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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
、
激
動
す
る
世
界
情
勢
を
背
景
に
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
問
題
、食
料
問
題
、物
価
の
高
騰
な
ど
、

人
々
の
暮
ら
し
に
直
結
し
た
課
題
が
次
々
と
浮
上

し
、
平
和
で
安
定
し
た
社
会
へ
の
希
求
が
こ
れ
ま

で
に
な
く
高
ま
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
多

く
の
課
題
に
直
面
す
る
時
に
こ
そ
、検
討
や
議
論
、

判
断
の
際
に
、
蓄
積
さ
れ
た
信
頼
で
き
る
知
識
が

必
要
と
さ
れ
る
場
面
が
増
え
る
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。
国
立
国
会
図
書
館
は
、
国
会
活
動
の
補
佐
、

国
内
外
の
情
報
資
源
の
収
集
・
保
存
・
提
供
等
を

通
じ
て
、
引
き
続
き
皆
様
の
知
的
活
動
を
支
え
て

ま
い
り
ま
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
、
皆
様
の
知
的
活

動
と
情
報
資
源
を
的
確
に
つ
な
ぐ
こ
と
を
目
指
し

て
様
々
な
取
組
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
昨
年
、
デ

ジ
タ
ル
化
資
料
の
う
ち
絶
版
等
の
理
由
に
よ
り
入

手
困
難
な
資
料
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
で
送
信

す
る
サ
ー
ビ
ス
（
個
人
向
け
デ
ジ
タ
ル
化
資
料
送

信
サ
ー
ビ
ス
）
を
開
始
し
、
膨
大
な
資
料
を
い
つ

で
も
、
日
本
中
の
ど
こ
か
ら
で
も
利
用
で
き
る
こ

と
へ
の
好
意
的
な
評
価
を
数
多
く
頂
き
ま
し
た
。

こ
の
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
の

皆
様
か
ら
ご
理
解
と
多
く
の
ご
協
力
を
頂
い
て
お

り
ま
す
こ
と
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
さ
ら

に
、
デ
ジ
タ
ル
化
資
料
の
提
供
拡
大
と
利
便
性
向

上
に
お
い
て
、
本
年
前
半
に
か
け
て
幾
つ
か
の
改

善
を
図
り
ま
す
の
で
、
ご
報
告
し
ま
す
。

　
ま
ず
、
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
所
蔵
資
料
の
検
索
・

閲
覧
サ
ー
ビ
ス
は
「
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
に
よ
り
提
供
し
て
お
り
、
国
内

刊
行
図
書
に
つ
い
て
は
、
従
来
１
９
６
８
年
ま
で

に
刊
行
さ
れ
た
も
の
が
中
心
で
し
た
が
、
令
和
２

年
度
と
令
和
３
年
度
の
補
正
予
算
に
よ
り
、
大
規

模
な
デ
ジ
タ
ル
化
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の

デ
ジ
タ
ル
化
が
完
了
す
れ
ば
、
１
９
８
７
年
ま
で

に
刊
行
さ
れ
た
図
書
約
62
万
点
が
追
加
さ
れ
、
約

新年のごあいさつ

国 立 国 会 図 書 館 長　 吉 永 元 信
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20
年
間
分
が
一
挙
に
進
捗
し
ま
す
。
そ
の
う
ち
、

令
和
２
年
度
補
正
予
算
分
に
つ
い
て
は
、
入
手
可

能
性
の
調
査
手
続
が
終
了
し
ま
し
た
の
で
、
本
年

１
月
又
は
２
月
か
ら
個
人
向
け
デ
ジ
タ
ル
化
資
料

送
信
サ
ー
ビ
ス
等
の
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
も
提
供

を
開
始
し
ま
す
。
ま
た
、
個
人
向
け
デ
ジ
タ
ル
化

資
料
送
信
サ
ー
ビ
ス
は
、
従
来
は
ス
ト
リ
ー
ミ
ン

グ
に
よ
る
閲
覧
の
み
で
し
た
が
、
本
年
１
月
下
旬

に
は
お
手
元
で
の
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
も
可
能
と
な

り
ま
す
。

　
そ
し
て
、
昨
年
末
の
「
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ

タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
よ
り

機
能
改
善
を
図
り
、
２
４
７
万
点
の
デ
ジ
タ
ル
化

資
料
の
全
文
検
索
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。
求
め

る
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
資
料
の
迅
速
な
発

見
、言
葉
の
使
わ
れ
方
の
変
遷
の
研
究
な
ど
、様
々

に
ご
活
用
い
た
だ
け
ま
す
。
令
和
２
年
度
補
正
予

算
等
に
よ
り
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
コ
ン
テ
ン
ツ
も
、

準
備
が
整
い
次
第
、
順
次
全
文
検
索
の
対
象
に
追

加
し
て
い
き
ま
す
。

　
次
に
、
当
館
は
、
視
覚
障
害
者
等
の
書
籍
等
へ

の
ア
ク
セ
ス
改
善
に
力
を
入
れ
て
お
り
ま
す
が
、

Ｏ
Ｃ
Ｒ
（
光
学
的
文
字
認
識
）
処
理
に
よ
り
作
成

し
た
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
２
４
７
万
点
を
対
象
に
、

既
に
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
な
電
子
書
籍
が
販
売
さ
れ
て

い
る
タ
イ
ト
ル
等
を
除
き
、
本
年
３
月
頃
を
目
途

に
、
視
覚
障
害
者
等
用
デ
ー
タ
送
信
サ
ー
ビ
ス
に

よ
り
提
供
を
開
始
す
る
予
定
で
す
。
未
校
正
の
テ

キ
ス
ト
デ
ー
タ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
視
覚
障
害
者

等
関
係
者
の
ご
意
見
を
頂
戴
し
つ
つ
、
出
版
関
係

の
皆
様
の
ご
理
解
を
得
て
、
有
用
な
サ
ー
ビ
ス
が

実
現
で
き
ま
す
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
当
館
の
ア
ー
カ
イ
ブ
機
能
の
強
化
と

し
て
、
私
人
が
出
版
・
公
開
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
資

料
（
電
子
書
籍・電
子
雑
誌
）
の
収
集
に
つ
い
て
、

こ
れ
ま
で
は
無
償
か
つ
Ｄ
Ｒ
Ｍ
（
技
術
的
制
限
手

段
）
な
し
の
資
料
を
収
集
し
て
き
ま
し
た
が
、
昨

年
の
国
立
国
会
図
書
館
法
改
正
に
よ
り
、
本
年
１

月
か
ら
は
有
償
・
無
償
の
別
、
Ｄ
Ｒ
Ｍ
の
有
無
に

か
か
わ
ら
ず
、
広
く
収
集
・
提
供
を
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
出
版
関
係
の
皆
様
の
ご
理
解
・
ご

協
力
を
得
な
が
ら
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
の
収
集
に

努
め
、
国
民
の
重
要
な
知
的
資
産
と
し
て
、
現
在

と
未
来
の
利
用
者
の
た
め
に
蓄
積
・
保
存
し
て
ま

い
り
ま
す
。

　　
「
デ
ジ
タ
ル
化
は
手
段
で
あ
っ
て
目
的
で
は
な

い
」
と
い
う
意
見
を
よ
く
耳
に
し
ま
す
。
当
館
の

取
組
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
資
料
デ
ジ
タ
ル

化
を
始
め
と
し
た
デ
ジ
タ
ル
情
報
基
盤
の
構
築
だ

け
で
満
足
せ
ず
、
そ
の
基
盤
を
足
掛
か
り
に
、
皆

様
の
知
的
活
動
を
支
え
る
た
め
に
何
が
で
き
る
か

を
見
極
め
、
実
現
し
て
い
く
こ
と
が
当
館
に
求
め

ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
社
会
の
変
容
に
対
応

し
つ
つ
、
国
会
、
国
民
の
皆
様
の
ニ
ー
ズ
に
的
確

に
応
え
た
サ
ー
ビ
ス
の
実
現
、
そ
し
て
、
変
革
の

そ
の
先
に
あ
る
豊
か
な
未
来
の
創
出
に
貢
献
で
き

る
よ
う
、引
き
続
き
取
組
を
進
め
て
ま
い
り
ま
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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『国会のはなし』―新時代を担う若者たちに向けて―

藤 本  守

国 立 国 会 図 書 館 の 蔵 書 か ら

　
『
国
会
の
は
な
し
』
は
１
９
４
９
（
昭
和
24
）
年

に
三
省
堂
出
版
が
高
校
生
ま
で
の
学
生
向
け
に
刊
行

し
た
社
会
科
文
庫
の
１
冊
で
す
。
社
会
科
文
庫
は
、

戦
後
の
教
育
制
度
で
新
た
に
導
入
さ
れ
た
社
会
科
学

習
の
一
助
と
な
る
こ
と
を
目
的
に
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

著
者
の
佐
藤
達
夫
（
１
９
０
４
～
１
９
７
４
）
は
、

内
務
省
か
ら
法
制
局
（
現
在
の
内
閣
法
制
局
）
に
転

じ
た
官
僚
で
、
戦
後
は
法
制
局
の
幹
部
と
し
て
日
本

国
憲
法
の
制
定
に
深
く
関
与
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
後
、
内
閣
法
制
局
長
官
、
国
立
国
会

図
書
館
専
門
調
査
員
を
経
て
、
１
９
６
２
年
か
ら

１
９
７
４
年
ま
で
人
事
院
総
裁
を
務
め
ま
し
た
。

　

執
筆
当
時
は
現
職
の
法
制
意
見
長
官
（
現
在
の
内

閣
法
制
局
長
官
に
相
当
）
で
あ
り
、
い
わ
ば
法
律
の

専
門
家
で
あ
っ
た
佐
藤
で
す
が
、「
国
会
の
あ
の
複

雑
な
組
織
と
は
た
ら
き
を
、
や
さ
し
く
、
し
か
も
で

き
る
だ
け
正
確
に
伝
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
く
づ

く
む
ず
か
し
い
仕
事
だ
と
感
じ
ま
し
た
」
と
「
ま
え

が
き
」
で
述
べ
て
い
ま
す
。
確
か
に
、
国
会
に
関
係

す
る
法
令
に
は
、
憲
法
、
国
会
法
の
ほ
か
、
各
議
院

で
の
会
議
の
手
続
等
を
具
体
的
に
定
め
た
議
院
規
則

な
ど
が
あ
り
、
難
解
だ
と
思
わ
れ
る
方
も
い
る
で

し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
佐
藤
は
、
戦
後
の
民
主
主
義
に
お
い
て
、

国
会
は
国
の
政
治
で
最
も
重
要
な
場
で
あ
り
、「
私

た
ち
国
民
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
私
た
ち
の
代
表
者
」

今 月 の 一 冊

国会のはなし　社会科文庫（C5）
佐藤達夫 著　三省堂出版　1949　211p；19cm
<請求記号 児31-S>
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1168184

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1168184
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が
集
ま
る
「
私
た
ち
の
国
会
」
を
十
分
知
る
必
要
が

あ
る
と
語
り
ま
す
。
そ
し
て
、
や
さ
し
い
言
葉
で
国

会
制
度
を
解
説
し
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
本
会
議
で
の
発
言
の
事
前
通
告
ル
ー
ル

に
つ
い
て
は
「
み
ん
な
が
口
々
に
か
っ
て
な
こ
と
を

発
言
し
て
は
議
事
が
混
乱
し
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、

発
言
は
あ
ら
か
じ
め
通
告
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い

も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
」、
ま
た
衆
議
院
の
解
散
に

つ
い
て
は
「
内
閣
が
国
民
の
信
頼
を
得
て
い
る
か
ど

う
か
を
た
め
す
方
法
」
で
あ
り
、
総
選
挙
で
「
内
閣

に
味
方
を
す
る
議
員
が
た
く
さ
ん
当
選
す
れ
ば
、
国

民
は
内
閣
を
信
頼
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る

わ
け
で
す
。
も
し
、そ
の
結
果
が
あ
べ
こ
べ
な
ら
ば
、

国
民
は
内
閣
を
信
頼
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
」
と
い
っ
た
具
合
で
す
。

　

本
書
を
通
じ
て
、佐
藤
の
語
り
口
は
軽
や
か
で
す
。

議
員
選
挙
の
投
票
所
で
の
実
際
の
動
き
は
「
さ
あ
、

い
よ
い
よ
今
日
は
投
票
日
で
す
。
ご
い
っ
し
ょ
に
投

票
に
出
か
け
ま
し
ょ
う
。
先
日
市
役
所
か
ら
配
っ
て

来
た
入
場
券
を
忘
れ
な
い
で
お
持
ち
く
だ
さ
い
よ
」、

国
会
議
事
堂
の
紹
介
も
「
さ
あ
、
正
門
に
来
ま
し

た
。
正
面
に
玄
関
が
見
え
る
で
し
ょ
う
」、「
私
た
ち

は
裏
手
の
入
口
か
ら
は
い
り
ま
し
ょ
う
」
と
、
あ
た

か
も
佐
藤
が
読
者
の
隣
で
案
内
し
て
い
る
か
の
よ
う

で
す
。

　

わ
か
り
や
す
さ
を
求
め
る
工
夫
は
、
佐
藤
が
妻
の

「むかしの選挙」（戦前の制
限選挙）と「いまの選挙」（戦
後の普通選挙）を表現した
挿絵

投票所の様子を描いた挿絵。挿絵の直前で
は、「ここが投票所の入口です。今日はお天
気のいいせいもあって、朝早いのにもうた
くさん来てますね。」と投票所にいるかのよ
うに読者に語りかけています。
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佐
藤
雅
子
（
１
９
０
９
～
１
９
７
７
）
と
共
に
描
い

た
約
30
点
の
挿
絵
に
も
表
れ
て
い
ま
す
。
佐
藤
は
中

学
生
時
代
に
牧
野
富
太
郎
と
交
流
し
て
以
来
、
植
物

学
の
造
詣
を
深
め
、
後
年
に
は
エ
ッ
セ
イ
を
添
え
た

草
花
の
ス
ケ
ッ
チ
画
集
を
刊
行
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
妻
の
佐
藤
雅
子
は
後
に
料
理
研
究
家
と
な
り
ま

す
が
、
エ
ッ
セ
イ
集
を
刊
行
し
た
り
、
彫
金
や
木
彫

に
打
ち
込
ん
だ
り
と
多
才
な
人
物
で
し
た
。「
さ
し

え
は
、
私
た
ち
夫
妻
が
い
ろ
い
ろ
く
ふ
う
し
て
み
ず

か
ら
描
き
ま
し
た
。
へ
た
な
し
ろ
う
と
の
画
で
と
て

も
お
恥
ず
か
し
い
の
で
す
が
、
か
え
っ
て
そ
の
方
が

お
も
し
ろ
い
か
も
知
れ
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と

佐
藤
は
書
い
て
い
ま
す
が
、
柔
ら
か
で
温
か
み
の
あ

る
タ
ッ
チ
で
描
か
れ
た
挿
絵
は
、
ど
こ
か
ユ
ー
モ
ラ

ス
な
印
象
も
生
み
出
し
て
い
ま
す
。

　

本
書
の
「
む
す
び
」
で
、
佐
藤
は
戦
前
の
政
治
を

振
り
返
り
、「
私
た
ち
は
他
人
ま
か
せ
の
政
治
に
よ
っ

て
ひ
ど
い
目
に
会
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ

ん
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
佐
藤
が
若
い
世

代
に
向
け
て
「
私
た
ち
の
国
会
」
を
語
る
こ
と
の
一

番
の
動
機
を
表
現
し
た
も
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

本
書
に
は
教
条
的
な
堅
苦
し
さ
は
な
く
、
佐
藤
の
言

う
「
や
さ
し
く
、
し
か
も
で
き
る
だ
け
正
確
に
伝
え

る
」
と
い
う
姿
勢
が
貫
か
れ
て
い
ま
す
。
新
時
代
の

「
私
た
ち
の
国
会
」
を
担
う
若
者
た
ち
に
対
す
る
佐

藤
の
温
か
な
ま
な
ざ
し
が
感
じ
ら
れ
る
一
冊
で
す
。

国会審議について紹介した挿絵（第33図、34図、37図）。ちなみに右の「どうどうめぐり」
（堂々めぐり）は、国会の本会議における投票の際に、議員が演壇を回って列をつくる

様子を表したもので、国会関係者が使う用語として知られています。
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　若い世代向けの工夫でしょうか、第一章は「動物・植物・
鉱物です。それは何でしょう？」という書き出しで始まりま
す。これはNHKラジオで当時公開放送されていた人気クイ
ズ番組「二十の扉」から着想を得たものと思われます。
　「二十の扉」は、「動物」「植物」「鉱物」で構成されてい
るものを当てるクイズです。回答はあらかじめ会場の聴衆に
知らされます。回答者は、司会に対して20個まで質問する
ことができ、例えば「これは動物です」という問題の場合、
回答者は「実在しますか？」「加工品ですか？」「デパートで
売っていますか？」といった質問をしながら、司会とのやり
とりや聴衆の反応を手がかりに正答を導き出す必要があり
ました。また、「これは動物・植物です」といった組み合わ
せ問題も出題されました。
　話を元に戻すと「動物・植物・鉱物です。それは何でしょ 
う？」という書き出しは、この3つでできているものは何？　
と聞いているのです。正解するのはなかなか大変そうです
ね。そこで佐藤は、当時の十円紙幣や二円郵便はがきの
図案に出ている建物は何ですか？　と読者に問い直します。
答えはもちろん「国会議事堂」です。そして佐藤は、本書
のテーマである「私たちの国会」について語り始めます。

第1章「扉をひらく」の書き出し部分

クイズ形式の書き出し　動物・植物・鉱物です。それは何でしょう？

（注記）引用の旧字は新字に、旧仮名遣いは現代のものに改めました。

本書には、赤坂離宮時代の国立国会図書
館の姿も描かれています。本書の刊行当
時は、国立国会図書館のほかに、法務府

（現在の内閣法制局）や裁判官訴追委員会、
裁判官弾劾裁判所も同居していました。

（右）『官報』号外　十円紙幣の様式　1946 年2月17日付
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2962234/8

（左）『官報』第6494 号　二円郵便はがきの様式　1948 年9月6日付
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2963030/3

＜見本＞

＜見本＞

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2962234/8
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2963030/3
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図
書
館

国
会
議
事
堂
の
中
の

特
集
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議
事
堂
内
の
小
さ
な
図
書
館

　

国
会
議
事
堂
の
中
央
塔
、
そ
の
下
に
小
さ

な
図
書
館
が
あ
る
こ
と
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う

か
。
昭
和
一
一
（
一
九
三
六
）
年
に
現
在
の

国
会
議
事
堂
の
建
物
が
竣
工
し
た
際
、
議
事

堂
本
館
四
階
の
衆
議
院
側
と
貴
族
院
側
そ
れ

ぞ
れ
に
図
書
閲
覧
室
と
書
庫
が
設
置
さ
れ
ま

し
た
。そ
の
両
院
の
施
設
と
蔵
書
を
継
承
し
、

昭
和
二
三
（
一
九
四
八
）
年
の
国
立
国
会
図

書
館
の
設
立
に
伴
っ
て
発
足
し
た
の
が
国
立

国
会
図
書
館
国
会
分
館
で
す
。
小
規
模
な
図

書
館
な
が
ら
、国
会
議
員
や
そ
の
秘
書
、衆
・

参
両
議
院
の
職
員
な
ど
、
国
会
で
働
く
人
々

に
対
し
て
国
会
の
活
動
に
必
要
な
最
新
の
情

報
を
迅
速
に
提
供
す
る
議
会
図
書
館
と
し
て

の
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

多
様
な
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
蔵
書
構
成

　

国
会
分
館
で
は
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
約
二
面

分
の
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
に
、
国
政
審
議
に

関
す
る
調
査
研
究
活
動
を
行
う
た
め
に
有
用

な
様
々
な
資
料
を
配
置
し
て
い
ま
す
。
衆
議

院
側
に
は
、
主
に
そ
の
年
に
受
け
入
れ
た
新

刊
図
書
が
並
ん
で
い
ま
す
。
政
治
や
経
済
な

ど
社
会
科
学
分
野
の
図
書
を
中
心
に
、
入
門

書
か
ら
学
術
書
ま
で
幅
広
く
取
り
揃
え
て
い

国
立
国
会
図
書
館

調
査
及
び
立
法
考
査
局 

国
会
分
館

国
会
分
館

国
会
分
館

国会議事堂正面。国会分館は
赤枠に位置しています。
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ま
す
（
写
真
１
、
案
内
図
Ａ
）。
衆
議
院
側

と
参
議
院
側
を
つ
な
ぐ
廊
下
の
両
側
と
、
そ

の
突
き
当
り
に
あ
る
職
員
閲
覧
室
に
は
、
辞

書
・
辞
典
類
や
統
計
集
、
分
野
別
六
法
や
コ

ン
メ
ン
タ
ー
ル
な
ど
が
並
ん
で
お
り
、
様
々

な
分
野
の
調
べ
物
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
（
写
真
２
、
案
内
図
Ｂ
・
Ｃ
）。
毎
週

一
〇
〇
冊
程
度
の
図
書
を
新
し
く
受
け
入
れ

て
お
り
、
五
階
の
書
庫
等
に
あ
る
旧
刊
図
書

も
併
せ
て
約
七
万
冊
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。

参
議
院
側
に
は
、
学
術
誌
や
論
壇
誌
か
ら
ビ

ジ
ネ
ス
誌
、
週
刊
誌
ま
で
、
約
四
〇
〇
誌
の

雑
誌
が
並
ん
で
い
ま
す
（
写
真
３
、
案
内
図

Ｄ
）。
新
聞
は
、
全
国
紙
や
政
党
紙
、
業
界

紙
の
ほ
か
、
全
国
各
地
の
地
方
紙
を
お
お
む

ね
一
県
に
つ
き
一
紙
以
上
所
蔵
し
て
い
ま
す

（
写
真
４
、
案
内
図
Ｅ
）。
地
方
紙
は
、
全
国

か
ら
選
出
さ
れ
た
国
会
議
員
が
地
元
の
情
報

を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
資
料

で
す
。
電
子
情
報
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
国
立
国

会
図
書
館
本
館
の
施
設
内
と
同
じ
よ
う
に
、

各
種
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
や
国
立
国
会
図
書
館
の

デ
ジ
タ
ル
化
資
料
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
（
写
真
５
、
案
内
図
Ｆ
）。

中
央
広
間
上
部

(

五
階
の
外
周
部
分
は
書
庫 階段

職員閲覧室

電子情報コーナー

議員閲覧室議員閲覧室

参4号書庫

参5号書庫衆4号書庫

衆3号書庫

事務室

EV EV

EV EV

階段

中央紙・
地方紙（東日本）
バックナンバー

地方紙
（西日本）
バック
ナンバー

カ
ウ
ン
タ

カ
ウ
ン
タ

政党紙・業界紙
・スポーツ紙
バックナンバー

外国紙・
夕刊紙
バック
ナンバー

衆
議
院
側

参
議
院
側

WC

地方紙

中央紙・
外国紙・

スポーツ紙・

政党紙・業界紙 雑誌バック
ナンバー・
旧刊図書

参考図書

テーマ展示

新着図書

新
刊
図
書

雑
誌

旧

参

新聞縮刷版・
議事資料

E

D

F

C

分野別六法・

コンメンタール等

B

A

官報 公報

国会分館内案内図

33

44

55

11

22

※国会分館は、一般の方は利用することができません。
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国
会
の
歴
史
を
語
る
所
蔵
資
料

　

国
会
分
館
で
は
、
政
治
分
野
の
図
書
や
専

門
誌
、議
事
資
料
、政
党
紙
、選
挙
公
報
な
ど
、

国
政
審
議
と
特
に
関
連
の
深
い
資
料
を
長
期

保
存
し
て
い
ま
す
。
特
に
議
事
資
料
に
つ
い

て
は
、
衆
議
院
・
参
議
院
（
貴
族
院
）
両
図

書
館
が
所
蔵
し
て
い
た
戦
前
か
ら
の
資
料
を

引
き
継
い
で
お
り
、
帝
国
議
会
時
代
の
会
議

録
な
ど
、
国
会
の
歴
史
を
記
録
す
る
資
料
を

所
蔵
し
て
い
ま
す
。

　

貴
重
な
所
蔵
資
料
の
一
例
と
し
て
は
、
男

女
普
通
選
挙
制
の
採
用
後
初
め
て
の
選
挙
と

な
っ
た
第
二
二
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
（
昭

和
二
一
年
四
月
一
〇
日
実
施
）
の
選
挙
公
報

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
片
山
哲
、
三
木
武
夫
、

田
中
角
栄
な
ど
著
名
な
政
治
家
の
ほ
か
、
日

本
で
初
め
て
の
女
性
国
会
議
員
と
な
る
こ
と

を
目
指
し
た
候
補
者
た
ち
の
政
見
や
公
約
が

掲
載
さ
れ
て
お
り
、
戦
後
の
変
革
期
に
政
治

の
世
界
に
身
を
投
じ
た
者
た
ち
の
奮
闘
ぶ
り

を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
写
真
６
）。

国
会
で
働
く
人
々
の
身
近
な
図
書
館

と
し
て

　

国
会
分
館
は
、
議
事
堂
内
に
あ
る
と
い
う

立
地
を
生
か
し
、国
会
で
働
く
人
々
に
対
し
、

66 『 選 挙 公 報 』［1946］
＜分館請求記号 参考 /
A/ ミドリ＞
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必
要
と
さ
れ
る
資
料
を
迅
速
に
提
供
す
る
こ

と
で
国
会
の
活
動
を
補
佐
し
て
い
ま
す
。
至

急
の
資
料
提
供
の
要
望
に
も
対
応
で
き
る
よ

う
、
衆
・
参
両
議
院
の
い
ず
れ
か
で
本
会
議

ま
た
は
委
員
会
が
開
か
れ
て
い
る
間
は
、
審

議
が
深
夜
に
ま
で
及
ぶ
場
合
で
あ
っ
て
も
開

館
し
て
い
ま
す
。

　

国
会
の
歴
史
を
語
る
資
料
と
と
も
に
歴
史

を
刻
ん
で
き
た
小
さ
な
図
書
館
は
、
こ
れ
か

ら
も
こ
の
場
所
で
、
国
会
で
働
く
人
々
の
最

も
身
近
な
図
書
館
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し

続
け
て
い
き
ま
す
。

（左から）衆三号書庫の衆議院会議録、衆三号書庫の参議院会議録、新着図書コーナー

議員閲覧室

テーマ展示

国会分館内にあるステンドグラス　国会議事堂 2
階にある吹き抜けの中央広間からも同じステンド
グラスを見ることができる。
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　「国立国会図書館国会分館」は、国会議事堂の４階部分（書庫は 5 階部分）に位置しています。
　国会議事堂の中央には塔があり、そこは 9 階建てです。そのうち、議事堂の主要階は 1 ～ 3 階と
いえ、4 階以上の内部空間に、建築史の観点から注目が集まることは、従来さほどありませんでした。
　今回、建築史を専門とする堀内正昭先生にインタビューを実施しました。堀内先生は、帝国議会
議事堂や国会議事堂の建築について長年研究を行っており、令和 3（2021）年に『国会議事堂の誕
生  仮議事堂からの 5 代にわたる建築史 （1886-1936）』を上梓されたばかりです。
　議事堂の建築の観点で、４階を中心とした図書館エリアの特徴をどのように考えることができる
かについて、お考えを伺いました。（2022 年 9 月 26 日インタビュー実施）

堀内正昭 昭和女子大学近代文化研究所客員研究員
1954 年生まれ。1988 年から昭和女子大学に勤務、昭和女子大
学大学院生活機構研究科生活機構学専攻・教授（2021 年 3 月退
職）。博士（工学・東京都立大学）。
ドイツ及び日本の建築史を専門とする。特に明治政府の依頼に
より来日し、明治 19（1886）年に国会議事堂の設計図を作成
したドイツ人建築家、エンデ＆ベックマン（Hermann Ende、
Wilhelm Böckmann）の研究で知られる。1990 年代前半には、
エンデ＆ベックマンの遺作である、法務省旧本館の復原改修工
事にも、設計監修者として参加。
主著に『明治のお雇い建築家 エンデ & ベックマン』（井上書院 
1989）があり、議事堂に関連する著作に『初代国会仮議事堂を
復元する』（昭和女子大学近代文化研究所 2014）、『国会議事堂
の誕生  仮議事堂からの 5 代にわたる建築史 （1886-1936）』（昭
和女子大学近代文化研究所 2021）がある。

堀内正昭氏インタビュー
建築史の専門家に聞く

『帝国議会議事堂建築報告書』 ［附図］［大蔵省］営繕管財局 編・刊　1938 ＜当館請求記号 758-145 ＞

1 ～ 3 階

6 階

4 ～ 5 階

7 ～ 8 階

9 階

＊赤字は編集上加筆したもの
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Q. 帝国議会の議事堂が昭和 11（1936）年に建ったとき、議事堂の設計者は、
図書閲覧室をなぜ 4 階に置いたのでしょうか？　塔屋の付け根の所に置くとい
う構想は、いつからあったのでしょうか？

A. 史料の制約から、残念ながら明快に答えられないのです。ただ、それまでの
“仮” 議事堂との、“階数” の違いは重要なポイントです。それまで霞が関にあっ
た第 3 次までの仮議事堂は、全て 2 階建てでした。現在の議事堂は、中央の塔
頂部展望階（竣工時の図面によるところの呼称では展望階）まで数えると 9 階
建てです。
４階以上ならば比較的広いスペースが使えるという理由で、図書館スペース（現
在の国会分館）を４階に置いたのではないでしょうか。というのも、中央塔両
翼の 2 ～ 3 階には、議会のメインの空間である両院の本会議場があります。設

計時、本会議場には、光を採るため、天窓を設けることが前提
とされていましたから、天窓部分の上には、他の部屋を設ける
ことはできませんでした。そうなると、中央塔を使うしかない
のです。図書を置くスペースは、中央塔で、なおかつ、上の階
を使うという発想につながったのではないでしょうか。それは、
46 年間の仮議事堂時代にはなかった発想であり、今の永田町の
議事堂で初めて実現したことです。

Q. 中央塔の下の階のスペースは通常、図書や物を置いたりす
るのに使うものなのでしょうか？

A. ものを置くか置かないかにかかわらず、中央塔というのは、
一般に外観のデザインが優先される場所だと思います。いわ
ば、帽子と一緒なんです。

Q. 竣工（昭和 11 年）以降、4 階には、図書閲覧室があり、本
が数多く置かれる前提だと思います。仮に “帽子” と考えるな
らば、本は建物に対する荷重としては、重いのではないでしょ
うか？

A. 一般論として、鉄骨鉄筋コンクリート造にしていると、本
の荷重は殆ど問題とならないと思います。国会議事堂は、鉄
骨を組んだ上で、鉄筋コンクリートの壁を重ね合わせている
ので、当時として、最上の頑丈さを志した建物と評価できる
と思います。

議事堂の中で図書の閲覧室が
4 階にある理由

中央塔は “帽子” ？

国会分館入口付近

（右上）（右）
書庫にて
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Q. 中央塔のデザインと 4 階～ 6 階の階高との関係はどのよ
うになっていますか？

A. 議事堂の外観を見ると、中央塔の 6 階に当たる部分に円
柱が並んでいます。現在、書庫として用いられている 5 階部
分は、外観の意匠から言えば、円柱を受ける基壇の下のスペー
スです。５階までは具体的な部屋としての機能を果たさせて、
いかに外観のデザインを成り立たせるか、200m を超える正
面の議事堂の幅に対し、塔には、ある程度のボリュームと高
さを与えたい。６階の天井はそのために高いのです。
今の議事堂の建設につながる帝国議会の議事堂の設計コンペ
ティションが大正 7（1918）年から 8（1919）年にかけて行
われます。そのときに、様々な案が出て、「一等案」の意匠
は評価されましたが、塔がプロポーションとして細すぎると
いうコメントが付きました。必ずしも一等案の通りに塔が造
られたわけではないのです。実際に、中央塔の横幅が広くな
り、４階と 5 階にある程度のスペースが生じているのは、中
央塔と建物全体とのプロポーションに関係していたのかもし
れませんね。

中央塔のデザインとの関係

Q. 議事堂での自然光の入り方は、どのようになっていますか？

A. 例えば 4 階で言うと、国会分館は、中央部分が吹き抜けとなっており、全体と
して「コ」の字型をしています。この分館の南が衆議院側、北が参議院側となり、
参議院はどうしても北からの採光になるから、自然光は相当違ってきます。天気
の良い日は、衆議院の方がはるかに明るいわけですね。

Q. 議事堂ってなんで東向きなのでしょうか？　というのも、東を向いていること
で、衆議院と参議院で太陽の光量の違いが出てきます。

A. 敷地とのかねあいが理由だと思います。今の議事堂は、206m 余りの横幅に加
えて通路を取っています。それに見合った敷地がないとだめだということになる
ので、おのずと議事堂の配置は決まってくるのです。なお、霞が関に 46 年間存
在した仮議事堂では、間口方向（玄関がある方向）が南北で、正面が東、裏が西
という配置の仕方をしてきました。その方位は、永田町に移ってからも一緒なの
です。

Q. 議事堂において光量の調節のためにどのような工夫がされていますか？

A. 光の採り方を上手く考えているところもあります。国会分館だと、窓を大きく
すると、強烈な西日になる箇所は、窓を細めにしてある。書架を置くところでは
窓は下部には設けていないことなどに、配慮があると思います。

建物と採光の関係

吹き抜け部分の天井

議事堂の設計図案。上から一等 渡邊福三氏案／二等 吉木久吉氏案
／三等一席　永山美樹氏案
洪洋社 編『議院建築意匠設計競技図集』洪洋社　1920
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/967480

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/967480
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Q. 図書館スペースで、特徴的なところはありますか？

A. 図書館（4階や5階）には、半円アーチが多用されていることに気付きます。
アーチは、アール・デコや表現派の建築の影響もあって、1920 年代にデザ
インとして流行します。表現派の建築では、学校建築などでもアーチを多
用します。議事堂の外観は直線で構成されていますが、内部空間にはアー
チを入れています。
基本、アーチというのは、石造りの建物の場合は、平らな天井はできない
から、古い石造の建物は、天井が曲面になっています。そのため、開口部
もアーチとなります。鉄筋コンクリート造の時代に入っても、アーチは構
造と意匠の上で内外観に残ります。
アーチの場合は、ゆったりとした高さを感じさせることになりますから、
雰囲気がいいんですね。見上げられるし。アーチがあると、そこが一番高
いところにあるんだという雰囲気を醸し出すのにつながっていきます。
国会議事堂は、3 階までは、中央広間の四面にアーチが用いられて、4 階や
5 階は、扉をはじめアーチが多用されています。
4 階が贅を凝らした空間か、と言われると、議事堂全体の中ではそうでは
ないです。例えば、本会議場では、装飾を施した木の使い方をしているよ

うに、一般的に議事堂で人目に付くようなところは内装に工夫が凝らされています。ただ、全部
そこまでする必要もないし、予算の問題もあるだろうから、場所によって差異化していくと思い
ます。議会内で格式のあるところと比べると、図書スペースのような閉じられた空間は最上級の
しつらえではないのですが、アーチや吹き抜けなど、雰囲気を醸し出す工夫があるのが、興味深
いですね。

デザインとしてのアーチについて

（上）図書の仮置きのための台
（右上）室内に備え付けられたストーブ
（右）装飾が施された議員閲覧室の梁

関連記事　昭和女子大学堀内正昭研究室が製作した帝国議会の
第 1次仮議事堂の模型について

「聞いてみました！ ―仮議事堂の模型制作のこと」『国立国会図書館月報』
719 号 2021 年 3 月 pp.12-13（「議会開設百三十年記念 議会政治展示会 歴
史をつくってきた議会、議場  ビジュアル資料からふりかえる」『国立国会
図書館月報』719 号 2021 年 3 月 pp.5-15）
https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11637974_po_geppo2103.
pdf?contentNo=1#page=14

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11637974_po_geppo2103.pdf?contentNo=1#page=14
https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11637974_po_geppo2103.pdf?contentNo=1#page=14
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1 昭和 11 年の竣工当時の議事堂の図書閲覧室『帝国議会議事堂建築報告書』
［本編］[ 大蔵省 ] 営繕管財局 編・刊　1938 ＜ 758-145 ＞ ※

※＜＞内は当館請求記号、（）内はマイクロフィッシュ、またはマイクロフィルムの原
本代替請求記号

　
国
立
国
会
図
書
館
が
創
設
さ
れ
た
の
は
昭
和

二
三
（
一
九
四
八
）
年
で
す
が
、
蔵
書
の
源
流

の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
帝
国
議
会
の
貴

族
院
・
衆
議
院
に
由
来
す
る
蔵
書
で
す
。

　
「
国
立
国
会
図
書
館
法
」（
昭
和
二
三
年
法
律

第
五
号
）
第
三
〇
条
は
、「
こ
の
法
律
施
行
の

日
に
、
両
議
院
の
図
書
館
は
各
々
分
離
し
た
図

書
館
と
し
て
の
存
在
を
終
止
し
、
そ
の
蒐
集
資

料
は
、国
立
国
会
図
書
館
に
移
管
さ
れ
る
。」と
、

両
院
の
図
書
館
か
ら
の
資
料
の
移
管
を
定
め
て

い
る
の
で
す
。

　
書
籍
を
通
じ
て
議
員
な
ど
が
法
令
や
海
外
の

情
報
を
得
る
こ
と
の
重
要
性
は
、
帝
国
議
会
開

設
当
初
か
ら
語
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
帝
国
議
会
の
議
事
堂
に
お
い
て
、

「
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
部
屋
は
ど
こ
に

あ
っ
た
の
か
？
」
を
い
ざ
考
え
始
め
る
と
、
意

外
に
混
乱
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
歴
史
を
さ
か
の
ぼ

る
と
、「
貴
族
院
図
書
館
」「
衆
議
院
図
書
館
」

と
い
っ
た
呼
称
が
一
貫
し
て
使
わ
れ
て
き
た
わ

け
で
も
な
い
か
ら
で
す
。

　
こ
の
記
事
で
は
、
古
い
写
真
や
院
内
の
図
面

を
も
と
に
、
図
書
館
や
読
書
室
な
ど
、
帝
国
議

会
の
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
わ
る
部
屋
の
痕

跡
を
探
し
ま
す
。

第 1 次仮議事堂 明治 23 年
11 月竣工

麹町区内幸町

第 2 次仮議事堂 明治 24 年
10 月竣工

麹町区内幸町

広島臨時仮議事
堂

明治 27 年
10 月竣工

広島市基町

第 3 次仮議事堂 大正 14 年
12 月竣工

麹町区内幸町

現議事堂 昭和 11 年
11 月竣工

麹町区永田町
（現千代田区）

現在の国会議事堂の建物は昭和 11（1936）年に帝国議会議事堂として建設されたものです。
議事堂には多数の部屋があります。帝国議会の議事堂の中で図書館にかかわるサービスは、
どの部屋で行われていたのでしょうか。図面や写真をもとに、帝国議会の議事堂における図
書館の沿革を考えます。

帝国議会の“図書館”は
どこにあったのか？

議事堂の変遷
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2 第 1 次仮議事堂の図面　1 階部分　『貴族院事務局史』貴族院事務局　1898 ＜ AZ-244-G5 ＞（YDM310889）

元
老
院
の
蔵
書

　
立
法
活
動
に
あ
た
り
、
か
た
わ
ら
に
調
査
の

た
め
の
書
籍
を
備
え
て
お
き
た
い

―
こ
の

発
想
は
、
議
会
開
設
前
の
立
法
機
関
・
元
老
院

（
一
八
七
五
年
設
置
）
に
も
あ
り
ま
し
た
。

　
と
き
の
太
政
官
は
、
図
書
館
や
教
育
施
設
に

あ
る
も
の
を
除
き
、
各
省
院
庁
の
書
籍
の
一
切

を
太
政
官
に
集
め
る
こ
と
を
打
ち
出
し
ま
す

（
明
治
一
七
年
一
月
二
四
日
太
政
官
第
十
一
号

達
）。
法
令
関
係
の
蔵
書
を
蓄
積
し
て
い
た
元

老
院
も
そ
の
対
象
で
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
元
老
院
は
、
急
い
で
法
律

の
審
査
を
行
う
際
の
支
障
に
な
る
と
、
再
三
に

わ
た
り
、
反
論
し
ま
し
た（

１
）。

　
元
老
院
は
帝
国
議
会
の
開
設
に
先
立
っ
て
廃

止
さ
れ
ま
し
た
が
、
内
閣
か
ら
必
要
な
本
を
借

用
す
る
な
ど
し
て
議
会
に
は
書
籍
が
備
え
ら
れ

ま
し
た（

２
）。

貴
族
院
は
、
元
老
院
に
由
来
す
る
蔵

書
を
の
ち
に
一
部
譲
り
受
け
ま
す（

３
）。

最
初
の
仮
議
事
堂
と
火
災
に
よ
る
焼
失

　
現
在
、
永
田
町
に
あ
る
国
会
議
事
堂
は
昭
和

一
一（
一
九
三
六
）年
に
完
工
し
た
も
の
で
す
。

（
右
頁
の
表
参
照
）。

　
第
一
次
～
第
三
次
の
議
事
堂
は
、日
比
谷（
現

在
の
経
済
産
業
省
の
場
所
）に
置
か
れ
ま
し
た
。

　
明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
頃
、
政
府
は
永

田
町
で
の
将
来
的
な
議
事
堂
建
設
を
決
め
ま
し

た
が
、議
会
開
設
の
日
程
も
迫
っ
て
い
た
た
め
、

仮
に
日
比
谷
に
議
事
堂
を
置
き
ま
し
た
。
こ
の

た
め
、
日
比
谷
に
あ
っ
た
議
事
堂
は
、
永
田
町

に
後
に
建
て
ら
れ
る
本
格
的
な
議
事
堂
と
区
別

し
て
「
仮
議
事
堂
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

　
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
に
創
建
さ
れ
た

初
代
の
仮
議
事
堂
に
お
い
て
、
文
庫
（
二
階
建

て
、
九
坪
余
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
貴
族
院
側
と
衆

議
院
側
に
あ
り
ま
し
た
。
別
に
貴
族
院
側
に
も

う
一
つ
の
文
庫（
八
坪
余
）が
あ
り
ま
し
た［
図

２
］。

　
た
だ
し
、
明
治
二
四
（
一
八
九
一
）
年
一
月

二
〇
日
の
火
災
で
、
こ
の
議
事
堂
は
二
か
月
足

ら
ず
で
全
焼
し
ま
し
た
。
原
因
は
漏
電
と
も
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

　
当
時
の
報
告
に
よ
る
と
、
消
火
活
動
の
さ
中

に
金
子
堅
太
郎（
貴
族
院
書
記
官
長
）と
出
会
っ

た
あ
る
守
衛
は
、「
文
庫
」
の
扉
を
閉
じ
る
よ

う
に
と
金
子
か
ら
命
じ
ら
れ
た
そ
う
で
す（

４
）。

貴

族
院
で
は
火
災
で
の
被
害
冊
数
も
判
明
し
て
い

ま
す
が
、
各
課
に
備
え
付
け
中
の
図
書
な
ど
を

含
め
、
焼
失
資
料
は
一
〇
〇
五
冊
に
及
び
ま
し

た（
５
）。

文庫

文庫
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火
災
の
た
め
の
間
借
り

　
第
一
回
帝
国
議
会
の
会
期
中
に
議
事
堂
を
失

い
、
貴
族
院
は
、
華
族
会
館
、
の
ち
に
帝
国
ホ

テ
ル
に
、
衆
議
院
は
東
京
女
学
館
（
工
部
大
学

校
）
に
一
時
的
に
間
借
り
し
ま
し
た
。
間
借
り

中
の
帝
国
ホ
テ
ル
の
図
面
を
見
る
と
、
そ
れ
な

り
に
ま
と
ま
っ
て
貴
族
院
が
引
っ
越
し
て
き
て

い
る
も
の
の
、
さ
す
が
に
文
庫
や
読
書
室
は
見

受
け
ら
れ
な
い
よ
う
で
す
［
図
３
］。

　
ち
な
み
に
、
日
清
戦
争
中
に
、
大
本
営
が
広

島
に
置
か
れ
た
こ
と
か
ら
、
急
ご
し
ら
え
で
臨

時
に
建
造
さ
れ
た
広
島
の
臨
時
仮
議
事
堂
に

も
、
わ
ざ
わ
ざ
書
物
を
置
く
専
用
の
部
屋
は
見

受
け
ら
れ
ま
せ
ん（

６
）。

目
録
タ
イ
ト
ル
の
中
の
〝
帝
国
議
会
図
書
館
〟

　
火
災
後
、
明
治
二
四
（
一
八
九
一
）
年
九
月

一
七
日
、
両
院
共
通
の
議
会
の
図
書
館
を
作
る

こ
と
を
求
め
る
稟
申
（
意
見
）
が
両
院
書
記
官

長
（
金
子
堅
太
郎
・
曾
祢
荒
助
）
の
連
名
で
、

松
方
正
義
首
相
に
出
さ
れ
ま
し
た（

７
）。

議
会
に
独

立
し
た
図
書
館
が
な
い
こ
と
が
議
案
の
起
草
や

法
令
の
沿
革
の
調
査
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
、

と
い
う
問
題
意
識
が
あ
ら
わ
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　
こ
の
意
見
書
を
受
け
て
の
一
連
の
検
討
の
中

で
、
田
中
稲い

な
ぎ城

（
図
書
館
学
者
・
の
ち
帝
国
図

4 『帝国議会図書館和漢書目録 明治 31 年 11 月現在』貴族院事務局・衆
議院事務局 1898 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/897324（モノクロ画像）
右から標題紙、議会門のページ、洋書のページ 

Frederic William Maitland, Justice and 
Police, London : Macmillan and co, 
1885 ＜衆 3000-0005 ＞

（右から反時計回りに）標題紙、蔵
書箋、背ラベル

3 貴族院に場所を提供していたころの帝国ホテル
の図面の一部
前掲　『貴族院事務局史』「帝国ホテル階下之図」

衆議院図書館にあった本から

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/897324
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5 第２次仮議事堂の図面　2 階部分　前掲『貴族院事務局史』

書
館
初
代
館
長
）
と
い
っ
た
図
書
館
の
専
門
家

か
ら
も
三
階
建
て
に
す
る
な
ら
ば
一
階
を
閲
覧

室
に
、
二
階
・
三
階
を
書
庫
に
す
る
と
火
災
対

策
上
良
い
、
書
庫
の
中
央
通
路
は
四
尺
、
左
右

は
幅
三
尺
と
い
っ
た
実
務
的
な
意
見
が
聞
き
取

ら
れ
て
い
ま
す（

８
）。

　
両
院
の
書
籍
を
一
か
所
に
集
合
す
る
こ
と
は

に
わ
か
に
実
現
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
両
院
で

の
図
書
目
録
の
協
力
編
纂
は
、
試
み
ら
れ
て
い

ま
し
た
。

　
［
図
４
］
は
〝
帝
国
議
会
図
書
館
〟
と
い
う

言
葉
が
タ
イ
ト
ル
に
含
ま
れ
る
両
院
共
通
の
図

書
目
録
の
一
つ
で
す
。特
に
洋
書
の
部
か
ら
は
、

貴
衆
に
分
か
れ
る
類
書
を
互
い
に
突
き
合
わ
せ

る
苦
労
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

貴
族
院
の
読
書
室

　
明
治
二
四
（
一
八
九
一
）
年
、
第
一
次
仮
議

事
堂
と
同
じ
場
所
に
第
二
次
の
議
事
堂
が
再
建

さ
れ
ま
し
た
。
当
時
の
図
面
で
は
、
貴
族
院
側

に
二
か
所
、
衆
議
院
側
に
二
か
所
の
計
四
か
所

に
文
庫
（
何
れ
も
九
坪
余
、
う
ち
外
側
部
分
の

一
階
は
衆
議
院
で
は
倉
庫
）
が
あ
っ
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
ま
す
［
図
５
］。

　
文
庫
の
ほ
か
に
、
貴
族
院
側
の
二
階
の
中
庭

に
面
し
た
場
所
に
は
「
読
書
室
」（
一
〇
坪
余
）

が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
明
治
中
ご
ろ
の
「
読
書

室
図
書
閲
覧
心
得
」
に
よ
る
と
、
図
書
を
閲
覧

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、「
読
書
室
備
付
図
書

目
録
」
に
て
「
其
ノ
図
書
名
及
覧（

マ
マ
）閲

者
氏
名
」

を
様
式
に
記
載
し
、「
読
書
室
詰
編
纂
課
員
ニ

請
求
ス
ヘ
シ
」と
あ
り
ま
す（

９
）。

図
面
を
み
る
と
、

文
庫
と
読
書
室
は
隣
接
し
て
い
ま
す
。（
貴
族

院
事
務
局
の
）編
纂
課
の
職
員
が
、請
求
の
あ
っ

た
本
を
文
庫
か
ら
読
書
室
に
運
ん
で
い
た
と
も

思
わ
れ
ま
す
。

衆
議
院
の
談
話
室

　
衆
議
院
側
に
は
、
読
書
室
と
い
う
部
屋
は
見

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
、
明
治
二
〇
年

代
の
衆
議
院
で
は
、「
談
話
室
」と
い
う
部
屋
を
、

図
書
の
閲
覧
室
と
し
て
活
用
し
て
い
た
よ
う
で

す
。

　
そ
の
根
拠
は
、
明
治
二
五
（
一
八
九
二
）
年

頃
の
「
図
書
借
覧
規
則
」「
図
書
保
管
心
得
」

で
す
。
同
規
則
に
お
い
て
、
談
話
室
に
は
常
に

「
図
書
出
納
者
」（
図
書
を
書
庫
か
ら
持
っ
て
く

る
人
）
一
名
を
置
い
て
、「
図
書
借
覧
者
」（
議

員
・
職
員
）
の
便
宜
を
は
か
る
こ
と
が
定
め
ら

れ
て
い
た
か
ら
で
す

（
１
０
）。

同
心
得
に
よ
れ
ば
、
談

話
室
に
は
図
書
目
録
も
備
え
付
け
て
お
く
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
「
図
書
借
覧
規
則
」
に
は
、
図
書
の
借
り
出

し
の
ル
ー
ル
も
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
借
り
出

文庫

文庫文庫

談話室

読書室
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せ
る
の
は
、
議
員
と
職
員
の
一
部
で
す
。
貴
重

な
本
や
文
書
を
除
け
ば
、
所
属
し
て
い
な
い
院

の
図
書
で
も
、
借
り
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
東
京
府
外
に
住
ん
で
い
る
議
員
は
帰
郷

前
に
返
却
す
る
、
汚
損
・
紛
失
し
た
ら
弁
償
す

る
、
な
ど
一
定
の
条
件
を
守
れ
ば
、
二
週
間
以

内
の
借
用
が
可
能
で
し
た
。

　
談
話
室
は
、
広
さ
七
七
坪
余
に
及
ぶ
部
屋
で

し
た
。
貴
族
院
と
衆
議
院
の
玄
関
か
ら
見
て
二

階
の
最
も
奥
側
の
部
屋
で
、
両
院
に
そ
れ
ぞ
れ

設
け
ら
れ
、
式
典
の
開
催
や
大
人
数
の
打
ち
合

わ
せ
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
も
っ
と
も
、
衆
議
院
の
図
書
借
覧
規
則
を
た

ど
る
と
、
遅
く
と
も
明
治
三
一
（
一
八
九
八
）

年
に
は
談
話
室
に
係
員
を
置
く
旨
の
記
載
が
消

え
て
い
ま
す
。
明
治
三
〇
年
代
に
は
、
部
屋
の

名
称
も（
衆
議
院
で
は
）予
算
委
員
室
に
改
ま
っ

て
い
る
よ
う
で
す

（
１
１
）。

　
第
一
次
仮
議
事
堂
の
設
計
以
前
に
遡
る
と
、

ド
イ
ツ
人
技
師
パ
ウ
ル
・
ケ
ー
ラ
ー
（Paul 

Köhler

）
の
作
成
図
面
に
は
閲
覧
兼
談
話
室

（Lese- und Conversations-Saal

）
が
あ
り
ま
す

（
１
２
）。

「
談
話
室
」
が
置
か
れ
た
の
も
、
こ
う
し
た
流

れ
の
系
譜
を
ひ
く
も
の
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

衆
議
院
図
書
館
の
新
築

　
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
年
、
議
事
堂
の

西
南
側
の
空
き
地
に
、
別
棟
と
し
て
衆
議
院
図

書
館
の
新
築
が
実
現
し
ま
し
た
。
衆
議
院
事
務

局
の
事
務
室
に
閲
覧
ス
ペ
ー
ス
を
設
け
る
暫
定

期
間
を
取
り
つ
つ

（
１
３
）、

八
月
か
ら
工
事
を
始
め
、

開
館
式
が
挙
行
さ
れ
た
の
は
、
同
年
一
二
月
七

日
の
こ
と
で
す
。
四
五
坪
の
う
ち
、
三
〇
坪
が

閲
覧
室
で
、
事
務
室
が
一
〇
坪
余
で
し
た
。

　
開
館
式
典
に
お
け
る
片
岡
健
吉
（
衆
議
院
議

長
）
の
演
説
で
は
、「
外
国
ノ
書
物
デ
議
院
ノ

参
考
ニ
ナ
ル
ベ
キ
分
」
は
、
事
務
局
に
お
い
て

経
費
の
許
す
限
り
な
る
だ
け
翻
訳
し
て
諸
君

［
議
員
―
筆
者
註
］
に
御
配
り
す
る
つ
も
り
で

あ
る
、
と
あ
り
ま
す
。　

　
議
長
の
演
説
に
は
、
欧
米
各
国
の
議
院
と
交

換
し
て
い
る
議
会
資
料
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ

て
お
り
、
外
国
の
文
献
に
関
心
が
持
た
れ
て
い

る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
同
時
に
、「
文
学
美

術
絵
画
」
な
ど
「
娯
楽
ニ
適
ス
ル
ヤ
ウ
ナ
」
本

も
確
保
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
ま
し
た

（
１
４
）。

ち

な
み
に
当
時
の
衆
議
院
図
書
館
の
目
録
の
「
文

学
門
」
を
眺
め
て
み
る
と
、『
群
書
類
従
』
や

内
藤
虎
次
郎
（
湖
南
）
の
『
近
世
文
学
史
論
』

な
ど
の
書
名
が
見
受
け
ら
れ
ま
す

（
１
５
）。

未
来
の
図
書
館
の
構
想

　
次
の
議
事
堂
の
議
論
も
進
ん
で
い
ま
し
た
。

　
本
格
的
な
次
の
議
事
堂
建
設
の
た
め
に
大
蔵

6 大正中ごろの衆議院図書館内『帝国貴衆両院写真画帖』
東京タイプ社　1917 ＜ AZ-244-M8 ＞

明治34年の衆議院図書館目録における分類門
議会門 / 法律門 / 国家学門 / 経済門 / 財政門 / 社会学
門 / 統計門 / 兵学門 / 産業門 / 工学門 / 哲学、教育、
宗教門 / 経書子類門 / 文学門 / 史伝門 / 地理、地文門
/ 航海門 / 辞典門 / 雑書門 / 新聞、雑誌

衆議院図書館の蔵書数（言語別）

和漢書 8,755英米書 1,637

仏書 1,443

独書 699
その他 80

（出典）『第十六回帝国議会衆議院公報』第 3 号、1901
年12 月10 日  p.19　　　　　　　　　　　［単位　冊］
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省
に
設
置
さ
れ
た
「
議
院
建
築
調
査
会
」（
大

正
六(

一
九
一
七)

年
）
の
当
初
案
に
お
い
て

は
、
図
書
館
の
別
館
で
の
建
築
が
考
え
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
読
書
室
も
「
別
館
内
ニ
ナ
ツ
テ
廊

下
続
キ
」
で
行
け
て
静
か
に
読
書
す
る
こ
と
が

出
来
る
ほ
う
が
よ
く
、
書
庫
の
拡
張
の
た
め
に

も
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
「
コ
ン
グ
レ
ス
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ー
」
の
よ
う
に
外
に
出
し
た
ほ
う
が
い
い
、

と
い
っ
た
理
由
で
す
。
し
か
し
、
予
算
上
の
都

合
か
ら
、
図
書
館
を
別
棟
と
す
る
こ
と
は
見
送

ら
れ
ま
し
た

（
１
６
）。

柳
田
国
男
と
図
書
館　

　
こ
の
と
き
、
貴
族
院
の
事
務
方
を
代
表
す
る

立
場
で
調
査
会
に
参
加
し
、
議
事
堂
内
の
図
書

館
の
構
想
に
つ
い
て
、
積
極
的
に
発
言
し
て
い

る
の
が
、
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
四
月
～
大

正
八
（
一
九
一
九
）
年
一
二
月
の
間
、
第
四
代

貴
族
院
書
記
官
長
の
任
に
あ
っ
た
官
僚
・
柳
田

国
男
で
す
。
柳
田
の
前
職
は
法
制
局
参
事
官
で

す
。
本
好
き
で
聞
こ
え
、
内
閣
文
庫
の
管
理
に

あ
た
っ
た
経
験
も
あ
り
ま
し
た
［
図
８
］。

　
日
本
の
民
俗
学
の
祖
と
し
て
も
知
ら
れ
る
柳

田
国
男
は
そ
の
生
涯
に
膨
大
な
著
作
を
持
つ
人

物
で
す
が
、
他
方
で
貴
族
院
勤
務
時
代
の
経
験

に
関
す
る
本
人
の
著
述
は
き
わ
め
て
少
な
い
と

さ
れ
て
い
ま
す

（
１
７
）。

こ
の
議
事
堂
建
設
の
た
め
の

調
査
会
の
速
記
録
は
、
奇
し
く
も
貴
族
院
書
記

官
長
と
し
て
の
柳
田
の
活
発
な
発
言
を
聞
く
こ

と
が
で
き
る
記
録
で
す
。

　
柳
田
は
、
書
庫
に
議
員
が
十
分
出
入
り
す
る

よ
う
に
し
た
い
と
い
う
考
え
を
述
べ
て
い
ま

す
。

塚
本
［
靖
］
委
員　

現
在
ノ
図
書
館
ハ
書

庫
式
即
チ
「
ス
タ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム
」
デ
ゴ

ザ
リ
マ
ス
ル
カ
、
又
議
員
ハ
書
庫
内
ニ
入

ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ

柳
田
［
国
男
］
委
員　

私
ハ
図
書
館
ガ
愈

い
よ
い
よ々

出
来
マ
シ
タ
ナ
ラ
バ
、
隅
々
迄
モ
議
員
ノ

十
分
出
入
リ
ス
ル
ヤ
ウ
ニ
シ
タ
イ
ト
思

フ
（
１
８
） 

（
後
略
）（［　

］
内
は
筆
者
註
）

　
特
に
、
柳
田
が
心
配
し
て
い
た
の
は
、
将
来

的
に
本
が
増
え
て
書
庫
が
足
り
な
く
な
る
こ
と

で
す
。
貴
族
院
で
は
、
当
面
、
書
庫
を
四
三
坪

の
面
積
と
し
て
二
層
に
す
る
計
画
で
し
た
が
、

四
三
坪
の
二
倍
の
面
積
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

本
の
置
き
場
所
が
足
り
な
く
な
る
の
で
は
な
い

か
と
心
配
し
て
い
ま
す
。

　
当
時
の
議
事
堂
の
構
想
は
三
階
建
て
で
、
柳

田
は
、
三
階
建
て
の
上
の
屋
根
裏
を
、
比
較
的

不
用
な
書
物
の
置
場
に
す
る
こ
と
は
困
難
か
、

と
建
築
の
専
門
家
に
対
し
質
問
し
ま
し
た
。
建

関東大震災の頃の衆議院図書館
　関東大震災（1923 年）では、議事堂は
幸い火災を免れました。震災直後の 9 月
10 日ごろに、粕谷義三衆議院議長に呼ば
れて、衆議院を訪問した会計検査院の職員
が、折しも、震災当時の衆議院図書館の様
子を目撃していました。

古い木造の帝国議会議事堂は幸運にも火災を

免れ安泰であったが、附近の罹災民を多数収容し

ていたので院内は廊下までゴッタ返していた。早

速構内西南隅にある別棟の衆議院図書館に案内

された。そこは美しい絨毯が敷き詰められた薄暗

い閲覧室で、片隅の小机の上に、一本蝋燭の灯

が細々 とゆらめいていた。

（大木操『激動の衆議院秘話 舞台裏の生き証人は語る』
第一法規出版　1980　p.12 ＜ GB511-74 ＞）

8 貴族院書記官長時代の柳田国男　貴族院書記官長室にて　
前掲『帝国貴衆両院写真画帖』

7 明治四十一年議会開会之日衆議院庭上撮影（写真）（衆議院
庭上）「小川平吉関係文書」2017 当館憲政資料室所蔵
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築
の
担
当
者
か
ら
は
、
議
場
（
本
会
議
場
）
の

上
は
ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
が
あ
っ
て
置
け
な
い
、
三

角
屋
根
や
小
さ
な
塔
の
下
な
ど
で
あ
れ
ば
あ
り

え
る
が
、
デ
ザ
イ
ン
が
未
定
の
設
計
前
か
ら
屋

根
裏
の
活
用
を
前
提
と
は
し
が
た
い
と
、
応
答

さ
れ
て
い
ま
す

（
１
９
）。

貴
族
院
の
読
書
室
の
開
放

　
［
図
９
］
は
貴
族
院
の
読
書
室
を
写
し
た
大

正
六
（
一
九
一
七
）
年
前
後
の
大
変
珍
し
い
写

真
で
す
。
新
聞
な
ど
を
置
く
ラ
ッ
ク
も
部
屋
の

両
脇
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
貴
族
院
議
員
を
経

て
内
相
、
文
相
を
務
め
た
水
野
錬
太
郎
の
回
想

に
よ
る
と
、
貴
族
院
書
記
官
長
と
し
て
の
柳
田

は
、
議
員
等
に
対
し
て
、
議
会
閉
会
中
の
読
書

室
の
出
入
り
を
自
由
に
し
た
と
い
い
ま
す
。
利

用
者
は
少
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、水
野
は「
自

分
は
こ
れ
が
為
め
に
非
常
に
便
宜
を
得
た
」「
自

分
は
閉
会
中
に
公
開
せ
ら
れ
て
よ
り
以
来
、
常

に
利
用
し
て
居
っ
た
」「
終
日
こ
の
室
を
占
領

し
」
と
振
り
返
っ
て
い
ま
す

（
２
０
）。

第
二
次
仮
議
事
堂
の
焼
失

　
大
正
一
四
（
一
九
二
五
）
年
九
月
、
工
事
中

の
不
慮
の
火
災
が
も
と
と
な
り
、
第
二
次
の
仮

議
事
堂
は
ほ
ぼ
全
焼
し
ま
し
た
。
大
半
が
焼
失

し
た
中
、
別
棟
と
し
て
西
南
側
に
あ
っ
た
衆
議

院
の
図
書
館
は
、火
災
の
被
害
を
免
れ
ま
し
た
。

　
他
方
で
貴
族
院
は
、
衆
議
院
に
比
較
し
て
図

書
の
被
害
が
大
き
く
、
寄
贈
に
よ
り
、
貴
族
院

議
員
な
ど
か
ら
資
料
を
収
集
し
て
い
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
ま
す
［
図
10
］。

第
三
次
議
事
堂
の
再
建

　
次
の
議
会
を
控
え
、第
三
次
の
仮
議
事
堂
は
、

八
十
日
余
と
い
う
短
期
の
工
事
期
間
で
建
設
さ

れ
ま
し
た
。

　
両
院
に
は
文
庫
が
あ
り
、
引
き
続
き
貴
族
院

で
は
、
読
書
室
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ

の
議
事
堂
で
の
衆
議
院
の
図
書
館
は
比
較
的
奥

ま
っ
た
場
所
に
あ
り
［
図
11
］、別
棟
に
は
な
っ

て
い
ま
せ
ん
。

　
衆
議
院
図
書
館
で
は
資
料
の
焼
失
を
免
れ
た

と
は
い
え
、
火
災
を
経
て
蔵
書
配
列
の
混
乱
が

大
き
く
、
久
保
七
郎
を
新
た
に
採
用
し
ま
し

た
。
久
保
は
、
全
面
開
架
式
で
斬
新
な
図
書
館

と
し
て
知
ら
れ
た
京
橋
図
書
館
（
現・中
央
区
）

に
勤
務
す
る
な
ど
の
実
績
の
あ
っ
た
司
書
で
し

た（
２
１
）。

久
保
は
、
十
進
分
類
法
の
採
用
に
努
め
、

『
衆
議
院
図
書
館
図
書
目
録　
昭
和
一
五
年
末

現
在
』
の
刊
行
に
も
尽
力
し
ま
し
た
。

9 貴族院の読書室　前掲『帝国貴衆両院写真画帖』
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12 第 3 次仮議事堂の図書館
『仮議事堂記念写真』［衆議院］＜ YKA11-19 ＞

11 第 3 次仮議事堂を俯瞰した写真
 『アサヒグラフ』1936 年 11 月 10 日〔臨時号〕
より＜ Z23-5 ＞（YA-98）
矢印近辺の１階部分が衆議院図書館

10 「貴族院彙報」号外第十　1926 年 8 月 9 日付
「寄贈図書」の項のうち pp.20-21 ＜ BZ-3-2 ＞
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13-2「昭和十六年十一月　購入雑
誌受入簿」　調査部「憲政資料室
収集文書」1417-46 ＊収録内容は、
昭 和 16 年 11 月 ～ 昭 和 17 年 11
月

13-1 「昭和十三年度　購入決
裁綴」「憲政資料室収集文書」
1417-44 
※ 13-1 ～ 3 とも当館憲政資料
室所蔵

永
田
町
の
議
事
堂

　
永
田
町
の
議
事
堂
は
、
一
七
年
の
歳
月
を
か

け
て
昭
和
一
一
（
一
九
三
六
）
年
に
竣
工
し
ま

し
た
。
こ
の
と
き
、
書
籍
を
め
ぐ
る
ス
ペ
ー
ス

は
、
中
央
塔
の
下
部
に
あ
た
る
場
所
―
主
に

四
階
―
に
集
約
さ
れ
ま
し
た
。
四
階
部
分
に

お
い
て
、
貴
族
院
に
は
、（
議
員
の
）
閲
覧
室
、

新
聞
雑
誌
閲
覧
室
、
五
つ
の
書
庫
、
衆
議
院
に

は
、
両
閲
覧
室
と
四
つ
の
書
庫
が
設
け
ら
れ
ま

し
た

（
２
２
）。

　
移
転
直
後
当
時
の
衆
議
院
の
図
書
の
購
入
に

関
係
す
る
記
録
［
図
13
］
を
見
る
と
、
図
書
館

の
本
を
買
う
だ
け
で
な
く
、
事
務
局
各
課
に
備

え
付
け
る
図
書
の
購
入
も
か
な
り
行
わ
れ
て
い

た
よ
う
で
す
。

　
昭
和
一
一
（
一
九
三
六
）
年
に
議
事
堂
が
建

設
さ
れ
た
と
き
に
は
、
議
事
堂
の
建
設
後
、
別

館
と
し
て
図
書
館
や
議
員
会
館
を
建
設
す
る
予

定
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
前
後
し
て
帝
国
議

会
で
は
、
議
会
図
書
館
の
設
立
を
求
め
る
建
議

が
相
次
い
で
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
戦
後
昭

和
二
三
（
一
九
四
八
）
年
に
国
立
国
会
図
書

館
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
の
底
流
と
な
っ
て
い
ま

す
。

国
立
国
会
図
書
館
の
設
立　

　
昭
和
二
三
（
一
九
四
八
）
年
の
国
立
国
会
図

書
館
設
置
に
際
し
、
国
立
国
会
図
書
館
の
本
館

は
旧
赤
坂
離
宮
に
置
か
れ
ま
し
た
。
他
方
、
両

院
の
図
書
館
ス
ペ
ー
ス
の
あ
っ
た
国
会
議
事
堂

内
四
階
に
は
、
国
会
分
館
が
置
か
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
本
館
は
昭
和
三
六
（
一
九
六
一
）
年

に
永
田
町
の
国
会
議
事
堂
の
至
近
へ
移
転
し
ま

し
た
が
、
国
会
分
館
は
同
じ
場
所
で
、
国
会
に

対
す
る
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
の
最
前
線
と
し
て
の

役
割
を
果
た
し
続
け
て
い
ま
す
。

　
議
会
の
象
徴
性
を
体
現
す
る
本
会
議
場
な
ど

と
比
べ
る
と
、
議
事
堂
の
中
に
お
い
て
、
本
を

見
る
場
所
は
、
い
わ
ば
脇
役
の
ス
ペ
ー
ス
だ
っ

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。と
は
い
え
、図
書
館
サ
ー

ビ
ス
の
痕
跡
を
議
事
堂
の
中
で
探
し
て
い
く

と
、
名
称
は
少
し
ず
つ
異
な
り
な
が
ら
も
、
読

書
や
図
書
館
に
か
か
わ
る
部
屋
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
帝
国
議
会
の
三
代
の
仮
議
事
堂
は
、
い
つ
か

建
て
替
え
ら
れ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
た

建
物
で
し
た
。
次
の
議
事
堂
で
の
図
書
館
の
あ

る
べ
き
姿
は
、断
続
的
に
提
起
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
歴
史
を
受
け
て
、
現
在
の
国
立
国
会
図
書

館
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
ま
す
。　
（
葦
名 

ふ
み
）
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1 「元老院所蔵ノ書籍管理及ヒ図書館設置ヲ請フ許サス」「公文類聚」第八
編・明治十七年・第八巻・文書・出版～雑載、外交・条約～雑載（件
名番号 008）国立公文書館所蔵 ＜本館 -2A-011-00 類 00173100 ＞

2 『 貴 族 院 事 務 局 史 』 貴 族 院 事 務 局　1898　p.559 ＜ AZ-244-G5 ＞ 
（YDM310889）

3 同上『貴族院事務局史』pp.551-553；『議院規則等に関する書類』 ( 尚友
ブックレット 24) 尚友倶楽部史料調査室・赤坂幸一 編集　芙蓉書房出
版　2013　p.109 ＜ AZ-244-L1 ＞

4 同上『貴族院事務局史』 pp.874-875　倉庫や石炭倉などと並び、書庫一
棟は焼失を免れた ( 同書　pp.861-862)。

5 同上 p.563　また、内閣から借用していた 517 冊も焼失した。
6 堀内正昭『国会議事堂の誕生　仮議事堂からの 5 代にわたる建築史 

(1886-1936) 』（ブックレット近代文化研究叢書 15）昭和女子大学近代
文化研究所　2021　p.68 ＜ GB621-M3 ＞

7 前掲註 2『貴族院事務局史』pp.523-526
8 前掲註 2『貴族院事務局史』pp.529-531
9 前掲註 2『貴族院事務局史』p.523
10 「図書借覧規則」「図書保管心得」『衆議院事務局規則』衆議院事務局　

1892　pp.53-58
 https://www.dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/789365/29
11 貴族院でも談話室を、予算委員会を開催する場所に活用していた点に

ついて、葦名ふみ・牛島靖欧・中嶋恵子・藤元直樹「議会開設百三十
年記念 議会政治展示会 歴史をつくってきた議会、議場 ビジュアル資
料からふりかえる」『国立国会図書館月報』719　2021.3　pp.5-15

 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11637974?tocOpened=1

12 前掲註 6、堀内、『国会議事堂の誕生　仮議事堂からの 5 代にわたる建
築史 (1886-1936) 』p.13

13 編纂課、のち委員課で担当していた図書業務の担当部署は明治 33
（1900）年 3 月に「図書館」に変更。この図書館（事務室）の一部に閲
覧スペースが置かれていた。

14 『第十六回帝国議会衆議院公報』第 3 号　1901 年 12 月 10 日　pp.18-
19

 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1337387/33
15 『衆議院図書館図書仮目録　和漢書之部』衆議院事務局　1901 ＜ 138-

59( 洋 ) ＞ https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/897315
16 『議院建築調査会報告書附属議事速記録』大蔵大臣官房臨時建築課編・

刊　1918　pp.157-158
 https://www.dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/956957/85
17 岡 谷 公 二『 貴 族 院 書 記 官 長 柳 田 国 男 』 筑 摩 書 房　p.158, p.215 

＜ GK161-77 ＞
18 前掲註 16『議院建築調査会報告書附属議事速記録』pp.157-158
 https://www.dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/956957/85
19 同上 pp.154-155
 https://www.dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/956957/84
20 「懐旧録　前編ト後編」「水野錬太郎関係文書（寄託）」50 当館憲政資

料室寄託。なお、水野の回想では読書室の開放を大正 2 年 3 月として
いるが、柳田の貴族院書記官長就任は大正 3 年のため、これ以降の時
期のことを指していると思われる。

21 相馬民子「帝国議会衆議院図書館における久保七郎の活動について」『び
ぶろす』45(2)　1994.2　pp.22-32 ＜ Z21-114 ＞

22 創建当時、貴族院側（現在の参議院側）の 3 階と 2 階に計 2 つの読書
室が設けられていたが、今日ではそれらは政党の控室になっている。

14 昭和 30 年代の国会分館　議員閲覧室　
『写真公報』3(20)　1956.10 ＜ Z23-37 ＞

13-3 「昭和十四年度　購入決裁綴」
「憲政資料室収集文書」1417-45 

Chi lper ic  Edwards ,  The 
world's earliest laws (The 
thinker's library, no. 43), 
London : Watts & co, 1934
＜衆 3000-0005 ＞

「衆議院図書館」の蔵書印
が押されている。

衆議院図書館にあった本から

https://www.dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/789365/29
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11637974?tocOpened=1
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1337387/33
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/897315
https://www.dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/956957/85
https://www.dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/956957/85
https://www.dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/956957/84
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　「
フ
ラ
ン
ス
に
は
カ
ル
ト
規
制
法
が
あ
る
と
新
聞
で
読

ん
だ
。
ど
の
よ
う
な
法
律
な
の
か
、日
本
語
で
知
り
た
い
。

フ
ラ
ン
ス
語
の
法
律
名
も
知
り
た
い
」

　「
○
○
衆
議
院
議
員
は
、
か
つ
て
×
×
参
議
院
議
員
の

政
策
担
当
秘
書
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
そ
の
こ
と
が
確
認

で
き
る
資
料
は
あ
る
か
」

　「
祖
父
は
海
軍
大
佐
で
、
昭
和
二
十
年
に
戦
死
し
た
が
、

昭
和
十
八
年
に
は
横
須
賀
で
働
い
て
い
た
ら
し
い
。
そ
の

時
の
所
属
や
階
級
を
知
り
た
い
」

　
こ
の
よ
う
な
ご
関
心
が
あ
る
方
の
た
め
に
、
議
会
官
庁

資
料
室
（
通
称:

議
官
）
は
お
役
に
立
て
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　
議
会
官
庁
資
料
室
は
、
政
治
・
法
律
・
行
政
関
係
の
資

料
を
多
く
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
資
料
や

各
種
の
情
報
源
を
駆
使
し
て
冒
頭
に
例
を
挙
げ
た
よ
う
な

利
用
者
の
ご
関
心
に
応
え
る
た
め
に
、
カ
ウ
ン
タ
ー
に
は

私
た
ち
職
員
が
控
え
て
い
ま
す
。

　
利
用
者
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
質
問
は
、
実
に
多
岐
に
わ

た
っ
て
い
ま
す
。
で
き
る
限
り
お
役
に
立
ち
た
い
と
は
思

い
ま
す
が
、毎
回
十
全
に
お
応
え
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、

苦
悩
す
る
毎
日
で
す
。
そ
れ
で
も
、
議
会
官
庁
資
料
室
で

勤
務
す
る
職
員
と
し
て
、
知
識
と
経
験
と
勘
を
総
動
員
し

て
何
と
か
貢
献
で
き
た
と
き
は
、
達
成
感
や
充
実
感
を
覚

え
ま
す
。

　
他
方
、
カ
ウ
ン
タ
ー
で
利
用
者
を
ご
案
内
す
る
と
き
、

し
ば
し
ば
申
し
訳
な
く
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
法
律

関
係
の
本
は
こ
ち
ら
で
す
よ
ね
」
と
議
会
官
庁
資
料
室
の

カ
ウ
ン
タ
ー
を
訪
れ
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
が
、

実
は
、「
法
律
関
係
の
本
は
、（
全
て
）
議
会
官
庁
資
料
室

に
あ
る
」
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

　
法
律
関
係
の
資
料
の
う
ち
議
会
官
庁
資
料
室
で
閲
覧
で

き
る
の
は
、
法
令
集
や
判
例
集
（
の
多
く
）
と
、
一
部
の

参
考
図
書
で
す
。
他
の
資
料
は
、
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
資
料

請
求
を
行
っ
た
上
で
、
一
つ
下
の
階
の
図
書
カ
ウ
ン
タ
ー

や
雑
誌
カ
ウ
ン
タ
ー
で
受
け
取
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
　

　
そ
の
た
め
、
ご
希
望
の
資
料
が
決
ま
っ
て
い
て
、
そ
の

資
料
が
議
会
官
庁
資
料
室
に
な
い
場
合
、
利
用
者
に
は
下

の
階
に
戻
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
と
き
、
カ
ウ
ン
タ
ー
の
職
員
は
恐
縮
す
る
ば

か
り
で
す
。

　
ま
だ
ま
だ
カ
ウ
ン
タ
ー
業
務
修
行
中
の
筆
者
は
、
日
々

寄
せ
ら
れ
る
難
題
に
大
い
に
鍛
え
ら
れ
て
い
る
と
痛
感
し

て
い
ま
す
。
ま
さ
に
利
用
者
こ
そ
我
が
師
と
い
え
ま
し
ょ 

う
。

 

（
議
会
官
庁
資
料
課 

法
律
資
料
係
　
水
菓
子
）

誰がために議官はある
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電子書籍・電子雑誌電子書籍・電子雑誌
の収集範囲の拡大について

―オンライン資料収集制度のご紹介―

　2022 年 6 月、国立国会図書館法（以下「館法」）が改正され、2023 年 1
月から有償又は技術的制限手段 1（DRM）の付された民間発行のオンライン資
料（電子書籍・電子雑誌）2 が国立国会図書館（以下「NDL」）の資料収集範
囲に加わります。これを機に、オンライン資料収集制度のこれまでとこれから
について改めてご紹介します。　　　　　　　（収集書誌部 収集・書誌調整課）
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Ｎ
Ｄ
Ｌ
で
は
、
図
書
・
雑
誌
等
の
紙
の

資
料
や
Ｃ
Ｄ
・
Ｄ
Ｖ
Ｄ
等
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ

系
電
子
出
版
物
に
加
え
、
２
０
１
３
年
７

月
か
ら
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
収
集
制
度

（
３
）
に

よ
り
、
民
間
で
発
行
さ
れ
た
オ
ン
ラ
イ
ン

資
料
も
収
集
し
て
い
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な

出
版
物
が
オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
出
版
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
昨
今
、
こ
れ
ら
も
収
集
す

る
こ
と
に
よ
り
、「
文
化
財
の
蓄
積
及
び

そ
の
利
用

（
４
）
」
と
い
う
Ｎ
Ｄ
Ｌ
の
使
命
を
果

た
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
Ｎ
Ｄ
Ｌ
が
オ
ン
ラ
イ
ン
資
料

収
集
制
度
に
よ
り
収
集
し
て
き
た
オ
ン
ラ

イ
ン
資
料
は
、
無
償
か
つ
Ｄ
Ｒ
Ｍ
の
な
い

も
の
で
、
学
会
等
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

公
開
し
て
い
る
学
術
論
文
や
紀
要
、
会

報
、
企
業
の
年
次
報
告
書
や
ニ
ュ
ー
ス

レ
タ
ー
な
ど
が
多
く
を
占
め
て
い
ま
す
。

２
０
２
２
年
10
月
現
在
の
所
蔵
数
は
約

11
万
件
で
す
。
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ

ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
「
電
子
書
籍
・
電
子

雑
誌
」
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

（
５
）
に
お
い
て
、
原
則

と
し
て
国
立
国
会
図
書
館
内
限
定
で
公
開

し
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
館
法
改
正
に
よ
り
、
一
般
向
け

に
販
売
す
な
わ
ち
有
償
頒
布
さ
れ
て
い
る

電
子
書
籍
や
電
子
雑
誌
も
収
集
の
対
象
と

な
り
ま
す
。
た
だ
し
、機
密
扱
い
の
も
の
、

書
式
、
ひ
な
形
そ
の
他
簡
易
な
も
の

（
６
）
、
申

込
・
承
諾
等
の
事
務
が
目
的
で
あ
る
も

の
、
紙
の
図
書
・
雑
誌
と
同
一
版
面
で
あ

る
旨
の
申
出
が
あ
り
Ｎ
Ｄ
Ｌ
が
確
認
し
た

も
の
、
機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ
収
録
資
料
の
よ

う
に
長
期
利
用
目
的
で
か
つ
消
去
さ
れ
な

い
も
の

（
７
）
な
ど
に
つ
い
て
は
、
収
集
の
対
象

と
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、２
０
２
３
年
１
月
18
日
か
ら
は
、

オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
収
集
制
度
に
よ
り
収
集

し
た
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
も
の
の
み

を
対
象
に
、
著
作
権
法
等
の
範
囲
内
で
複

写
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
す
る
予
定
で
す
。

　

電
子
出
版
の
市
場
規
模
は
２
０
２
１
年

現
在
４
、６
２
２
億
円
と
も
言
わ
れ
て
お

り
（
８
）
、
今
後
も
増
え
続
け
る
も
の
と
思
わ
れ

ま
す
。
資
料
の
散
逸
を
防
ぎ
、
よ
り
多
く

の
資
料
を
将
来
に
わ
た
り
お
使
い
い
た
だ

け
る
よ
う
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
の
収
集
を

進
め
て
い
き
ま
す
。

オンライン資料収集のイメージ

出版者

各種販売サイト等の
本文情報へナビゲート

各種検索サービスで
存在を可視化

国立国会図書館
デジタルコレクション
https://dl.ndl.go.jp/

対象
PDF, EPUB, DAISY 又は
ISBN, ISSN, DOI あり

国立国会図書館サーチ
https://iss.ndl.go.jp/

国立国会図書館オンライン
https://ndlonline.ndl.go.jp/

NDL 館内で閲覧可能NDL が収集・保存

自動収集

送信

送付

※イラストの出典：いらすとや　https://www.irasutoya.com/

国立国会図書館ウェブサイト
「オンライン資料収集制度（e デポ）」

https://dl.ndl.go.jp/
https://iss.ndl.go.jp/
https://ndlonline.ndl.go.jp/
https://www.irasutoya.com/
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　今回の国立国会図書館法の改正に合わせて、第

25条の4第1項における「公衆に利用可能とされ、

又は送信される」について、特定多数向けに提供

されている場合を含むと解釈します。このことは、

第 34 回納本制度審議会※（令和 3 年 3 月 25 日）

においても、「機密情報に該当しない限りは、特

定多数向けのオンライン資料も収集対象にすべき

であろうことに異論はない」と確認されました。

　他方、インターネット資料を定義する第 25 条

の 3 第 1 項の「公衆に利用可能」について、当

館は「不特定の者がインターネットを通じてアク

セスできること」と解釈していました（参考：「イ

ンターネット資料の収集に向けて―国等の提供す

るインターネット資料を収集するための国立国会

図書館法の改正について―」『国立国会図書館月

報』581 号 , 2009.8, p.7）。しかし、機密情報に

該当しない限りは特定多数向けの資料も収集対象

にすべきという当館の使命は対象がオンライン資

料（第 25 条の 4 第 1 項）かインターネット資料

（第 25 条の 3 第 1 項）かで変わらないため、第

25 条の 3 第 1 項の「公衆に利用可能」について

の従来の解釈を変更し、特定多数向けに提供され

ている場合を含むと解釈します。もっとも、今回

の解釈変更により、収集対象の範囲が大きく変更

されるものではありません。

※納本制度に関する重要事項について調査審議をし、館長に意
見を述べる諮問機関

（参照条文）

○国立国会図書館法（昭和 22 年法律第 5 号）（抄）

第二十五条の三　館長は、公用に供するため、第二十四

条及び第二十四条の二に規定する者が公衆に利用可能

とし、又は当該者がインターネットを通じて提供する役

務により公衆に利用可能とされたインターネット資料

（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては

認識することができない方法により記録された文字、映

像、音又はプログラムであつて、インターネットを通じ

て公衆に利用可能とされたものをいう。以下同じ。）を

国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録すること

により収集することができる。

２・３　（略）

第二十五条の四　第二十四条及び第二十四条の二に規

定する者以外の者は、オンライン資料（電子的方法、磁

気的方法その他の人の知覚によつては認識することが

できない方法により記録された文字、映像、音又はプロ

グラムであつて、インターネットその他の送信手段によ

り公衆に利用可能とされ、又は送信されるもののうち、

図書又は逐次刊行物（機密扱いのもの及び書式、ひな形

その他簡易なものを除く。）に相当するものとして館長

が定めるものをいう。以下同じ。）を公衆に利用可能と

し、又は送信したときは、前条の規定に該当する場合を

除いて、文化財の蓄積及びその利用に資するため、館長

の定めるところにより、当該オンライン資料を国立国会

図書館に提供しなければならない。

２～４　（略）

（注）

1 Digital Rights Management, 著作権保護の目的で利用や複製を制限す
る技術
2 「国立国会図書館法」第 25 条の 4 第 1 項「電子的方法、磁気的方法
その他の人の知覚によつては認識することができない方法により記録さ
れた文字、映像、音又はプログラムであつて、インターネットその他の
送信手段により公衆に利用可能とされ、又は送信されるもののうち、図
書又は逐次刊行物（機密扱いのもの及び書式、ひな形その他簡易なもの
を除く。）に相当するものとして館長が定めるもの」
3 国立国会図書館ウェブサイト「オンライン資料収集制度（e デポ）」
<https://www.ndl.go.jp/jp/collect/online/index.html>
4 「国立国会図書館法」第 25 条の 4 第 1 項

5 国立国会図書館デジタルコレクション <https://dl.ndl.go.jp/> の「電
子書籍・電子雑誌」コレクションでは、オンライン資料収集制度（約
11 万件）のほか、国立国会図書館インターネット資料収集保存事業

（WARP）で収集した官民のウェブサイトからオンライン資料に相当す
るファイルを切り出したもの（約 72 万件）、国立国会図書館刊行物（約
1 万件）及び NII-ELS（国立情報学研究所電子図書館事業）からの移管
分（約 60 万件）をあわせて、累計約 144 万件を公開しています。
6 前掲注 2「国立国会図書館法」第 25 条の 4 第 1 項
7 国立国会図書館法によるオンライン資料の記録に関する規程第 3 条
8 『出版指標年報 2022』全国出版協会出版科学研究所　p.16< 当館請求
記号 Z45-26>

館法第 25 条の 3 第 1 項「公衆」の解釈変更について

https://www.ndl.go.jp/jp/collect/online/index.html
https://dl.ndl.go.jp/


国立国会図書館関西館
開館20周年記念

企画展示

万博タイムトラベル

（左上から）
Palais de Cristal : Journal Illustre de l'Exposition de 1851 et du Progres 
des Arts Industriels, Joseph Thomas, 1851.5.7-1851.10.11【Z51-P785】

『仏国巴里万国大博覧会報告書』［農商務省］1890【特 70-462】
Advertisements of Japanese representations in the World's Columbian 
Exposition, Koronbia Hakurankai Kizi Kyokai, 1893【B-119】
 ※【　】内は当館請求記号
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関連講演会
詳細はホームページをご覧ください。

「万博学のすすめ」　
令和 5 年 2 月 4 日（土）14：00 ～ 15：30　
講師　佐野真由子氏（京都大学大学院教育学研究科教授）

1『一千八百七十六年費府博覧会分類略表』米国博覧会事務局
［1876］【特 60-767】
2『仏蘭西巴里府万国大博覧会報告書 2』仏国博覧会事務局　1880

【35-36】
3『一九三七年「近代生活ニ於ケル美術ト工芸」巴里万国博覧会協
会事務報告』巴里万国博覧会協会 編・刊　1939【776-36】

令和 5 年

1/19 木 

▲  2/14 火
9:30 ～ 18:00 　（日曜・祝日は休館）

国立国会図書館関西館　地下 1 階大会議室

○お問い合わせ先
0774-98-1341（関西館資料案内　9:30 ～ 17:00）

2
3

1

展示構成
序    章　万博の概要
第 1 章　万博の黎明期（1851 年～ 1927 年）
第 2 章　世界大戦を挟んで（1928 年～ 1960 年）
第 3 章　戦後の社会から未来へ（1960 年～）
第 4 章　万博研究

関西館では、開館 20 周年を記念した展示会「万博タイムトラベル」を開催します。

万博は当時の世界の様相を映し出し、時代ごとにその姿を変えてきました。今回の展

示では、初回の 1851 年ロンドン万博以降、主な万博に関する当館所蔵資料約 150

点を展示します。2025 年の大阪・関西万博まで 1000 日を切った今、万博を通じて

世界の歴史を辿り、変化し続ける万博の意義と魅力、そしてこれからの展望に想いを

馳せてみませんか？ 

入場無料・年齢制限なし

オンライン開催・要事前申込



国立国会図書館は、法律によって定められた納本制度により、日本国内の出版物を広く収集しています。
このコーナーでは、主として取次店を通さない国内出版物を取り上げて、ご紹介します。
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閣議付議事項の
件名等目録
内閣官房内閣総務官室 編・刊
平成22（2010）年～平成30

（2018）年
年刊　21cm
<請求記号 Z41-909>
※上の表紙は平成30（2018）年版

　

報
道
等
で
は
、
し
ば
し
ば
、「
閣
議
決
定
」

と
い
う
言
葉
を
見
聞
き
す
る
。
で
は
、
閣
議

決
定
の
本
文
や
内
容
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の

な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
疑
問
に
つ
い

て
、調
べ
る
助
け
と
な
る
資
料
が
本
誌
で
あ
る
。

　

本
誌
は
、
内
閣
官
房
に
お
い
て
、
閣
議
に

付
議
さ
れ
た
案
件
の
う
ち
、
不
公
表
と
さ
れ

て
い
る
案
件
、
叙
位
・
叙
勲
等
の
人
事
関
係

案
件
、
恩
赦
等
を
除
い
て
、
日
常
業
務
を
円

滑
に
処
理
す
る
上
で
参
考
と
な
る
案
件
を
資

料
と
し
て
整
理
し
、
編
集
し
た
も
の
で
あ

る
。
昭
和
39
（
１
９
６
４
）
年
か
ら
平
成
30

（
２
０
１
８
）
年
ま
で
、
閣
議
に
付
議
さ
れ

た
案
件
が
、年
ご
と
に
１
冊
に
ま
と
め
ら
れ
、

刊
行
さ
れ
て
い
た
（
昭
和
39
年
か
ら
平
成
21

（
２
０
０
９
）
年
ま
で
の
タ
イ
ト
ル
は
『
閣

議
及
び
事
務
次
官
等
会
議
付
議
事
項
の
件
名

等
目
録
』）。
な
お
、
令
和
元
（
２
０
１
９
）

年
以
降
の
も
の
も
含
め
、
近
年
の
主
要
な
閣

議
案
件
に
つ
い
て
は
、
首
相
官
邸
等
の
政
府

機
関
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
。

　

本
誌
は
３
編
で
構
成
さ
れ
る
。「
第
１
編　

件
名
」
に
お
い
て
は
、
閣
議
に
付
議
さ
れ
た

案
件
（
後
述
す
る
法
律
案
等
は
除
く
。）
の

件
名
が
、
一
覧
表
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

閣
議
に
付
議
さ
れ
た
案
件
は
、
そ
の
内
容
に

よ
っ
て
「
閣
議
決
定
」、「
閣
議
了
解
」、「
閣

議
報
告
」
と
し
て
処
理
さ
れ
る
が
、
表
に
お

い
て
は
、閣
議
に
付
議
さ
れ
た
日
付
と
決
定
、

了
解
、
報
告
の
別
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
本
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
案
件
に
つ
い

て
は
、
収
録
さ
れ
て
い
る
ペ
ー
ジ
も
書
か
れ

て
い
る
。
件
名
は
、
所
管
す
る
府
省
で
分
類

さ
れ
、
府
省
ご
と
に
時
系
列
順
に
並
べ
ら
れ

て
い
る
。他
の
２
編
も
同
様
の
配
列
で
あ
る
。

　
「
第
２
編　

内
容
」
は
、
主
要
な
案
件
の

本
文
を
収
録
し
て
い
る
。
な
お
、
第
１
編
に

載
っ
て
い
て
も
、
第
２
編
に
は
収
録
さ
れ
て

い
な
い
案
件
も
多
い
。

　
「
第
３
編　

法
律
案
等
件
名
」
は
、
内
閣

提
出
法
律
案
や
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁

書
等
の
国
会
提
出
議
案
等
の
件
名
の
一
覧
表

で
あ
る
。
法
律
案
に
つ
い
て
は
、
成
立
し
た

場
合
、公
布
日
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

冒
頭
の
疑
問
の
よ
う
に
、
あ
る
閣
議
決
定

の
本
文
を
見
た
い
場
合
、
次
の
手
順
で
探
す

こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
所
管
す
る
府
省

を
探
す
。
た
と
え
ば
、
安
全
保
障
関
係
の
も

の
は
防
衛
省
の
可
能
性
が
高
い
。
第
二
に
、

第
１
編
か
ら
見
た
い
閣
議
決
定
を
探
し
、
本

文
収
録
ペ
ー
ジ
を
確
認
す
る
。
第
三
に
、
第

２
編
の
収
録
ペ
ー
ジ
を
見
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
こ
で
は
、
本
誌
を
「
読
む
」

こ
と
を
提
案
し
た
い
。
第
２
編
に
収
録
さ

れ
た
主
要
な
案
件
の
本
文
を
眺
め
る
こ
と

で
、
そ
の
年
の
政
治
・
政
策
の
特
徴
を
感
じ

る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
、
平

成
23
（
２
０
１
１
）
年
に
は
、
東
日
本
大
震

災
に
関
す
る
案
件
が
多
数
付
議
さ
れ
、
政
府

の
対
応
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
平
成
30

（
２
０
１
８
）
年
に
は
、
天
皇
陛
下
の
御
退

位
に
関
す
る
決
定
が
複
数
な
さ
れ
て
い
て
、

翌
年
の
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。

　

本
誌
は
、
政
府
の
１
年
の
動
き
を
映
し
た

「
鏡
」
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
米
井 

大
貴
）
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令
和
４
年
度
東
日
本
大
震
災
ア
ー
カ
イ
ブ
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
「
震
災
記
録
を
次
世
代
に
つ
な
ぐ
」

　　

国
立
国
会
図
書
館
と
東
北
大
学
災
害
科
学
国
際
研
究
所
は
、

「
東
日
本
大
震
災
ア
ー
カ
イ
ブ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
を
開
催
い
た

し
ま
す
。

　

東
日
本
大
震
災
か
ら
11
年
が
経
過
し
ま
し
た
。
震
災
が
伝
え

る
経
験
や
教
訓
を
語
り
継
ぎ
、
未
来
に
生
か
し
て
い
く
こ
と
の

重
要
性
が
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
今
、
ア
ー
カ
イ
ブ
や
組
織
を
構
築

す
る
意
義
と
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
震
災
ア
ー
カ
イ
ブ
を
現
在

構
築
中
の
岩
手
県
宮
古
市
と
教
訓
の
継
承
を
担
う
復
興
庁
復
興

知
見
班
（
２
０
２
１
年
４
月
新
設
）
か
ら
ご
報
告
し
ま
す
。

　

ま
た
、
国
立
国
会
図
書
館
か
ら
は
ひ
な
ぎ
く
（
国
立
国
会
図

書
館
東
日
本
大
震
災
ア
ー
カ
イ
ブ
）
構
築
の
経
緯
と
現
在
の
展

開
を
、
東
北
大
学
災
害
科
学
国
際
研
究
所
か
ら
は
み
ち
の
く
震

録
伝
の
活
動
を
振
り
返
り
ま
す
。

　

最
後
に
登
壇
者
全
員
で
東
日
本
大
震
災
の
記
憶
・
記
録
・
教
訓

を
後
世
に
つ
な
げ
て
い
く
中
で
の
課
題
に
つ
い
て
議
論
し
ま
す
。

○
日
時　

　

令
和
５
年
１
月
９
日
（
月
曜
・
祝
日
）
午
後
１
時
～
４
時

○
会
場　

　

東
北
大
学
災
害
科
学
国
際
研
究
所
多
目
的
ホ
ー
ル

　
（
仙
台
市
青
葉
区
荒
巻
字
青
葉
４
６
８
‐
１

　
　

仙
台
市
営
地
下
鉄
青
葉
山
駅
下
車　

南
１
出
口
徒
歩
３
分
）

　

会
場
の
映
像
を
ウ
ェ
ブ
会
議
シ
ス
テ
ム
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
）
を
用

い
て
事
前
登
録
者
に
対
し
て
同
時
配
信
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
状
況
に
よ
り
、

オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
の
み
の
開
催
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
申
込
方
法

　
「
み
ち
の
く
震
録
伝
」（https://shinrokuden.irides. 

tohoku.ac.jp

）
掲
載
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
案
内
か
ら
リ
ン
ク
し

て
い
る
「
参
加
申
込
み
フ
ォ
ー
ム
」
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。
定
員
（
会
場
90
名
、
オ
ン
ラ
イ
ン
３
０
０
名
）
に
達
し
た

時
点
で
受
付
を
終
了
し
ま
す
。

○
問
合
せ
先　
　

　

 

東
北
大
学
災
害
科
学
国
際
研
究
所 

災
害
人
文
社
会
研
究
部

門 

災
害
文
化
ア
ー
カ
イ
ブ
研
究
分
野

　

電
話　

０
２
２
（
７
５
２
）
２
０
９
９

　

電
子
メ
ー
ル　

archiveforum
@

irides.tohoku.ac.jp

※ 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、「
み
ち
の
く
震
録
伝
」

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

林
光
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（
手
稿
譜
及
び
そ
の
関
連
資
料
）

を
追
加
公
開
し
ま
す

　

音
楽
・
映
像
資
料
室
で
は
、
令
和
５
年
１
月
20
日
に
林
光
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
を
追
加
公
開
し
ま
す
。
内
訳
は
、
手
稿
譜
５
６
３

点
、
関
連
資
料
１
１
１
点
で
す
。

　

林
光
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
、
器
楽
曲
、
ピ
ア

ノ
曲
、
合
唱
曲
、
オ
ペ
ラ
、
映
画
音
楽
、
音
楽
評
論
な
ど
多

岐
に
わ
た
る
音
楽
活
動
で
知
ら
れ
た
林
光
氏
（
１
９
３
１
‐

２
０
１
２
）
の
手
稿
譜
及
び
作
曲
活
動
に
関
連
す
る
資
料
の
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
で
す
。

　

今
回
の
追
加
公
開
に
よ
り
、
第
２
回
公
開
分
ま
で
を
補
う
楽

譜
や
作
曲
過
程
で
の
ス
ケ
ッ
チ
（
草
稿
）、
幼
少
期
の
楽
譜
帳

な
ど
が
加
わ
り
、
当
館
所
蔵
の
手
稿
譜
は
合
計
２
、９
８
３
点
、

関
連
資
料
は
合
計
３
、０
２
１
点
と
な
り
ま
す
。

　

 

リ
サ
ー
チ
・
ナ
ビ 

ト
ッ
プ>

資
料
の
種
類
か
ら
調
べ
る>

録

音
・
映
像
関
係
資
料>

楽
譜>

手
稿
譜
及
び
そ
の
関
連
資
料

　

 https://rnavi.ndl.go.jp/jp/avm
aterial/m

anuscript.

htm
l

令和3年度シンポジウムの様子（パネルディスカッション）令和3年度シンポジウムの様子（パネルディスカッション）

https://shinrokuden.irides.tohoku.ac.jp
https://shinrokuden.irides.tohoku.ac.jp
https://rnavi.ndl.go.jp/jp/avmaterial/manuscript.html
https://rnavi.ndl.go.jp/jp/avmaterial/manuscript.html
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令
和
４
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
４
年
11
月
14
日
、
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
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

感
染
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
形
式
で
行
い
、
支
部

図
書
館
25
館
、
分
館
５
館
か
ら
、
49
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
、「
知
的
活
動
を
支
え
る

デ
ジ
タ
ル
情
報
基
盤
の
整
備
」
と
題
し
、
デ
ジ
タ
ル
情
報
基
盤

の
整
備
に
係
る
重
点
事
業
と
そ
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
報
告
し

ま
し
た
。

　

支
部
図
書
館
か
ら
は
、
太
原
芳
彦
支
部
気
象
庁
図
書
館
長
か

ら
「
気
象
庁
図
書
館
と
Ｄ
Ｘ
」
と
題
し
て
、
ま
た
、
玉
原
雅
史

支
部
農
林
水
産
省
図
書
館
長
か
ら「
電
子
化
図
書
資
料
の
取
組
」

と
題
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
属
す
る
省
庁
で
発
行
さ
れ
た
刊
行

物
の
電
子
化
と
そ
の
利
用
提
供
に
関
す
る
取
組
に
つ
い
て
報
告

し
ま
し
た
。

新
刊
案
内

レ
フ
ァ
レ
ン
ス　

８
６
３
号　

　
「
押
し
付
け
憲
法
」
論
の
起
源

　

高
速
道
路
の
費
用
負
担

　

マ 

ン
シ
ョ
ン
管
理
の
現
状
と
課
題
―
マ
ン
シ
ョ
ン
の
「
二
つ

の
老
い
」
と
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
の
増
加
を
踏
ま
え
て
―

　

欧
州
の
子
ど
も
関
連
施
策
に
お
け
る
機
関
連
携
の
諸
相

カ
レ
ン
ト
ア
ウ
ェ
ア
ネ
ス　

３
５
４
号

　

米
国
の
図
書
館
に
お
け
る
検
閲
に
関
す
る
動
向

　

危
機
下
で
の
図
書
館
運
営

　
「 

デ
ー
タ
視
覚
化
ロ
ー
ド
シ
ョ
ー
」：
大
学
図
書
館
に
よ
る

デ
ー
タ
視
覚
化
講
座

　

メ
タ
リ
テ
ラ
シ
ー
：
ポ
ス
ト
真
実
時
代
の
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー

　

内 

閣
府
エ
ビ
デ
ン
ス
シ
ス
テ
ム
（e-CSTI

）
の
概
要
と
今
後

の
方
向
性

<

動
向
レ
ビ
ュ
ー>

　

公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
と
公
立
図
書
館
の
施
設
整
備

　
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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