>

武見太郎（1904-1983）
医師。慶応義塾大学医学部を経て、昭和12

（1937）年に理化学研究所の仁科研究室に入
る。昭和14（1939）年に銀座の教文館ビルに
診療所を開設し、多くの政界・財界の名士の
主治医となる。昭和 25（1950）年に日本医師
会副会長、昭和 32（1957）年から同 57（1982）
年まで同会長を務めた。
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は
、
牧
野
が
序
文
を
付
け
て
出
版
し
た
『
島
津
斉
彬

言
行
録
』（
岩
波
文
庫
）
の
こ
と
で
あ
る
。
時
あ
た

か
も
列
強
諸
国
か
ら
の
開
国
要
求
に
反
発
す
る
攘
夷

熱
が
国
じ
ゅ
う
で
高
ま
り
つ
つ
あ
る
中
、
ひ
と
り
冷

静
に
時
代
状
況
を
観
察
・
分
析
し
、
対
抗
手
段
と
し

て
の
富
国
強
兵
を
成
し
遂
げ
る
た
め
に
、
敵
で
あ
る

西
洋
の
科
学
の
知
を
精
力
的
に
導
入
し
て
殖
産
興
業

を
推
進
し
よ
う
と
し
た
斉
彬
。

「
世
間
は
い
は
ゆ
る
緒
戦
の
戦
果
に
酔
つ
て
ゐ
た
が
、

牧
野
さ
ん
は
、
日
本
の
科
学
兵
器
の
こ
と
を
、
ひ
ど

く
心
配
し
て
居
ら
れ
た
。
東
条
等
の
や
り
方
で
は
、

日
本
の
科
学
技
術
は
進
歩
す
る
は
ず
が
な
い
と
い
ふ

や
う
な
こ
と
を
、
時
々
も
ら
さ
れ
た
、
そ
し
て
島
津

斉
彬
公
の
治
績
を
賞
揚
さ
れ
て
、
そ
の
言
行
録
の
出

版
を
考
へ
て
居
ら
れ
た
。
そ
れ
を
政
府
の
要
路
の
人

た
ち
に
読
ま
せ
た
い
と
い
ふ
よ
う
な
気
持
が
あ
つ
た

ら
し
い（

４
）。」

　

す
で
に
現
実
の
政
治
を
動
か
せ
る
立
場
で
は
な

か
っ
た
牧
野
は
、
合
理
的
知
性
を
も
っ
た
斉
彬
の
よ

う
な
指
導
者
の
登
場
に
望
み
を
託
す
他
な
い
と
い
う

心
境
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。「
本
が
出
来
た
ら
、
一
冊

東
条
に
や
っ
て
、読
ん
で
も
ら
う
つ
も
り
だ（

５
）」
っ
た
、

し
か
し
、
出
版
は
昭
和
19（
１
９
４
４
）年
11
月
に
ず

れ
込
み
、「
や
っ
と
出
来
上
っ
た
が
、
も
う
間
に
合

わ
な
い（

６
）」
…
。

拝
啓　

今
回
の
再
度
の
空
襲
で
は
渋
谷
附
近
に
も
被
害
が
御
座

い
ま
し
た
由
伝
聞
、
神
山
の
方
は
如
何
だ
った
か
と
御
心
配
申
し
上
げ
ま
す

当
地
で
は
二
十
六
日
の
空
襲
以
来
全
く
東
京
の
情
勢
が
分
ら
ず

武
見
さ
ん
の
所
も
教
文
館
、
御
宅
共
に
戦
災
を
被
ら
れ
た
ら
し
く

推
察
痛
心
致
し
て
居
り
ま
す
。
何
卒(

な
に
と
ぞ)

御
被
害
な
く
御
健
勝
の
程

を
祈
り
上
げ
ま
す
。
申
し
お
く
れ
ま
し
た
が
先
夜
御
伺
ひ
し
ま
し
て
又
々

御
馳
走
様
に
相
成
り
、
難
有
く
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。
帰
札
致
し
ま
し
て

御
懇
切
な
御
手
紙
を
頂
戴
致
し
て
居
り
ま
し
て
、
誠
に
難
有
く
存
じ
ま
し
た
。

早
速
御
礼
状
差
上
可
処
、
又
々
苫
小
牧
飛
行
場
に
於
て
昨
年

の
霧
の
研
究
の
つ
づ
き
を
開
始
致
し
ま
す
の
で
、
そ
の
準
備
等
に
追
は
れ

失
礼
致
し
て
居
り
ま
し
た
。
今
年
は
愈
々
霧
を
消
す
実
験
を

始
め
る
の
で
大
分
御
仕
掛
で
御
座
い
ま
す
。
消
霧
車
と
い
ふ
も
の
を

一
台
試
作
、
近
く
出
来
上
り
ま
す
が
、
一
寸(

ち
ょ
っと)

黄
帝
時
代
の
話
の
や
う

で
自
分
で
も
果
し
て
巧
く
晴
れ
る
か
ど
う
か
不
安
に
思
って
居
り
ま
す
。

ニ
セ
コ
の
研
究
所
は
愈
々
五
月
一
日
か
ら
独
立
し
た
研
究
所
と
な
つ
て

発
足
し
ま
し
た
の
で
唯
今
拡
張
と
改
修
を
致
し
て
居
り
ま
す
。
技
術
院

所
管
の
研
究
所
で
陸
、
海
、
大
学
、
気
象
台
の
綜
合
し
た
研
究

を
す
る
所
に
致
度(

い
た
し
た)

イ(

い)

と
存
じ
て
居
り
ま
す
。
多
分
正
規
の
活
動
を

続
け
て
ゐ
る
研
究
所
と
し
て
は
、
日
本
で
最
後
ま
で
残
る
も
の
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
存
じ
て
居
り
ま
す
。

今
後
益
々
急
激
に
情
勢
悪
化
す
る
も
の
と
覚
悟
し
て
、
万
全

の
案
を
立
て
て
居
り
ま
す
が
、
「斉
彬
公
言
行
録
」
か
ら
得
た
知
識
が

か
う
い
ふ
時
勢
に
な
り
ま
す
と
大
変
役
に
立
つ
の
で
、
感
謝
致
し
て
居
り
ま
す
。

何
卒
御
自
愛
専
一
に
御
健
勝
の
程
を
祈
り
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

匆
々

　

六
月
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
谷
宇
吉
郎

　

牧
野
伸
顕
様

（封
筒
）

東
京
都
渋
谷
区
神
山
町
四
五

　
　

牧
野
伸
顕
様

（朱
書
転
送
先
）
千
葉
県
東
葛
飾
郡
柏
町

　
　
　
　
　
　
　
　

字
高
田
九
九
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
方
敬
一
方

『島津斉彬言行録』
幕末の薩摩藩主島津斉彬の治績を、
弟・久光が側近の市来四郎に編述
させた記録を元に、牧野の序文を
つけて出版された。牧野は、「世の
国事人事に預る人々の此文献の内
容を味ひ処世の参考ともならば幸な
り」と書いている。昭和19 年11月5
日第一刷発行。
ht tps : //d l . nd l .go. jp/ info :ndl jp/
pid/1058075（モノクロ）

『科學の芽生え』
中谷による、『島津斉彬言行録』のちょ
うど手引書のような本。斉彬が着手し
ていた殖産興業策の数々の試みを科
学者の視点で解説している。そして、

「権力と科学とは、普通には両立し得
ないものである」、しかし、斉彬のよ
うに「為政者が本当によく科学を理解
し、そしてその人が実行力を持つてゐ
た場合には」、研究が進み、それが実
用化されて科学が社会に貢献するこ
とを強調している。後記の日付は「昭
和二〇、四、二五」で、中谷が戦時

下の研究生活で様々な矛盾に直面して苦労していたことが想像さ
れる。昭和 20 年9月20日発行。
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1063034（モノクロ）

書
簡
の
翻
刻
全
文 

※
句
読
点
を
補
い
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1058075
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1058075
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1063034
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戦
時
下
と
い
う
深
い
霧
の
中
に
も
似
た
状
況
に

あ
っ
て
、
幕
末
こ
の
国
の
一
隅
に
、
透
徹
し
た
知
性

を
持
つ
政
治
家
が
点
し
た
合
理
主
義
の
灯
が
確
か
に

あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
よ
う
と
し
た
牧
野
。
そ
の
語
り

を
側
近
く
聞
い
て
、
悪
化
の
一
途
を
た
ど
る
戦
況
を

意
識
し
な
が
ら
も
淡
々
と
研
究
を
続
け
て
い
た
中

谷
。「
消
霧
車
」
の
完
成
を
目
指
し
な
が
ら
、
も
は

や
風
前
の
灯
と
な
っ
て
い
た
合
理
主
義
を
、
日
々
の

研
究
の
実
践
で
守
り
抜
こ
う
と
い
う
秘
め
た
る
決
意

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

封
筒
表
に
は
、
焼
け
出
さ
れ
た
牧
野
が
疎
開
し
た

千
葉
・
柏
の
転
送
先
が
朱
書
き
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

地
に
先
に
居
を
移
し
て
い
た
武
見
が
、
敗
戦
間
際
の

こ
の
時
期
の
牧
野
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
書
き
残
し

て
い
る
。

「
疎
開
中
の
こ
と
で
最
も
印
象
深
い
の
は
、
牧
野
伯

が
参
内
し
て
帰
っ
て
こ
ら
れ
る
た
び
に
「
な
ん
と
か

終
戦
の
方
法
は
な
い
も
の
か
」
と
非
常
に
心
配
し
て

話
し
て
お
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
…
…
つ
い
に
広
島

に
原
爆
が
落
ち
た
時
、
私
は
そ
れ
が
原
爆
で
あ
る
こ

と
を
牧
野
伯
に
知
ら
せ
た
。
伯
は
「
原
爆
を
開
発
し

て
い
る
仁
科
君
に
は
気
の
毒
だ
が
、
こ
れ
を
機
会
に

講
和
を
結
ば
な
け
れ
ば
国
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」

と
い
っ
た
。
そ
し
て
…
…
牧
野
伯
は
参
内
し
て
陛
下

に
原
子
爆
弾
で
あ
る
こ
と
を
奏
上
し
た
の
で
あ
っ

た（
７
）。」

　

牧
野
伸
顕
は
昭
和
24（
１
９
４
９
）年
１
月
、
こ
の

地
で
89
年
の
生
涯
を
閉
じ
た
。

〝
雪
の
結
晶
は
、
天
か
ら
送
ら
れ
た
手
紙
で
あ
る（
８
）〟

　

こ
れ
は
、
雪
の
結
晶
の
様
々
な
形
状
は
そ
れ
が
生

成
さ
れ
た
上
空
の
気
象
条
件
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
い

う
科
学
的
事
実
を
、
読
む
者
に
詩
情
を
感
じ
さ
せ
ず

に
は
お
か
な
い
言
葉
で
表
現
し
た
中
谷
の
名
言
だ
。

中
谷
は
雪
の
美
の
中
に
秘
め
ら
れ
た
科
学
を
見
出

し
、そ
れ
を
詩
の
言
葉
で
私
た
ち
に
伝
え
た
。
で
は
、

こ
の
書
簡
に
よ
っ
て
、
年
齢
や
境
遇
を
超
え
た
科
学

者
と
老
政
治
家
の
温
か
な
交
友
が
あ
っ
た
こ
と
を
知

り
、
さ
ら
に
そ
の
行
間
に
隠
れ
た
我
が
国
の
近
代
の

歴
史
で
繰
り
返
さ
れ
た
苦
い
経
験
に
気
づ
い
た
私
た

ち
は
、
そ
れ
を
次
代
に
伝
え
る
言
葉
を
中
谷
の
よ
う

に
紡
ぎ
だ
せ
る
だ
ろ
う
か
。

　

今
日
、
霧
は
出
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

文中に登場する人物肩書
・岩波茂雄　岩波書店創業者
・小林勇　　編集者、のちに岩波書店会長
・西田幾多郎　哲学者
・安倍能成　哲学者、教育者
・小宮豊隆　独文学者
・仁科芳雄　物理学者
集合写真のみに登場する人物肩書
・鈴木大拙　仏教学者
・和辻哲郎　哲学者
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講
談
は
落
語
な
ど
と
同
様
に
舌
耕
芸
と
い
わ

れ
、
寄
席
演
芸
の
一
つ
で
あ
る
。
江
戸
初
期
の

太
平
記
読
み
に
始
ま
り
、
当
初
は
軍
談
が
主
流
で

あ
っ
た
が
、
話
が
多
様
化
し
発
展
、
明
治
時
代
に

最
盛
期
を
迎
え
た
。
江
戸
期
以
前
に
は
講
釈
と
も

呼
ば
れ
、
明
治
以
降
、
講
談
と
い
う
呼
び
方
が
定

着
し
た
。

　

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
馬
場
文
耕
（
馬
文
耕
と

も
、
一
七
一
八
‐
五
八
）
は
、
世
話
物
講
談（
１
）の
分

野
を
開
拓
し
近
世
講
談
の
祖
と
い
わ
れ
る
。
平
賀

源
内
の
小
説
『
風
流
志
道
軒
伝
』
で
も
知
ら
れ
る

深
井
志
道
軒
（
？
‐
一
七
六
五
）
は
、
ほ
ぼ
同
時

代
の
講
釈
師
（
参
考
Ａ
）。
伊
予
の
生
ま
れ
で
、
本

姓
は
中
井
氏
、
通
称
を
左
馬
次
、
左
司
馬
、
文
助
、

文
右
衛
門
と
い
っ
た
。
出
家
し
た
が
還
俗
し
、
江

戸
で
易
術
を
も
っ
て
生
計
を
立
て
た
と
も
、
幕
臣

（
御お
か
ち徒
）
で
馬
術
を
教
え
て
い
た
と
も
い
わ
れ
る
。

芝
南
、
新
材
木
町
、
松
島
町
に
住
し
、
中
川
宗そ
う

瑞ず
い

（
白は
く

兎と

園え
ん

）
に
俳
諧
を
学
ん
だ
。
門
弟
に
は
、
講

談
の
興
行
に
功
績
を
残
し
た
森
川
馬ば
こ
く谷
や
、
歌
舞

伎
役
者
の
中
村
喜
代
三
郎
な
ど
が
い
た
。
宝
暦
四

（
一
七
五
四
）
年
頃
か
ら
幕
閣
や
各
藩
の
情
報
を
、

随
所
に
出
入
り
し
て
い
た
貸
本
屋
な
ど
を
通
し
て

収
集
し
、
実
録
風
小
説
（
話
題
の
事
件
を
虚
実
な

い
ま
ぜ
に
語
っ
た
も
の
）
な
ど
に
仕
立
て
、
講
釈

師
と
し
て
活
躍
、
同
八
（
一
七
五
八
）
年
、
美
濃

郡ぐ
じ
ょ
う
は
ん

上
藩
の
百
姓
一
揆
を
題
材
に
し
た
講
釈
を
行

い
、『
平
か
な
森
の
雫
（
２
）』
と
い
う
書か

き
本ほ
ん

（
内
容

に
差
し
障
り
が
あ
り
、
出
版
で
き
な
い
筆
写
本
。

貸
本
屋
が
か
か
わ
り
、
内
密
に
愛
読
さ
れ
た
）

に
し
て
売
り
捌
い
た
科と
が

に
よ
り
、
町
中
引
廻
し
の

上
、
小
塚
原
刑
場
で
獄
門
に
処
せ
ら
れ
（
３
）、
浅
草
涼

源
寺
に
葬
ら
れ
た
。
江
戸
時
代
に
筆
禍
事
件
で
極

刑
に
処
せ
ら
れ
た
の
は
文
耕
だ
け
で
、
著
作
以
外

に
残
さ
れ
た
記
録
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
謎
の
多
い

講
釈
師
、
作
家
と
い
わ
れ
る
。

　

わ
ず
か
五
年
余
り
の
間
に
書
き
残
さ
れ
た
文
耕

の
著
作
は
十
数
点
で
、
す
べ
て
版
行
さ
れ
ず
、
書

き
本
、
そ
の
写
本
と
し
て
伝
わ
っ
た
。
刊
行
許
可

の
得
ら
れ
な
い
内
容
で
あ
っ
た
た
め
、
貸
本
屋
で

写
本
を
貸
し
た
り
売
っ
た
り
す
る
形
で
流
布
し

た
。
そ
の
内
容
は
、
幕
政
に
関
す
る
も
の
、
実
録

風
小
説
、
街
談
巷
説
の
類
の
三
つ
に
大
別
さ
れ
る

が
、
同
内
容
の
話
が
複
数
の
著
作
に
収
録
さ
れ
て

い
る
の
も
彼
の
著
作
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

当
館
所
蔵
の
文
耕
の
著
作
（
写
本
）
を
通
し
て
、

時
の
為
政
者
や
世
相
、
風
俗
を
、
貴
賤
を
問
わ
ず

辛
辣
に
批
評
し
人
気
を
博
し
た
講
釈
師
、
馬
場
文

耕
の
実
像
に
迫
っ
て
み
た
い
。　

伝
説
の
講
釈
師
、
馬
場
文
耕
と
そ
の
著
作
　
川
本
　
勉

参考 A　志道軒による講釈の様子。（石川豊信 画）
この時代、まだ寄席はなく、講釈の場所は一定ではなかった。

本
の
森
を
歩
く
　
第
二
十
二
回
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八
代
将
軍
吉
宗
（
参
考
Ｂ
）
の
言
行
を
誉
め
讃

え
た
逸
話
集
で
、
序
に
は
「
東
照
大
神
君
よ
り
御

八
世 

吉
宗
公
の
御
徳
行
誠
に
聖
に
宿
り
…
此
君
御

一
生
の
御
徳
様
を
記
し
て
後
代
に
残
す
も
の
也
」

と
あ
る
。

　

明
君
吉
宗
の
言
行
と
は
、
た
と
え
ば
以
下
の
よ

う
な
も
の
。
①
吉
宗
は
、
大
名
た
ち
の
往
来
供
廻

り
は
、
決
し
て
荒
々
し
く
威
張
っ

て
道
い
っ
ぱ
い
に
歩
行
し
て
は
な

ら
な
い
、
両
脇
を
明
け
、
諸
人
の

煩
い
に
な
ら
ぬ
よ
う
に
心
掛
け
よ
、

天
下
の
往
還
を
我
が
物
と
す
る
大

名
は
、
天
道
を
知
ら
ざ
る
不
仁
者

で
、
供
を
割
っ
て
入
っ
て
き
た
も

の
を
切
り
捨
て
る
の
は
、
甚
だ
不

届
き
だ
と
い
う
。
②
西
番
所
勤
務

の
中
坊
鍋
五
郎
は
殊
の
外
、
武
備
の
手
入
れ
よ
く

鉄
砲
を
錆
び
さ
せ
な
い
、
そ
れ
を
知
っ
た
吉
宗
は

御
成
り
の
途
中
、
急
に
西
番
所
の
鉄
砲
を
取
り
寄

せ
、
た
め
し
に
打
た
せ
た
と
こ
ろ
、
玉
は
よ
く
走

り
吉
宗
も
こ
の
上
な
く
褒
め
称
え
た
。
こ
れ
を
聞

い
た
他
の
番
所
役
人
た
ち
は
、
不
意
の
御
用
で
恥

を
か
か
な
い
よ
う
に
、
武
器
の
手
入
れ
を
入
念
に

す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
一
件
は
本
書

を
典
拠
と
し
て
『
徳
川
實
紀
』
に
も
引
用（
４
）さ
れ
て

い
る
。
③
ま
た
吉
宗
は
、
幕
臣
た
ち
が
先
祖
伝
来

の
鑓
、
甲
冑
な
ど
の
武
器
類
を
悉
く
質
屋
に
入
れ

置
き
、
毎
年
質
屋
で
虫
干
さ
せ
て
、
切
米
（
給
金
）

の
時
に
、
利
子
を
渡
し
て
い
る
の
は
言
語
道
断
と

い
う
話
を
聞
き
、
弓
は
袋
に
、
太
刀
は
鞘
に
納
る

世
こ
そ
め
で
た
い
、
武
器
を
町
人
の
蔵
に
預
け
る

と
は
、
長
く
平
和
が
続
い
て
い
る
か
ら
で
、
質
屋

に
武
器
が
流
れ
て
、
朽
ち
果
て
る
こ
と
こ
そ
な
お

め
で
た
い（
上
画
像
）と
い
う
。
④
さ
ら
に
吉
宗
は
、

武
士
に
は
常
に
心
得
て
お
く
べ
き
三
つ
の
局
面
が

あ
る
、
第
一
に
理
由
も
な
く
ふ
っ
か
け
ら
れ
る
喧

嘩
、
第
二
に
雷
地
震
、
第
三
に
火
事
、
こ
の
三
つ

は
不
意
に
起
こ
る
の
で
、
普
段
か
ら
そ
の
対
処
法

を
考
え
、
慌
て
な
い
よ
う
に
心
掛
け
よ
と
い
う
。

　

本
書
は
、
吉
宗
を
寛
容
な
す
ぐ
れ
た
統
率
者
で
、

礼
儀
正
し
く
、
初
代
将
軍
家
康
を
敬
い
、
家
臣
の

心
情
を
理
解
し
、
松
平
乗の
り
さ
と邑
や
大
岡
忠た
だ
す
け相
と
い
っ

た
す
ぐ
れ
た
人
材
を
登
用
し
た
、
類
稀
な
徳
の
あ

る
為
政
者
と
し
て
描
き
そ
の
治
世
を
礼
賛
し
て
い

る
。
文
耕
が
書
い
た
こ
の
吉
宗
の
徳
行
が
、
後
の

大
岡
忠
相
の
名
裁
き
を
題
材
と
し
た
、
講
談
で
も

お
馴
染
み
の
「
大
岡
政
談
」
に
影
響
を
与
え
た
。

　

文
耕
の
著
作
中
、
貸
本
屋
等
を
通
じ
て
最
も
広

く
流
布
し
、
多
く
の
人
々
に
読
ま
れ
親
し
ま
れ
た

著
作
で
、
五
十
部
余
り
の
写
本
が
現
存
す
る
。
敬

愛
し
た
吉
宗
が
将
軍
を
辞
し
た
後
、
文
耕
は
幕
政

内
の
動
向
、
大
奥
な
ど
の
裏
事
情
を
、『
宝
ほ
う
へ
い
み
つ
が
ひ

丙
密
秘

登と

つ津
』
や
『
頃
日
文
耕
録
』（『
頃
日
全
書
』）
に
書

き
留
め
、
町
奉
行
依
田
和
泉
守
の
裁
き
や
、
老
中

松
平
右
近
将
監
武
元
（
の
ち
に
文
耕
の
極
刑
を
指

図
）を
賞
賛
す
る
一
方
で
、九
代
将
軍
家
重
の
側
近
、

大
岡
出
雲
守
忠
光
ら
を
批
判
し
、
町
奉
行
所
の
厳

し
い
目
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

明
君
享
保
録

「明君享保録」［馬場文耕 著］　写　『中古叢
書別本』31 の内 < 請求記号 わ 081-8>

参考 B　徳川吉宗肖像

20 丁裏～ 21 丁裏。「弓は袋に太刀は鞘に納る世
こそ目出度けれ…旗本の武器悉く町人の蔵に預り
置とハ是より能治る時節ハ天地開け始りて不可有
…あわれ其質屋にて流れ朽んこそ猶又めてたけれ
…」と平和が長く続き、使われなくなった武器が質
屋にあるということはめでたいことだと記す。
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幕
府
を
憚
っ
て
か
、「
盛
岡
」（
南
部
藩
）
を
「
森

岡
」
と
表
記
す
る
。
幕
府
老
中
へ
の
献
物
（
貢
物
、

南
部
の
名
産
か
た
く
り
等
）
の
授
受
を
め
ぐ
る
騒

動
物
語
で
あ
る
。
発
端
は
南
部
藩
九
代
藩
主
信
濃

守
利と
し
か
つ雄
が
、
日
光
山
本
坊
普
請
無
事
竣
工
の
礼
と

し
て
、
老
中
の
堀
田
相
模
守
正ま
さ
す
け亮
へ
、
江
戸
商
人

よ
り
購
入
し
た
後
藤
祐ゆ
う
じ
ょ
う乗
作
の
天
下
に
一
つ
し

か
な
い
刀
を
、
南
部
家
伝
来
の
も
の
と
嘘
を
つ
い

て
贈
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
刀
は
、
実
は
将
軍

よ
り
御
小
姓
の
高
井
兵
部
に
下
賜
さ
れ
た
後
、
売

り
に
出
さ
れ
た
も
の
だ
と
判
明
し
た
た
め
、
老
中

の
恨
み
を
か
い
、
献
物
の
際
、
恒
例
の
格
式
だ
っ

た
老
中
面
謁
が
か
な
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

こ
れ
を
慷
慨
し
た
家
臣
（
留
守
居
役
）
の
尾
崎

富
右
衛
門
は
、
宝
暦
七
（
一
七
五
七
）
年
、
献
物

の
使
者
と
し
て
江
戸
城
に
出
頭
、
老
中
が
多
忙
を

理
由
に
面
謁
を
御
奏
者
番
に
代
わ
ら
せ
る
と
、
老

中
に
謁
す
る
ま
で
は
退
出
せ
ず
と
、
殿
中
に
響
き

渡
る
よ
う
な
大
声
で
の
の
し
り
、
御
納
戸
構
に
居

座
っ
た
（
５
）。
幕
閣
の
多
く
は
富
右
衛
門
を
罰
し
、
藩

主
利
雄
の
罪
も
問
お
う
と
し
た
が
、
西
尾
隠
岐
守

忠た
だ
な
お尚
が
、
身
命
を
顧
み
な
い
大
勇
の
義
士
で
あ
る

と
褒
め
た
た
え
反
論
し
、
不
問
に
付
さ
れ
た
（
６
）（
上

画
像
）。
こ
れ
に
よ
り
南
部
藩
は
、
旧
例
通
り
献

物
時
の
老
中
面
謁
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

主
君
に
身
を
賭
し
て
尽
く
し
、
そ
の
格
式
を
守

る
た
め
に
孤
軍
奮
闘
し
た
富
右
衛
門
の
忠
義
ぶ
り

は
、今
日
で
も
人
気
が
あ
る
元
禄
の
赤
穂
浪
士
（
忠

臣
蔵
）
の
忠
義
に
も
通
じ
る
。
当
時
の
聴
衆
を
喜

ば
せ
た
、
出
世
美
談
、
名
君
良
将
、
御
家
騒
動
な

ど
を
題
材
に
し
た
御
記
録
物
（
時
代
物
）
講
談
に

類
す
る
話
で
、
同
類
の
著
作
に
、
秋
田
佐
竹
藩
の

御
家
騒
動
を
記
し
た
『
秋あ
き
た田
杉す
ぎ

直
な
お
し

物
語
』
が
あ

る
。
ま
た
、『
頃
日
文
耕
録
』（『
頃
日
全
書
』）
に

も
土
佐
藩
の
鰹
節
献
上
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
に
つ

い
て
、
忠
臣
仙
石
八
右
衛
門
の
見
事
な
釈
明
ぶ
り

が
紹
介
さ
れ
て
い
て
、
盛
岡
の
献
物
と
同
様
、
幕

閣
の
理
不
尽
な
対
応
を
批
判
す
る
の
は
、
文
耕
の

真
骨
頂
と
も
い
え
た
。

森も
り
お
か岡
貢み
つ
ぎ

物も
の
が
た
り語

『森岡貢物語』馬場文耕 著　明和 8（1771）
写 < 請求記号 147-141>

（右）馬文耕による巻頭の序。「南之大使」( 南部藩の貢物献上の使 ) の
世にも珍しい忠義ぶりを拙い筆でしたためた旨が記されている。

（下）7 丁裏～ 8 丁表。西尾隠岐守忠尚は「主人の為ニ身命を顧ミす…
家格の没却をうれひ…多言を以て訳を申所…大勇の義士とハかれらか事を
可申也」と尾崎富右衛門をたたえた。
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江
戸
初
期
に
始
ま
っ
た
、
井
原
西
鶴
な
ど
に
代

表
さ
れ
る
浮
世
草
子
の
影
響
を
強
く
受
け
た
、
実

録
風
小
説
と
い
え
る
著
作
で
、
宝
暦
（
一
七
五
一

︲
一
七
六
四
）
頃
の
頽
廃
し
た
幕
臣
（
旗
本
、
御

家
人
）
た
ち
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
、
生
々
し
く
記
し

て
い
る
。
以
下
に
、
そ
の
一
部
を
紹
介
す
る
。

　

笹
井
巳
之
助
と
そ
の
弟
の
右
内
は
、
屋
敷
を
鳥

部
屋
に
し
て
、
鴛お
し
ど
り鴦
、
鴨
、
家あ
ひ
る鴨
、
雉
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
鳥
の
飼
育
に
昼
夜
こ
こ
ろ
を
砕
き
、
切
米

の
他
に
、
育
て
た
鳥
を
売
っ
て
裕
福
に
暮
ら
し
て

い
た
。
あ
る
時
、
鳥
屋
の
平
字
屋
与
兵
衛
か
ら
、

物
ま
ね
を
得
意
と
す
る
珍
鳥
の
九
官
鳥
（
参
考

Ｃ
）
を
、
三
百
両
で
大
名
家
に
売
れ
る
と
い
わ
れ
、

五
十
両
で
入
手
（
右
下
画
像
）。
友
人
た
ち
を
招

き
九
官
鳥
を
披
露
す
る
と
、
夜
更
け
ま
で
宴
会
と

な
り
、
役
者
の
声こ

わ
い
ろ色
や
講
釈
師
の
志
道
軒
を
ま
ね

て
、「
と
と
ん
と
ん
」
と
拍
子
を
と
っ
て
大
騒
ぎ
。

や
が
て
、
大
名
家
に
売
り
に
出
さ
れ
た
九
官
鳥
は
、

貴
人
が
好
む
雅
な
謡
曲
な
ど
は
ま
っ
た
く
覚
え

ず
、
下
品
な
役
者
の
声
色
や
志
道
軒
の
ま
ね
ば
か

り
す
る
と
返
却
さ
れ
一
銭
に
も
な
ら
ず
。
そ
こ
で

見
世
物
芝
居
に
出
し
て
元
金
を
取
り
返
そ
う
と
し

た
が
、
大
衆
の
見
世
物
に
さ
れ
る
こ
と
を
恥
じ
た

の
か
、
九
官
鳥
は
餌
を
食
わ
ず
に
死
ん
で
し
ま
い
、

五
十
両
の
大
損
と
な
っ
た
と
い
う
、
金
に
目
が
眩

ん
だ
幕
臣
の
商
売
失
敗
話
。

　

新
御
番（
７
）を
勤
め
、
高
四
百
石
取
り
の
佐
藤
甚
六

郎
は
、
少
々
し
ま
り
が
な
く
「
ぬ
け
六
」
と
仇
名

さ
れ
、
仲
間
か
ら
笑
わ
れ
て
い
た
。
甚
六
郎
は
何

と
か
組
頭
に
な
っ
て
仲
間
を
見
返
し
て
や
ろ
う

と
、神
力
を
頼
み
王
子
稲
荷
（
参
考
Ｄ
）
に
三
年
間
、

毎
月
、
午
の
日
ご
と
に
参
詣
。
あ
る
日
、
参
詣
の

途
中
、
見
知
ら
ぬ
女
に
夫
を
助
け
て
く
れ
と
泣
き

つ
か
れ
た
後
、
大
勢
の
農
民
が
畑
を
荒
ら
す
悪
狐

を
柴ふ

し
づ漬
け
（
簀
巻
き
に
し
て
水
中
に
投
げ
入
れ
る

こ
と
）
に
す
る
た
め
、
竹た
け
す簀
に
巻
い
て
運
ん
で
い

る
の
に
出
く
わ
す
。
先
ほ
ど
出
会
っ
た
女
は
き
っ

と
女
狐
で
、
稲
荷
の
使
い
、
簀す
ま
き巻
の
悪
狐
の
女
房

か
と
思
っ
た
甚
六
郎
は
、
し
ぶ
る
農
民
た
ち
を
説

得
さ
せ
る
た
め
、
庄
屋
に
大
金
五
両
を
渡
し
悪
狐

を
買
い
取
る
。
助
け
た
悪
狐
に
対
し
甚
六
郎
は
、

夫
婦
む
つ
ま
じ
く
し
て
出
世
し
、
稲
荷
の
神
体
と

な
り
我
の
行
く
末
を
見
守
り
、
立
身
出
世
の
大
願

を
か
な
え
よ
、
と
い
っ
て
簀
巻
を
ほ
ど
く
と
、
な

ん
と
悪
狐
で
は
な
く
、
赤
色
の
犬
が
躍
り
出
て
ほ

え
か
か
っ
て
き
た
の
で
、
急
い
で
逃
げ
去
っ
た
と

い
う
、
出
世
欲
に
憑と

り
つ
か
れ
た
信
心
深
い
幕
臣

の
間
抜
け
話
。

　

そ
の
他
に
、
酒
や
博
打
で
身
上
を
持
ち
崩
し
た

若
い
御
家
人
の
無
心
話
、
不
正
な
養
子
縁
組
話
、

奥
方
の
密
通
、
欠か
け
お
ち落
話
、
偽
物
の
名
品
（
茶
碗
）

を
高
額
で
つ
か
ま
さ
れ
た
茶
人
の
息
子
の
復
讐
話

な
ど
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
幕
臣
た
ち
の

赤
裸
々
な
姿
か
ら
は
、
今
日
に
も
通
じ
る
人
間
の

欲
深
さ
が
窺
え
る
。
そ
こ
に
は
、
将
軍
吉
宗
没
後
、

綱
紀
が
緩
み
、
太
平
の
世
と
は
い
え
、
厳
し
い
暮

ら
し
向
き
の
中
、
自
分
た
ち
の
生
活
を
守
り
つ
つ
、

豊
か
さ
を
追
求
し
て
い
た
時
代
背
景
も
垣
間
見
え

る
。
不
埒
な
、
あ
る
い
は
不
遇
な
幕
臣
た
ち
の
う

わ
さ
な
ど
巷
の
情
報
は
、
貸
本
屋
を
通
じ
て
文
耕

に
も
た
ら
さ
れ
、
聴
衆
を
喜
ば
せ
る
講
釈
の
ネ
タ

と
も
な
っ
て
い
た
。

世
間
御
旗
本
容か
た
ぎ気

『世間御旗本容気 5 巻』升瓢 ( 馬場文耕 ) 
著　写 < 請求記号 116-47>

参考 C　博物画の名手、毛利梅園が
描いた九官鳥。

参考 D　「王子稲荷」 『東都三十六
景』の内。（広重 画）

一之巻 3 丁裏～ 4 丁表。「…きうくわんといへる
唐鳥鸚鵡の類成か殊の外よく物まねし…五拾両
ならは賣拂度よし…三百両位にハ慥に成事」と
鳥屋に言われ、巳之介はたいへんな掘り出し物と
喜んで九官鳥を購入し、大名家に高く売りつけよ
うとたくらんだ。
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菊
の
亡
霊
が
夜
な
夜
な
皿
の
数
を
数
え
る
、
皿

屋
敷
物
と
い
わ
れ
る
怪
談
話
は
、
播
州
姫
路
が
舞

台
の『
播
州
皿
屋
敷
』と
、江
戸
番
町
が
舞
台
の『
番

町
皿
屋
敷
』
が
よ
く
知
ら
れ
る
。

　

一
八
世
紀
初
め
に
は
す
で
に
浮
世
草
子
に
類
話

が
あ
り
、
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
で
も
『
播
州
皿
屋
敷
』

を
題
材
と
し
た
演
目
が
上
演
さ
れ
て
い
た
が
、
宝

暦
八
（
一
七
五
八
）
年
、
舞
台
を
播
州
か
ら
江
戸

の
番
町
に
書
き
換
え
、
講
談
と
し
て
『
番
町
皿
屋

敷
』
を
最
初
に
ま
と
め
た
の
が
馬
場
文
耕
で
あ
っ

た
。
そ
こ
に
は
、
当
時
流
行
の
「
百
物
語
」
と
称

し
た
一
連
の
怪
談
物
や
、
実
録
風
小
説
の
影
響
も

窺
え
る
。

　

文
耕
は
ま
ず
序
文
に
て
、
六
つ
七
つ
の
頃
、
亡

父
か
ら
番
町
の
皿
屋
舗
の
話
を
た
び
た
び
聞
い
た

旨
を
記
す
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
通
り
。
旗
本
の

青
山
主
膳
は
、
牛
込
御
門
内
五
番
町
に
あ
っ
た
天

樹
院
（
千
姫
、
将
軍
家
光
の
姉
）
の
屋
敷
跡
地
を

下
賜
さ
れ
盗
賊
改
の
役
に
つ
く
。
冷
酷
非
道
な
主

膳
は
、
武
芸
に
長
け
た
盗
賊
向こ

う
さ
き
じ
ん
な
い

崎
甚
内
を
捕
縛
し

処
刑
後
、身
よ
り
の
な
い
甚
内
の
娘
、菊
を
奴
（
下

女
）
と
し
て
奉
公
さ
せ
、
妻
と
共
に
い
じ
め
ぬ
く
。

主
膳
自
慢
の
十
枚
揃
え
の
皿
の
一
枚
を
菊
が
割
っ

て
し
ま
う
と
、
菊
の
中
指
を
切
り
落
と
す
な
ど
の

む
ご
い
折
檻
が
繰
り
返
さ
れ
、
菊
は
つ
い
に
井
戸

に
投
身
。
青
山
家
を
た
た
り
毎
夜
化
け
て
で
る

と
（
下
画
像
、
参
考
Ｅ
）、
家
臣
た
ち
は
恐
れ
を
な

し
て
逃
げ
出
し
、
や
が
て
青
山
家
は
没
落
。
後
に

幕
府
の
命
を
受
け
た
伝
通
院
の
了
誉
上
人
に
よ
っ

て
、
菊
の
怨
念
が
鎮
め
ら
れ
る
と
い
う
も
の
。

　

実
際
に
は
青
山
主
膳
な
る
火
付
盗
賊
改
は
存
在

せ
ず
、
史
実
と
異
な
る
点
も
見
ら
れ
る
が
、
後
に

小
説
（
合
巻
）、
戯
曲
、
落
語
で
も
取
り
上
げ
ら

れ
人
気
を
博
し
、
今
日
で
は
誰
も
が
知
る
怪
談
話

の
定
番
と
な
っ
て
い
っ
た
。
な
お
、
文
耕
の
怪
談

物
の
著
作
に
は
、
奇
瑞
（
め
で
た
い
こ
と
の
前
ぶ

れ
と
な
る
不
思
議
な
で
き
ご
と
、
吉
兆
）
に
よ
る

出
世
譚
、
鬼
子
や
猫
又
と
い
っ
た
化
物
の
退
治
話
、

狐
に
よ
る
化
か
さ
れ
話
な
ど
、
主
に
幕
臣
の
間
に

起
っ
た
怪
奇
談
を
ま
と
め
た
『
大
和
怪
談
頃
日
全

書
』
も
あ
る
。

皿
屋
舗
弁
疑
録

『皿屋舗弁疑録 5 巻』 馬場文耕 著　弘化 3
（1846）写 < 請求記号 116-53>

参考 E　「皿やしき お菊乃霊」 『新形
三十六怪撰』の内。（大蘇芳年 画）

巻之五 30 丁裏～ 31 丁表。「菊ガ亡魂皿カそへ
の事…毎夜毎夜子の刻過より明ヶに至るまての間
右の井戸より光りたなびきて其井戸のそこにてさも
かなしき女の声にて一ッ二ッ三ッ四ッと段 八々ッ九ッ
とかぞへ…一ッたらぬ事をなけきかなしむ声する事
おそろしき…」と記されている。
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宝
暦
八
（
一
七
五
八
）
年
頃
、
江
戸
市
中
で

庶
民
に
よ
く
知
ら
れ
た
人
物
た
ち
の
裏
の
顔
を
明

ら
か
に
し
、
世
を
化
か
す
化
け
物
と
親
し
み
も
込

め
な
が
ら
文
耕
が
批
判
、
批
評
し
た
も
の
。
序
に

は
「
人
に
し
て
人
を
化
か
す
も
の
を
取
り
集
め
数

は
百
に
は
足
ら
ね
と
も
題
号
と
し
て
爰
に
記
す
の

み
」
と
あ
り
、
二
六
人
の
化
け
物
に
対
し
文
耕
が
、

毒
舌
を
あ
び
せ
て
い
る
。
以
下
に
そ
の
一
部
を
紹

介
し
た
い
。

　

①
新し

ば

た
発
田
藩
主
溝み
ぞ
ぐ
ち
な
お
あ
つ

口
直
温
が
、
歌
舞
伎
役
者
の

瀬
川
菊
之
丞
を
寵
愛
し
、
大
金
を
貢
い
で
い
る
様

子
を
化
け
物
の
ご
と
し
と
批
判
。
②
の
ち
に
文
耕

に
極
刑
を
申
し
付
け
た
、
南
町
奉
行
土
屋
越
前
守

正ま
さ
か
た方

に
つ
い
て
は
、
温
和
で
取
り
調
べ
も
厳
し
く

な
く
、
名
奉
行
大
岡
越
前
守
に
似
て
い
る
よ
う
だ

が
、
実
は
髭
を
抜
き
な
が
ら
い
い
か
げ
ん
に
訴
え

を
聞
き
、
不
真
面
目
で
器
量
も
小
さ
く
、
江
戸
中

を
た
ぶ
ら
か
し
て
い
る
と
批
判
。
③
船
持
ち
の
上

総
屋
三
衛
門
が
、
江
戸
中
の
貸
船
業
者
を
も
う
け

さ
せ
よ
う
と
、
両
国
河
原
で
仙
台
藩
主
が
お
決
ま

り
の
花
火
を
催
す
と
い
う
デ
マ
を
流
し
た
の
は
、

誠
に
よ
き
化
か
し
よ
う
と
批
評
。
④
美
少
年
剣
士

の
清
水
宗
次
郎
が
父
、
惣
左
衛
門
を
だ
ま
し
討
ち

に
し
た
敵
、
篠
田
郡
右
衛
門
を
高
田
馬
場
で
討
つ

と
い
う
噂
が
広
ま
り
、
見
物
人
が
殺
到
。
実
は
こ

の
敵
討
ち
話
は
巾

き
ん
ち
ゃ
く着
切
（
す
り
）
た
ち
に
よ
る
で

ま
か
せ
で
、
見
物
人
の
多
く
が
、
財
布
、
印
籠
、

小
刀
な
ど
を
盗
ま
れ
た
笑
え
ぬ
化
か
さ
れ
話
と
批

判
。
⑤
英
は
な
ぶ
さ

一い
っ
ち
ょ
う
蝶
の
門
人
の
一い
っ
ぽ
う蜂
は
画
の
達
人

だ
が
、
新
吉
原
で
頼
ま
れ
た
画
を
描
き
な
が
ら
、

八
十
一
個
の
饅
頭
を
残
ら
ず
た
い
ら
げ
た
り
、
西

本
願
寺
門
主
の
前
で
、
描
い
た
画
の
お
礼
に
出
さ

れ
た
蕎
麦
を
食
べ
、
喉
に
詰
ま
ら
せ
大
騒
ぎ
を
起

こ
し
た
り
と
、
食
い
意
地
の
は
っ
た
大
化
け
者
と

批
評
。
⑥
市
川
海
老
蔵
に
並
ぶ
人
気
者
の
講
釈
師
、

志
道
軒
（
参
考
Ｆ
）
は
偽
坊
主
で
、
そ
の
言
う
と

こ
ろ
は
、
甚
だ
拙
く
邪
見
ば
か
り
、
大
悪
人
に
等

し
く
不
届
き
の
外
道
で
あ
る
（
上
画
像
）
と
酷
評

す
る
な
ど
、
当
時
の
江
戸
市
中
で
、
何
が
噂
に
な

り
、
評
判
で
あ
っ
た
か
、
現
代
で
あ
れ
ば
週
刊
誌

の
ゴ
シ
ッ
プ
記
事
に
あ
た
る
よ
う
な
裏
事
情
が
探

れ
て
と
て
も
興
味
深
い
。
こ
う
し
た
民
衆
を
引
き

付
け
た
下
世
話
な
ネ
タ
が
、
文
耕
の
講
釈
の
題
材

に
も
な
り
そ
の
人
気
を
支
え
て
い
た
。

当
代
江
戸
百ひ

ゃ
く
ば
け
も
の

化
物

『当代江都百化物』 馬場文耕 著　
写 < 請求記号 229-176>

参考 F　志道軒肖像。

27 丁裏～ 28 丁表。文耕は同じ講
釈師の志道軒を「彼カ云ふ所ハ外道
の術に似たり甚以て世を迷し父子兄
弟の情を破り大悪人に均して罪人な
り」と厳しく非難している。
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文
耕
は
自
序
で
、
書
名
は
中
世
の
説
話
集
『
宇

治
拾
遺
物
語
』
に
擬
し
た
も
の
で
、
毎
日
、
新
橋

の
い
き
つ
け
の
店
に
腰
か
け
て
、
道
行
く
無
知
な

男
女
の
根
拠
の
な
い
作
り
事
、
つ
ま
ら
な
い
こ
と

な
ど
を
拾
い
集
め
て
一
冊
に
し
た
と
記
す
（
下
画

像
）。
そ
の
内
容
は
宝
暦
の
頃
の
風
俗
、
流
行
語

を
取
り
上
げ
そ
れ
を
検
証
し
、
言
っ
て
も
仕
方
の

な
い
庶
民
の
愚
か
さ
を
嘆
い
た
も
の
で
あ
る
。

　

写
本
が
数
点
現
存
す
る
が
、
同
じ
内
容
の
写
本

と
は
思
え
な
い
ほ
ど
、
字
句
の
異
同
が
多
く
、
文

章
も
甚
だ
違
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
文
耕
が
た
び
た

び
文
章
を
変
え
た
写
本
を
作
り
、
そ
れ
ら
が
貸
本

屋
の
手
に
渡
り
広
が
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
文

耕
に
よ
る
愚
痴
（
嘆
き
）
の
い
く
つ
か
は
以
下
の

通
り
。

　

先
ず
は
風
俗
に
つ
い
て
。
①
今
の
人
は
紋
所（
家

紋
）
が
不
恰
好
と
い
っ
て
は
、
そ
の
紋
所
を
崩
し

勝
手
に
変
え
て
し
ま
う
。
た
と
え
ば
、
あ
る
女
房

は
親
や
夫
の
定
紋
で
は
な
い
糸
車
の
紋
所
（
参
考

Ｇ
）
を
、
た
だ
美
し
い
か
ら
と
小
袖
に
縫
い
付
け

た
が
、
こ
の
紋
所
が
御
禁
制
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
紋

所
で
あ
る
こ
と
を
知
る
と
、
大
い
に
驚
き
身
震
い

し
て
恐
れ
、
小
袖
を
焼
き
捨
て
た
。
こ
の
女
房
の

無
知
、
愚
か
さ
を
嘆
く
。
②
昔
の
女
は
人
に
顔
を

顕
わ
さ
ず
、
し
の
び
や
か
な
と
こ
ろ
に
情
も
あ
っ

た
が
、
今
の
世
は
ぬ
き
え
り
を
し
て
、
白
い
肌
を

見
せ
て
自
慢
げ
に
歩
く
み
だ
ら
な
女
が
多
い
と
嘆

く
。
③
近
年
、
ふ
く
め
ん
頭
巾
（
参
考
Ｈ
）
と
い

う
目
ば
か
り
だ
し
て
、
親
兄
弟
で
も
誰
だ
か
見
分

け
が
つ
か
な
い
、
悪
し
き
頭
巾
が
は
や
っ
て
い
る
。

遊
郭
な
ど
に
忍
び
通
う
際
に
顔
を
隠
す
た
め
の
頭

巾
だ
が
、
武
家
も
こ
の
頭
巾
で
出
勤
し
、
桜
田
御

門
を
新
吉
原
の
大
門
と
同
様
に
通
っ
て
い
る
こ
と

を
嘆
く
。

　

ま
た
、
流
行
語
に
つ
い
て
そ
の
元
の
意
味
を
知

ら
な
い
こ
と
を
嘆
く
。「
お
く
す
り
か
け
た
」
と

は
人
を
怒
ら
せ
た
り
、
悦
ば
せ
た
り
す
る
こ
と
を

い
う
が
、
元
は
牢
屋
で
、
扱
い
に
く
い
罪
人
を
毒

殺
す
る
、
毒
薬
を
か
け
る
か
ら
き
た
不
吉
な
言
葉
。

「
や
き
も
ち
」
と
は
女
の
悋
気
、
し
っ
と
の
こ
と

だ
が
、
こ
れ
は
焼
餅
か
ら
き
て
い
て
、
焼
餅
を
食

べ
る
と
胸
が
焼
け
る
ほ
ど
熱
く
な
り
、
そ
の
焼
け

る
思
い
を
女
心
の
し
っ
と
深
さ
に
た
と
え
た
言

葉
。

　

文
耕
は
絶
え
ず
人
々
を
観
察
し
、
民
衆
の
立
場
、

視
点
か
ら
風
俗
、
言
葉
に
関
す
る
貴
重
な
記
録
を

今
日
に
残
し
た
。
鋭
い
観
察
力
と
そ
の
博
識
は
、

彼
の
講
釈
に
説
得
力
を
与
え
、
多
く
の
民
衆
に
支

持
さ
れ
る
要
因
で
も
あ
っ
た
。

愚
痴
拾
遺
物
語

『愚痴拾遺物語』［馬場文耕 著］明和 2
（1765） 写　式亭三馬旧蔵 < 請求記号 
229-298>

参考 G　糸車 ( 中結祇園守 ) の
紋所

参考H　当時流行していたふ
くめん頭巾。右から「目計頭巾」

（めばかりずきん）「竹田頭巾」
「気侭頭巾」（きままずきん）

序 1 丁裏～ 2 丁表。「…毎日往来の知るも知
らぬも行も帰るも其処に立よりて愚夫愚婦の
いえるあたし言ねなしことを一ツも捨すにひろ
い集めて巻として置ぬ」と執筆の経緯を記す。
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●参考図版
A: 志道軒による講釈の様子。（石川豊信 画）『浮世絵大家集成 第四巻』
大鳳閣書房　1931-1934　＜請求記号 721.8-Ta164u＞
B: 徳川吉宗肖像『大日本名家肖像集』
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1875517/73
C:「秦吉了 サルカ キウガン」 『梅園禽譜』の内。博物画の名手、毛利
梅園が描いた九官鳥。よくしゃべること鸚鵡に勝り、黒色で両眉は黄色
…異国より来る旨の記載がある。
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1286915/67
D:「王子稲荷」 『東都三十六景』の内。（広重 画）
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1303581
E:「皿やしき お菊乃霊」 『新形三十六怪撰』の内。芳年 [ 画 ] 　明治
35 年 
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1306503
F:「志道軒」 『畸人百人一首』緑亭川柳 作［他］ 　嘉永 5 年

「深井志道軒ハ心学やうの講師にて…其名世界に聞え」などと記されて
いる。志道軒は僧侶あがりの講釈師で、豊富な知識をもってユーモラス
に講じ、狂講といわれた鋭い風刺を効かせた巧みな話で聴衆を魅了した。
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2538716/58
G: 糸車 ( 中結祇園守 ) の紋所。『日本紋章学』沼田頼輔 著　1926
キリシタン大名の小西行長が使用したとされる。
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1879378/495
H:「目計頭巾」『巷街贅説』巻之 1(『近世風俗見聞集』第 4　国書
刊行会 編　大正 1-2)
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/949628/14

「竹田頭巾」「気侭頭巾」 『守貞謾稿』巻 15　喜多川季荘 編
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2592403/21
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2592403/19

●注
（注 1） 世話物講談とは、庶民の恋愛、義理人情などを取り上げた読み
物で、泥棒物、力士物、怪談物、侠客物などが含まれる。

（注 2）江戸幕府編纂の史書『徳川實紀』（宝暦 8 年 12 月25日）にも、
群上藩の百姓一揆について『森の雫』が引用資料として挙げられている
が、同書の所在は不明。

（注 3）宝暦 8（1758）年 12 月25日、老中松平右近将監武元の指
図により、南町奉行土屋越前守正方掛にて文耕に町中引き回しの上、獄
門という判決が申し渡された（『馬場文耕集』 309 頁）。

（注 4） 『徳川實紀』（第 9 篇、「有徳院殿御實紀」附録 巻 4、「諸門
番所武器手入奨諭」の項）には、「…鍋五郎が平常武備に怠らざるを
賞せられ。…これを傳へ聞所 の々番衛。にはかに武具を修治して。備急
の心がまへせしといへり」とあり、『明君享保録』が引用書として挙げられ
ている。

（注 5）『徳川實紀』（宝暦 7 年 6 月13日）に、尾崎富右衛門が家格
の下がる事を嘆き、殿中に居座った旨の記載がある。

（注 6）『徳川實紀』（宝暦 10 年 4 月26日）は、西尾隠岐守忠尚の
逸事として、尾崎富右衛門の忠義を評価し、押し込め（門を閉じ蟄居させ、
外出を禁じること）のみの刑罰に処した旨を記しているが、『史籍集覧』や

『好古堂漫筆』収載の「森岡貢物語」は、富右衛門の忠義をたたえた
のは西尾隠岐守ではなく、松平右近将監と記している。

（注 7）将軍の警護に当たる役人で、江戸城内で交替勤務。将軍外出
の際は行列の先駆けを勤めた。

●参考文献
・「明君享保録」「世間御旗本容気」馬場文耕 著　『馬場文耕集』（岡
田哲 校訂 国書刊行会 1987）の内
< 請求記号 KG212-E2>
・「森岡貢物語」馬場文耕 著 『史籍集覧  第一一冊』（近藤瓶城 [ 原編 ] 
新訂増補 角田文衛、五来重 編 臨川書店 1967）の内  
 < 請求記号 GB22-1>
・「徳川實紀 第九編」新装版　『國史大系 第四六巻』新訂増補 < 請
求記号 GB391-G41>
・「『世間御旗本容気』の背景」高橋圭一 著『国語国文』54 巻 9 号 
1985 年 9 月　21 頁～ 36 頁 < 請求記号 Z13-345>
・「皿屋舗弁疑録」馬場文耕 著　『近世実録全書』第 1 巻（早稲田大
学出版部 1929）の内 < 請求記号 913.56-Ki249-w>
・「当代江戸百化物」馬場文耕 著 『新日本古典文学大系』97（佐竹昭
広 [ ほか ] 編 岩波書店 2000）の内 < 請求記号 KH2-E3>
・「愚痴拾遺物語」馬場文耕 著 『未刊随筆百種』第 9 巻（三田村鳶
魚 編 中央公論社 1977）の内 < 請求記号 KG294-14>

　

文
耕
の
著
作
と
そ
の
講
釈
に
は
、
宝
暦
頃
の
幕

政
や
大
名
家
の
内
情
、
幕
臣
や
庶
民
の
暮
ら
し
ぶ

り
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
今
の

新
聞
、
雑
誌
な
ど
に
見
ら
れ
る
特
ダ
ネ
や
三
面
記

事
ネ
タ
に
も
通
じ
る
も
の
で
、
そ
の
毒
舌
を
も
っ

て
講
釈
の
場
で
語
ら
れ
人
気
を
博
し
て
い
た
。
文

耕
の
情
報
収
集
、
執
筆
に
は
貸
本
屋
が
深
く
か
か

わ
り
、
彼
の
処
刑
と
同
時
に
関
係
し
た
貸
本
屋
た

ち
も
所
払
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。
貸
本
屋
が
今
で

い
う
記
者
の
よ
う
に
ネ
タ
集
め
に
奔
走
し
、
そ
の

集
め
た
情
報
が
文
耕
の
講
釈
、
著
作
を
さ
さ
え
て

い
た
。

　

幕
閣
の
裏
情
報
か
ら
庶
民
の
下
ネ
タ
ま
で
、
冷

徹
、
辛
辣
な
目
を
以
っ
て
書
き
残
し
た
講
釈
ネ
タ

に
通
じ
る
そ
の
著
作
か
ら
は
、
当
時
の
人
々
の
生

き
ざ
ま
が
垣
間
見
え
て
実
に
楽
し
い
。
ま
た
、
猥

雑
な
講
話
を
も
っ
て
多
く
の
民
衆
を
引
き
付
け
、

熱
狂
的
な
フ
ァ
ン
が
多
く
い
た
同
じ
講
釈
師
の
志

道
軒
を
、
か
な
り
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
と
て
も

興
味
深
い
。
講
談
の
歴
史
に
大
き
な
足
跡
を
残
し

た
志
道
軒
と
馬
場
文
耕
、
そ
の
関
係
が
文
耕
の
著

作
を
通
じ
て
多
少
た
り
と
も
窺
え
る
の
は
重
要
で

あ
る
。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1875517/73
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1286915/67
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1303581
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1306503
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2538716/58
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1879378/495
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/949628/14
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2592403/21
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2592403/19
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お
仕
事
の
内
容
と
、
具
体
的
な
流
れ
を
教
え

て
く
だ
さ
い
。

調
査
及
び
立
法
考
査
局
（「
調
査
局
」）
に

は
、
専
門
分
野
ご
と
の

室
・
課
が
あ
り
、
国

会
議
員
の
活
動
を
サ

ポ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。

私
は
社
会
労
働
課
に

所
属
し
て
い
て
、
年

金
な
ど
社
会
保
障
分

野
の
調
査
を
担
当
し

て
い
ま
す
。

調
査
局
の
最
も
重
要

な
役
割
の
一
つ
は
、
国

会
議
員
か
ら
の
調
査

依
頼
に
回
答
す
る
こ

と
で
す
。
国
会
議
員

か
ら
の
調
査
依
頼
は
、

電
話
や
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
イ
ン

ト
ラ
ネ
ッ
ト
経
由
で
、

調
査
受
付
の
窓
口
で

あ
る
国
会
レ
フ
ァ
レ

ン
ス
課
に
届
き
ま
す
。

そ
れ
が
社
会
労
働
課
、

課
の
中
の
担
当
へ
、
と

回
付
さ
れ
て
き
ま
す
。

自
分
が
担
当
に
な
っ
た
依
頼
は
、
ま
ず
、

ど
の
資
料
・
ツ
ー
ル
を
見
れ
ば
回
答
の
糸

口
が
見
つ
か
る
か
を
考
え
、
所
蔵
資
料
や

各
種
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

な
ど
を
使
っ
て
調
査
を
し
ま
す
。

調
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ま
ま
資

料
を
提
供
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
サ
マ

リ
ー
や
報
告
書
を
作
成
し
た
り
、
議
員
に

直
接
説
明
し
に
行
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

見
当
を
つ
け
る
と
き
に
は
、
あ
、
こ
れ
で
い

け
る
！　
と
思
う
こ
と
が
多
い
で
す
か
？

少
し
慣
れ
が
必
要
で
す
ね
。
私
は
社
会
労

働
課
で
は
3
年
目
な
の
で
、
ま
だ
ま
だ
、

何
を
聞
か
れ
て
も
О
Ｋ
と
い
う
わ
け
に
は

い
き
ま
せ
ん
。

他
の
部
署
だ
と
2
、
3
年
で
異
動
す
る
こ
と

も
多
い
で
す
が
、
調
査
局
の
仕
事
は
3
年
目

で
ま
だ
ま
だ
？

守
備
範
囲
が
広
い
の
と
、
奥
が
深
い
ん
で

す
ね
。
外
国
の
こ
と
、
細
か
い
制
度
の
話

な
ど
、
調
べ
た
こ
と
も
な
い
し
、
調
べ
て

も
出
て
く
る
か
ど
う

か
わ
か
ら
な
い
、
と

い
う
の
も
あ
っ
て
、

依
頼
の
た
び
に
勉
強

さ
せ
て
も
ら
っ
て
い

ま
す
。

か
な
り
専
門
的
で
す
よ

ね
。

あ
る
程
度
の
知
識
と
経
験
は
い
り
ま
す

が
、
研
究
者
の
よ
う
に
自
分
で
説
を
立
て

る
の
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
既
存
の
資

料
を
基
に
調
査
を
し
て
い
ま
す
。

短
時
間
で
回
答
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
多
い

で
す
か
？

そ
う
で
す
ね
。「
超
特
急
で
！
」と
か
。「
本

日
中
」「
明
日
ま
で
」
も
多
い
で
す
。
時

間
に
応
じ
て
、
で
き
る
範
囲
で
回
答
し
ま

す
。
急
ぎ
の
場
合
は
文
献
の
コ
ピ
ー
だ
け

と
か
、少
し
時
間
が
あ
れ
ば
サ
マ
リ
ー
を
、

と
か
。
多
い
と
き
は
一
日
に
何
件
も
依
頼

を
か
か
え
て
、
そ
う
い
う
日
は
ち
ょ
っ
と

大
変
で
す
。

桐原 康栄　調査及び立法考査局 社会労働課
平成11（1999）年4月　入館　総務課法規係
平成13（2001）年4月　政治議会課
平成18（2006）年4月　関西館総務課人事厚生係
平成21（2009）年4月　支部図書館・協力課協力係
平成22（2010）年4月　政治議会課
平成27（2015）年4月　調査企画課編集係
平成29（2017）年7月　社会労働課

国
立
国
会
図
書
館
で
働
い
て
ま
す

聞き手：総務課編集係

聞かれたことにピッタリ合う資料を探し当てたときは、宝探しで宝を見つけた気分です
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今
ま
で
受
け
た
中
で
印
象
深
い
依
頼
が
あ
っ

た
ら
教
え
て
く
だ
さ
い
。

用
語
の
起
源
を
聞
か
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
い
つ
か
ら
こ
う
い
う
こ
と
が
言
わ
れ

出
し
た
か
と
か
、
そ
う
い
う
の
っ
て
、
過

去
の
資
料
を
ず
っ
と
遡
っ
て
い
か
な
い
と

わ
か
ら
な
い
場
合
が
多
い
ん
で
す
。
い
ろ

ん
な
古
い
資
料
、
書
庫
の
奥
に
あ
る
本
な

ど
を
め
く
っ
て
め
く
っ
て
、散
々
調
べ
て
、

よ
う
や
く
た
ど
り
着
い
た
回
答
が
国
会
の

審
議
で
使
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
や
り
が
い
を
感
じ
ま
す
ね
。

す
ご
く
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。
特
に
、
こ

の
図
書
館
な
ら
で
は
の
調
査
が
で
き
た
の

で
。

調
査
局
で
は
、
国
会
議
員
か
ら
の
調
査
依
頼

に
回
答
す
る
以
外
に
も
、
国
会
審
議
で
取
り

上
げ
ら
れ
そ
う
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
調
査
を

行
っ
て
、
そ
の
成
果
を
レ
ポ
ー
ト
と
し
て
刊

行
し
て
い
ま
す
が
、
そ
ち
ら
は
ど
う
で
す
か
。

刊
行
物
の
媒
体
は
い
く
つ
か
あ
り
ま
す

が
、
10
ペ
ー
ジ
前
後
の
『
調
査
と
情
報
―

ISSUE BRIEF

―
』
シ
リ
ー
ズ
は
、
調
査

依
頼
の
回
答
に
も
よ
く
使
い
ま
す
。
私
が

初
め
て
執
筆
し
た
の
は
、
政
治
議
会
課
在

籍
時
に
刊
行
し
た
「
欧
米
主
要
国
の
政
治

資
金
制
度
」
で
し
た
が
、
当
時
は
ち
ょ
う

ど
お
腹
が
大
き
い
時
期
で
、
入
稿
の
翌
日

か
ら
産
休
で
し
た
（
笑
）。

私
は
筆
が
遅
い
の
で
、
依
頼
の
合
間
を

ぬ
っ
て
1
年
に
1
本
書
け
る
か
ど
う
か
。

自
力
で
全
部
書
く
と
い
う
よ
り
は
、
過
去

の
調
査
の
経
験
や
、
先
輩
、
管
理
職
、
い

ろ
ん
な
方
の
助
言
が
あ
っ
て
初
め
て
刊
行

で
き
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

調
査
の
や
り
方
で
大
事
に
し
て
い
る
こ
と
は

あ
り
ま
す
か
？

何
よ
り
も
正
確
さ
と
、中
立
で
あ
る
こ
と
。

あ
と
は
、
図
書
館
ら
し
さ
を
な
る
べ
く
出

し
た
い
で
す
。
ネ
ッ
ト
で
簡
単
に
探
せ
る

記
事
よ
り
は
所
蔵
資
料
を
使
っ
た
調
査
が

で
き
る
と
い
い
な
と
。
あ
と
、
外
国
の
こ

と
に
強
い
の
が
調
査
局
の
強
み
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
の
で
、そ
れ
は
頑
張
ら
な
い
と
、

と
思
っ
て
い
ま
す
。

政
治
議
会
課
に
は
２
回
配
属
さ
れ
た
わ
け
で

す
が
、
年
代
に
よ
っ
て
調
査
の
仕
方
や
依
頼

内
容
の
傾
向
が
違
っ
た
り
は
し
ま
し
た
か
？

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
自
体
は
最
初
の
配
属
の

と
き
か
ら
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
、
新
聞
の

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
今
ほ
ど
充
実
し
て
い
な

く
て
、
担
当
ご
と
に
収
集
し
て
い
る
新
聞

の
切
り
抜
き
資
料
が
す
ご
く
重
要
で
し

た
。
記
事
を
赤
鉛
筆
で
囲
ん
で
、切
っ
て
、

仕
分
け
し
て
、
糊
で
貼
っ
て
フ
ァ
イ
ル
し

て
い
ま
し
た
。

今
で
は
議
員
事
務
所
か
ら
も
イ
ン
ト
ラ

ネ
ッ
ト
経
由
で
当
館
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に

ア
ク
セ
ス
し
て
検
索
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
、
新
聞
、
雑
誌

記
事
の
調
査
依
頼
は
け
っ
こ
う
来
ま
す
。

検
索
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
記
事
が
た
く
さ

ん
ヒ
ッ
ト
し
す
ぎ
ち
ゃ
っ
た
り
、
逆
に
う

ま
く
出
て
こ
な
か
っ
た
り
す
る
ん
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
ネ
ッ
ト

の
時
代
で
も
、
調
査
員
、
図
書
館
員
の
検

索
・
調
査
能
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
感

じ
ま
す
。

◆　

◆　

◆

新
人
の
と
き
は
、
総
務
課
法
規
係
に
配
属
さ

れ
た
ん
で
す
ね
。
一
言
一
句
、
法
規
を
作
っ

た
り
、
審
査
し
た
り
、
大
変
な
仕
事
で
す
よ

ね
。

図
書
館
の
組
織
や
業
務
に
関
す
る
法
規
に

ふ
れ
る
こ
と
で
、
館
全
体
で
何
を
や
っ
て

い
る
か
、
と
い
う
の
が
わ
か
っ
た
の
は
よ

か
っ
た
で
す
。
最
初
は
苦
労
し
た
け
ど
、

法
律
的
な
配
字
や
用
語
も
勉
強
し
た
の

で
、
調
査
局
で
外
国
の
法
律
を
翻
訳
す
る

と
き
な
ど
に
役
に
立
っ
て
い
ま
す
。「
及

び
」「
並
び
に
」、「
又
は
」「
若
し
く
は
」

と
か
。

も
と
も
と
専
門
は
法
律
だ
っ
た
ん
で
す

か
？

労
働
法
で
す
。
今
は
社
会
保
障
担
当
な
の

で
、
似
て
る
け
ど
違
う
（
笑
）。

そ
も
そ
も
、
ど
う
し
て
国
立
国
会
図
書
館
を

志
望
し
た
の
で
す
か
？ 

公
務
員
志
望
だ
っ
た
の
で
調
べ
て
い
る
う

ち
に
、初
め
て
調
査
局
の
業
務
を
知
っ
て
、

「
こ
れ
が
や
り
た
い
！
」と
。
当
時
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
過
去
問
な
ど
の
情
報
が
出
て

い
る
時
代
で
は
な
く
、
訪
問
で
き
る
よ
う

な
大
学
の
О
Ｂ
・
Ｏ
Ｇ
も
い
な
か
っ
た
の

で
、
1
回
、
練
習
で
受
け
た
ん
で
す
。
大

学
院
1
年
生
の
と
き

に
。

そ
こ
ま
で
⁉

二
次
試
験
で
落
ち
た

け
ど
、
過
去
問
は
入

手
で
き
た
の
で
満
足

で
し
た
。
そ
れ
で
も
、

す
ご
い
倍
率
だ
っ
た

これまで執筆した刊行物の一部。
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の
で
合
格
で
き
る
気
が
し
な
く
て
。
年
齢

制
限
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
８
回
受
け
る
く
ら
い

の
つ
も
り
で
し
た
。

そ
れ
は
す
ご
い
情
熱
で
す
ね
。
図
書
館
と
い

う
の
も
大
事
だ
っ
た
ん
で
す
か
？　

そ
れ
と

も
国
会
の
職
員
？

国
立
国
会
図
書
館
に
入
り
た
か
っ
た
。
ピ

ン
ポ
イ
ン
ト
で
立
法
調
査
を
や
り
た
か
っ

た
ん
で
す
。

そ
れ
ま
で
の
学
生
時
代
は
、
本
当
に
い
い

加
減
で
。
調
査
局
の
業
務
を
知
っ
た
と
き

に
天
命
が
降
っ
て
き
ま
し
た
（
笑
）。
た

ぶ
ん
、
人
生
で
一
番
勉
強
し
た
と
思
い
ま

す
。
ど
う
し
て
も「
こ
こ
に
行
き
た
い
！
」

と
思
っ
て
。
死
に
物
狂
い
で
勉
強
し
て
、

幸
い
２
回
目
で
合
格
で
き
ま
し
た
。

◆　

◆　

◆

お
子
さ
ん
が
3
人
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
か
。

中
学
生
１
人
と
、
小
学
生
２
人
で
す
。

こ
の
職
場
は
男
女
ほ
ぼ
同
数
と
い
う
こ
と

も
あ
り
、
同
じ
立
場
の
人
が
た
く
さ
ん
い

る
の
は
、
す
ご
く
心
強
い
で
す
。
上
の
子

を
妊
娠
し
た
と
き
に
、
大
き
い
お
腹
で
調

査
局
の
廊
下
を
歩
い
て
い
た
ら
、
課
も

違
っ
て
お
話
し
し
た
こ
と
も
な
か
っ
た
女

性
の
管
理
職
の
方
が
、「
大
丈
夫
よ
、
仕

事
し
な
が
ら
で
も
ち
ゃ
ん
と
育

て
ら
れ
る
か
ら
」
と
声
を
か
け

て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
を
覚
え
て

い
ま
す
。

先
輩
た
ち
が
切
り
開
い
て
く
れ
た

か
ら
こ
そ
で
す
ね
。

制
度
だ
け
じ
ゃ
な
く
、
特
に
今

の
課
は
子
ど
も
の
話
が
自
然
に

で
き
る
雰
囲
気
の
職
場
で
。
理

解
が
あ
る
上
司
、
同
僚
に
恵
ま

れ
て
い
ま
す
。

お
子
さ
ん
は
お
母
さ
ん
の
仕
事
に
興
味
を

持
っ
て
い
ま
す
か
？

図
書
館
に
興
味
が
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い

け
ど
、
結
婚
し
て
も
出
産
し
て
も
働
く
の

が
当
た
り
前
と
思
っ
て
そ
う
で
す
ね
。
今

の
子
は
そ
れ
が
普
通
か
も
し
れ
な
い
で
す

が
。
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
話
を
い
た
だ

い
た
と
き
、
ち
ょ
っ
と
迷
っ
て
一
日
考
え

さ
せ
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
家
に

帰
っ
て
話
を
し
た
ら
、
子
ど
も
が
「
い
い

じ
ゃ
な
い
！
」「
お
母
さ
ん
す
ご
い
！
」

と
後
押
し
し
て
く
れ
ま
し
た
。

お
子
さ
ん
に
感
謝
し
な
け
れ
ば
（
笑
）。

◆　

◆　

◆

調
査
業
務
の
今
後
に
つ
い
て
、
自
分
が
こ
う

し
た
い
と
か
あ
り
ま
し
た
ら
。

採
用
試
験
で
小
論
文
が
あ
り
、
テ
ー
マ
は

「
紙
に
つ
い
て
」だ
っ
た
ん
で
す
。そ
れ
で
、

電
子
資
料
に
は
も
ち
ろ
ん
便
利
さ
も
利
点

も
あ
る
け
れ
ど
、
や
っ
ぱ
り
紙
資
料
は
な

く
な
ら
な
い
と
い
う
か
、
直
接
手
に
取
っ

て
読
め
る
紙
の
良
さ
は
捨
て
が
た
い
と
い

う
こ
と
を
書
き
ま
し
た
。
時
々
そ
れ
を
思

い
出
し
ま
す
。
図
書
館
ら
し
さ
を
大
事
に

し
な
が
ら
、調
査
を
し
て
い
き
た
い
で
す
。

や
は
り
採
用
試
験
が
原
点
な
ん
で
す
ね
。

今
で
も
仕
事
で
辛
い
こ
と
が
あ
る
と
、「
あ

ん
な
に
入
り
た
か
っ
た
と
こ
ろ
で
働
い
て

い
る
ん
だ
か
ら
頑
張
れ
」
と
、
自
分
で
自

分
に
言
う
と
き
が
あ
り
ま
す
。
忙
し
す
ぎ

た
り
、難
し
か
っ
た
り
、仕
事
だ
か
ら
色
々

あ
り
ま
す
。

で
も
や
っ
ぱ
り
、
調
査
が
好
き
な
ん
で

し
ょ
う
ね
。
こ
こ
に
は
何
で
も
あ
る
じ
ゃ

な
い
で
す
か
、
本
が
。
書
庫
の
中
を
「
探

検
」
し
て
。
急
い
で
い
る
と
き
は
「
広
す

ぎ
る
！
」
っ
て
思
う
ん
で
す
け
ど
。
見
つ

か
り
そ
う
も
な
い
よ
う
な
こ
と
も
聞
か
れ

る
の
で
、
聞
か
れ
た
こ
と
に
ピ
ッ
タ
リ
合

う
資
料
を
探
し
当
て
た
と
き
は
、
宝
探
し

で
宝
を
見
つ
け
た
気
分
で
す
（
笑
）。
調

べ
も
の
が
好
き
だ
か
ら
、
続
け
て
い
る
ん

だ
と
思
い
ま
す
。
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17 国立国会図書館月報 707号 2020.3

　

装
幀
に
心
ひ
か
れ
て
本
を
手
に
取
る
。
誰

し
も
こ
ん
な
経
験
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
19
世
紀
後
半
か
ら
20
世
紀
中
葉
の
フ

ラ
ン
ス
で
は
愛
書
文
化
が
花
ひ
ら
き
、
エ

デ
ィ
シ
ョ
ン
番
号
付
き
の
限
定
本
や
著
名
画

家
に
よ
る
挿
絵
が
入
っ
た
豪
華
本
は
愛
書
家

に
と
っ
て
絶
好
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
対
象
と

な
っ
た
。
画
家
・
藤
田
嗣
治
が
パ
リ
に
渡
っ

た
当
時
、
挿
絵
本
の
刊
行
が
隆
盛
を
迎
え
て

い
た
。
猫
や
乳
白
色
の
裸
婦
を
モ
チ
ー
フ
に

し
た
優
美
な
油
彩
画
で
よ
く
知
ら
れ
る
藤
田

だ
が
、
今
回
は
彼
の
別
な
魅
力
に
迫
る
一
冊

を
紹
介
す
る
。

　

本
書
は
、
藤
田
の
没
後
50
年
に
あ
た
る

２
０
１
８
年
に
、
西
宮
市
大
谷
記
念
美
術

館
を
は
じ
め
国
内
４
か
所
を
巡
回
し
た
展

覧
会
の
図
録
で
あ
る
。
展
示
の
主
眼
は
、

挿
絵
や
表
紙
と
い
っ
た「
本
の
し
ご
と
」と
、

妻
や
親
し
い
友
人
に
宛
て
た
手
紙
や
絵
葉

書
に
お
か
れ
た
。
Ａ
５
判
と
コ
ン
パ
ク
ト

な
が
ら
も
３
０
０
ペ
ー
ジ
超
に
及
ぶ
本
書

に
は
、
展
覧
会
の
副
題
ど
お
り
ま
さ
に
「
文

字
を
装
う
絵
の
世
界
」
が
広
が
る
。「
絵
」

と
「
言
葉
」
の
両
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る

作
品
で
あ
ふ
れ
る
本
書
は
、
見
ご
た
え
だ

け
で
な
く
読
み
ご
た
え
も
十
分
な
図
録
と

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
多
く
の
図
版
に
解

説
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
藤
田
の
油
彩
画

作
品
し
か
知
ら
な
い
読
者
も
楽
し
め
る
は

ず
だ
。

　

ざ
っ
と
眺
め
て
み
れ
ば
、
そ
の
多
彩
な
表

現
に
驚
く
。「
本
の
し
ご
と
」
で
と
ら
れ
た

手
法
は
水
彩
画
、
木
版
画
、
銅
版
画
等
、
多

岐
に
わ
た
る
。
油
彩
画
で
な
じ
み
深
い
、
曲

線
的
で
繊
細
な
画
風
の
挿
絵
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
東
洋
的
な
図
版
や
浮
世
絵
風
の
作
品

な
ど
も
あ
り
、
目
新
し
い
。
洗
練
さ
れ
た
レ

イ
ア
ウ
ト
や
個
性
的
な
ペ
ー
ジ
装
飾
に
は
藤

田
の
意
匠
が
光
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
で
の

「
本
の
し
ご
と
」
の
み
な
ら
ず
、
日
本
で
の

書
籍
の
挿
絵
、
雑
誌
の
表
紙
、
新
聞
連
載
の

挿
絵
な
ど
も
広
く
収
録
さ
れ
て
お
り
、
出
版

地
や
年
代
の
変
遷
と
と
も
に
作
品
を
た
ど
れ

る
の
も
本
書
の
魅
力
だ
。

　

さ
ら
に
特
筆
す
べ
き
は
書
簡
類
だ
。
美
し

い
彩
色
の
絵
と
ぎ
っ
し
り
と
並
ん
だ
文
字
に

よ
っ
て
、
当
時
の
生
活
が
み
ず
み
ず
し
く
描

か
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
や
一
時
滞
在
先
で

あ
っ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
文
化
、
流
行
に
も

言
及
さ
れ
て
お
り
、
史
料
的
価
値
も
高
い
だ

ろ
う
。千
手
観
音
に
な
っ
て
筆
を
と
る
自
身
、

妻
が
乗
る
飛
行
機
を
磁
石
で
引
き
寄
せ
よ
う

と
す
る
イ
ラ
ス
ト
な
ど
表
情
豊
か
で
コ
ミ
カ

ル
な
絵
に
あ
ふ
れ
た
紙
面
か
ら
は
、
藤
田
の

人
柄
が
垣
間
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。

　

本
書
自
体
に
も
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い

る
。
書
簡
の
図
版
部
分
に
は
薄
い
用
紙
が
用

い
ら
れ
、
片
面
印
刷
と
な
っ
て
い
る
。
ペ
ー

ジ
を
め
く
る
感
触
は
、
さ
な
が
ら
実
際
の
手

紙
を
読
ん
で
い
る
か
の
よ
う
だ
。
ま
た
、
各

章
の
扉
は
ト
リ
ミ
ン
グ
し
た
藤
田
の
作
品

に
、
解
説
文
を
大
胆
に
重
ね
る
デ
ザ
イ
ン
を

と
る
。
こ
の
図
録
の
装
幀
に
思
い
を
め
ぐ
ら

せ
な
が
ら
、
藤
田
に
よ
る
「
文
字
を
装
う
絵

の
世
界
」
を
堪
能
す
る
の
も
よ
い
か
も
し
れ

な
い
。

（
福
島 

優ゆ

ず寿
）

没後50年藤田嗣治本のしごと
Léonard Foujita private on works
文字を装う絵の世界-展図録

藤田嗣治［画］　林洋子 監修
キュレイターズ
c2018　319p　21cm
<請求記号　KC314-L75>
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毎月第三水曜日は休館ですが、職員は出勤しています。
さてさて何をしているのかな？

休館日の NDL

防災訓練
年に 1 回、防災訓練（総合訓練）を行っています。利用
者役を職員が演じます。ここでは東京本館の例をご紹介
します。今回は、土曜の午後 2 時に地震が発生したあと
本館 6 階食堂で出火したという設定です。

1 怪我人を非常用階段避難車で運びます。

2 食堂では必死の消火活動！

3 利用者サービス部門に設置された「現地災害対策本部」。

4 利用者を安全な本館・新館ホールに誘導します。

5 すべての閲覧室から避難できたか、点呼を行います。

1

2

3

4

5
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閲覧室での資料の整備
開 館 日 に は で き な い、
資料の整備を行います。
ここでは東京本館の二
つの閲覧室をご紹介し
ます。

新聞資料室。開架の新聞

の入替えを行います。力

仕事です。

科学技術・経済情報室。開架

の雑誌の入替えのほか、資料

の並び間違いはないか、資料

に傷みはないかなども確認し

ます。上の写真では、ぼーっ

と棚を眺めているように見え

ますが、入念にチェックして

いる最中なのです。
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代替訓練

東京本館

万が一利用システムがダウンした場合、紙での資料請求に切り替えます。
その「代替業務」の訓練を、年に 1 回行っています。様々な資料を請求
するよう、利用者役の職員には多彩なシナリオが割り振られます。

1,2 紙による請求方法の案内を、端末の

横に配布していきます。

3,4 資料請求時に必要な「資料利用票」を受

け取る「切替カウンター」。

5 資料請求票に記入。

6 資料請求票の仕分けの準備（ブックト

ラック）。手前は資料請求票を送る気送子。

7 問合せに対応する練習も。

1 2

3 4

5 6 7
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国際子ども図書館

関西館

児童書研究資料室。入退室手続き、資料の請求受付、貸付・返却、複写受付等を、

一つのカウンターで行っているので、各人がさまざまなケースに対応できるよ

うに訓練を行います。 

訓練終了後に提出された結果票を確認。

いつもはシステムを使って申し込む資料の閲覧も、手書きの資料請

求票で申し込みます。貸付や複写の手続きも手作業になるので、細

かな点に気を配って処理します。

このほかにも、普段の日はカウンター業務で
全員が集まれない課では、研修を行うなど、
休館日を活用して、日々の業務に備えてい
ます。
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百
貨
店
あ
る
記

～
買
う
と
き
め
き
、
め
ぐ
る
楽
し
み
～

ミ
ニ
電
子
展
示
「
本
の
万
華
鏡
」
第
27
回

　

百
貨
店

―
そ
れ
は
、
お
子
様
か
ら

お
年
を
召
し
た
方
ま
で
誰
も
が
心
華
や

ぐ
、
身
近
な
非
日
常
空
間
。
電
車
で
も

行
け
る
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
。 

　

は
じ
め
ま
し
て
。
百
貨
店
に
詳
し
い

案
内
係
・
ヤ
ギ
で
す
。

　

今
回
の
「
本
の
万
華
鏡
」
で
は
、
日

本
の
百
貨
店
が
形
づ
く
ら
れ
た
明
治
末

期
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
を
中
心
に
、
黎

明
期
の
百
貨
店
に
ま
つ
わ
る
文
化
や
歴

史
を
ご
案
内
し
よ
う
。

インターネットで ご覧いただけます

『今様』( 第 8 年新年號 )
 松屋呉服店　1913 

台麓図案会 編 『台麓図案会作品展覧会図録』第 5 囘
芸艸堂　大正 9-13 
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　「本の万華鏡」は国立国会図書館のさまざまな資料を、イン
ターネットでご覧いただける展示会です。今回、第 27 回はスマー
トフォンからの閲覧にも対応しました。お手元のスクリーンを通
して、資料に残された昔の百貨店の姿をぜひご覧ください。

紹介資料の一部　※資料の詳細は「本の万華鏡」をご覧ください。

https://www.ndl.go.jp/kaleido/

新聞広告

ポスター

女性店員

陳列販売方式

エレベーターガー
ル

建築

屋上庭園 ショーウィンドウ

食堂

本の万華鏡 検索

https://www.ndl.go.jp/kaleido/
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私
は
総
務
部
会
計
課
調
達
係
で
働
い
て
い
ま
す
。
調
達

係
の
主
な
仕
事
は
、
国
立
国
会
図
書
館
の
運
営
や
事
業
に

必
要
な
「
物
」
や
「
サ
ー
ビ
ス
」
の
契
約
事
務
で
す
。
そ

の
中
で
私
は
書
籍
搬
送
機

（
※
）
や
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
な
ど
の
図
書

館
設
備
の
保
守
契
約
や
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
契
約
な
ど
を

担
当
し
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
皆
さ
ん
も
ご
存
じ
の
と
お
り
昨
年
10
月
に
消
費

税
率
が
８
％
か
ら
10
％
に
変
更
に
な
り
ま
し
た
ね
。
消
費

税
と
い
う
と
日
常
の
買
い
物
な
ど
身
近
な
も
の
が
よ
く
話

題
に
な
り
ま
す
が
、
国
立
国
会
図
書
館
の
契
約
に
も
も
ち

ろ
ん
消
費
税
が
か
か
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
担
当
し
て
い

る
い
く
つ
も
の
案
件
の
契
約
金
額
（
消
費
税
額
を
含
む
）

が
変
わ
り
、
一
大
事
で
し
た
。

　

そ
う
は
い
っ
て
も
、「
本
体
価
格
×
０
・
08
」
だ
っ
た

消
費
税
額
を
「
本
体
価
格
×
０
・
10
」
に
し
て
計
算
す
る

だ
け
で
し
ょ
う
？　

と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
違

う
の
で
す
。
も
う
少
し
複
雑
な
の
で
す
。

　

日
常
の
買
い
物
で
は
あ
ま
り
意
識
し
な
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
消
費
税
額
は
「
作
業
完
了
時
」
の
税
率
に
よ
っ

て
決
ま
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
物
の
購
入
の
場
合
の
消
費

税
額
は
「
納
品
時
」
の
税
率
が
、
工
事
の
場
合
は
「
完
成

時
」
の
税
率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

で
は
、
年
間
の
設
備
保
守
の
場
合
は
ど
う
な
る
の
で

し
ょ
う
か
。
年
間
の
設
備
保
守
の
場
合
、
毎
月
作
業
を
す

る
案
件
も
あ
れ
ば
、
２
か
月
に
１
回
、
半
年
に
１
回
、
年

に
１
回
作
業
を
す
る
案
件
も
あ
り
、
作
業
頻
度
は
さ
ま
ざ

ま
で
す
。
そ
の
た
め
、
消
費
税
額
も
単
純
に
「
本
体
価
格

×
０
・
08
」
を
10
月
か
ら
一
律
「
本
体
価
格
×
０
・
10
」

に
し
て
計
算
す
る
の
で
は
な
く
、
案
件
ご
と
に
作
業
完
了

の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
消
費
税
率
変
更
前
後
で
何
回
ず
つ
あ
る

か
、
さ
ら
に
各
回
の
作
業
金
額
は
い
く
ら
か
、
と
い
っ
た

点
を
契
約
相
手
に
し
っ
か
り
と
確
認
し
て
、消
費
税
率
８
％

と
10
％
の
部
分
を
分
け
て
計
算
し
て
い
き
ま
す
。「
こ
の
案

件
は
年
に
１
回
、
12
月
に
作
業
を
す
る
か
ら
全
額
10
％
」、

「
こ
の
案
件
は
年
に
３
回
作
業
し
て
、
９
月
ま
で
に
１
回
、

10
月
か
ら
２
回
、
し
か
も
各
回
の
作
業
金
額
が
違
う
か
ら

…
…
」と
、案
件
１
件
１
件
に
つ
い
て
計
算
し
て
い
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
計
算
は
係
内
で
電
卓
を
叩
き
な
が
ら
幾

重
に
も
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
。
こ
の
チ
ェ
ッ
ク
を
経
て
、
よ

う
や
く
変
更
後
の
金
額
が
か
た
ま
り
ま
す
。
そ
の
あ
と
に

も
、
変
更
契
約
書
を
作
成
し
た
り
、
と
ま
だ
ま
だ
作
業
が

続
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
作
業
を
20
件
以
上
並
行
し
て
こ

な
し
た
の
で
、
今
回
の
消
費
税
率
変
更
は
忘
れ
ら
れ
な
い

も
の
と
な
り
ま
し
た
。

　

私
た
ち
調
達
係
の
仕
事
は
裏
方
で
す
が
、
国
立
国
会
図

書
館
の
運
営
や
事
業
が
ス
ム
ー
ス
に
進
む
よ
う
、
見
え
な

い
と
こ
ろ
で
し
っ
か
り
支
え
て
い
ま
す
。

（
会
計
課 

調
達
係　

サ
マ
ー
）

消費税率変更の裏で

※2019年9/10月号の館内スコープでその工事について紹介しています。
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N D L  T o p i c s
令
和
２
年
度
国
立
国
会
図
書
館
職
員
採
用
試
験

　

令
和
２
年
度
の
職
員
採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

○
職
務
内
容

●
総
合
職
試
験
、一
般
職
試
験
（
大
卒
程
度
試
験
）、障
害
者
（
係

員
級
）
採
用
試
験
（
大
卒
程
度
試
験
）

　

調
査
業
務
・
司
書
業
務
・
一
般
事
務
等
の
館
務

●
資
料
保
存
専
門
職
員
採
用
試
験
（
大
卒
程
度
試
験
）

　

各
種
図
書
館
資
料
の
保
存
修
復
業
務
等

●
情
報
シ
ス
テ
ム
・
設
備
専
門
職
員
採
用
試
験（
大
卒
程
度
試
験
）

　

情
報
シ
ス
テ
ム
及
び
設
備
機
器
に
係
る
企
画
・
調
達
・
維
持
・

　

管
理
業
務
等

○
障
害
の
あ
る
方
へ

　

受
験
資
格
を
満
た
せ
ば
、障
害
者
（
係
員
級
）
採
用
試
験
（
大

卒
程
度
試
験
）、総
合
職
試
験
、一
般
職
試
験（
大
卒
程
度
試
験
）、

資
料
保
存
専
門
職
員
採
用
試
験
（
大
卒
程
度
試
験
）、
情
報
シ

ス
テ
ム
・
設
備
専
門
職
員
採
用
試
験
（
大
卒
程
度
試
験
）
の
い

ず
れ
か
1
つ
を
受
験
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　

障
害
者
（
係
員
級
）
採
用
試
験
（
大
卒
程
度
試
験
）
以
外
の

試
験
を
受
験
す
る
場
合
も
、
受
験
上
の
配
慮
を
行
い
ま
す
。

　

障
害
の
あ
る
方
を
対
象
と
し
た
選
考
採
用
（
係
長
級
）
の
実

施
も
予
定
し
て
い
ま
す
。
詳
細
は
決
定
次
第
、
国
立
国
会
図
書

館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
。

○
試
験
案
内
及
び
受
験
申
込
書
の
入
手
方
法

　

次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
入
手
可
能
で
す
。

・
東
京
本
館
、
関
西
館
又
は
国
際
子
ど
も
図
書
館
に
来
館

・
郵
便
で
請
求

・
国
立
国
会
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

　

郵
便
で
請
求
す
る
場
合
の
請
求
方
法
や
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る

場
合
は
、
国
立
国
会
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
採
用
情
報
の

ペ
ー
ジ
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

　

Ｕ
Ｒ
Ｌ　

https://w
w

w
.ndl.go.jp/jp/em

ploy/index.htm
l

○
問
合
せ
・
資
料
請
求
先

総
務
部 

人
事
課 

任
用
係

〒
１
０
０
‐
８
９
２
４ 

東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
１
‐
10
‐
１

電
話　

０
３
（
３
５
０
６
）
３
３
１
５
（
直
通
）

※H12.4.2以降に生まれた方でも、総合職試験は大学卒又は卒業見込、それ以外の試験は大学・短大・高専卒又は卒業見込であれば受験可能です。
※日本の国籍をお持ちでない方、国会職員法第2条の規定により国会職員となることができない方は受験できません。
※申し込むことができる試験の種類は、１つのみです。（総合職試験には一般職試験（大卒程度試験）と併願できる総合職特例制度があります。）

試験の概要
（詳細は試験案内またはホームページをご確認ください。）

種類 受験資格※ 受付期間 第1次試験日 会場

総合職試験

S61.4.2 ～ H12.4.1 生

R2.3.27（金）～
4.10（金） R2.5.16（土）

第 1 次試験は東京及
び京都。第 2 次試験
及び第 3 次試験は東
京

一般職試験（大卒程度試験）

資料保存専門職員採用試験（大卒程度試験）

情報システム・設備専門職員採用試験（大卒程度試験）
R2.4.21（火）～
5.8（金） R2.6.13（土） 東京

障害者（係員級）採用試験（大卒程度試験） S36.4.2 ～ H12.4.1 生
障害者手帳等所持

https://www.ndl.go.jp/jp/employ/index.html
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国
際
子
ど
も
図
書
館
展
示
会

「
ス
ポ
ー
ツ
と
子
ど
も
の
本
」

　

国
際
子
ど
も
図
書
館
で
は
、
今
夏
に
２
０
２
０
年
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
が
開
催
さ
れ
る
こ
と

を
踏
ま
え
、
ス
ポ
ー
ツ
を
テ
ー
マ
と
し
た
子
ど
も
の
本
の
展
示

会
「
ス
ポ
ー
ツ
と
子
ど
も
の
本
」
を
、
３
月
24
日
（
火
）
か
ら

６
月
28
日
（
日
）
ま
で
開
催
し
ま
す
。

　

こ
の
展
示
会
で
は
、
か
ら
だ
を
動
か
す
楽
し
み
を
表
現
し
た

絵
本
や
、
ス
ポ
ー
ツ
を
描
い
た
児
童
文
学
な
ど
を
ご
紹
介
し
ま

す
。
ま
た
、
１
９
６
４
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
、
当
時
出

版
さ
れ
た
子
ど
も
向
け
雑
誌
な
ど
を
通
し
て
振
り
返
る
ほ
か
、

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
扱
っ
た
児
童
書
も
展
示
し
ま
す
。

○
開
催
期
間　

３
月
24
日
（
火
）
～
６
月
28
日
（
日
）

　

※ 

月
曜
日
、
国
民
の
祝
日
・
休
日
（
５
月
５
日
の
こ
ど
も
の

日
は
開
館
）、
毎
月
第
３
水
曜
日
（
資
料
整
理
休
館
日
）

は
休
館

○
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 

本
の
ミ
ュ
ー

　

ジ
ア
ム

○
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
）

研
究
会
「
新
た
な
現
代
中
国
研
究
の
推
進
―
国
立
国

会
図
書
館
関
西
館
及
び
東
洋
文
庫
の
所
蔵
資
料
を
め

ぐ
っ
て
」
開
催
の
ご
案
内

　　

国
立
国
会
図
書
館
は
、公
益
財
団
法
人
東
洋
文
庫
と
共
催
で
、

研
究
会
「
新
た
な
現
代
中
国
研
究
の
推
進
―
国
立
国
会
図
書
館

関
西
館
及
び
東
洋
文
庫
の
所
蔵
資
料
を
め
ぐ
っ
て
」
を
開
催
し

ま
す
。
本
研
究
会
で
は
、
国
立
国
会
図
書
館
関
西
館
所
蔵
中
国

語
資
料
の
一
部
で
あ
る
上
海
新
華
書
店
旧
蔵
書
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

を
使
用
し
た
研
究
等
に
つ
い
て
、
発
表
等
を
行
い
ま
す
。
開
催

要
領
は
左
記
の
と
お
り
で
す
。

○
日
時　

令
和
２
年
４
月
18
日
（
土
）
10
時
30
分
～
16
時
30
分

○ 

会
場　

関
西
館 

１
階
会
議
室

○
内
容

　

プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
詳
細
は
、
左
記
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

国
立
国
会
図
書
館
リ
サ
ー
チ
・
ナ
ビ

 「
国
立
国
会
図
書
館
関
西
館
・（
公
財
）
東
洋
文
庫
合
同
企
画

研
究
会
『
新
た
な
現
代
中
国
研
究
の
推
進
―
国
立
国
会
図
書

館
関
西
館
及
び
東
洋
文
庫
の
所
蔵
資
料
を
め
ぐ
っ
て
』」

　

https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/toyo2020.php

○
参
加
費　

無
料

○
申
込
方
法　

事
前
申
込
不
要

○
問
合
せ
先　

関
西
館 

ア
ジ
ア
情
報
課 

ア
ジ
ア
第
二
係

　

電
子
メ
ー
ル　

m
l-asia2@

ndl.go.jp

　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

０
７
７
４
（
９
４
）
９
１
１
５

　

電
話　

０
７
７
４
（
９
８
）
１
３
９
０

関
西
館
へ
の
資
料
移
送
に
伴
う
資
料
の
利
用
休
止
に

つ
い
て

　

国
立
国
会
図
書
館
で
は
、
日
々
増
え
続
け
る
資
料
を
適
切
な

環
境
で
保
存
し
、
書
庫
の
有
効
な
利
用
を
は
か
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
東
京
本
館
資
料
の
一
部
を
関
西
館
へ
移
送
し
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
移
送
期
間
中
は
以
下
の
資
料
の
利
用
を
休

止
し
ま
す
。
利
用
者
の
皆
様
に
は
ご
不
便
を
お
か
け
い
た
し
ま

す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

○ 

移
送
対
象
資
料

　

東
京
本
館
所
蔵
の
洋
図
書            　
　

 

約
28
万
６
千
冊

　
（
昭
和
43
年
３
月
ま
で
に
整
理
さ
れ
た
も
の
）

○
利
用
休
止
期
間

　

令
和
２
年
４
月
１
日
～
令
和
２
年
９
月
30
日
ま
で
（
予
定
）

※ 

利
用
休
止
中
の
資
料
は
、
国
立
国
会
図
書
館
オ
ン
ラ
イ
ン
の

所
蔵
一
覧
画
面
に
「
作
業
中
」
と
表
示
し
て
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

○
移
送
後
の
利
用

　

関
西
館
で
利
用
が
可
能
で
す
。
東
京
本
館
に
取
寄
せ
て
の
利

用
も
可
能
で
す
。
資
料
の
状
態
に
よ
っ
て
は
取
寄
せ
を
お
断
り

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

○
問
合
せ
先

　
（
令
和
２
年
９
月
30
日
ま
で
）

　

利
用
者
サ
ー
ビ
ス
部 

図
書
館
資
料
整
備
課 

図
書
整
備
室

　

電
話　

０
３
（
３
５
８
１
）
２
３
３
１
（
代
表
）

　
（
令
和
２
年
10
月
１
日
以
降
）

　

関
西
館 

文
献
提
供
課

　

電
話　

０
７
７
４
（
９
８
）
１
２
０
０
（
代
表
）

入場
無料  スポーツと子どもの本

  S p o r t s  a n d  C h i l d r e n ’s  B o o k s

  展示会

9時30分 ～ 17時開館時間

月曜日、毎月第3水曜日（資料整理休館日）

国民の祝日・休日（5月5日のこどもの日は開館）
休館日

1. 『リリース』 草野たき 著　ポプラ社　2010　 2. 『ぞうの金メダル』 斉藤洋 作　高畠那生 絵　偕成社　2004　 3. 『フラダン』 古内一絵 作　小峰書店　2016　 4. 『バッテリー』 あさのあつこ 作　佐藤真紀子 絵　教育画劇　1996

国際子ども図書館
レンガ棟3階
本のミュージアム

会　場

3月 24日 6月 28日火 日2020年 

1.

2.

3.

4.

展示会「スポーツと子どもの
本」ちらし

https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/toyo2020.php
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新
刊
案
内

レ
フ
ァ
レ
ン
ス　

８
２
８
号

　

令
和
２
年
の
年
頭
の
ご
挨
拶

　

ア 
メ
リ
カ
連
邦
議
会
下
院
倫
理
委
員
会
の
歴
史
と
改
革
―
議

会
倫
理
局
の
設
置
と
そ
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
―

　

米 

国
に
お
け
る
重
要
イ
ン
フ
ラ
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

強
化
策

　

我 

が
国
に
お
け
る
世
界
自
然
遺
産
の
状
況

　

ド 

イ
ツ
に
お
け
る
連
邦
か
ら
州
へ
の
財
政
援
助
―
基
本
法
が

定
め
る
共
同
任
務
及
び
財
政
支
援
―
（
資
料
）

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

国
立
国
会
図
書
館
の
書
誌
デ
ー
タ
に
関
す
る
お
知
ら
せ

Ｎ
Ｄ
Ｌ-

Ｂ
ｉ
ｂ
の
サ
ー
ビ
ス
終
了
に
つ
い
て
（
予
告
）

　

令
和
２
年
12
月
に
、
国
立
国
会
図
書
館
書
誌
提
供
サ
ー
ビ
ス

（
Ｎ
Ｄ
Ｌ
‐
Ｂ
ｉ
ｂ
）
を
終
了
し
ま
す
。
令
和
３
年
１
月
か
ら

の
書
誌
デ
ー
タ
提
供
サ
ー
ビ
ス
は
国
立
国
会
図
書
館
サ
ー
チ
お

よ
び
当
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
／
Ｍ
Ａ
Ｒ

Ｃ
週
刊
版
な
ど
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
当
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

 

ホ
ー
ム>

書
誌
デ
ー
タ
の
作
成
お
よ
び
提
供>

書
誌
情
報
提

供
サ
ー
ビ
ス
（
Ｎ
Ｄ
Ｌ-

Ｂ
ｉ
ｂ
）

  https://w
w

w
.ndl.go.jp/jp/data/data_service/index.

htm
l#Bib

『
日
本
目
録
規
則
２
０
１
８
年
版
』
適
用
細
則
案
の
公
開

　

 

国
立
国
会
図
書
館
で
は
、
令
和
３
年
１
月
か
ら
『
日
本
目
録

規
則
２
０
１
８
年
版
』
の
適
用
を
開
始
す
る
予
定
で
す
。『
日

本
目
録
規
則
２
０
１
８
年
版
』
の
適
用
を
促
進
し
、
広
く
国
内

に
普
及
さ
せ
る
取
組
の
一
環
と
し
て
、
当
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

当
館
適
用
細
則
案
お
よ
び
基
準
案
を
公
開
し
て
い
ま
す
。

  

ホ
ー
ム>

書
誌
デ
ー
タ
の
作
成
お
よ
び
提
供>

日
本
目
録
規

則
２
０
１
８
年
版
（
Ｎ
Ｃ
Ｒ
２
０
１
８
）
に
つ
い
て

　

 https://w
w

w
.ndl.go.jp/jp/data/ncr/index.htm

l

　

ま
た
、
適
用
後
の
「
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
／
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｃ 

Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｃ

21
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
」
の
変
更
点
も
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
公
開
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
は
、『
Ｎ
Ｄ
Ｌ
書
誌
情
報

ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
』
で
詳
し
く
紹
介
し
て
い
ま
す
の
で
、
あ
わ

せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（
収
集
書
誌
部
）

お
も
な
人
事

<

異
動>

※(　

)

内
は
前
職

令
和
２
年
２
月
１
日
付
け

総
務
部
長
事
務
取
扱
を
解
く
（
副
館
長
、
総
務
部
長
事
務
取
扱
）

田
中　

久
徳

総
務
部
長
（
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
部
長
） 　
　
　
　
　
　

 

片
山　

信
子

利
用
者
サ
ー
ビ
ス
部
長
（
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
部
副
部
長
）遊

佐　

啓
之

A4　106頁　月刊　1,000円（税別）　
発売　日本図書館協会

https://www.ndl.go.jp/jp/data/data_service/index.html#Bib
https://www.ndl.go.jp/jp/data/data_service/index.html#Bib
https://www.ndl.go.jp/jp/data/ncr/index.html
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令
和
元
年
度
東
日
本
大
震
災
ア
ー
カ
イ
ブ
国
際
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
「
震
災
伝
承
施
設
と
震
災
ア
ー
カ
イ
ブ
」

を
開
催
し
ま
し
た

　

令
和
２
年
１
月
11
日
、
東
北
大
学
災
害
科
学
国
際
研
究
所
多

目
的
ホ
ー
ル
に
て
、
東
日
本
大
震
災
ア
ー
カ
イ
ブ
国
際
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
し
た
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
国
立
国
会

図
書
館
と
東
北
大
学
災
害
科
学
国
際
研
究
所
と
の
共
催
に
よ

り
、
毎
年
１
月
に
開
催
し
て
い
る
も
の
で
す
。

　

今
年
度
は
、
ハ
ワ
イ
の
太
平
洋
津
波
博
物
館
館
長
の
マ
ー

リ
ー
ン
・
ス
ー
・
ム
リ
ー
氏
が
同
館
の
取
組
を
紹
介
し
た
ほ
か
、

日
本
の
震
災
伝
承
施
設
の
事
例
報
告
も
行
わ
れ
ま
し
た
。ま
た
、

北
海
道
胆
振
東
部
地
震
及
び
熊
本
地
震
の
震
災
ア
ー
カ
イ
ブ
の

取
組
事
例
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
国
立
国
会
図
書
館
か
ら
は
、

国
立
国
会
図
書
館
東
日
本
大
震
災
ア
ー
カ
イ
ブ
（
ひ
な
ぎ
く
）

の
取
組
と
こ
の
一
年
の
進
捗
に
つ
い
て
報
告
を
行
い
ま
し
た
。

　

続
く
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
震
災
伝
承
施
設
や

震
災
ア
ー
カ
イ
ブ
の
防
災
教
育
へ
の
活
用
や
、
事
業
継
続
性
等

に
つ
い
て
、
参
加
者
も
交
え
て
活
発
な
議
論
が
行
わ
れ
、
震
災

の
記
憶
と
教
訓
を
後
世
に
継
承
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
改
め
て

確
認
す
る
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

令
和
元
年
度
国
立
国
会
図
書
館
長
と
行
政
・
司
法
各

部
門
支
部
図
書
館
長
と
の
懇
談
会

　

令
和
元
年
12
月
６
日
、
東
京
本
館
に
お
い
て
標
記
の
懇
談
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
各
府
省
庁
と
最
高
裁
判
所
に

置
か
れ
た
支
部
図
書
館
の
充
実
に
資
す
る
た
め
、
支
部
図
書
館

長
等
を
招
い
て
毎
年
行
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
支
部
図
書
館
25

館
、
分
館
４
館
か
ら
、
42
名
の
支
部
図
書
館
長
、
支
部
図
書
館

職
員
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

国
立
国
会
図
書
館
（
中
央
館
）
は
、
最
近
の
ト
ピ
ッ
ク
と
し

て
、
マ
ラ
ケ
シ
ュ
条
約
の
発
効
に
伴
う
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
へ
の

影
響
や
ジ
ャ
パ
ン
サ
ー
チ
試
験
版
の
公
開
に
つ
い
て
紹
介
し
た

ほ
か
、
次
世
代
シ
ス
テ
ム
開
発
研
究
室
が
先
進
情
報
技
術
を
応

用
し
て
開
発
し
た
「
次
世
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
の
機

能
に
つ
い
て
報
告
し
ま
し
た
。

　

支
部
図
書
館
か
ら
は
、
植
田
知
明
支
部
農
林
水
産
省
図
書
館

農
林
水
産
政
策
研
究
所
分
館
司
書
専
門
官
が
、
同
館
の
沿
革
、

課
題
、広
報
等
に
係
る
最
近
の
取
組
に
つ
い
て
報
告
し
ま
し
た
。

ま
た
、
岩
本
康
志
国
立
国
会
図
書
館
専
門
調
査
員
・
調
査
及
び

立
法
考
査
局
経
済
産
業
調
査
室
主
任
が
、「
政
策
形
成
に
お
け

る
各
種
デ
ー
タ
の
活
用
及
び
そ
の
共
有
」
と
題
す
る
特
別
講
演

を
行
い
、
近
年
、
行
政
府
省
等
に
お
い
て
注
目
・
推
進
さ
れ
て

い
る
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
（
証
拠
に
基
づ
く
政
策
形
成
）
に
つ
い
て
、
証

拠
と
な
る
デ
ー
タ
の
入
手
・
分
析
方
法
を
紹
介
し
、
デ
ー
タ
を

活
用
し
た
政
策
立
案
を
行
う
た
め
の
体
制
整
備
の
必
要
性
、
学

界
と
行
政
が
協
調
し
て
取
り
組
む
こ
と
の
重
要
性
等
を
指
摘
し

ま
し
た
。

シンポジウムの詳細は以下に掲載しています 。
https://kn.ndl.go.jp/static/2019/11/07

太平洋津波博物館館長のマーリーン・

スー・ムリー氏の報告

国立国会図書館からの報告

令和元年度国立国会図書館長と行政・司法各部門支部図書館長
との懇談会

＃16　国際子ども図書館
本のミュージアム前の廊下
 photo by Kenzi
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