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1

代

表

幹

事

挨

拶

み
す
ず
書
房
　
田
﨑
洋
幸

　
二
○
一
八
年
五
月
十
六
日
に
行
わ
れ
た
人
文
会
年
次
総
会
に
お
い
て
、
代
表
幹
事
に
再
任
さ
れ
ま
し
た
。
書
記
幹
事

の
片
桐
幹
夫
氏（
晶
文
社
）、
会
計
幹
事
の
平
石
修
氏（
御
茶
の
水
書
房
）も
再
任
と
な
り
ま
し
た
。
委
員
会
構
成
も
変
更
は

あ
り
ま
せ
ん
。〈
販
売
・
企
画
〉・〈
調
査
・
研
修
〉・〈
広
報
〉
の
三
委
員
会
制
を
継
続
す
る
こ
と
に
な
り
、〈
販
売
・
企

画
委
員
会
〉
委
員
長
の
朝
倉
哲
哉
氏（
法
政
大
学
出
版
局
）、〈
調
査
・
研
修
委
員
会
〉
委
員
長
の
水
口
大
介
氏（
創
元
社
）、

〈
広
報
委
員
会
〉
委
員
長
の
岩
野
忠
昭
氏（
白
水
社
）
の
三
氏
に
は
引
き
続
き
、
幹
事
と
し
て
各
委
員
会
を
担
当
し
て
い

た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、〈
販
売
・
企
画
委
員
会
〉
副
委
員
長
に
森
卓
巳
氏（
青
土
社
）が
新
任
さ
れ
、〈
調

査
・
研
修
委
員
会
〉
副
委
員
長
の
片
山
伸
治
氏（
吉
川
弘
文
館
）、〈
広
報
委
員
会
〉
副
委
員
長
の
乙
子
智
氏（
慶
應
義
塾
大

学
出
版
会
）の
両
氏
は
再
任
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
一
年
間
、
こ
の
体
制
で
活
動
い
た
し
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

　
人
文
会
は
今
年
、
創
立
五
十
周
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
諸
先
輩
方
の
努
力
の
賜
で
あ
り
、
人
文
会
に
関

わ
っ
た
全
て
の
方
々
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
記
念
フ
ェ
ア
の
開
催
、
人
文
会
ニ
ュ
ー
ス
特
集
号
の
発
行
な
ど
、

記
念
の
年
に
相
応
し
い
企
画
を
用
意
し
て
お
り
ま
す
。
今
後
は
一
般
読
者
へ
の
ア
ピ
ー
ル
も
積
極
的
に
行
う
こ
と
で
、

出
版
業
界
に
貢
献
す
る
人
文
会
の
立
ち
場
を
明
確
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
次
の
五
十
年
に
向
か
っ
て
気
を
引
き
締
め

て
歩
ん
で
参
り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
ご
協
力
賜
り
ま
す
よ
う
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。       

　
休
会
し
て
い
た
平
凡
社
が
復
会
い
た
し
ま
し
た
が
誠
信
書
房
が
休
会
と
な
り
、
今
期
も
十
九
社
で
の
活
動
と
な
る
こ

と
を
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。
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は
じ
め
に

　
最
初
に
お
断
わ
り
し
て
お
く
。
15
分
で
天
皇
の
歴
史
を
理
解
す

る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
15
分
で
天
皇
の
歴
史
を
理

解
さ
せ
る
文
章
を
書
く
の
は
、
さ
ら
に
不
可
能
で
あ
る
。

　
ま
た
、
私
の
専
門
が
日
本
古
代
史
で
あ
る
た
め
、
叙
述
が
古
代

の
天
皇
中
心
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
、
ど
う
か
ご
海
容
い

た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

　
と
き
に
私
は
、
日
本
文
化
を
国
内
外
に
発
信
し
、
外
国
の
研
究

者
の
研
究
支
援
を
行
な
う
研
究
所
に
勤
務
し
て
い
る
。
海
外
で
講

演
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
な
っ
た
り
、
外
国
の
研
究
者
と
共
同
で

研
究
を
行
な
っ
た
り
語
り
合
っ
た
り
す
る
機
会
が
多
い
の
だ
が
、

彼
ら
が
日
本
の
歴
史
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
誤
っ
た
イ
メ
ー
ジ
の

中
で
、
最
た
る
も
の
は
、
一
つ
に
は
日
本
は
戦
争
ば
か
り
し
て
き

た
国
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
も
う
一
つ
は
天
皇
は
エ
ン
ペ
ラ
ー
で

あ
り
、
独
裁
者
で
あ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
一
応
、
海
外
の
一
流
の
研
究
者
を
招
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
彼
ら
の
認
識
は
こ
の
程
度
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
日
本
に

対
す
る
正
し
い
理
解
に
進
め
る
と
は
と
う
て
い
思
え
な
い
。
私
は

外
国
で
講
演
を
行
な
う
際
に
は
、
マ
ク
ラ
と
し
て
こ
の
二
つ
の
実

像
を
訴
え
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

「
天
皇
」
の
地
位

　
最
初
に
「
天
皇
」
と
い
う
地
位
と
称
号
の
成
立
に
つ
い
て
、
簡

天
皇
の
歴
史

倉
本
　

一
宏 （
日
本
古
代
史
）

｜
15
分
で
読
む
｜
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単
に
述
べ
て
お
こ
う
。
弥
生
時
代
か
ら
「
王
」
と
自
称
す
る
首
長

は
存
在
し
、
中
国
王
朝
の
冊
封
も
受
け
て
い
た
が
、
倭
王
権
が
成

立
し
た
の
は
、
三
世
紀
中
頃
の
こ
と
と
さ
れ
る
。

　
た
だ
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
考
古
学
的
な
成
果
か
ら
導
き
出
さ

れ
た
結
果
で
あ
っ
て
、
初
期
倭
王
権
の
盟
主
墳
と
記
紀
の
伝
え
る

「
天
皇
」
と
を
結
び
付
け
た
り
す
る
の
は
、
ま
っ
た
く
意
味
の
な

い
こ
と
で
あ
る
。
万
世
一
系
の
天
皇
系
譜
と
い
う
の
は
、
ま
っ
た

く
形
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
倭
王
権
の
盟
主
を
出

す
血
縁
集
団
す
ら
、
六
世
紀
ま
で
は
固
定
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
五
世
紀
中
葉
の
築
造
と
さ
れ
る
千
葉
県
稲
荷
台
1
号

墳
か
ら
出
土
し
た
鉄
剣
の
銘
を
見
て
み
る
と
、
こ
こ
に
は
単
に

「
王
」
と
い
う
称
号
が
見
え
、
い
ま
だ
こ
の
時
点
で
は
「
大
王
」

号
が
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
次
い
で
、
江
田
船
山
古
墳
出
土
大
刀
の
刀
背
に
は
、「
治
天
下

獲
□
□
□
鹵
大
王
」
と
い
う
称
号
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
倭
国
の
君

主
号
と
し
て
「
大
王
」
が
成
立
し
、
彼
ら
は
自
ら
の
支
配
が
及
ぶ

地
域
を
、「
天
下
」
と
称
し
て
い
る
。
天
下
と
い
う
も
の
を
こ
の

よ
う
に
考
え
る
と
い
う
観
念
は
、
倭
国
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
後

世
に
日
本
独
自
の
「
天
皇
」
号
が
成
立
す
る
素
地
が
、
す
で
に
こ

こ
に
表
わ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
に
四
七
一
年
に
刻
ま
れ
た
銘
文

に
も
、「
獲わ

加か

多た

支け

鹵る

大
王
」
と
見
え
る
。
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
、

新
羅
を
支
配
下
に
置
き
、
百
済
と
抗
争
を
続
け
る
高
句
麗
の
王

が
、
四
世
紀
末
に
「
太
王
」
号
を
称
し
て
い
た
が
、
同
じ
よ
う
に

百
済
へ
の
軍
事
支
配
権
を
主
張
し
て
い
た
倭
国
の
王
も
、
こ
の
頃
、

「
大
王
」（
オ
ホ
キ
ミ
）を
称
し
始
め
、
高
句
麗
と
対
峙
す
る
「
天
下
」

の
支
配
者
と
し
て
の
地
位
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
獲
加

多
支
鹵
大
王
」
は
、
倭
の
五
王
の
最
後
の
人
物
で
あ
る
大お

お

泊は
つ

瀬せ

幼わ
か

武た
け（

記
紀
の
伝
え
る
雄
略
）で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
、
こ
の
五
世
紀
の
「
倭
の
五
王
」
の
み
が
日
本
列
島
の
中

央
王
権
と
し
て
は
唯
一
、
中
国
皇
帝
か
ら
冊
封
を
受
け
た
。
七
世

紀
以
降
の
遣
隋
使
や
遣
唐
使
は
、
中
国
か
ら
冊
封
を
受
け
て
い
な

い
の
で
あ
る
。

　
雄
略
が
死
去
し
て
か
ら
の
大
王
位
継
承
に
つ
い
て
は
不
明
確
な

部
分
が
多
い
。
私
は
数
年
の
空
位
を
経
て
、
前
王
統
の
手た

白し
ら

香か

王

女
と
の
婚
姻
に
よ
り
、
い
わ
ば
倭
王
権
へ
の
婿
入
り
と
い
う
形
で

即
位
を
要
請
さ
れ
た
越
前
・
近
江
を
地
盤
と
し
た
地
方
豪
族
で
あ

る
男を

大ほ

迹ど

王
が
即
位
し
た（
継
体
）と
考
え
て
い
る
。

　
手
白
香
王
女
は
天あ

め

国く
に

排お
し

開
は
ら
き

広ひ
ろ

庭に
わ

王
子（
後
の
欽
明
）を
儲
け
、
こ
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こ
に
血
縁
集
団
と
し
て
の
大
王
家
が
確
立
し
た
。
た
だ
し
、
継
体

が
尾
張
の
地
方
豪
族
と
の
間
に
儲
け
て
い
た
勾

ま
が
り
の

大お
お

兄え

王
子（
記
紀

の
伝
え
る
安
閑
）や
檜ひ

の

隈
く
ま
の

高た
か

田た

王
子（
記
紀
の
伝
え
る
宣
化
）と
の
抗
争

を
経
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
後
、
蘇
我
系
王
族
と
非
蘇
我
系
王
族
と
の
対
立
が
続
き
、

皇
極
四
年（
六
四
五
）
の
乙
巳
の
変
、
そ
れ
に
続
く
「
大
化
改
新
」

に
至
っ
た
が
、
君
主
号
と
し
て
の
「
大
王
」
は
変
わ
る
と
こ
ろ
は

な
か
っ
た
。

　
な
お
、
非
常
事
態
に
際
し
て
の
も
の
と
は
い
え
、
乙
巳
の
変
の

後
の
皇
極
の
退
位
が
、
倭
国
に
お
け
る
最
初
の
退
位
で
あ
っ
た
。

律
令
制
以
前
の
大
王
は
、
退
位
の
慣
習
が
な
く
、
ま
た
皇
太
子
制

も
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
大
王
が
死
去
し
た
後
に
、
成
人

し
て
い
る
有
力
王
族
の
中
か
ら
次
の
大
王
が
選
ば
れ
、
豪
族
層
の

推
戴
を
承
け
て
即
位
す
る
と
い
う
繰
り
返
し
で
あ
っ
た
。

女
帝
に
つ
い
て

　
こ
の
間
の
過
程
で
、
何
人
か
の
女
性
大
王
お
よ
び
女
性
天
皇
が

即
位
し
た
。
ま
ず
、
大
王
崇
峻
の
死
亡
時
に
は
、
非
蘇
我
系
の
押

坂
彦
人
王
子
と
蘇
我
系
の
竹
田
王
子
・
廐
戸
王
子
な
ど
次
世
代
の

大
王
候
補
が
多
数
存
在
し
、
そ
の
う
ち
の
ど
れ
を
選
べ
ば
い
い
か

が
わ
か
ら
な
い
状
態
だ
っ
た
。

　
政
治
抗
争
を
避
け
る
た
め
の
緊
急
避
難
的
な
措
置
と
し
て
、
世

代
交
代
を
先
送
り
し
、
そ
れ
ま
で
前
大
后
と
し
て
紛
争
の
解
決
や

調
整
に
実
力
を
見
せ
て
き
た
大
王
欽
明
の
王
女
で
あ
る
額ぬ

か

田た

部べ

王

女
を
即
位
さ
せ
た（
推
古
）。
こ
う
し
て
欽
明
王
子
女
の
「
世
代
内

継
承
」
が
行
な
わ
れ
、
は
じ
め
て
の
女
性
大
王
が
出
現
し
た
の
で

あ
る
。

　
同
様
の
事
例
は
、
大
王
舒
明
死
後
の
非
蘇
我
系
の
中
大
兄
王
子
、

蘇
我
系
の
古ふ

る

人
ひ
と
の

大お
お

兄え

王
子
・
山や

ま

背
し
ろ
の

大お
お

兄え

王
の
選
択
を
回
避
し
た

宝
王
女
の
即
位（
皇
極
）
に
も
行
な
わ
れ
た
。
ま
た
、
天
武
天
皇
の

死
後
に
は
草
壁
皇
子
、
文
武
天
皇
の
死
後
に
は
首
皇
子
と
い
う
後

継
者
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
健
康
上
や
出
自
の
事

情
が
あ
り
、
持
統
天
皇
や
元
明
・
元
正
天
皇
が
即
位
し
た
。
も
ち

ろ
ん
、
す
べ
て
、
豊
富
な
政
治
経
験
を
有
し
て
お
り
、
激
動
の
政

治
情
勢
に
対
応
で
き
る
人
材
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
に
も
よ
る
。

「
天
皇
」
号
の
成
立

　「
天
皇
」
と
い
う
君
主
号
が
い
つ
か
ら
使
わ
れ
た
か
は
、
推
古
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の
時
代
と
い
う
説
と
天
武
の
時
代
と
い
う
説
が
存
在
す
る
。
現
在

で
は
、
唐
の
高
宗
が
「
天
皇
」
号
を
使
用
し
た
時
期
が
あ
っ
た
こ

と
、
天
武
が
道
教
に
傾
倒
し
て
い
た
こ
と（「
天
皇
」
は
道
教
の
最
高

神
で
あ
る
北
極
星
を
表
わ
す
）、
天
武
朝
に
記
さ
れ
た
飛
鳥
池
遺
跡
出

土
木
簡
に
「
天
皇
」
と
い
う
記
載
が
あ
っ
た
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、

天
武
朝
始
用
説
が
有
力
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
私
は
、
も
う
一
つ
の
可
能
性
を
考
え
て
い
る
。「
大
王
」

以
後
、「
天
皇
」
と
な
る
前
に
「
天
王（
て
ん
お
う
）」
と
呼
ば
れ
た

時
代
が
あ
っ
て
、
そ
の
訓
み
方
が
「
天
皇
」
に
残
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
宮
崎
市
定
氏
が
主
張
さ
れ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。「
天
皇
」
と
い
う
字
を
素
直
に
訓
ん
だ
ら
、「
て

ん
こ
う
」
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
て
ん

の
う
」
と
訓
ん
で
い
る
の
は
、
も
と
も
と
「
天
王
」
と
表
記
さ
れ

て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
遣
隋
使
は
、『
隋
書
』
東
夷
伝
倭
国
条
に
よ
れ
ば
、
倭
王
の
姓

は
阿
毎（
あ
め
）、
字
は
多
利
思
比
孤（
た
ら
し
ひ
こ
）、
号
は
阿
輩
鷄

弥（
お
ほ
き
み
）
で
あ
る
と
称
し
た
。
こ
の
「
あ
め
た
ら
し
ひ
こ
」

に
対
し
て
、「
天
王
」
と
い
う
表
記
を
用
い
、
音
読
す
る
際
に

「
て
ん
お
う
」
と
読
ま
れ
、「
ん
」
と
「
お
」
が
つ
づ
ま
っ
て
「
て

ん
の
う
」
と
発
音
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
天
武
の
時
代

か
ら
「
天
皇
」
号
を
称
し
た
際
に
も
、
訓
み
方
は
そ
の
ま
ま
「
て

ん
の
う
」
が
慣
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
天
皇
と
い
う
称
号
は
、
中
国
に
お
け
る
天
帝
の
「
天
」
と
、
皇

帝
の
「
皇
」
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
中
国
か
ら
見
る
と

き
わ
め
て
尊
大
な
称
号
で
あ
る
か
ら
、
遣
唐
使
は
「
す
め
ら
み
こ

と（
主
明
楽
美
御
徳
）」
と
読
ん
だ
の
で
あ
ろ
う（『
唐
丞
相
曲
江
張
先
生

文
集
』
所
収
「
勅
日
本
国
王
書
」）。「
す
め
ら
み
こ
と
」
は
清
浄
な
貴

人
と
い
う
意
味
で
、
権
力
者
を
指
す
言
葉
で
は
な
く
、
政
治
権
力

を
超
越
し
た
存
在
で
あ
る
。
現
実
の
政
治
権
力
と
は
一
線
を
画
し

て
権
力
の
源
泉
に
な
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
言
葉
は
古
代
以
後

の
天
皇
の
有
り
様
に
合
致
し
て
い
る
。

　
そ
の
際
、
専
制
君
主
的
相
貌
を
持
っ
て
い
た
と
さ
れ
、
中
国
風

の
易
姓
革
命
を
将
来
に
起
こ
さ
せ
る
危
険
性
と
隣
り
合
わ
せ
で

あ
っ
た
大
津
皇
子
で
は
な
く
、
調
整
型
・
機
関
型
・
象
徴
型
・
超

越
型
の
草
壁
皇
子
が
天
武
の
後
継
者
と
し
て
選
ば
れ
た
と
い
う
こ

と
は
、
そ
の
後
の
律
令
天
皇
制
の
成
立
、
ひ
い
て
は
日
本
の
歴
史

に
お
け
る
天
皇
の
存
続
に
際
し
て
、
大
き
な
影
響
を
持
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

　
律
令
国
家
に
お
け
る
天
皇
は
、
結
果
的
に
は
中
国
的
な
絶
対
的

専
制
君
主
で
は
な
か
っ
た
。
天
皇
と
諸
氏
族
層
と
の
間
に
は
相
互
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依
存
関
係
が
存
在
し
、
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
高
度
な
統
治
理

念
に
よ
る
専
制
的
相
貌
を
ま
と
い
な
が
ら
も
、
倭
王
権
以
来
の
伝

統
と
、
激
動
の
北
東
ア
ジ
ア
国
際
情
勢
に
対
し
て
の
現
実
的
な
関

わ
り
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
非
専
制
的
な
実
体
を
持
っ
た
天
皇

制
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
中
国
の
皇
帝
は
、
天
の
天
帝
か
ら
天
命
に
よ
っ
て
地
上（
天
下
）

の
支
配
を
委
託
さ
れ
た
こ
と
を
、
支
配
の
根
拠
と
し
て
い
た
。
皇

帝
の
政
治
が
よ
け
れ
ば
天
帝
は
地
上
に
祥
瑞
を
出
現
さ
せ
て
こ
れ

を
示
し
、
政
治
が
悪
け
れ
ば
災
異
を
お
こ
し
て
こ
れ
を
示
す
。
そ

れ
が
重
な
れ
ば
天
命
が
他
の
者
に
替
わ
っ
て
下
さ
れ（
易
姓
革
命
）、

他
の
者
が
悪
い
皇
帝
を
討
伐
し
て
皇
帝
と
な
り
、
新
た
な
王
朝
を

創
始
す
る
。

　
と
こ
ろ
が
日
本
は
、
こ
の
易
姓
革
命
の
思
想
を
採
用
せ
ず
、
代

わ
っ
て
天
皇
の
支
配
の
根
拠
を
神
話
に
求
め
た
。
高
天
原
の
天
照

大
神
が
孫
の
瓊に

瓊に

杵ぎ
の

尊み
こ
とを

地
上
に
降
臨
さ
せ
、
そ
の
曾
孫
が
大
和

に
入
っ
て
即
位
し
、
初
代
神
武
天
皇
と
な
る
。
そ
し
て
そ
の
子
孫

が
代
々
、
天
皇
位
を
継
承
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

制
度
を
作
っ
た
こ
と
が
、
後
世
に
至
っ
て
も
、
天
皇
と
い
う
地
位

が
存
続
す
る
要
因
と
な
っ
た
。

　
現
実
的
に
天
皇
よ
り
も
強
い
権
力
を
手
に
入
れ
た
者
も
、
天
皇

個
人
を
倒
す
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
代
わ
る
支
配
の

原
理
を
新
た
に
作
り
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、

藤
原
氏
自
身
が
、
瓊
瓊
杵
尊
が
降
臨
し
た
際
に
五い

つ

伴と
も

緒の
お

を
率
い
て

そ
れ
に
随
伴
し
て
護
っ
た
天あ

め

児の
こ

屋
や
ね
の

命
を
先
祖
と
し
て
設
定
し
た

た
め
に
、
後
世
に
至
っ
て
も
、
天
皇
家
を
倒
す
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
自
分
の
女
を
天
皇
の
後
宮
に

入
内
さ
せ
、
皇
子
を
産
ま
せ
て
そ
れ
を
次
代
の
天
皇
と
し
て
即
位

さ
せ
、
そ
の
後
見
を
務
め
る
と
い
う
方
策
の
方
が
、
は
る
か
に
簡

便
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
の
日
本
君
主
号

　
七
世
紀
末
に
天
皇
号
が
使
わ
れ
始
め
、
飛
鳥
浄
御
原
令
で
法

制
化
さ
れ
た
。
飛
鳥
浄
御
原
令
は
現
存
し
な
い
が
、
大
宝
元
年

（
七
〇
一
）
に
制
定
さ
れ
た
大
宝
令
に
お
け
る
君
主
号
は
判
明
す
る

（
大
宝
令
も
現
存
し
な
い
が
、
養
老
令
か
ら
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
）。

　
そ
こ
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
局
面
で
天
皇
号
が
使
わ
れ
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
。
祭
祀
に
際
し
て
は
「
天
子
」、
詔
書
で
は
「
天
皇
」、

華
夷
に
対
し
て
は
「
皇
帝
」、
上
表
に
際
し
て
は
「
陛
下
」、
服
御

に
際
し
て
は
「
乗
輿
」、
行
幸
に
際
し
て
は
「
車
駕
」
と
、
そ
れ
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ぞ
れ
称
す
る
こ
と
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
譲
位
し
た
帝
を
「
太
上
天
皇
」
と
称
す
る
と
も
あ
り
、

太
上
天
皇
は
現
役
の
天
皇
と
同
じ
権
能
を
有
し
て
い
た
。
十
五
歳

で
即
位
し
た
文
武
天
皇
を
持
統
太
上
天
皇
が
後
見
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
態
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
制
度
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
奈
良
時
代
を
通
じ
て
、
太
上
天
皇
は
常
に
一
人
ず
つ

存
在
し
た
。
太
上
天
皇
が
死
去
す
る
と
天
皇
が
退
位
し
て
太
上
天

皇
と
な
り
、
皇
太
子
が
即
位
し
て
天
皇
に
な
る
と
い
う
繰
り
返
し

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
平
安
時
代
に
入
る
と
、「
太
上
天
皇
」
を
略

し
て
「
上
皇
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
な
っ
た
。

　
弘
仁
十
四
年（
八
二
三
）、
嵯
峨
天
皇
は
譲
位
と
共
に
内
裏
を
退

去
し
て
後
院
に
入
り
、
自
ら
「
天
皇
号
」
を
除
い
て
、「
人
臣
の

列
」
に
入
ろ
う
と
し
た
。
新
た
に
即
位
し
た
淳
和
天
皇
は
嵯
峨
に

太
上
天
皇
号
を
奉
上
し
た
も
の
の
、
太
上
天
皇
が
制
度
上
は
天
皇

の
権
力
の
下
に
置
か
れ
る
こ
と
が
慣
例
と
な
り
、
こ
こ
に
天
皇
の

制
度
が
確
立
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
平
安
時
代
中
期
、
い
わ
ゆ
る
摂
関
期
に
入
る
と
、
君
主
の
称
号

は
在
位
中
の
天
皇
で
あ
っ
て
も
「
天
皇
」
か
ら
「
院
」
に
変
化

し
た
と
説
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。『
大
鏡
』
な
ど
の
「
歴
史
物
語
」

や
説
話
集
に
見
え
る
記
述
を
根
拠
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
た
と
え
ば
『
大
鏡
』
で
歴
代
を
列
挙
し
て
い
る
箇
所
で
は
、
村

上
以
前
は
「
村
上
天
皇
」
な
ど
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

次
の
冷
泉
に
至
る
と
、「
冷
泉
院
」「
冷
泉
院
天
皇
」
と
表
記
さ
れ

る
。
円
融
も
「
円
融
院
」「
円
融
院
天
皇
」
と
同
様
で
あ
る
。
花

山
は
「
花
山
院
」「
花
山
天
皇
」
と
両
様
の
表
記
と
な
る
が
、
一

条
は
「
一
条
院
」、
三
条
は
「
三
条
院
」、
後
一
条
は
「
後
一
条

院
」
と
、「
院
」
号
の
み
の
表
記
と
な
る
。
ど
う
や
ら
十
世
紀
後

半
の
冷
泉
と
一
条
が
画
期
で
あ
る
か
の
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
『
大
鏡
』
が
作
ら
れ
た
十
一
世
紀
末

の
院
政
期
か
ら
見
た
認
識
で
あ
り
、
必
ず
し
も
当
時
の
変
化
を
正

確
に
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
『
大
鏡
』
で
画
期
と
さ

れ
て
い
る
一
条
の
時
代
を
中
心
と
し
た
古
記
録
に
見
え
る
君
主

呼
称
を
見
て
み
た
い
。
藤
原
実さ

ね

資す
け

の
『
小
右
記
』、
藤
原
行
成
の

『
権
記
』、
藤
原
道
長
の
『
御
堂
関
白
記
』
を
見
た
と
こ
ろ
、

天
皇
　
皇
帝
　
内
　
上
　
院
　
公
　
帝
　
御
　
主
　
主
上
　

天
　
天
子
　
聖
主
　
聖
上
　
至
尊
　
今
上
　
公
家
　
法
帝
　

帝
王
　
当
代
　
当
今
　
明
王
　
聖
上
　
宸
儀
　
内
裏
　
御
所
　

大
内
　
太
内
　
御
門
　
国
家
　
国
王
　
新
主
　
新
帝
　
新
君
　

旧
主
　
先
主
　
先
朝
　
当
帝
　
聖
体
　
帝
皇
　
一
人
　
当
時

な
ど
、
平
安
貴
族
は
、
様
々
な
呼
称
で
君
主
を
記
録
し
て
い
た
の
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で
あ
る
。

摂
関
政
治
と
天
皇

　
か
つ
て
、
摂
関
政
治
は
藤
原
氏
の
摂
政
・
関
白
が
「
政
所
政

治
」
を
行
な
い
、
天
皇
権
力
を
蔑
ろ
に
し
て
専
横
を
極
め
た
異

形
の
政
治
形
態
と
し
て
、
非
難
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か

し
、「
政
所
政
治
論
」
に
対
す
る
疑
問
が
次
々
と
提
出
さ
れ
て
以

来
、
摂
関
政
治
は
古
代
国
家
の
支
配
体
制
の
発
展
の
帰
結
で
あ
っ

て
、
摂
政
・
関
白
の
政
治
的
権
限
を
過
大
に
評
価
す
べ
き
で
は
な

い
と
い
う
理
解
が
一
般
的
に
な
っ
た
。

　
そ
し
て
、
天
皇
と
摂
関
を
別
個
の
政
治
権
力
と
し
て
と
ら
え
る

の
で
は
な
く
、
天
皇
と
、
天
皇
へ
の
親
権
行
使
者
と
し
て
の
父
院

（
も
し
く
は
国
母
）
と
、
キ
サ
キ
や
国
母
を
介
し
た
外
戚
と
し
て
天

皇
と
ミ
ウ
チ
関
係
に
あ
る
摂
関（
な
い
し
は
そ
れ
に
准
じ
る
官
人
）
と

を
構
成
員
と
す
る
、
権
力
の
中
核
部
分
が
一
体
と
な
っ
て
王
権
を

構
成
し
、
当
該
期
の
政
治
を
実
質
的
に
領
導
し
て
い
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
政
治
の
安
定
化（
固
定
化
）
は
、
内
部
に
お
い
て
は

熾
烈
な
政
権
抗
争
や
貴
族
層
の
地
位
の
浮
沈
を
生
み
出
し
て
い
る

と
は
い
え
、
全
体
的
に
は
文
字
ど
お
り
「
平
安
」
な
時
代
を
存
続

さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
天
皇
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
以
前
の
よ
う

な
現
実
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
や
カ
リ
ス
マ
、
政
治
的
な
決
断
力

や
ま
し
て
や
軍
事
的
な
指
導
力
が
求
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
た
め
、

か
え
っ
て
安
定
的
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
な
お
、
特
に
摂
政
と
い
う
地
位
の
成
立
の
大
き
な
機
縁
と
な
っ

た
の
は
、
幼
帝
の
出
現
で
あ
っ
た
。
文
徳
天
皇
の
死
後
、
藤
原
良

房
を
外
戚
と
す
る
皇
太
子
惟こ

れ

仁ひ
と

親
王
が
九
歳
で
即
位
す
る
こ
と

に
な
っ
た（
清
和
天
皇
）。
良
房
に
天
皇
大
権
を
摂
行
さ
せ
た
の
が
、

後
の
摂
政
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
こ
の
政
治
体
制
が
万
全
に
機
能
す
る
た
め
に
は
、
摂

関
の
女
が
后
妃
と
な
っ
て
天
皇
に
入
内
し
、
皇
子
を
産
ん
で
そ
れ

が
成
長
し
、
無
事
に
即
位
す
る
こ
と
が
条
件
と
な
る
。
平
安
時
代

を
通
じ
て
、
こ
の
よ
う
な
幸
運
を
手
に
入
れ
た
の
は
、
清
和
天
皇

の
時
代
の
良
房
、
一
条
天
皇
の
時
代
の
兼
家
、
後
一
条
天
皇
の
時

代
の
道
長
の
三
人
し
か
い
な
い
。
摂
関
政
治
と
は
、
き
わ
め
て
危

う
い
偶
然
の
僥
倖
に
左
右
さ
れ
た
政
治
体
制
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
僥
倖
を
最
大
限
に
手
に
入
れ
た
道
長
で
あ
っ
た
が（
女

四
人
が
天
皇
も
し
く
は
東
宮
の
キ
サ
キ
と
な
り
、
三
人
の
皇
子
を
儲
け
た
）、

そ
の
次
の
世
代
の
頼
通
に
は
女
が
お
ら
ず
、
代
わ
り
に
入
内
さ
せ
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た
養
女
二
人
に
は
皇
子
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
。
弟
の
教
通
も
女

二
人
を
入
内
さ
せ
た
が
、
こ
れ
も
皇
子
を
産
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
偶
然
の
幸
運
に
支
え
ら
れ
た
摂
関
政
治
は
、
偶
然
の
不

運
に
よ
っ
て
終
焉
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

こ
れ
が
ま
っ
た
く
の
偶
然
な
の
か
、
そ
れ
と
も
天
皇
の
「
政
治

的
」
選
択
に
よ
る
も
の
な
の
か
は
、
考
慮
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。

院
政
と
天
皇

　
こ
う
し
て
、
母
方
の
ミ
ウ
チ
が
天
皇
の
政
治
意
思
を
代
行
し
た

り（
摂
政
）、
影
響
を
与
え
た
り（
関
白
）
す
る
摂
関
政
治
に
代
わ
っ

て
、
父
方
の
ミ
ウ
チ（
尊
属
）
で
あ
る
上
皇
が
天
皇
の
政
治
意
思
を

代
行
す
る
と
い
う
院
政
が
始
ま
っ
た
。
た
だ
し
、
退
位
し
た
天
皇

が
す
べ
て
院
政
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
は
な
く
、「
治

天
の
君
」
と
呼
ば
れ
る
上
皇
の
み
が
、
院
政
を
行
な
え
た
の
で
あ

る
。

　
ま
た
、
院
政
の
意
志
を
持
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
後
三
条

天
皇
や
、
院
政
を
始
め
た
白
河
天
皇
が
、
必
ず
し
も
政
治
体
制
の

変
革
を
意
図
し
て
こ
の
政
治
形
態
を
始
め
た
の
で
は
な
く
、
自
己

の
希
望
す
る
皇
子
に
皇
位
を
伝
え
た
い
と
い
う
願
望
が
要
因
と

な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
加
え
て
、
院
政
が
行
な
え
た
背
景
と
し
て
は
、
摂
関
の
地
位
が

「
摂
関
家
」
と
呼
ば
れ
る
道
長
―
頼
通
の
直
系
に
固
定
さ
れ
、
そ

れ
と
は
別
に
天
皇
家
の
外
戚
と
な
る
家（
閑
院
流
）
が
存
在
し
た
と

い
う
、
藤
原
氏
内
部
の
問
題
も
、
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
摂
関

に
な
っ
て
も
外
戚
で
は
な
い
の
で
権
力
は
強
く
は
な
く
、
外
戚
に

な
っ
て
も
摂
関
の
地
位
は
手
に
入
れ
ら
れ
な
い
の
で
、
権
力
は
強

く
な
い
と
い
っ
た
矛
盾
を
呈
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
強
力
な
政
治
力
と
経
済
力
、
そ
し
て
軍
事
力
を
手
に
入
れ
た
院

は
、
専
制
的
な
相
貌
で
政
治
の
場
に
姿
を
現
わ
し
、
熊
野
な
ど
諸

国
へ
の
御
幸
や
、
六
勝
寺
な
ど
の
寺
社
の
造
営
、
絵
巻
な
ど
の
制

作
に
力
を
注
い
だ
。
そ
の
否
定
的
な
側
面
が
強
調
さ
れ
が
ち
で
あ

る
が
、
こ
れ
ら
の
事
業
が
日
本
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
、
地
方
へ
の

文
化
の
波
及
、
交
通
の
整
備
、
仏
教
の
再
編
、
そ
し
て
何
よ
り
、

文
化
が
権
力
の
象
徴
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
生
み
出
し
た
と
い
う

点
に
お
い
て
、
積
極
的
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
時
期
に
頻
発
し
た
南
都
北
嶺
の
強
訴
に
対
応
す
る

た
め
に
、
白
河
院
が
貞
盛
流
伊
勢
平
氏
や
河
内
源
氏
な
ど
の
武
家

を
利
用
し
た
こ
と
が
、
後
の
武
家
政
権
に
つ
な
が
る
要
因
と
な
っ

た
こ
と
も
、
日
本
の
歴
史
に
大
き
な
流
れ
を
作
っ
た
。
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こ
う
し
て
治
天
の
君
が
実
質
的
に
君
主
の
役
割
を
担
い
、「
天

皇
は
東
宮
の
如
し
」
と
い
う
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
た
だ
し
、
幾
人
も
存
在
す
る
上
皇（
太
上
天
皇
）の
中
で
、

誰
が
治
天
の
君
の
地
位
に
即
く
か
を
め
ぐ
っ
て
、
天
皇
家（
王
家
）

内
部
の
抗
争
が
始
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
時
期
に
は
、
摂
関
家

内
部
に
お
け
る
政
権
抗
争
や
、
武
家
の
棟
梁
を
め
ぐ
る
勢
力
争
い

も
、
源
氏
・
平
家
の
内
部
で
存
在
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
勢
力
が
、

そ
れ
ぞ
れ
上
皇
や
天
皇
と
結
び
付
い
た
た
め
、
そ
の
抗
争
を
一
挙

に
解
決
す
る
べ
く
、
大
規
模
な
内
乱
が
勃
発
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
う
し
て
武
士
が
政
治
的
に
も
発
言
力
を
増
大
さ
せ
、
日
本
は
自

力
救
済（
＝
暴
力
）
を
旨
と
す
る
中
世
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。

鎌
倉
時
代
の
天
皇

　
鎌
倉
幕
府
の
置
か
れ
た
時
代
に
な
っ
て
も
、
京
都
の
朝
廷
や
天

皇
家（
治
天
）
の
重
要
性
は
衰
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
、

征
夷
大
将
軍
と
い
う
職
自
体
が
、
天
皇
か
ら
補
さ
れ
た
朝
廷
の
地

位
で
あ
っ
た
。
後
白
河
院
が
つ
い
に
生
前
は
頼
朝
に
こ
の
地
位
を

与
え
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
た
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
朝
廷
側
の
意

向
に
よ
っ
て
補
さ
れ
る
と
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
文
治
五

年（
一
一
八
九
）
に
奥
州
藤
原
氏
を
滅
ぼ
し
た
源
頼
朝
が
建
久
元
年

（
一
一
九
〇
）
に
上
洛
し
た
意
図
が
、
権
大
納
言
・
右
大
将
へ
の
任

官
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
女
の
大
姫
の
後
鳥
羽
天
皇
へ
の
入
内
工

作
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
両
者
の
関
係
を
如
実
に
物

語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
こ
の
朝
幕
関
係
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
承
久
三
年

（
一
二
二
一
）
に
起
こ
っ
た
承
久
の
乱
の
後
で
あ
る
。
後
鳥
羽
院
の

追
討
宣
旨
に
反
発
し
た
幕
府
は
、
逆
に
京
攻
め
を
行
な
い
、
朝
廷

軍
を
蹴
散
ら
し
て
京
都
を
制
圧
し
た
。
そ
し
て
後
鳥
羽
院
の
治
天

の
地
位
、
承
久
の
乱
に
備
え
て
即
位
さ
せ
た
ば
か
り
の
天
皇
の
地

位
を
廃
し
た
う
え
で
、
こ
れ
ら
と
彼
ら
の
皇
統
の
皇
族
を
配
流
に

処
し
た
。
廃
位
さ
れ
た
天
皇
は
ま
だ
四
歳
で
あ
っ
た
。
長
く
九
条

廃
帝
と
称
さ
れ
て
い
た
が
、
一
八
七
〇
年（
明
治
三
）
に
、
仲
恭
天

皇
と
い
う
諡
号
が
贈
ら
れ
た
。

　
摂
政
九
条
道
家
も
更
迭
さ
れ
、
多
く
の
貴
族
も
処
刑
さ
れ
て
、

こ
こ
に
朝
廷
権
力
は
決
定
的
な
打
撃
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
幕
府
は
天
皇
や
摂
関
の
人
事
に
対
し
て
も
責
任
を
持
つ

立
場
と
な
り
、
日
本
の
国
家
史
に
大
き
な
画
期
を
も
た
ら
し
た
。

　
し
か
し
な
お
、
朝
廷（
＝
天
皇
）
が
日
本
国
を
支
配
し
、
幕
府
が



11 15分で読む　天皇の歴史

そ
れ
を
支
え
る
と
い
う
理
念
は
継
続
し
た
の
で
あ
る
。
仁
治
三
年

（
一
二
四
二
）
に
幕
府
に
よ
っ
て
嫡
流
と
さ
れ
た
守
貞（
後
高
倉
院
）
流

の
四
条
天
皇
が
死
去
す
る
と
、
幕
府
は
土
御
門
天
皇
皇
子
の
後
嵯

峨
天
皇
を
新
天
皇
に
選
ん
で
即
位
さ
せ
た
。

　
後
嵯
峨
天
皇
は
自
分
の
皇
子
で
あ
る
後
深
草
天
皇
に
譲
位
す
る

と
、
後
深
草
の
同
母
弟
で
あ
る
恒
仁
親
王（
後
の
亀
山
天
皇
）
を
皇

太
弟
に
立
て
、
そ
れ
に
譲
位
さ
せ
た
。
た
だ
し
、
後
嵯
峨
は
後
深

草
・
亀
山
の
ど
ち
ら
を
治
天
と
す
る
か
の
判
断
を
幕
府
に
委
ね
た
。

し
か
し
幕
府
は
こ
の
判
断
を
保
留
し
、
文
永
九
年（
一
二
七
二
）
の

後
嵯
峨
の
死
後
、
亀
山
が
治
天
と
決
ま
っ
た
。
亀
山
は
皇
子
の
後

宇
多
天
皇
に
譲
位
し
て
院
政
を
始
め
、
亀
山
皇
統（
大
覚
寺
統
）
が

確
立
し
た
か
に
見
え
た
が
、
弘
安
十
年（
一
二
八
七
）、
幕
府
は
後

深
草
皇
子
の
伏
見
天
皇
へ
の
譲
位
と
後
深
草
院
政
の
開
始
を
指
示

し
た
。
伏
見
の
皇
子
で
あ
る
胤
仁
親
王（
後
の
後
伏
見
天
皇
）が
立
太

子
す
る
に
及
び
、
後
深
草
皇
統（
持
明
院
統
）
が
並
立
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
こ
こ
に
両
統
の
対
立
が
始
ま
る
こ
と
と
な
る
。

　
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
大
覚
寺
統
の
傍
流
に
過
ぎ
な
か
っ
た
後

醍
醐
天
皇
が
、
自
己
の
皇
子
に
皇
位
を
継
承
さ
せ
る
に
は
、
幕
府

を
倒
す
し
か
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
数
々
の
政
変
の
後
、
元
弘
三

年（
一
三
三
三
）に
幕
府
は
滅
亡
し
、「
建
武
の
新
政
」
が
始
ま
る
。

室
町
時
代
の
天
皇

　
し
か
し
、
建
武
二
年（
一
三
三
五
）、
後
醍
醐
と
足
利
尊
氏
の
関

係
は
決
裂
し
、
後
醍
醐
は
都
を
出
奔
し
た
。
尊
氏
は
持
明
院
統
の

光
厳
院
に
院
政
を
行
な
わ
せ
た
。
翌
延
元
元
年（
一
三
三
六
）
に
は

光
厳
の
同
母
弟
で
あ
る
光
明
天
皇
が
即
位
し
、
こ
こ
に
南
北
朝
に

二
人
の
天
皇
が
並
立
す
る
事
態
と
な
っ
た
。

　
そ
の
後
の
「
観
応
の
擾
乱
」
の
過
程
で
、
直
義
と
対
立
す
る
尊

氏
・
義
詮
は
南
朝
の
後
村
上
天
皇
に
降
り
、
後
村
上
は
京
都
に
向

か
っ
た
。
ま
た
、
直
義
死
後
に
後
村
上
を
駆
逐
し
た
結
果
、
京
都

に
は
上
皇
も
天
皇
も
東
宮
も
い
な
く
な
る
と
い
う
異
常
事
態
が
現

出
し
た
こ
と
は
、
重
要
で
あ
る
。

　
し
か
し
南
朝
の
方
も
、
京
都
を
奪
還
す
る
こ
と
は
徐
々
に
困
難

に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
も
そ
も
南
朝
に
は
、
政
府
を
構
成
す
る
公

家
が
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
幕
府
の
み
な
ら
ず
公
家
社
会
も
制
覇
し
た
義
満
は
、
明
徳
三

年（
一
三
九
二
）
か
ら
南
北
朝
合
一
へ
の
動
き
を
始
め
た
。
同
意
さ

れ
た
合
一
の
条
件
は
、
1
．
南
朝
に
伝
え
ら
れ
た
三
種
の
神
器
を

「
譲
国
の
儀
」
に
よ
っ
て
北
朝
の
後
小
松
天
皇
に
引
き
渡
す
、
2
．
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以
後
は
両
朝
御
流
が
交
互
に
皇
位
に
即
く
、
3
．
天
皇
家
領
の
う

ち
、
国
衙
領
は
大
覚
寺
統
、
長
講
堂
領
は
持
明
院
統
が
相
伝
す
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
南
朝
を
正
統
と
認
め
た
こ

と
に
な
る
。
こ
う
し
て
後
亀
山
天
皇
は
大
覚
寺
に
入
っ
て
隠
遁
生

活
を
送
り
、
南
朝
は
接
収
さ
れ
た
。
合
一
条
件
が
反
故
に
さ
れ
た

こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
そ
の
後
、
義
満
は
明
に
使
節
を
送
り
、
応
永
九
年（
一
四
〇
二
）

に
「
日
本
国
王
源
道
義
」
に
冊
封
さ
れ
た
。
こ
こ
に
日
本
は
二
人

の
王
を
戴
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
も
、

内
廷
に
お
け
る
公
事
儀
礼
は
、
後
小
松
天
皇
の
許
で
行
な
わ
れ
て

い
た
。
寺
領
安
堵
や
公
家
の
家
門
安
堵
な
ど
も
同
様
で
あ
る
。
中

世
に
お
け
る
天
皇
存
続
の
理
由
の
一
端
が
窺
え
る
。

　
義
満
は
皇
位
を
簒
奪
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
解
釈
も
存
在
す
る

が
、
そ
れ
を
果
た
す
こ
と
な
く
、
応
永
十
五
年（
一
四
〇
八
）
に
急

死
し
た
。
朝
廷
は
「
太
上
法
皇
」
を
追
贈
し
よ
う
と
し
た
が
、
幕

府
は
こ
れ
を
辞
退
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
も
し
か
す
る
と
日
本

史
上
唯
一
の
事
例
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
王
朝
交
替
の
試
み
は

頓
挫
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
皇
統
は
交
替
し
た
。
後
小
松
か
ら
皇
位
を
譲
ら
れ
た

称
光
天
皇
に
は
皇
子
が
な
く
、
立
太
子
し
た
小
川
宮
も
早
世
し
た

た
め
、
後
光
厳
皇
統
は
断
絶
し
た
の
で
あ
る
。
仕
方
な
く
崇
光
院

の
曾
孫
に
あ
た
る
後
花
園
天
皇
が
即
位
し
、
以
後
は
現
在
に
至
っ

て
い
る
。

　
応
仁
・
文
明
の
乱（
一
四
六
七
―
七
七
）を
経
て
、
多
く
の
公
家
は

地
方
に
下
り
、
在
国
の
状
態
を
続
け
た
。
し
か
し
、
天
皇
だ
け
は

京
都
を
離
れ
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
内
廷
収
入
は
困
窮
し
て
、
大

嘗
会
は
お
ろ
か
即
位
礼
も
挙
行
で
き
な
い
状
態
が
続
い
た
。
天
皇

の
政
治
権
力
も
空
洞
化
し
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
天
皇

は
日
本
に
必
要
な
存
在
と
し
て
存
続
し
た
。
家
業
と
世
襲
を
は
じ

め
と
す
る
様
々
な
局
面
の
権
威
の
根
源
と
し
て
、
ま
た
年
中
行
事

を
は
じ
め
と
す
る
暦
事
の
中
心
軸
と
し
て
、
そ
の
存
在
は
不
可
欠

と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

近
世
以
降
の
天
皇

　
こ
れ
以
降
の
天
皇
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
私
の
能
力
を
超
え
て

い
る
。
い
く
つ
か
の
点
を
指
摘
す
る
に
留
め
て
お
き
た
い
。
近
現

代
の
天
皇
に
つ
い
て
も
、
日
ご
ろ
考
え
る
と
こ
ろ
は
あ
る
の
で
あ

る
が
、
紙
幅
も
尽
き
か
け
て
い
る
の
で
、
別
の
機
会
を
待
つ
こ
と

と
し
た
い
。
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注
目
す
べ
き
は
、
前
近
代
に
お
い
て
は
、
天
皇
は
「
見
え
な
い

王
」
で
あ
り
、
宮
廷
の
奥
深
く
に
存
在
し
て
、
外
か
ら
は
そ
の
姿

を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

京
都
の
人
や
、
よ
ほ
ど
の
知
識
人
を
除
け
ば
、
江
戸
時
代
、
特
に

地
方
の
民
衆
は
、
天
皇
の
存
在
自
体
を
ど
れ
ほ
ど
認
識
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

　
さ
て
、
大
日
本
帝
国
憲
法
下
に
お
け
る
天
皇
の
権
力
を
強
大
な

も
の
と
考
え
る
人
が
多
い
も
の
と
思
う
。
旧
憲
法
で
は
、
天
皇
に

つ
い
て
、
様
々
な
権
能
が
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
逆
に
言
う
と
そ

れ
し
か
権
限
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
か
。
大
日
本
帝
国
憲
法
に
定
め
ら
れ
た
天
皇
大
権
と

は
、
緊
急
勅
令
、
条
約
締
結
、
宣
戦
、
戒
厳
令
、
統
帥
権（
軍
事

指
揮
権
）、
憲
法
改
廃
権
な
ど
を
指
す
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
帝
国

議
会
閉
会
中
に
発
せ
ら
れ
る
緊
急
勅
令
も
次
の
議
会
の
承
認
を
必

要
と
し
た
し
、
条
約
締
結
な
ど
も
政
府
が
行
な
い
、
そ
れ
を
承
認

す
る
と
い
う
形
式
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
古
代
の
天
皇
の
意
思
を
表
わ
す
詔
勅
は
律
令
に
優
先
す

る
た
め
、
ま
さ
に
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
の
権
能
を
有
し
て
い
た
。
や

ろ
う
と
思
え
ば
、
た
と
え
ば
全
国
に
国
分
寺
を
造
営
す
る
と
か
、

都
を
す
ぐ
に
遷
す
と
か
、
何
で
も
で
き
た
の
で
あ
る（
日
常
的
に
恣

意
を
発
現
し
た
天
皇
は
、
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
）。

　
た
だ
し
、
本
当
に
強
い
権
力
を
持
っ
て
い
た
の
は
、
大
王
天
智
、

そ
し
て
天
皇
と
い
う
称
号
が
で
き
た
直
後
の
天
武
・
持
統
天
皇
ぐ

ら
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
天
武
・
持
統
天
皇
も
独
裁
者
で
は
な
く
、

支
配
者
層
の
利
益
を
体
現
し
た
支
配
者
で
あ
っ
た
。
日
本
の
歴
史

に
お
い
て
、
独
裁
君
主
は
一
度
も
現
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

年
号
の
歴
史

　
こ
こ
で
前
近
代
に
お
け
る
年
号
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

日
本
人
の
多
く
は
、
最
初
の
元
号
は
大
化
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
七
世
紀
の
大
化
・
白
雉
・
朱
鳥
と
い
う
元

号
は
、『
日
本
書
紀
』
に
し
か
出
て
こ
ず
、
他
の
史
料
に
は
い
っ

さ
い
書
か
れ
て
い
な
い
。
大
宝
元
年
よ
り
以
前
の
木
簡
を
見
る
と
、

ど
れ
も
干
支
で
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
化
や
白
雉
と

い
っ
た
元
号
は
、
実
際
に
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な

い
。
つ
ま
り
、
最
初
の
元
号
は
大
宝
な
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
日
本
が
な
ぜ
元
号
を
持
ち
得
た
の
か
。
日
本
と
い
う
国

家
が
成
立
し
た
時
か
ら
元
号
を
持
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

唐
に
知
ら
れ
た
ら
ま
ず
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
天
下
の
時
間
を
支
配
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し
て
い
る
の
は
中
国
の
皇
帝
で
あ
り
、
そ
れ
を
侵
す
者
は
皇
帝
へ

の
反
逆
と
見
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
日
本
が
あ
え
て
元
号
を
持
っ
た
の
は
、
中
国
か
ら
離
れ
て
い
る

た
め
、
中
国
に
知
ら
れ
ず
に
済
む
だ
ろ
う
と
い
う
読
み
も
あ
っ
た

も
の
で
あ
ろ
う
が
、
天
皇
が
日
本
国
を
統
合
し
て
い
る
象
徴
と
し

て
時
間
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。

　
な
お
、
独
自
の
年
号
を
持
っ
て
い
る
国
家
は
、
現
在
で
も
日
本

と
中
華
民
国（
台
湾
）
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
明
治
以
降
は
一
世

一
元
号
と
定
め
ら
れ
た
た
め
、
天
皇
の
代
替
わ
り
ご
と
に
元
号
が

変
わ
る
こ
と
に
な
る
。
時
間
の
支
配
と
天
皇
の
治
世
と
が
密
接
に

関
連
し
て
い
る
こ
の
制
度
を
、
戦
後
以
降
も
存
続
さ
せ
、
法
制
化

し
た
人
々
の
思
い
は
、
推
し
て
知
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

現
行
皇
室
典
範
と
現
代
の
課
題

　
先
日
、
テ
レ
ビ
番
組
を
見
て
い
て
驚
い
た
の
だ
が
、「
女
性
天

皇
」
と
「
女
系
天
皇
」
の
区
別
も
つ
か
な
い
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
が

い
た
。
男
女
平
等
の
時
代
だ
か
ら
、
天
皇
が
女
性
で
も
い
い
で
は

な
い
か
と
よ
く
言
わ
れ
る
が
、
女
性
天
皇
と
女
系
天
皇
と
で
は
、

ま
っ
た
く
意
味
が
異
な
る
。

　
現
行
の
皇
室
典
範
で
は
、
皇
位
継
承
は
父
親
が
皇
統
に
属
す
る
、

い
わ
ゆ
る
男
系
男
子
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
皇
統
譜

に
よ
れ
ば
、
天
皇
は
今
上
天
皇
ま
で
百
二
十
五
代
を
数
え
、
そ
の

中
で
女
性
天
皇
は
八
人
十
代
い
た
が
、
す
べ
て
男
系
で
あ
り
、
女

系
天
皇
は
一
人
も
い
な
い
。

　
一
時
は
あ
れ
だ
け
女
性
天
皇
に
関
す
る
論
議
が
高
ま
っ
た
の
に
、

秋
篠
宮
家
に
悠
仁
親
王
が
生
ま
れ
た
途
端
に
、
ど
こ
か
に
消
え
て

し
ま
っ
た
。
議
論
を
主
導
し
て
い
た
人
た
ち
は
、
悠
仁
親
王
が
即

位
す
る
頃
に
は
自
分
は
生
き
て
い
な
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
真

剣
な
議
論
を
し
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
な
風
潮
は
よ
く
な
い
。
悠
仁
親
王
が
無
事
に
即
位
ま

で
成
長
す
る
か
、
彼
に
相
応
し
い
妃
が
見
つ
か
る
の
か
、
見
つ

か
っ
た
と
し
て
も
男
子
が
生
ま
れ
る
の
か
、
男
の
子
を
授
か
っ
た

と
し
て
も
う
ま
く
育
つ
の
か
、
な
ど
不
確
定
要
素
が
多
い
の
で
あ

る
か
ら
、
き
ち
ん
と
議
論
を
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
実
は
、
律
令
制
で
は
女
系
天
皇
を
想
定
し
て
い
た
。
そ
れ
を
実

現
さ
せ
る
と
な
る
と
、
孝
謙
女
帝
と
藤
原
仲
麻
呂
を
結
婚
さ
せ
、

生
ま
れ
た
男
子
を
皇
太
子
と
す
る
と
い
う
プ
ラ
ン
で
あ
っ
た
と
思

う
の
だ
が
、
そ
れ
は
つ
い
に
実
現
し
な
か
っ
た
。「
皇
室
の
伝
統
」

を
云
々
す
る
人
た
ち
は
、
ち
ゃ
ん
と
律
令
や
古
代
史
を
学
ん
で
い
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る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
天
皇
は
国
民
統
合
の
象
徴
だ
と
い
う
の
な
ら
ば
、
将
来
の
天
皇

制
に
つ
い
て
、
政
府
は
国
民
が
納
得
す
る
よ
う
な
対
処
を
す
る
必

要
が
あ
る
と
思
う
の
だ
が
。

倉
本
　

一
宏
　（
く
ら
も
と
　
か
ず
ひ
ろ
）

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
、
総
合
研
究
大
学
院
大
学
教
授
、

博
士（
文
学
、
東
京
大
学
）。

一
九
五
八
年
三
重
県
津
市
生
ま
れ
。
東
京
大
学
文
学
部
国
史
学
専
修

課
程
卒
業
、
同
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
博
士
課
程
単
位
修
得
退

学
。
専
門
は
日
本
古
代
政
治
史
、
古
記
録
学
。
著
書
に
『
一
条
天
皇
』

（
二
〇
〇
三
年
）、『
壬
申
の
乱
』（
二
〇
〇
七
年
、
共
に
吉
川
弘
文
館
）、

『
藤
原
道
長
の
日
常
生
活
』（
二
〇
一
三
年
）、『
戦
争
の
日
本
古
代
史

―

好
太
王
碑
、
白
村
江
か
ら
刀
伊
の
入
寇
ま
で
』（
二
〇
一
七
年
、
共
に
講

談
社
）、『
蘇
我
氏

―
古
代
豪
族
の
興
亡
』（
二
〇
一
五
年
）、『
藤
原
氏

―
権
力
中
枢
の
一
族
』（
二
〇
一
七
年
、
共
に
中
央
公
論
社
）な
ど
が
あ

る
。
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出版社 ISBN（978） 書名 著者名 本体
価格 刊行

大月書店 4272520855 近代天皇制国家の歴史的位置―普遍
性と特殊性を読みとく視座

安田浩 3400 2011

御茶の水書房 4275010780 天皇制問題と日本精神史（菅孝行『天
皇制論集』第一巻）

菅孝行 7800 2014

勁草書房 4326980277 転向と天皇制―日本共産主義運動の
1930年代

伊藤晃 4200 2003

春秋社 4393107027 国家と天皇―天皇制イデオロギーと
しての仏教

黒田俊雄編 2500 1987

筑摩書房 4480093486 米・百姓・天皇―日本史の虚像のゆ
くえ

網野善彦・石
井進

1100 2011

4480064172 象徴天皇制と皇位継承 笠原英彦 700 2008
4480090997 象徴天皇という物語 赤坂憲雄 900 2007

東京大学出版会 4130230544 天皇・天皇制をよむ 歴史科学協議
会編、木村
茂光・山田
朗監修

2800 2008

日本評論社 4535578753 議会・選挙・天皇制の憲法論 吉田善明 3107 1990
白水社 4560081938 鬼と天皇〔新装版〕 大和岩雄 2800 2012
平凡社 4582469103 神話と天皇 大山誠一 1900 2017

4582842319 儀礼と権力　天皇の明治維新 ジ ョ ン・ ブ
リーン

3000 2011

4582853728 天皇の日本史 武光誠 760 2007
法政大学出版局 4588364112 天皇と赤十字―日本の人道主義100

年
オ リ ー ヴ・
チェックラ
ンド（工藤
教和訳）

3700 2002

みすず書房 4622083474 天皇制国家の支配原理 藤田省三 3000 2012
ミネルヴァ書房 4623074198 仁徳天皇―煙立つ民のかまどは賑ひ

にけり
若井敏明 2500 2015

4623072927 後白河天皇―日本第一の大天狗 美川圭 2800 2015
4623071814 孝謙・称徳天皇―出家しても政を行

ふに豈障らず
勝浦令子 3500 2014

4623070060 光厳天皇―をさまらぬ世のための身
ぞうれはしき

深津睦夫 3200 2014

4623057887 三条天皇―心にもあらでうき世に長
らへば

倉本一宏 2800 2010

4623057214 元明天皇・元正天皇―まさに今、都
邑を建つべし

渡部育子 2800 2010

4623055616 大正天皇―一躍五大洲を雄飛す F・R・ディキ
ンソン

2500 2009

4623051236 後水尾天皇―千年の坂も踏みわけて 久保貴子 2800 2008
4623047192 明治天皇―むら雲を吹く秋風にはれ

そめて
伊藤之雄 2800 2006

4623046935 桓武天皇―当年の費えといえども後
世の頼り

井上満郎 2600 2006

15分で読む天皇の歴史・ブックガイド
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出版社 ISBN（978） 書名 著者名 本体
価格 刊行

吉川弘文館 4642754446 最後の女帝　孝謙天皇 瀧浪貞子 2300 2017
4642754835 天皇陵の近代史 外池昇 2300 2017
4642058421 天皇の音楽史―古代・中世の帝王学 豊永聡美 1700 2017
4642052801 天智天皇 森公章 2300 2016
4642052764 継体天皇 篠川賢 2100 2016
4642057592 古代天皇家の婚姻戦略 荒木敏夫 1700 2012
4642052498 平城天皇 春名宏昭 2000 2009
4642056663 持統女帝と皇位継承 倉本一宏 1700 2009
4642052405 大正天皇 古川隆久 2000 2007
4642052290 一条天皇 倉本一宏 1900 2003
4642079228 歴代天皇・年号事典 米田雄介編 1900 2003
4642055475 地獄を二度も見た天皇　光厳院 飯倉晴武 1700 2002
4642051873 花園天皇 岩橋小弥太 1700 1990
4642050852 桓武天皇 村尾次郎 2000 1987
4642050791 後白河上皇 安田元久 1800 1986
4642050098 持統天皇 直木孝次郎 2100 1985

中央公論新社 4122056312 天皇の影法師 猪瀬直樹 667 2012
4121021052 昭和天皇―「理性の君主」の孤独 古川隆久 1000 2011
4121018670 院政―もうひとつの天皇制 美川圭 820 2006
4121009784 室町の王権―足利義満の王権簒奪計

画
今谷明 760 1990

KADOKAWA 4046004048 歴代天皇125代総覧 『歴史読本』
編集部編

1000 2014

講談社 4065116401 天皇の歴史6　江戸時代の天皇 藤田覚 1180 2018
4062924856 天皇の歴史5　天皇と天下人 藤井讓治 1160 2018
4062924849 天皇の歴史4　天皇と中世の武家 河内祥輔・新

田一郎
1210 2018

4062924832 天皇の歴史3　天皇と摂政・関白 佐々木恵介 1180 2018
4062924825 天皇の歴史2　聖武天皇と仏都平城京 吉川真司 1180 2018
4062924818 天皇の歴史1　神話から歴史へ 大津透 1250 2017
4065118511 天皇の歴史7　明治天皇の大日本帝国 西川誠 1230 2018
4062921572 幕末の天皇 藤田覚 940 2013
4062807401 天皇の歴史10　天皇と芸能 渡部泰明・阿

部泰郎・鈴
木健一・松
澤克行

2600 2011

4062807395 天皇の歴史09　天皇と宗教 小倉慈司・山
口輝臣

2600 2011

4062807388 天皇の歴史08　昭和天皇と戦争の世
紀

加藤陽子 2600 2011

文藝春秋 4166611638 皇位継承〔増補改訂版〕 高橋紘・所功 880 2018
岩波書店 4004311119 昭和天皇 原武史 740 2008

4004305101 日本の誕生 吉田孝 660 1997
モラロジー研究
所

4896391633 歴代天皇の実像 所功 1400 2009
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児
童
書
売
上
日
本
一

　「
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
の
中
で
店
舗
数
が
多
い
か
ら
当
た
り
前
」「
品
揃
え
に
特
徴
は
な
い
し
、
ど
こ
の
店

で
も
同
じ
も
の
し
か
置
い
て
い
な
い
無
個
性
の
書
店
」

　
児
童
書
の
書
店
チ
ェ
ー
ン
売
上
が
最
も
多
い
の
が
未
来
屋
書
店
で
あ
る
と
知
っ
た
方
の
反
応
は
概
ね
同
じ
で
す
。

も
ち
ろ
ん
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
包
ん
だ
表
現
を
し
て
は
く
れ
ま
す
が
。

　
こ
れ
ら
の
意
見
全
て
が
、
つ
い
最
近
ま
で
私
共
に
は
褒
め
言
葉
で
し
た
。
金
太
郎
飴
書
店
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も

誇
り
で
し
た
。

　
私
が
勤
務
す
る
未
来
屋
書
店
は
イ
オ
ン
の
グ
ル
ー
プ
会
社
の
書
店
で
す
。
全
国
の
郊
外
型
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン

タ
ー
中
心
に
約
3
0
0
店
舗
展
開
し
て
い
ま
す
。

　
こ
こ
数
年
の
新
規
出
店
は
、
他
書
店
同
様
に
書
店
の
新
し
い
形
態
を
模
索
し
て
き
ま
し
た
。
文
房
具
・
雑
貨
の

3
度
目
の
挑
戦

―
未
来
を
つ
な
ぐ
書
店
に

石
崎
　

久
康 （
未
来
屋
書
店
商
品
部
Ｍ
Ｄ
編
成
グ
ル
ー
プ
）

｜
書
店
現
場
か
ら
｜
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拡
大
、
カ
フ
ェ
導
入
、
書
籍
と
雑
貨
を
合
わ
せ
て
棚
を
作
る
等
で
す
。
私
は
そ
の
中
で
も
書
籍
の
棚
の
品
揃
え
を

構
築
す
る
商
品
部
M
D
編
成
グ
ル
ー
プ
と
い
う
部
署
に
所
属
し
て
い
ま
す
。

　
一
方
で
原
点
に
戻
っ
て
「
書
店
ら
し
い
書
店
」
を
作
る
こ
と
に
糸
口
を
求
め
、
2
0
1
7
年
3
月
に
5
0
0

坪
で
イ
オ
ン
モ
ー
ル
り
ん
く
う
泉
南
店
を
出
店
し
ま
し
た
。
り
ん
く
う
泉
南
店
で
は
人
文
書
を
約
20
本（
1
4
0

段
）取
り
扱
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
人
文
書
に
取
り
組
む
こ
と
自
体
は
初
め
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
過
去
に
失
敗
し
た
、
あ
る
い
は
継
続
で
き
な

か
っ
た
と
い
う
印
象
を
お
持
ち
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
何
故
ま
た
と
思
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
承

知
し
て
い
ま
す
の
で
、
少
し
長
く
な
り
ま
す
が
弊
社
の
成
り
立
ち
か
ら
順
に
説
明
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

一
度
目
の
取
り
組
み

―
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ
書
店
の
展
開

　
1
9
8
5
年
に
設
立
し
旧
社
名
で
も
あ
る
ブ
ッ
ク
バ
ー
ン
の
屋
号
で
ロ
ー
ド
サ
イ
ド
の
複
合
店
を
展
開
し
て

い
た
頃
は
人
文
書
と
は
無
縁
の
書
店
で
し
た
。

　
1
9
9
9
年
に
未
来
屋
書
店
屋
号
の
1
号
店
を
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
内
に
出
店
し
、
イ
オ
ン
が
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
の
展
開
を
拡
大
す
る
の
に
伴
い
、
そ
れ
以
降
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ
の
書
籍
専
門
店
へ
と
形
態
を
変
換

し
ま
し
た
。

　
当
時
私
は
4
号
店
だ
っ
た
2
5
0
坪
の
成
田
店
の
店
長
で
し
た
が
、
人
文
書
は
言
う
に
及
ば
ず
、
今
ま
で

扱
っ
て
い
な
か
っ
た
商
品
に
囲
ま
れ
知
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
で
し
た
。
オ
ー
プ
ン
時
の
品
揃
え
は
取
次
が
し
て
く
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れ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
を
ど
う
管
理
し
て
い
く
か
は
現
場
に
委
ね
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
成
田
店
に
は
書
店
経
験
者

が
い
な
か
っ
た
の
で
、
教
員
免
許
を
持
っ
て
い
れ
ば
教
育
書
担
当
、
大
学
時
代
に
哲
学
を
専
攻
し
て
い
れ
ば
人
文

書
担
当
、
カ
タ
コ
ト
の
英
語
が
話
せ
れ
ば
語
学
書
担
当
、
そ
ん
な
ノ
リ
で
決
め
た
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
さ
ん
た
ち
と

棚
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
一
緒
に
考
え
ま
し
た
。
訪
問
し
て
く
れ
た
版
元
営
業
の
方
に
教
わ
り
、
他
書
店
の
棚
を
見

て
き
て
は
真
似
を
し
て
の
繰
り
返
し
で
し
た
。
そ
う
し
た
店
を
全
国
各
地
に
出
店
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
店
長
、
担
当

が
他
店
舗
と
の
連
携
も
な
く
も
が
い
て
い
た
の
で
す
。

　
購
入
客
の
8
割
が
女
性
、
週
末
は
来
店
客
数
も
売
上
も
平
日
の
2
〜
3
倍
に
跳
ね
あ
が
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

家
族
連
れ
。
今
ま
で
と
真
逆
の
客
層
に
戸
惑
い
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ
の
出
店
が
加
速
し
て
い
き
ま
し
た
が
、
そ
の
多
く
は
1
5
0
坪
前
後
で
し
た
。
そ
の
た
め
品

揃
え
を
絞
り
込
む
と
い
う
方
向
性
が
定
ま
り
ま
し
た
。
児
童
書
と
婦
人
実
用
書
を
メ
イ
ン
に
据
え
た
、
ニ
ュ
ー

フ
ァ
ミ
リ
ー
、
そ
れ
も
お
母
さ
ん
と
子
ど
も
の
た
め
の
品
揃
え
に
特
化
し
た
の
で
す
。

二
度
目
の
取
り
組
み

―
金
太
郎
飴
書
店
の
拡
大

　
2
0
0
5
年
頃
か
ら
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
が
よ
り
大
型
化
し
た
所
謂
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
が
急
増
し

ま
す
。
そ
の
中
に
出
店
す
る
テ
ナ
ン
ト
に
も
よ
り
大
型
化
が
求
め
ら
れ
て
、
弊
社
も
3
0
0
坪
を
超
え
る
出
店

が
相
次
ぎ
ま
し
た
。

　
当
時
の
私
は
商
品
部
に
い
て
、
新
刊
や
平
積
商
品
の
発
注
の
本
部
一
元
化
、
棚
の
自
社
定
番
化
を
進
め
て
い
ま

し
た
。
地
域
性
の
違
い
を
考
慮
す
る
よ
り
も
、
客
層
の
類
似
点
を
重
視
し
た
単
品
発
注
、
棚
定
番
作
成
の
ほ
う
が
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売
上
効
果
も
大
き
か
っ
た
か
ら
で
す
。
同
じ
商
品
構
成
、
同
じ
品
揃
え
の
金
太
郎
飴
書
店
の
誕
生
で
す
。
そ
れ
に

合
わ
せ
て
店
舗
に
い
る
社
員
の
役
割
は
安
定
し
た
売
場
を
維
持
す
る
こ
と
が
ほ
ぼ
全
て
と
な
り
、
商
品
を
さ
わ
る

こ
と
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
大
型
店
出
店
に
あ
た
り
人
文
書
を
含
め
た
専
門
書
を
拡
大
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
状
況

下
で
は
自
社
定
番
を
作
り
本
部
管
理
す
る
こ
と
が
前
提
で
し
た
。
定
番
化
・
自
動
発
注
化
は
進
み
、
人
文
書
も
同

様
の
形
で
稼
働
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
そ
の
後
も
本
部
一
元
化
を
進
め
、
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
も
一
律
に
売
上
ベ
ー
ス
で
管
理
す
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、

人
文
書
の
品
揃
え
は
中
身
の
進
化
も
在
庫
の
充
実
も
な
く
、
担
当
者
を
育
成
す
る
こ
と
も
せ
ず
、
放
置
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。
実
際
に
そ
の
頃
オ
ー
プ
ン
時
に
人
文
書
の
自
社
定
番
を
導
入
し
、
10
年
た
っ
た
今
も
当
時
の
状
態
の

ま
ま
残
っ
て
い
る
店
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
の
や
り
方
に
こ
だ
わ
る
あ
ま
り
、
ジ
ャ
ン
ル
特
性
を
無
視
し
て
き
た
か

ら
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
恥
ず
か
し
く
、
ま
た
悔
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。

三
度
目
の
取
り
組
み

―
読
書
の
入
口
か
ら
未
来
を
つ
な
ぐ
書
店
へ

　
こ
の
10
年
間
で
の
一
番
の
変
化
は
来
店
さ
れ
る
お
客
様
の
男
女
比
、
年
齢
層
が
幅
広
く
な
っ
た
こ
と
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
ニ
ュ
ー
フ
ァ
ミ
リ
ー
層
に
特
化
と
は
言
え
な
く
な
り
、
全
店
一
律
の
品
揃
え
も
通
用
し
な
く
な
っ
て
き

ま
し
た
。
2
0
1
6
年
か
ら
2
0
1
7
年
に
か
け
て
、
全
店
の
ビ
ジ
ネ
ス
書
の
棚
本
数
を
増
や
し
在
庫
金
額
を

2
〜
3
倍
に
す
る
取
り
組
み
を
し
ま
し
た
。
小
型
店
で
は
効
果
が
出
な
か
っ
た
店
も
あ
り
ま
し
た
が
、
ビ
ジ
ネ
ス

書
が
売
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
た
女
性
客
比
率
が
高
い
お
店
で
も
売
上
が
上
が
り
ま
し
た
。「
お
父
さ
ん
」
が
週
末
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に
家
族
と
一
緒
に
来
店
さ
れ
る
際
は
仕
事
の
本
を
買
わ
な
い
、
と
い
う
10
年
前
に
分
析
し
た
結
果
に
固
執
し
て
い

た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
近
隣
書
店
が
減
少
し
、
気
が
つ
け
ば
地
域
一
番
店
に
な
っ
て
い
た
店
も
あ
り
、
総
合
的
な
品
揃
え
の
要
望

が
年
々
高
ま
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
弊
社
は
10
年
以
上
児
童
書
に
力
を
入
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
子
ど
も
た
ち
に
と
っ

て
読
書
の
入
口
で
あ
り
続
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
当
初
は
親
と
一
緒
に
来
店
さ
れ
る
の
は

小
学
校
の
低
学
年
ま
で
で
し
た
が
最
近
で
は
中
学
生
で
も
珍
し
く
な
く
な
り
、
中
学
・
高
校
に
な
る
と
友
達
と
も

来
店
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
極
端
な
話
、
未
来
屋
書
店
し
か
書
店
を
知
ら
な
い
ま
ま
高
校
生
に
な
っ
た
子
ど
も
た
ち
が
増
え
て
い
る
の
で
す
。

今
ま
で
は
も
っ
と
本
が
揃
っ
て
い
る
他
の
書
店
に
行
く
と
い
う
選
択
肢
が
あ
り
ま
し
た
。
で
も
今
は
ネ
ッ
ト
で
買

う
し
か
な
い
地
域
が
増
え
て
い
ま
す
。

　
読
書
傾
向
が
固
ま
っ
て
い
れ
ば
ネ
ッ
ト
で
本
を
探
す
の
は
た
や
す
い
と
思
い
ま
す
し
、
地
域
や
学
校
の
図
書
館

の
蔵
書
が
充
実
し
て
い
る
な
ら
ば
そ
れ
で
事
足
り
る
で
し
ょ
う
。
で
も
そ
う
で
な
け
れ
ば
本
と
の
出
会
い
は
書
店

の
品
揃
え
に
左
右
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
り
ん
く
う
泉
南
店
以
降
、
専
門
書
に
力
を
入
れ
た
新
店
を
作
り
、
既
存
の
店
の
品
揃
え
も
変
え
始
め
て
い
ま
す
。

で
す
が
児
童
書
か
ら
専
門
書
ま
で
を
一
つ
の
思
想
で
貫
く
形
に
は
ま
だ
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
地
域
に
元
々
い
た
人

文
書
好
き
な
方
に
喜
ん
で
い
た
だ
く
売
場
づ
く
り
以
上
に
、
未
来
屋
書
店
し
か
書
店
を
知
ら
ず
に
成
長
さ
れ
た
お

客
様
が
人
文
書
に
出
会
え
る
売
場
を
作
っ
て
い
き
た
い
。
読
書
の
入
口
で
終
わ
ら
ず
、
児
童
書
か
ら
文
芸
書
や
人

文
書
へ
と
、
読
書
の
成
長
に
寄
り
添
っ
て
い
く
書
店
に
な
り
た
い
の
で
す
。
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専
門
書
の
取
り
組
み
は
自
力
だ
け
で
は
困
難
と
判
断
し
、
2
0
1
7
年
、
商
品
部
や
店
舗
に
他
書
店
の
経
験

者
の
採
用
を
し
ま
し
た
。
商
品
部
に
は
書
原
霞
が
関
店
の
店
長
だ
っ
た
牛
久
保
力
生
氏
が
加
わ
り
、
り
ん
く
う
泉

南
店
以
降
の
人
文
書
の
品
揃
え
を
担
う
と
と
も
に
、
店
舗
を
巡
回
し
て
担
当
者
教
育
を
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
だ
け
や
っ
て
き
た
社
員
が
自
ら
本
を
さ
わ
る
書
店
員
に
戻
れ
と
言
わ
れ
、
困
惑
し
て
い
る
だ
け

の
者
も
い
る
の
が
現
状
で
す
。
書
店
員
を
育
成
し
な
が
ら
、
新
し
い
仕
組
み
を
作
り
支
援
し
て
い
く
の
が
こ
れ
か

ら
の
本
部
の
役
割
で
す
。
そ
の
た
め
に
す
べ
き
こ
と
を
生
粋
の
書
店
員
で
あ
る
牛
久
保
か
ら
学
ん
で
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

　
未
来
屋
書
店
は
こ
う
し
た
新
た
な
思
い
で
人
文
書
に
取
り
組
み
始
め
た
ば
か
り
で
す
。
三
度
目
で
は
あ
り
ま
す

が
、
意
味
合
い
は
大
き
く
異
な
り
ま
す
。
人
文
書
に
関
わ
る
皆
様
に
ご
尽
力
い
た
だ
け
た
ら
嬉
し
い
で
す
。
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

石
崎
　

久
康 （
い
し
ざ
き
　

ひ
さ
や
す
）

筆 者 近 影
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1
　
人
文
会
と
千
代
田
図
書
館

　
溯
る
こ
と
ち
ょ
う
ど
10
年
前
、
2
0
0
9
年
の
連
続
セ
ミ
ナ
ー

「
本
を
選
ぶ
と
き
の
ポ
イ
ン
ト

―
出
版
社
を
知
り
出
版
社
で
選

ぶ
」
か
ら
、
千
代
田
図
書
館
と
人
文
会
の
ご
縁
が
始
ま
り
ま
し
た
。

千
代
田
図
書
館
を
会
場
に
、
人
文
会
会
員
社
か
ら
講
師
を
招
き
、

各
社
の
歴
史
や
特
色
に
つ
い
て
裏
話
を
交
え
て
お
話
い
た
だ
く
、

6
回
連
続
型
の
講
座
で
す（
写
真
1
）。
ま
だ
公
共
図
書
館
と
出
版

社
が
連
携
し
て
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ
た
事
例
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た

頃
で
、
こ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
で
集
客
で
き
る
の
か
一
抹
の
不
安
を

感
じ
な
が
ら
も
、「
メ
ー
カ
ー
と
顧
客
と
い
う
両
者
の
関
係
か
ら

一
歩
踏
み
だ
し
て
、
と
も
に
読
書
機
会
の
イ
ン
フ
ラ
を
担
う
も
の

と
し
て
協
働
の
取
組
み
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か＊

」
と
い
う
、
双
方

の
思
い
か
ら
生
ま
れ
た
企
画
で
し
た
。

　
果
た
し
て
、
連
続
セ
ミ
ナ
ー
は
小
さ
な
会
場
な
が
ら
も
す
べ
て

の
回
が
満
員
御
礼
と
な
り
、
参
加
者
か
ら
は
「
本
に
対
し
て
敬
意

が
生
じ
た
」「
編
集
者
に
も
注
目
し
よ
う
と
思
っ
た
」「
め
っ
た
に

聞
け
な
い
裏
側
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
面
白
か
っ
た
」
な
ど
の
感
想
を

多
数
い
た
だ
け
た
の
で
し
た
。
安
堵
と
と
も
に
手
応
え
を
感
じ
た

私
た
ち
は
、
続
け
て
「
人
文
書
の
す
す
め

―
じ
っ
く
り
読
み

た
い
3
0
0
冊
を
集
め
ま
し
た
」
と
い
う
企
画
展
示
を
開
催
し

ま
し
た
。
当
時
の
会
員
社
19
社
が
そ
れ
ぞ
れ
「
推
薦
す
る
自
社

の
一
冊
」
を
選
び
、
書
影
と
紹
介
文
を
大
型
パ
ネ
ル
に
仕
上
げ
て

展
示
し
、
パ
ネ
ル
の
下
で
は
図
書
館
が
所
蔵
す
る
会
員
社
の
書
籍

を
約
3
0
0
冊
並
べ
て
貸
出
し
ま
し
た（
写
真
2
）。
本
の
紹
介
文

公
共
図
書
館
と
「
出
版
」
―
千
代
田
図
書
館
10
年
の
取
り
組
み
か
ら

河
合
郁
子 （
元
・
千
代
田
区
立
千
代
田
図
書
館
企
画
チ
ー
フ
）

｜
図
書
館
レ
ポ
ー
ト
｜
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写真1　連続セミナー各回の講師に再登壇していただいた番外編の様子

写真2　「人文書のすすめ」展示
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大
学
図
書
館
や
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
史
跡
な
ど
情
報
の
集
積
地
が
区

内
に
多
数
存
在
し
ま
す
し
、
図
書
館
が
扱
う
べ
き
情
報
は
「
本
の

形
を
し
て
い
る
も
の
」
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
そ
こ
で
、
2
0
0
7
年
の
移
転
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
機
に
、
千

代
田
図
書
館
は
貸
出
な
ど
の
従
来
の
サ
ー
ビ
ス
に
加
え
て
、「
展

示
や
イ
ベ
ン
ト
な
ど
、
貸
出
以
外
の
多
様
な
コ
ン
テ
ン
ツ
を
提
供

し
て
利
用
者
層
を
拡
大
す
る
」「
図
書
館
の
外
に
あ
る
情
報
も
積

極
的
に
案
内
す
る
」「
昼
間
区
民
で
あ
る
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ン
へ

の
サ
ー
ビ
ス
を
意
識
す
る
」
な
ど
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
掲
げ
、
新
た

に
企
画
部
門
や
広
報
・
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
部
門
を
設
け
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

　
特
に
、
千
代
田
区
は
出
版
社
や
編
集
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
、
書
店
、

取
次
な
ど
が
多
く
、
千
代
田
図
書
館
か
ら
徒
歩
10
分
の
と
こ
ろ
に

古
書
の
街
・
神
保
町
が
あ
る
の
で
、
本
を
つ
く
る
と
こ
ろ
か
ら
流

通
ま
で
の
全
体
と
し
て
の
「
出
版
」
を
地
域
の
産
業
と
捉
え
る
こ

と
に
し
、
積
極
的
に
情
報
収
集
、
提
供
し
て
き
て
い
ま
す
。
例
え

ば
「
出
版
に
ま
つ
わ
る
本
棚
」
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、
出
版

ク
ラ
ブ
、
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
、
彌
吉
光
長
氏
、
美
作
太
郎
氏

ら
の
旧
蔵
資
料
を
軸
と
し
て
、
出
版
の
歴
史
や
流
れ
が
わ
か
る
資

料
を
1
か
所
に
集
め
て
い
ま
す
。
特
に
社
史
・
業
界
団
体
史
が
充

は
各
社
の
編
集
者
に
書
い
て
い
た
だ
き
、
パ
ネ
ル
に
描
い
た
紹
介

者
の
似
顔
絵
は
親
近
感
を
感
じ
ら
れ
る
と
好
評
を
い
た
だ
き
、
パ

ネ
ル
で
紹
介
し
た
本
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
3
0
0
冊
の
既
刊

の
人
文
書
も
多
数
貸
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
人
文
会
と
の
セ
ミ

ナ
ー
・
展
示
を
皮
切
り
に
し
て
、
千
代
田
図
書
館
で
は
出
版
社
と

連
携
し
た
企
画
が
軌
道
に
乗
り
始
め
ま
し
た
。

＊
橋
元
博
樹
氏
「
は
じ
め
に
」（「
人
文
会
ニ
ュ
ー
ス
」
1
0
8
号
、

2
0
1
0
年
5
月
）
よ
り
。
連
続
セ
ミ
ナ
ー
に
つ
い
て
は
、「
人
文
会

ニ
ュ
ー
ス
」
1
0
8
号（
人
文
会
連
続
セ
ミ
ナ
ー
i
n
千
代
田
図
書
館 

特
集
号
）な
ら
び
に
拙
稿
「
本
を
選
ぶ
と
き
の
ポ
イ
ン
ト
」（
同
1
0
6
号
、

2
0
0
9
年
9
月
）を
ご
参
照
く
だ
さ
い

2
　
千
代
田
図
書
館
を
取
り
巻
く
状
況

　
そ
も
そ
も
、
千
代
田
図
書
館
が
な
ぜ
出
版
社
と
連
携
事
業
を
始

め
た
の
か
、
そ
の
背
景
に
は
千
代
田
区
な
ら
で
は
の
事
情
が
あ
り

ま
し
た
。
千
代
田
区
は
、
住
民
数
は
わ
ず
か
6
万
人
、
昼
と
夜
の

人
口
差
が
全
国
で
一
番
大
き
い
、
と
て
も
特
殊
な
自
治
体
で
す
。

人
口
規
模
が
小
さ
く
、
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
が
難
し
い
土
地
柄
の

た
め
、
図
書
館
は
蔵
書
も
施
設
も
大
き
く
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
で
、
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実
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
出
版
史
や
出
版
業
を
主
題
と
し
て
執
筆

す
る
方
々
に
重
宝
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
他
、
こ
の
10
年
間
に
千
代
田
図
書
館
は
出
版
に
関
連
す
る

様
々
な
事
業
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
本
稿
で
は
そ
の
中
か

ら
、「
出
版
社
と
の
連
携
展
示
」「
情
報
交
換
会
」「
出
版
関
連
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
活
用
」
に
つ
い
て
、
経
緯
を
含
め
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

3
　
出
版
社
と
の
連
携
展
示

　
千
代
田
図
書
館
の
企
画
部
門
で
は
、
外
部
組
織
と
の
連
携
と
い

う
手
法
を
積
極
に
用
い
て
お
り
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
や
専
門
図
書
館

な
ど
と
の
展
示
・
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
図
書
館
に

と
っ
て
は
、
テ
キ
ス
ト
や
図
版
用
の
デ
ー
タ
を
提
供
し
て
い
た
だ

け
る
こ
と
が
、
パ
ネ
ル
制
作
に
お
い
て
と
て
も
重
要
で
、
連
携
展

示
を
行
う
に
あ
た
っ
て
図
書
館
側
の
最
大
の
メ
リ
ッ
ト
に
な
っ
て

い
ま
す
。
そ
こ
へ
前
述
の
よ
う
に
、
出
版
社
と
い
う
新
た
な
連
携

先
が
加
わ
り
、
展
示
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
い
っ
そ
う
広
が
っ
て

い
き
ま
し
た
。

　「
人
文
書
の
す
す
め
」
展
を
通
し
て
、
図
書
館
と
出
版
社
の
協

働
に
よ
る
「
本
と
読
者
の
出
会
い
の
場
」
づ
く
り
の
手
応
え
を
感

じ
て
い
た
だ
け
た
の
で
し
ょ
う
。
会
員
社
で
あ
る
法
政
大
学
出
版

局
か
ら
「
も
う
す
ぐ
《
も
の
と
人
間
の
文
化
史
》
が
1
5
0
タ

イ
ト
ル
目
を
発
刊
す
る
の
で
紹
介
展
示
を
し
た
い
」
と
声
を
か
け

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
千
代
田
図
書
館
を
利
用
す
る
多
く
の
ビ
ジ

ネ
ス
パ
ー
ソ
ン
に
も
、
民
俗
学
を
テ
ー
マ
に
し
た
シ
リ
ー
ズ
に
関

心
を
持
っ
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
、
切
り
口
の
設
定
に
悩
み
、
同

社
の
古
川
真
氏
と
何
度
も
相
談
し
な
が
ら
企
画
を
練
り
ま
し
た
。

翌
2
0
1
0
年
「《
も
の
と
人
間
の
文
化
史
》
1
5
0
タ
イ
ト
ル

展

―
暮
ら
し
の
『
も
の
』
に
込
め
ら
れ
た
記
憶
か
ら
現
代
ビ

ジ
ネ
ス
の
ヒ
ン
ト
を
探
る
」
を
実
施
。
こ
の
頃
か
ら
、
展
示
期
間

中
に
図
書
館
で
関
連
す
る
テ
ー
マ
の
講
演
会
な
ど
を
開
催
し
、
ま

た
区
内
の
新
刊
書
店
で
連
動
フ
ェ
ア
を
開
催
し
て
い
た
だ
く
と
い

う
パ
タ
ー
ン
が
形
成
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
人
文
会
や
法
政
大
学
出
版
局
と
の

展
示
を
ご
覧
に
な
っ
た
出
版
社
か
ら
、「
わ
が
社
も
図
書
館
で
展

示
を
し
た
い
」
と
声
を
か
け
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。「
平
凡
社
創
業
1
0
0
周
年
『
別
冊
太
陽
』
展

―
日
本
の

文
化
を
創
っ
た
1
0
0
人
」「
10
分
で
出
会
う
吉
本
隆
明
展

―

晶
文
社
『
吉
本
隆
明
全
集
』
に
よ
せ
て
」
ほ
か
、
日
経
B
P
社
、

勉
誠
出
版
、
ア
ジ
ア
の
本
の
会
、
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
ー
・
ト
ゥ
エ
ン
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か
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
情
報
は
、
こ
れ
ま
で
得
る
機
会
が
な

か
っ
た
も
の
で
参
考
に
な
る
と
出
版
社
に
喜
ば
れ
て
い
ま
す
。

4
　
出
版
社
と
の
情
報
交
換
会

　「
出
版
社
×
千
代
田
図
書
館
　
情
報
交
換
会
」
は
、
2
0
1
0

年
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
2
0
1
8
年
3
月
に
開
催
し
た
第
14

回
に
は
、
出
版
界
か
ら
55
名
、
図
書
館
界
か
ら
64
名
の
参
加
が
あ

り
、『
新
聞
之
新
聞
』『
新
文
化
』『
文
化
通
信
』『
全
国
書
店
新
聞
』

な
ど
複
数
の
業
界
紙
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
な
ど
、
多
方
面
の
関
心

を
集
め
、
好
評
を
い
た
だ
き
ま
し
た（
写
真
3
）。
し
か
し
、
情
報

交
換
会
は
初
回
か
ら
順
調
だ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
初
期
に
は
、「
図
書
館
の
所
蔵
す
る
貴
重
資
料
が
、
出
版
の
企

画
や
図
版
探
し
に
役
立
つ
の
で
は
な
い
か
」
と
考
え
て
、
編
集
者

向
け
に
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
概
要
紹
介
を
行
っ
た
り
し
ま
し
た
が
、

反
応
は
鈍
い
も
の
で
し
た
。
次
に
、「
出
版
社
連
携
展
示
が
出
版

社
か
ら
も
利
用
者
か
ら
も
好
評
な
の
で
、
も
っ
と
多
く
の
出
版
社

に
連
携
展
示
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
き
、
次
の
連
携
先
を
見
つ

け
よ
う
」
と
考
え
ま
し
た
。
展
示
の
案
内
だ
け
で
は
、
会
場
に
足

を
運
ん
で
い
た
だ
け
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
の
で
、
営
業
担
当

テ
ィ
ワ
ン
、
ビ
ジ
ネ
ス
書
大
賞
実
行
委
員
会
、
彩
流
社
、
読
書
人
、

新
典
社
、
新
幹
社
、
G
a
k
ken
、
図
書
新
聞
、
交
通
新
聞
社
、

東
洋
経
済
新
報
社
、
実
業
之
日
本
社
、
読
書
推
進
運
動
協
議
会
、

毎
日
新
聞
社
、
河
出
書
房
新
社
、
集
英
社
な
ど
、
こ
の
10
年
間
で

た
く
さ
ん
の
出
版
社
や
関
連
団
体
と
一
緒
に
展
示
を
し
て
、
多
く

の
図
書
館
利
用
者
に
向
け
て
「
本
と
の
出
会
い
の
場
」
を
つ
く
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
展
示
を
実
施
し
た
ら
、
来
場
者
ア
ン
ケ
ー
ト
と
貸
出
統
計
で
効

果
測
定
を
行
い
ま
す
。
図
書
館
に
と
っ
て
は
「
楽
し
い
展
示
だ
っ

た
」「
新
し
い
発
見
が
あ
っ
た
」「
本
を
読
み
た
く
な
っ
た
」
と
い

う
声
が
得
ら
れ
た
り
、
貸
出
が
増
え
た
り
す
れ
ば
、
展
示
は
成

功
で
す
。
一
方
で
連
携
し
た
出
版
社
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
メ

リ
ッ
ト
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
平
凡
社
の
『
別
冊
太
陽
』

展
の
際
に
は
、「
別
冊
太
陽
を
今
回
初
め
て
知
り
、
興
味
を
持
っ

た
」
と
い
う
声
が
複
数
あ
っ
て
、
シ
リ
ー
ズ
認
知
度
向
上
の
機
会

に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
別
冊
太
陽
だ
け
で
な
く
、

平
凡
社
の
他
の
本
へ
の
期
待
や
要
望
、
励
ま
し
な
ど
、
個
々
の
読

者
の
声
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
が
、
連
携
先
の
好
評
を
得

て
い
ま
す
。
貸
出
統
計
で
は
、
年
代
・
性
別
の
貸
出
数
か
ら
、
30

代
と
60
代
で
は
利
用
者
の
性
比
が
逆
転
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
わ
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者
向
け
に
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
史
を
テ
ー
マ
に
し
た
講
演
会
や
「
図
書

館
に
本
を
売
る
に
は
」
と
題
し
て
選
書
の
実
情
解
説
な
ど
を
セ
ッ

ト
で
開
催
し
た
こ
と
で
、
参
加
者
が
徐
々
に
増
え
て
い
き
、
あ
わ

せ
て
連
携
展
示
の
企
画
も
次
々
に
お
声
が
け
い
た
だ
け
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
た
出
版
社
の
方
々
と
意
見
交
換
し
て
い
く

中
で
、
私
た
ち
図
書
館
員
が
出
版
界
の
事
情
を
い
か
に
知
ら
な
い

か
を
痛
感
す
る
こ
と
が
多
く
、
一
方
で
出
版
社
の
方
か
ら
の
質
問

に
「
図
書
館
の
サ
ー
ビ
ス
が
認
知
さ
れ
て
い
な
い
ん
だ
な
」
と
感

じ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
出
版
界
か
ら
は

「
貸
出
猶
予
」「
公
共
図
書
館
は
本
の
敵
か
？
」
な
ど
、
新
た
な
問

題
提
起
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
2
0
1
5
年
か
ら
、「
お
互
い

の
こ
と
を
も
っ
と
知
ろ
う
」
と
い
う
趣
旨
で
、
図
書
館
界
と
出
版

業
界
の
両
方
か
ら
パ
ネ
リ
ス
ト
を
招
い
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
形
式
で

開
催
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

・「
出
版
業
界
に
と
っ
て
公
共
図
書
館
が
良
く
な
っ
た
と
感
じ
る

と
こ
ろ
と
、
こ
れ
か
ら
改
善
し
て
欲
し
い
と
こ
ろ
」（
2
0
1
5

年
）

・「『
貸
出
猶
予
』
問
題
に
つ
い
て
見
直
し
、
図
書
館
と
出
版
社
の

協
働
の
あ
り
方
を
考
え
る
」（
2
0
1
6
年
）

写真3　「出版社×千代田図書館　情報交換会」の様子（2018年3月）
パネリスト（所属・役職はイベント当時のもの）

〈出版社側〉文藝春秋 松井清人社長、原書房 成瀬雅人社長（コーディネータ）
〈図書館側〉新宿区立中央図書館 萬谷ひとみ氏、白河市立図書館 新出氏、
　　　　 　千代田図書館 恒松みどり氏
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内
務
省
が
行
っ
て
い
た
出
版
物
の
検
閲
で
実
際
に
使
用
さ
れ
た

正
本（
発
禁
処
分
に
な
ら
な
か
っ
た
も
の
）
で
、
検
閲
の
実
態
を
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
出
版
史
に
お
い
て
貴
重
な
資
料

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。「
一
橋
・
駿
河
台
図
書
館
業
務
資
料
」
は
、

千
代
田
図
書
館
の
前
身
で
あ
る
東
京
市
立
一
橋
図
書
館
・
駿
河
台

図
書
館
時
代
の
業
務
日
誌
や
閲
覧
料
の
日
計
簿
な
ど
で
す
。
日
本

の
図
書
館
史
研
究
お
よ
び
出
版
文
化
史
研
究
に
お
い
て
、
大
変
重

要
な
も
の
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。「
古
書
販
売
目
録
」
は
、
古
書

店
が
通
信
販
売
を
行
う
た
め
に
発
行
す
る
カ
タ
ロ
グ
で
、
出
版
文

化
史
や
書
誌
学
を
研
究
す
る
上
で
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
資

料
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
3
つ
の
特
別
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
冊
子
体
目

録
や
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
検
索
、
ま
た
デ
ジ
タ
ル
画
像
の
w
e
b
公
開

な
ど
、
利
用
環
境
の
整
備
を
行
い
ま
し
た
。
た
だ
、
い
ず
れ
も
専

門
的
な
資
料
で
、
一
般
的
な
区
立
図
書
館
ユ
ー
ザ
ー
が
利
用
す
る

タ
イ
プ
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
使
え
る

よ
う
に
な
っ
た
り
、
画
像
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
、

利
用
に
至
る
こ
と
は
ほ
ぼ
な
い
の
で
す
。
そ
こ
で
千
代
田
図
書
館

は
、
ま
ず
研
究
者
と
連
携
し
て
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
調
査
・
研
究

を
進
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
次
に
、
そ
の
研
究
成
果
を
わ
か
り

・「
出
版
社
の
情
報
提
供
と
図
書
館
司
書
の
情
報
収
集
は
マ
ッ
チ

し
て
い
る
の
か
」（
2
0
1
7
年
）

・「
図
書
館
に
お
け
る
文
庫
貸
出
を
考
え
る
」（
2
0
1
8
年
）

　
出
版
社
と
図
書
館
が
、
同
じ
テ
ー
ブ
ル
で
一
緒
に
意
見
交
換
す

る
公
開
イ
ベ
ン
ト
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
に
ほ
と
ん
ど
な
い
企

画
で
し
た
。
出
版
界
か
ら
の
参
加
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
図
書

館
界
か
ら
の
出
席
者
も
次
第
に
増
え
て
い
き
、
双
方
の
関
心
が
高

ま
っ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
て
い
ま
す
。
回
を
重
ね
る
ご
と
に

相
互
理
解
と
テ
ー
マ
は
深
ま
っ
て
い
き
、「
出
版
社
だ
け
で
な
く
、

取
次
、
新
刊
書
店
の
方
々
と
一
緒
に
考
え
て
い
か
な
く
て
は
」

「
次
は
、
読
者
・
図
書
館
利
用
者
も
巻
き
込
ん
で
、
出
版
文
化
の

存
続
を
考
え
て
い
き
た
い
」
な
ど
、
今
後
も
議
論
と
情
報
交
換
を

続
け
て
い
き
た
い
と
の
声
を
、
登
壇
者
か
ら
も
参
加
者
か
ら
も
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。

5
　
出
版
関
連
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
活
用

　
千
代
田
図
書
館
に
は
3
つ
の
特
別
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
い

ず
れ
も
出
版
に
関
連
す
る
も
の
な
の
で
「
出
版
関
連
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。「
内
務
省
委
託
本
」
は
、
戦
前
に
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館
内
で
配
布
す
る
ほ
か
、
図
書
館
の
公
式
w
e
b
サ
イ
ト
に
て
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
②
研
究
の
成
果
が

ス
ト
ッ
ク
さ
れ
て
く
る
と
、
テ
ー
マ
を
決
め
て
展
示
を
企
画
。
ほ

ぼ
毎
年
、
ど
れ
か
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
紹
介
展
示
を
開
催
し
て
お

り
、
研
究
会
が
全
面
的
に
協
力
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
普
段
は
閉

架
書
庫
の
中
に
あ
る
た
め
目
に
つ
く
こ
と
の
な
い
特
別
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
存
在
を
、
図
書
館
利
用
者
や
区
民
に
知
っ
て
も
ら
う
、

大
切
な
機
会
で
す
。
③
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
講
演
会
。
展

示
や
レ
ポ
ー
ト
よ
り
も
詳
し
い
話
を
聞
け
る
た
め
、
一
般
の
方
々

は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
学
術
的
に
も
評
価
が
高
く
研
究
者
の
参
加

も
多
い
の
が
特
徴
で
す
。
④
展
示
パ
ネ
ル
の
内
容
を
ま
と
め
た
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
や
資
料
集
な
ど
を
発
行
し
、
館
内
で
配
布
す
る
ほ
か

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開（
写
真
4
）。
展
示
や
講
演
会
は
一
時
的

な
も
の
で
す
が
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
レ
ポ
ー
ト
は
い
つ
で
も
ア
ク

セ
ス
で
き
る
日
常
的
な
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
紹
介
展
示
の
開
催
時
に
は
、
こ
れ
ら
4
つ
の

手
法
を
す
べ
て
使
い
ま
す
。
2
0
1
7
年
の
「
検
閲
官

―
戦

前
の
出
版
検
閲
を
担
っ
た
人
々
の
仕
事
と
横
顔
」
展
で
は
、
パ
ネ

ル
展
示
、
資
料
の
ケ
ー
ス
展
示
、
講
演
会
、
レ
ポ
ー
ト
や
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
の
配
布
を
行
い
、
持
ち
帰
ら
れ
た
配
布
物
は
6
5
0
0

や
す
く
加
工
し
て
、
一
般
向
け
企
画
展
示
や
講
演
会
を
開
催
し
、

さ
ら
に
展
示
の
記
録
や
講
演
録
を
作
成
し
て
、
そ
れ
ら
を
デ
ジ
タ

ル
で
ア
ー
カ
イ
ブ
す
る
と
い
う
形
で
、
段
階
を
踏
ん
だ
活
用
・
利

用
促
進
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
活
用
の
第
一
段
階
は
、
研
究
者
に
よ
る
活
用
で
す
。「
内
務
省

委
託
本
」「
一
橋
・
駿
河
台
図
書
館
業
務
資
料
」
で
、
研
究
会
が

動
い
て
お
り
、
関
心
の
あ
る
研
究
者
の
方
々
が
集
ま
っ
て
、
研
究

成
果
を
発
表
し
た
り
、
意
見
交
換
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
図
書
館

の
所
蔵
資
料
を
使
っ
て
研
究
者
が
調
査
研
究
し
た
り
、
学
会
で
発

表
し
た
り
論
文
を
書
い
た
り
す
る
こ
と
自
体
は
珍
し
い
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
多
く
の
場
合
、
研
究
者
と
図
書
館
の
関
係
は
、

資
料
を
閲
覧
・
撮
影
す
る
と
き
の
み
で
、
図
書
館
は
そ
の
研
究
成

果
を
把
握
し
ま
せ
ん
。
一
方
、
千
代
田
図
書
館
で
は
、
特
別
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
そ
の
研
究
成
果
を
図
書
館
が
共
有
で
き
る

よ
う
な
し
く
み
の
一
つ
と
し
て
研
究
会
が
設
け
ら
れ
て
い
て
、
図

書
館
が
事
務
局
を
務
め
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。

　
さ
て
、
研
究
者
に
よ
る
活
用
が
進
ん
だ
ら
、
そ
の
成
果
を
4
つ

の
形
に
加
工
し
て
、
一
般
向
け
に
発
信
し
て
い
き
ま
す
。
①
研
究

会
で
の
発
表
か
ら
一
般
の
方
々
が
親
し
み
や
す
い
ト
ピ
ッ
ク
を
選

ん
で
、
わ
か
り
や
す
く
か
み
砕
い
て
、
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
。
図
書
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写真4　コレクション関連の発行物

写真5　「検閲官」展示
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部
、
新
聞
等
に
は
8
回
掲
載
さ
れ
、
た
く
さ
ん
の
方
が
展
示
を
見

に
来
ら
れ
、
大
き
な
話
題
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
展
示
を
見
た
出

版
社
か
ら
、
研
究
会
メ
ン
バ
ー
の
と
こ
ろ
へ
、
検
閲
官
を
テ
ー
マ

と
し
た
書
籍
の
執
筆
の
打
診
が
来
た
ほ
か
、
N
H
K
か
ら
特
集

番
組
の
制
作
を
視
野
に
い
れ
た
取
材
が
入
る
な
ど
、
今
後
の
進
展

が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
活
用
は
協
力
し
て
く
だ
さ
る
研
究
者
あ
っ
て
の

活
動
な
の
で
、
研
究
者
が
ス
ム
ー
ズ
に
調
査
研
究
で
き
る
よ
う
に
、

特
別
に
閉
架
書
庫
の
中
で
閲
覧
・
撮
影
で
き
る
環
境
を
整
え
て
い

ま
す
。
ま
た
事
務
局
機
能
と
し
て
、
研
究
会
の
日
程
調
整
か
ら
始

ま
り
、
研
究
の
ペ
ー
ス
メ
イ
ク
、
取
材
が
入
っ
た
と
き
の
広
報
対

応
、
他
の
図
書
館
な
ど
が
所
蔵
す
る
資
料
を
調
査
し
た
い
場
合
の

調
整
な
ど
も
行
い
、
と
き
に
は
調
査
に
同
行
し
て
作
業
を
手
伝
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
図
書
館
で
の
展
示
や
レ
ポ
ー
ト
の
発
行
な
ど

の
際
に
は
、
執
筆
者
や
協
力
者
と
し
て
名
前
が
出
ま
す
の
で
、
研

究
実
績
に
も
な
る
と
し
て
若
手
の
研
究
者
に
メ
リ
ッ
ト
と
受
け
止

め
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
研
究
者
に
限
り
ま
せ
ん
が
、
外
部
と

の
連
携
を
継
続
し
て
い
く
た
め
に
、
ウ
ィ
ン
ウ
ィ
ン
の
関
係
を
つ

く
れ
る
よ
う
に
図
書
館
は
何
を
提
供
で
き
る
か
、
を
常
に
意
識
し

て
き
ま
し
た
。

6
　
こ
れ
か
ら
の
公
共
図
書
館
と
「
出
版
」

　
2
0
1
7
年
10
月
、「
書
物
復
権
の
会
」
主
催
の
パ
ネ
ル
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
「
変
化
す
る
図
書
館
と
〈
出
版
〉」
で
パ
ネ
リ
ス

ト
と
し
て
登
壇
の
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
特
別
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
活
用
に
つ
い
て
報
告
し
た
と
こ
ろ
、
同
じ
く
パ
ネ
リ
ス

ト
と
し
て
登
壇
さ
れ
て
い
た
持
谷
寿
夫
氏（
み
す
ず
書
房
前
社
長
）に

「
千
代
田
図
書
館
の
や
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
『
出
版
』
で

す
ね
」
と
言
わ
れ
て
、
ハ
ッ
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、
持
谷
氏
が
打

ち
合
わ
せ
の
際
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
「『
出
版
の
危
機
』
と
言

わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
進
展
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
普
及
に
よ
り
『
出
版
』
自
体
は
広
が
っ
て
い
る
。
一
方
で
、

従
来
か
ら
の
『
出
版
業
』
は
揺
ら
い
で
い
る
」
と
い
う
言
葉
が
と

て
も
印
象
に
残
り
ま
し
た
。

　
た
し
か
に
、
お
年
寄
り
か
ら
町
の
歴
史
を
聞
き
取
っ
て
報
告

書
を
発
行
し
た
り
、
お
祭
り
の
様
子
を
ビ
デ
オ
で
撮
影
・
編
集

し
V
H
S
や
D
V
D
な
ど
の
形
で
配
布
し
た
り
保
存
し
て
い
る
図

書
館
は
以
前
か
ら
あ
り
、
そ
れ
ら
は
ご
く
小
規
模
な
「
出
版
」
と

し
て
認
識
し
て
い
ま
し
た
。
一
方
、
近
年
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
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ち
ら
も
大
切
な
図
書
館
利
用
者
で
す
。
両
方
の
求
め
に
応
え
ら
れ

る
よ
う
に
、
苦
心
し
て
選
書
し
て
い
く
の
が
司
書
の
重
要
な
仕
事

の
一
つ
で
す
。

　
片
や
「
図
書
館
を
利
用
す
る
」
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
み
る

と
、
公
共
図
書
館
の
利
用
登
録
率（
全
国
平
均
）
は
3
割
に
達
し
て

お
ら
ず
、
住
民
の
う
ち
7
割
以
上
は
、
図
書
館
の
資
料
を
利
用

（
＝
貸
出
）
し
て
い
な
い
の
に
、
運
営
費
は
負
担
し
て
い
ま
す
。
も

は
や
「
3
割
弱
の
利
用
者
の
た
め
の
図
書
館
」
で
は
、
税
金
の
使

い
道
と
し
て
、
社
会
全
体
の
理
解
・
納
得
を
得
る
こ
と
が
難
し
く

な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
7
割
の
人
た
ち
に
も
様
々
な
か
た
ち
で

図
書
館
の
資
料
や
空
間
を
利
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
し
て
図

書
館
ユ
ー
ザ
ー
を
増
や
し
、
ま
た
直
接
利
用
し
な
い
人
に
も
「
私

は
本
を
読
ま
な
い
け
れ
ど
、
自
分
の
暮
ら
す
町
に
図
書
館
が
あ
る

と
い
い
ね
、
税
金
を
使
う
価
値
が
あ
る
」
と
感
じ
て
も
ら
え
る
図

書
館
を
つ
く
る
必
要
性
が
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
社
会
の
変
化
の
中
で
、
公
共
図
書
館
は
ど
の
よ
う

に
変
化
し
て
、
使
命
を
果
た
す
の
か
。
明
日
の
市
民
に
も
50
年
後

の
市
民
に
も
「
図
書
館
が
あ
っ
て
良
か
っ
た
」
と
思
っ
て
い
た
だ

け
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
私
た
ち
図
書
館
員
は
悩
み
な
が
ら
も
、

想
定
し
決
断
し
、
図
書
館
を
つ
く
っ
て
い
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

ブ
や
展
示
の
記
録
・
講
演
録
な
ど
を
w
e
b
で
公
開
す
る
こ
と
は
、

利
用
者
の
利
便
性
向
上
や
広
報
の
延
長
上
と
し
て
捉
え
て
い
た
の

で
す
が
、
こ
れ
も
ま
た
新
し
い
形
で
の
「
出
版
」
だ
っ
た
の
だ
と
。

　
こ
れ
ま
で
、
図
書
館
は
出
版
社
や
団
体
・
個
人
が
供
給
す
る
情

報
を
書
物
と
い
う
媒
体
を
中
心
に
、
収
集
し
て
き
ま
し
た
。
い
ま
、

媒
体
が
変
化
し
、
大
き
な
供
給
元
で
あ
る
出
版
社
が
転
換
期
を
迎

え
て
い
る
中
で
、
思
い
が
け
ず
図
書
館
自
体
が
供
給
元
と
し
て
の

存
在
を
増
し
て
い
る
こ
と
に
、
気
づ
い
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
図

書
館
は
「
出
版
物
」
を
未
来
へ
渡
す
た
め
に
生
ま
れ
、
近
年
「
出

版
業
界
」
と
連
携
を
深
め
て
き
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
「
出
版
」
と

ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
く
の
か
、
と
い
う
新
し
い
視
点
が
加

わ
っ
た
、
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
商
業
ベ
ー
ス
に
乗
せ

に
く
い
情
報
を
媒
体
に
入
れ
こ
ん
で
、
世
の
中
に
送
り
出
す
と
と

も
に
保
存
す
る
。
図
書
館
に
そ
の
よ
う
な
働
き
が
ま
す
ま
す
求
め

ら
れ
て
い
く
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
図
書
館
の
本
質
的
な
使
命
は
、「
未
来
の
利
用
者
」
の
た
め
の

情
報
の
収
集
・
保
存
・
提
供
に
あ
る
と
、
私
は
考
え
ま
す
。
未
来

と
い
う
の
は
、
1
時
間
後
、
5
年
後
、
50
年
後
も
、
全
部
が
未
来

で
す
。
明
日
の
利
用
者
が
求
め
る
情
報（
資
料
）
と
、
50
年
後
の
利

用
者
が
求
め
る
情
報（
資
料
）
は
異
な
る
こ
と
も
多
い
け
れ
ど
、
ど
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図
書
館
を
取
り
巻
く
状
況
は
大
き
な
変
化
の
中
に
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
ま
で
も
、
こ
れ
か
ら
も
、
図
書
館
に
と
っ
て
出
版
社
や
書
店

は
、
知
を
生
み
出
し
イ
ン
フ
ラ
を
整
備
す
る
大
切
な
パ
ー
ト
ナ
ー

の
一
人
で
す
。
目
的
が
共
通
な
ら
ば
、
バ
ラ
バ
ラ
に
動
く
よ
り
も

協
働
す
る
方
が
効
率
が
い
い
は
ず
。
そ
の
連
携
事
業
を
生
み
出
す

力
と
企
画
の
ヒ
ン
ト
は
、
お
互
い
を
も
っ
と
知
る
こ
と
か
ら
生
ま

れ
る
の
だ
と
、
10
年
間
を
振
り
返
っ
て
改
め
て
感
じ
て
い
ま
す
。

7
　
最
後
に

　
私
自
身
は
、
昨
年
度
末
で
千
代
田
図
書
館
を
退
職
し
、
今
年
度

か
ら
は
石
川
県
立
図
書
館
の
新
館
建
設
準
備
と
運
営
に
携
わ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
10
年
間
、
人
文
会
の
皆
様
を
は
じ
め
、

多
く
の
出
版
社
・
書
店
・
研
究
者
の
方
々
に
大
変
お
世
話
に
な
り
、

た
く
さ
ん
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、
こ
の
場
を
借

り
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
学
び
と
経
験
を
活
か
し
、

石
川
県
の
方
々
の
文
化
的
な
活
動
の
舞
台
と
し
て
知
的
な
活
気
と

賑
わ
い
に
あ
ふ
れ
る
図
書
館
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す

の
で
、
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
末
尾
に
な
り
ま
し
た
が
、
連
続
セ
ミ
ナ
ー
の
人
文
会
側
の
ま
と

め
役
を
担
当
し
て
く
だ
さ
っ
た
橋
元
博
樹
氏（
東
京
大
学
出
版
会
営

業
局
長
）、
情
報
交
換
会
に
多
大
な
ご
尽
力
を
く
だ
さ
っ
た
成
瀬
雅

人
氏（
原
書
房
社
長
）、
元
編
集
者
の
経
験
と
人
脈
を
活
か
し
て
千

代
田
図
書
館
の
出
版
関
連
事
業
を
発
展
さ
せ
て
き
た
幸
田
徳
子
氏

（
元
・
千
代
田
図
書
館
企
画
シ
ス
テ
ム
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
）
に
改
め
て
感
謝

の
意
を
表
し
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
も
図
書
館
と
出
版
業
界
の
相
互
理

解
や
連
携
事
業
が
進
展
し
て
い
く
こ
と
を
心
よ
り
祈
念
し
て
い
ま

す
。
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広報委員会

委員長　岩野忠昭

　広報委員会の活動の柱は『人文会ニュース』の刊行とウェブサイトの運営
です。
　『人文会ニュース』は例年ですと年3回の発行（8月、12月、4月）ですが、今
期は人文会創立50周年の節目にあたり、『人文書のすすめ　人文会創立50周
年記念誌』をこの夏に発行予定です。その作業に注力するために前期の最後、
4月に発行予定であった『人文会ニュース』の発行をとりやめました。今期
は予定どおり、8月、12月、4月の年3回の発行を目指します。
　同誌の主たるコンテンツ、「15分で読む」「書店現場から」「図書館レポート」
は、お陰様で書店・図書館の方から好評をいただいており、今期も充実した
内容を揃えることを目指します。人文会の活動を広く知らせるという役割を
踏まえつつ、書店や図書館の人文書担当の方に少しでも興味を持っていただ
けるような、そして日常の業務に役に立つようなコンテンツを提供していき
たいと考えています。
　人文会ウェブサイト（http://www.jinbunkai.com/）は、人文会と会員各社の情報
提供の場としてこれまで以上に内容の充実を目指します。役に立つ情報をス
ピーディーに発信することを目標に、まだまだ改善の余地が残っていますの
で、皆さまのご批正をお願いする次第です。
　紙媒体とウェブ媒体というそれぞれの特性を活かし、また補完し合いなが
ら、人文会と人文書の普及、発展を目指したいと考えていますので、今期も
よろしくお願いいたします。

委員長　　岩野忠昭（白水社） 佐藤信治（大月書店）

副委員長　乙子　智（慶應義塾大学出版会） 吉岡　聡（春秋社）

 須藤　圭（ミネルヴァ書房）
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調査・研修委員会

委員長　水口大介

　出版業界が大きな変革の波にさらされている中で、人文書を「読者」のも
とへ届けるために何が必要なのかを会員社内で、また関係各所とともに考え
続ける。それがわれわれ調査・研修委員会の主要なテーマです。
　今期も以前より行ってきた書店様・取次様・図書館様との研修会を引き続
き行っていきます。前期は図書館に関連する研修会を複数回実施し、現場の
方々の意見を聞くことで、最新の図書館事情について知識を深めることがで
きました。こういった研修会を通じて最新の知識を蓄えることにより「い
ま」に対応していきたいと思っています。
　ここ数年、今までの書籍販売を支えてきたシステムに大きな変化が見え始
めていますが、この1年くらいの変化のスピードは想定以上です。個々の出
版社の知識や経験では対応しきれない事態が次々と起こっています。そんな
中で会員社の判断に役立つような機会を提供することも我々の重要な役割だ

と考えています。通常の活動や適宜開催する研修会を通じて出版社団体とし
ての力を蓄えていきたいと思います。
　今期もどうぞよろしくお願いいたします。

委員長　　水口大介（創元社） 西野浩文（勁草書房）

副委員長　片山伸治（吉川弘文館） 藤井若菜彦（筑摩書房）
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委員会活動方針

販売・企画委員会

委員長　朝倉哲哉

　人文会設立50周年と節目の年となる今期、販売・企画委員会は先期から1
名増員の7名体制となりました。今期の委員会施策の中心に「人文会50周年
フェア」の開催があります。増員には書店様へのフェア打診と、開催実現の
際はご担当者様と綿密なやりとりを継続させることによって成功させる、と
いう意味が込められていると考えております。一連のフェアが終了したとき
に、満足な結果であったと思えるよう、委員全員で一丸となって取り組んで
まいります。
　先期、新企画として作成しました外商様向け販売促進用資料「高校生のた
めのブックガイド」ですが、すでに今期分を作成いたしました。デザインは
前作を踏襲し、掲載書目を入れ替える形としましたが、制作部数の大半を多
くの書店様に配布しております。外商様だけではなく、店頭のフェアでも活
用いただけるアイテムとして、広くご案内してまいります。
　個々の施策に関しては先期同様取り組んでまいりますが、市場の動向には
常に目と耳を傾け、必要と思えるものに関しては、迅速に施策として取り組
める委員会にしていきたいと思います。そのためには書店様・取次様との情
報共有が不可欠です。様々な場面でお世話になるかと存じますが、今期もよ
ろしくお願い申し上げます。

委員長　　朝倉哲哉（法政大学出版局） 志田則幸（紀伊國屋書店）

副委員長　森　卓巳（青土社） 澤畑　塁（東京大学出版会）

 五月女公（日本評論社）

 登尾純一（平凡社）

 水谷幹夫（未來社）
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☆3月例会
期日：2018/3/22　15:00～17:00
場所：春秋社　会議室
1. 代表幹事より
2. 各委員会活動報告
3. その他　情報交換

☆4月例会
期日：2018/4/18　15:00～17:00
場所：筑摩書房　4F会議室
1. 代表幹事より
2. 各委員会活動報告
3. その他　情報交換

□来会　16:30～17:00
株式会社今井書店　取締役　常務執行役員　古泉淳夫氏「高校生向けカタログ・学校
巡回」の継続実施について

［敬称略］
以上
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☆1月例会
期日：2017/1/17　15:00～17:30
場所：筑摩書房　4F会議室
出席者変更：吉川弘文館（片山→吉原）
1. 代表幹事より
2. 各委員会活動報告
3. その他　情報交換

□来会　16:30～17:00
日本出版販売株式会社　平井宏樹氏（マーケティング本部　課長）・浅香健氏（マーケ
ティング本部　係長）・和田陽氏（マーケティング本部　係長）「販売施策リリーフエー
スについて」

○人文図書目録刊行会編集会議
期日：2018/1/26　15:00～17:00
場所：トーハン本社　7F会議室
事務局：トーハン　大久真樹氏
参加者：代表幹事（田﨑）／哲学・思想（水谷・朝倉・片桐）／心理（水口・奥村・五月女）
／社会（平石・西野・須藤）

☆2月例会
期日：2018/2/21　15:00～17:00
場所：筑摩書房　4F会議室
1. 代表幹事より
2. 各委員会活動報告
3. その他　情報交換

□来会　15:00～15:20
株式会社三省堂書店　理事　企画事業部部長兼メディア事業部室長　香取浩一郎氏・
比嘉栄氏（企画事業部　課長）・山口奈美子氏（企画事業部）「三省堂書店オンデマンド
の説明」

○日本出版販売株式会社　図書館営業部・選書センター見学・研修会
期日：2018/3/12　15:00～17:00
場所：図書館選書センター
日本出版販売株式会社　渡邉真嗣氏（選書センター長）の業務説明後、コンシェルジュの
皆様の案内でセンターを見学。
（参加者：19社28名）
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○図書館総合展　人文会ブース展示
期日：2017/11/7～11/9
会場：パシフィコ横浜
11/8　丸善雄松堂株式会社　山崎清宏氏（ライブラリー営業推進部 部長）・小野智生氏（和
書企画グループ グループ長）との勉強会開催。株式会社図書館流通センターブース内にて
会員社編集者登壇、吉川弘文館（堤崇志氏）、白水社（藤浪健氏）

○三省堂書店神保町本店フェア
期日：2017/11/7～2018/1/8
担当：法政大学出版局（朝倉）・青土社（森）
フェア連動講演会　12/21「川添愛先生（『自動人形の城』東京大学出版会刊行）」

☆11月例会
期日：2017/11/15　14:00～16:45
場所：トーハン本社8階　大会議室
1. 代表幹事より
2. 各委員会活動報告
3. 秋季研修旅行総括
4. その他　情報交換

□来会　14:00～14:30
株式会社トゥ・ディファクト　森山竜一郎氏（ハイブリッド書店通販プロダクト部　
部長）、高橋亜悠子氏（同部　リーダー）、大日本印刷株式会社　石亀尚郎氏（hontoビ
ジネス本部　ハイブリッドチャネル流通ユニット　HBSRC企画開発部　副部長）、野
地哲平氏（HBSRC企画開発部第1グループ）、株式会社丸善ジュンク堂書店　市木誉
世夫（営業本部仕入販売部　主任）「新刊事前予約について」

☆12月例会
期日：2017/12/22　15:00～17:00
場所：筑摩書房　4F会議室
1. 代表幹事より
2. 各委員会活動報告
3. その他　情報交換

□来会　15:00～15:30
株式会社紀伊國屋書店　太田黒弘昭氏（営業総本部ICT営業本部・本部長）・梁瀬裕子
氏（課長代理）　学術電子図書館「KinoDen」の説明

○人文会ニュースNo128号刊行
2017/12/25　発行
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○アマゾンKindle研修会
期日：2017/7/28　15:30～17:30
場所：文化信用会議室
講師：アマゾンジャパン合同会社　石川響一氏（kindleコンテンツ事業部　ベンダーマネー

ジャー）
（参加者：17社24名）

☆8月幹事会
・期日：2017/8/18
・場所：白水社会議室
例会中止（夏期休暇のため都合が合わず）幹事会のみ開催

〇人文会ニュースNo127号刊行
2017/8/25　発行

○8/18「高校生のためのブックガイド2017」発行
担当：創元社（水口）・東京大学出版会（澤畑）

☆9月例会
期日：2017/9/20　15:00～17:00
場所：筑摩書房　4F会議室
1. 代表幹事より
2. 各委員会活動報告
3. 秋季研修旅行説明
4. その他　情報交換

□来会　16:20～16:50
株式会社ブックファースト　取締役　梶野光弘氏・取締役　嶽山義治氏・守田一雄氏
（東京地区エリアマネジャー）・塚本忍氏（中野店店長）「中野店開店の説明」

○2017年人文会秋季研修旅行
期日：2017/10/18～10/20
方面：札幌・八戸・仙台
販売会社同行：株式会社トーハン　今祐介氏（書籍部アシスタントマネジャー）　／日本
出版販売株式会社　浅香健氏（マーケティング本部　係長）／株式会社大阪屋栗田　坂野
上正臣氏（MD本部仕入企画部　次長）
旅行幹事：青土社（森）・春秋社（吉岡）
10/18　研修会：札幌南図書館　成田康子先生による「高校の図書館をつくる」（参加者22
名）
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桐）・御茶の水書房（平石）・東京大学出版会（澤畑）・みすず書房（田﨑）
・7/5～7/7  南九州（宮崎・鹿児島・熊本）グループ：◎ミネルヴァ書房（須藤）・〇紀

伊國屋書店（志田）・青土社（森）・大月書店（佐藤）・春秋社（吉岡）
（◎班長　〇副班長）

○笠原書店専門書フェア
期日：2017/5/9～6/17
場所：笠原書店本店1階レジ前　担当：青土社（森）

○三省堂書店名古屋本店フェア
期日：2017/4/17～5/31
担当：法政大学出版局（朝倉）

○三省堂書店札幌店フェア
期日：2017/5/8～7/17
担当：晶文社（片桐）

☆7月例会
期日：2017/719　16:00～17:45
場所：出版クラブ
1. 代表幹事・幹事会より
2. 各委員会活動方針
3. 特約店グループ訪問報告
4. 秋の研修について青土社（森）・春秋社（吉岡）
5. Amazonのバックオーダー中止に関して

○新保さんに感謝する会
期日：2017/7/19　18:10～20:10
場所：出版クラブ
法経会・歴史書懇話会・国語・国文学出版会・大学出版部協会・心理学書販売研究会・
仏教書総目録刊行会の代表者、歴代代表幹事、新文化通信社、また、人文会OB、正担当
者・サブ担当者が参加（53名）。

○人文会、大学出版部協会合同勉強会
Amazonバックオーダー中止問題を契機に専門書版元が考えるべきこと
講師：株式会社語研　取締役営業部長　高島利行氏
期日：2017/7/10　18:00～20:00
場所：東京電機大学神田校舎（42名）
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委員会の構成メンバーを選考。
 　以下の人事を決定。
9 2017年度の役員および各委員会メンバーの発表
・代表幹事　田﨑洋幸（みすず書房）
・会計幹事　平石 修（御茶の水書房）
・書記幹事　片桐幹夫（晶文社）
・販売・企画委員会　  ◎朝倉 哲哉（法政大学出版局）　○水谷 幹夫（未來社）・奥村 

友彦（誠信書房）・森 卓巳（青土社）・志田 則幸（紀伊國屋書
店）・澤畑 塁（東京大学出版会）

・調査・研修委員会　  ◎水口 大介（創元社）　○片山 伸治（吉川弘文館）・西野 浩
文（勁草書房）・藤井 若菜彦（筑摩書房）・五月女 公（日本評
論社）

・広報委員会　　　　  ◎岩野 忠昭（白水社）　○乙子 智（慶應大学出版会）・須藤 
圭（ミネルヴァ書房）・佐藤 信治（大月書店）・吉岡 聡（春秋
社）

《◎委員長（幹事）　○副委員長》
10 三役と各委員長挨拶
11 退任者挨拶　新保卓夫（誠信書房）・橋元博樹（東京大学出版会）
17:00　終了
総会幹事：乙子（慶應義塾大学出版会）・志田（紀伊國屋書店）
懇親会　出版クラブ　17:30～20:30

☆6月例会
期日：2017/6/20　15:00～17:00
場所：筑摩書房　4F会議室
出席者変更：筑摩書房
1. 代表幹事・幹事会より
2. 各委員会活動方針
3. 特約店グループ訪問進行状況確認
4. 情報交換

〇特約店グループ訪問
・6/28～6/30 北九州（大分・小倉・下関・福岡）グループ：◎法政大学出版局（朝倉）・

〇吉川弘文館（片山）・筑摩書房（藤井）・慶應義塾大学出版会（乙子）・日
本評論社（五月女）

・6/28～6/30 東海（愛知・岐阜・三重）グループ：◎誠信書房（奥村）・〇勁草書房（西
野）・創元社（水口）・白水社（岩野）

・6/28～6/30 近畿・山陽（大阪・兵庫・岡山）グループ：◎未來社（水谷）・〇晶文社（片
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2017年度（2017.5～2018.4）人文会活動報告（全般）

書記幹事　片桐幹夫

☆第51回（2017年度）人文会総会
期日：2017/5/19
場所：日本出版クラブ
出席者：正担当者19名　担当者変更2社・1名　計21名
14:00開始
総会の開催

1 代表幹事挨拶
2 総会議長選出
 ＊総会議長は慣例に従い前年度の書記幹事（新保）が務める。
3 2016年度活動報告
 ア）会活動全般　（書記：新保）
 イ）会計報告　　（会計：平石）
4 2016年度各委員会活動報告
 ア）販売・企画委員会　（委員長：朝倉）
 イ）調査・研修委員会　（委員長：橋元）
 ウ）広報委員会　　　　（委員長：岩野）
5 会則の改廃
 ＊今回は変更の申請なし
6 休会・入会の承認・報告
 ・休会の報告：平凡社
7 担当者変更会員社の紹介　誠信書房（新保→奥村）　東京大学出版会（橋元→澤畑）
8 役員の改選及び各委員会構成について
 ア）代表幹事選出
 　議長より田﨑氏を推挙。全会員賛同にて田﨑代表幹事留任を決定。
 イ）選考委員選出
 　出席者による2名連記投票で票数の多い上位4名を選出。
 　平石・片桐・朝倉・水口・水谷の5名が決定。
 ウ）書記幹事、会計幹事および各委員会委員長名を選出　【別室】
 　選出された選考委員5名と代表幹事の計6名にて協議。以下の人事を決定。
 　会計（平石）／書記（片桐）／販売・企画（朝倉）／調査・研修（水口）／広報（岩野）
 エ）各委員会の構成メンバーの選任　【別室】

＊選出された幹事（代表幹事、書記、会計と3委員長）により各員の希望も考慮し、
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2017年度（第51回）人文会年次総会報告

書記幹事　片桐幹夫

　2017年度（第51回）の人文会年次総会は、平成30年5月16日、「文化産業信用組
合本部会議室」において全会員社出席のもとに開催されました。
　議事は、2017年度（2017年5月1日～2018年4月30日）の活動報告（全般）から始まり、
会計報告、次いで「販売・企画」「調査・研修」「広報」の各委員会報告および
質疑応答、承認と続き、新年度に向けての役員改選及び各委員会所属メンバー
を決定し、無事終了いたしました。
　代表幹事には、昨年度に引き続き、全会一致で田﨑洋幸氏（みすず書房）が選
出されました。
　会計幹事は平石修氏（御茶の水書房）、書記幹事は片桐幹夫（晶文社）が選出（い
ずれも留任）されました。委員会構成は昨年同様、「販売・企画」「調査・研修」
「広報」の三委員会体制で会活動にあたることを確認しました。
　各委員長（幹事）は、朝倉哲哉氏（法政大学出版局）が販売・企画委員長（留任）、
水口大介（創元社）が調査・研修委員長（留任）、岩野忠昭氏（白水社）が広報委員
長（留任）に選出されました。
　また、平凡社の復会、誠信書房の休会が承認されました。
　なお、平凡社の担当者は登尾純一氏となります。
　各委員会の構成は、巻末の「人文会名簿」をご参照ください。



人文会会員名簿

〒113-0033　文京区本郷2-20-7　みすず書房内
2018年8月現在

 社　名 担当者 〒 住　所 電　話 FAX

大 月 書 店 佐藤　信治 113-0033 文京区本郷2-27-16 2F 3813-4651 3813-4656
御 茶 の 水 書 房 平石　　修 113-0033 文京区本郷5-30-20 5684-0751 5684-0753
紀 伊 國 屋 書 店 志田　則幸 153-8504 目黒区下目黒3-7-10 6910-0519 6420-1354
慶應義塾大学出版会 乙子　　智 108-0073 港区三田2-17-31 3451-6926 3451-3122
勁 草 書 房 西野　浩文 112-0005 文京区水道2-1-1 3814-6861 3814-6854
春 秋 社 吉岡　　聡 101-0021 千代田区外神田2-18-6 3255-9611 3253-1384
晶 文 社 片桐　幹夫 101-0051 千代田区神田神保町1-11 3518-4940 3518-4944
誠信書房（休会中）  112-0012 文京区大塚3-20-6 3946-5666 3945-8880
青 土 社 森　　卓巳 101-0064 千代田区神田猿楽町2-1-1 3294-7829 3294-8035
   浅田ビル1F
創 元 社 水口　大介 101-0051 千代田区神田神保町1-2 6811-0662 3219-7800 
   田辺ビル
筑 摩 書 房 藤井若菜彦 111-8755 台東区蔵前2-5-3 5687-2680 5687-2685
東京大学出版会 澤畑　　塁 153-0041 目黒区駒場4-5-29 6407-1069 6407-1991
日 本 評 論 社 五月女　公 170-8474 豊島区南大塚3-12-4 3987-8621 3987-8590
白 水 社 岩野　忠昭 101-0052 千代田区神田小川町3-24 3291-7811 3291-8448
平 凡 社 登尾　純一 101-0051 千代田区神田神保町3-29 3230-6572 3230-6587
法政大学出版局 朝倉　哲哉 102-0073 千代田区九段北3-2-3 5214-5540 5214-5542
   法政大学九段校舎1F
み す ず 書 房 田﨑　洋幸 113-0033 文京区本郷2-20-7 3814-0131 3818-6435
ミネルヴァ書房 須藤　　圭 101-0062 千代田区神田駿河台3-6-1 3525-8460 3525-8461
   菱和ビルディング2F 
未 來 社 水谷　幹夫 112-0002 文京区小石川3-7-2 3814-5521 3814-5596
吉 川 弘 文 館 片山　伸治 113-0033 文京区本郷7-2-8 3813-9151 3812-3544

代表幹事 田﨑洋幸 
会計幹事 平石　修
書記幹事 片桐幹夫
 《◎委員長（幹事）　○副委員長》
販売・企画委員会 ◎朝倉哲哉　○森　卓巳・志田則幸・澤畑　塁・五月女　公・登尾純一・水谷幹夫
調査・研修委員会 ◎水口大介　○片山伸治・西野浩文・藤井若菜彦
広報委員会 ◎岩野忠昭　○乙子　智・佐藤信治・吉岡　聡・須藤　圭

人文会ホームページ　http://www.jinbunkai.com/
（各種情報／各社へのリンクはこちらからどうぞ）



「高校生のためのブックガイド」のご案内

　人文会では会員各社の刊行物の中から、高校生に読んでもらいたい書籍を
2点ずつ厳選し、「高校生のためのブックガイド」として1枚のリーフレット
にまとめました。書店外商部様や書店店頭でのフェアなどで活用いただいて
おります。



『人文書販売の手引き［第2版］』のご紹介

　『人文書販売の手引き』とは、人文会が編集・発行する書店員様向け人文書
販売マニュアルです。第２版はデータを大幅に更新し、より使いやすくなっ
ています。『人文書販売の手引き』を店頭活性化にぜひご活用ください。

　（前略）しかしながら昨今、状況は一変しました。中堅やベテランといえ
るキャリアの方から教えを請われることが多くなり、このことは当然、若
手の書店員の方々にも影響してしまいます。なので、このような状況を打
破するためにも、マニュアルの作成が必要であると判断しました。
　「人文書販売の手引き」には、役立つヒントは載っていますが答えは載っ
ていません。あくまで骨組みの提示であり、肉付けするのはそれぞれの
ご担当者です。大変恐縮ですが、試行錯誤して頂きながら、個々のお店に
合った答えを導き出して頂ければ幸いです。

（「『人文書販売の手引き』第2版刊行に際して」より）

『人文書販売の手引き』第２版は、人文会ウェブサイト
よりダウンロードできますので、是非ご利用、ご活用く
ださい。

http://www.jinbunkai.com/

『人文書販売の手引き［第2版］』
　編集・発行：人文会
　B5判並製84頁　2015年10月1日発行
　ISBN978-4-915735-07-3（非売品）

14 2  棚チャートとキーワードで理解する人文書の基礎知識 15人文書販売の手引き

哲学・思想
p h i l o s o p h yャ ー トチ棚

辞
書
・
哲
学
史
・
シ
リ
ー
ズ

分
析
哲
学

雑
誌
・
入
門

マル
ク
ス
・
マル
ク
ス
主
義

ア
ナ
キ
ズ
ム

河
出
書
房
新
社

Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｄ
Ｅ
道
の
手
帖

　新
書
館

図
解
・
標
準
哲
学
史

　白
水
社

年
表
で
読
む
哲
学
・
思
想
小
事
典

　弘
文
堂

フ
ラ
ン
ス
哲
学
・
思
想
事
典

　新
書
館

哲
学
キ
ー
ワ
ー
ド
事
典

　講
談
社

事
典
哲
学
の
木

　岩
波
書
店

岩
波
哲
学
・
思
想
事
典

中
公
新
書

日
本
哲
学
小
史

講
談
社

再
発
見
日
本
の
哲
学

Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版

シ
リ
ー
ズ
・
哲
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス

中
公
新
書

物
語
　
哲
学
の
歴
史

中
公
新
書

現
代
哲
学
の
名
著

青
土
社

現
代
思
想
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

岩
波
新
書

西
洋
哲
学
史
　
近
代
か
ら
現
代
へ

西
洋
哲
学
史
　
古
代
か
ら
中
世
へ

西
洋
哲
学
史
　
全
４
巻

中
央
公
論
新
社

哲
学
の
歴
史
　
全
12
巻
別
巻
１

カ
ル
ナ
ッ
プ

ゲ
ー
デ
ル

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

ラ
ッ
セ
ル

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド

フ
レ
ー
ゲ

現
象
学

リ
ク
ー
ル

レ
ヴ
ィ
ナ
ス

ハ
イ
デ
ガ
ー

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ

フ
ッ
サ
ー
ル

叢
書

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

ブ
ッ
ク
ス

新
書

文
庫

サ
ル
ト
ル

オ
ル
テ
ガ

ヤ
ス
パ
ー
ス

ヴ
ェ
イ
ユ

ア
ラ
ン

ベ
ル
ク
ソ
ン

ニ
ー
チ
ェ

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー

実
存
主
義
・
生
の
哲
学

「
ニ
ュ
ク
ス
」

「
表
象
」

「
別
冊
水
声
通
信
」

「
ａ
ｔ
プ
ラ
ス
」

「
談
」

「
現
代
思
想
」

「
思
想
」

解
釈
学

デ
ィ
ル
タ
イ

ガ
ダ
マ
ー

構
造
主
義

フ
ー
コ
ー
（
認
識
論
）

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
（
文
化
人
類
学
）

ラ
カ
ン
（
精
神
分
析
）

バ
ル
ト
（
記
号
学
）

ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
（
哲
学
）

ソ
シ
ュ
ー
ル
（
言
語
学
）

古
代
哲
学

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

キ
ケ
ロ

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

プ
ラ
ト
ン

ソ
ク
ラ
テ
ス

ピ
タ
ゴ
ラ
ス

タ
レ
ス

中
世
哲
学

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ

ル
タ
ー

オ
ッ
カ
ム

ア
ク
ィ
ナ
ス

ポ
ス
ト
構
造
主
義

バ
リ
バ
ー
ル

バ
デ
ィ
ウ

ラ
ン
シ
エ
ー
ル

ル
ジ
ャ
ン
ド
ル

デ
リ
ダ

ラ
ク
ー
＝
ラ
バ
ル
ト

ナ
ン
シ
ー

ガ
タ
リ

ド
ゥ
ル
ー
ズ

リ
オ
タ
ー
ル

近
代
哲
学

ヘ
ー
ゲ
ル

シ
ェ
リ
ン
グ

フ
ィ
ヒ
テ

カ
ン
ト

ル
ソ
ー

ヒ
ュ
ー
ム

ミ
ル

ロ
ッ
ク

マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ

ホ
ッ
ブ
ス

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

ス
ピ
ノ
ザ

パ
ス
カ
ル

デ
カ
ル
ト

ス
テ
ィ
グ
レ
ー
ル

ド
ブ
レ

マ
ラ
ブ
ー

ジ
ジ
ェ
ク

ソ
ン
タ
グ

文
芸
批
評

バ
フ
チ
ン

イ
ー
グ
ル
ト
ン

サ
イ
ー
ド

ブ
ラ
ン
シ
ョ

ジ
ュ
ネ

バ
タ
イ
ユ

オ
ー
エ
ン

サ
ン
＝
シ
モ
ン

フ
ー
リ
エ

ブ
ロ
ッ
ホ

ル
カ
ー
チ

エ
ン
ゲ
ル
ス

マ
ル
ク
ス

ネ
オ
ア
ナ
キ
ズ
ム

ク
ロ
ポ
ト
キ
ン

バ
ク
ー
ニ
ン

プ
ル
ー
ド
ン

イ
タ
リ
ア
思
想

ヴ
ァ
ッ
テ
ィ
モ

ペ
ル
ニ
オ
ー
ラ

ヴ
ィ
ル
ノ

エ
ス
ポ
ジ
ト

カ
ッ
チ
ャ
ー
リ

ア
ガ
ン
ベ
ン

ネ
グ
リ

エ
ー
コ

グ
ラ
ム
シ

ク
ロ
ー
チ
ェ

ヴ
ィ
ー
コ

東
洋
哲
学

日
本
思
想
史
概
論

朱
子
学

儒
教

老
荘
思
想

イ
ス
ラ
ム
哲
学

イ
ン
ド
哲
学

三
浦
俊
彦

野
矢
茂
樹

土
屋
賢
二

永
井
均

大
森
荘
蔵

サ
ー
ル

パ
ト
ナ
ム

ダ
メ
ッ
ト

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン

ク
ワ
イ
ン

オ
ー
ス
テ
ィ
ン

ラ
イ
ル

日
本
近
世
・
近
代

近
代
の
超
克

三
木
清

高
山
岩
男

田
辺
元

西
田
幾
多
郎

京
都
学
派

北
一
輝

大
杉
栄

福
沢
諭
吉

東
京
大
学
出
版
会

近
代
日
本
の
思
想
家

本
居
宣
長

吉
田
松
陰

伊
藤
仁
斎

荻
生
徂
徠

科
学
哲
学

オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス

生
物
学
の
哲
学

三
中
信
宏

伊
勢
田
哲
治

戸
田
山
和
久

心
の
哲
学

デ
ネ
ッ
ト

ク
ー
ン

ポ
パ
ー

Ｍ
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー

バ
シ
ュ
ラ
ー
ル

マ
ッ
ハ

橋
川
文
三

加
藤
周
一

鶴
見
俊
輔

井
筒
俊
彦

丸
山
眞
男

久
野
収

埴
谷
雄
高

戦
後
思
想
（
45
〜
80
）

倫
理
学

森
岡
正
博

加
藤
尚
武

情
報
倫
理
学

環
境
倫
理
学

生
命
倫
理
学

応
用
倫
理
学

児
玉
聡

川
本
隆
史

倫
理
学
一
般

倫
理
学
事
典

柄
谷
行
人

今
村
仁
司

長
谷
川
宏

廣
松
渉

小
田
実

江
藤
淳

山
口
昌
男

木
田
元

中
村
雄
二
郎

吉
本
隆
明

現
代
政
治
思
想

ロ
ー
テ
ィ

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン

ロ
ー
ル
ズ

公
共
哲
学

バ
ー
リ
ン

ム
ア

シ
ュ
ミ
ッ
ト

ケ
ル
ゼ
ン

ア
ー
レ
ン
ト

レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス

松
岡
正
剛

池
田
晶
子

内
田
樹

中
島
義
道

鷲
田
清
一

高
橋
哲
哉

西
谷
修

酒
井
直
樹

鵜
飼
哲

中
沢
新
一

浅
田
彰

日
本
の
現
代
思
想
（
80
〜
）

チ
ョ
ム
ス
キ
ー

シ
ン
ガ
ー

ヘ
ア

ハ
ー
ト

ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー

サ
ン
デ
ル

テ
イ
ラ
ー

マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア

ノ
ー
ジ
ッ
ク

古
市
憲
寿

小
熊
英
二

立
岩
真
也

宮
台
真
司

大
澤
真
幸

上
野
千
鶴
子

見
田
宗
介

千
葉
雅
也

松
浦
寿
輝

田
中
純

小
林
康
夫

蓮
實
重
彥

現
代
経
済
思
想

ラ
ト
ゥ
ー
シ
ュ

ト
ッ
ド

ア
タ
リ

ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン

セ
ン

Ｍ
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン

ハ
イ
エ
ク

Ｋ
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー

大
澤
聡

宇
野
常
寛

松
本
卓
也

國
分
功
一
郎

広
瀬
純

苅
部
直

萱
野
稔
人

佐
々
木
中

東
浩
紀

山
形
浩
生

仲
正
昌
樹

小
泉
義
之

檜
垣
立
哉

熊
野
純
彦

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派

ホ
ネ
ッ
ト

ハ
ー
バ
ー
マ
ス

ベ
ン
ヤ
ミ
ン

マ
ル
ク
ー
ゼ

フ
ロ
ム

ア
ド
ル
ノ

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー

初
期
社
会
主
義

表
象
文
化
論

社
会
学

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム

デ
ュ
ー
イ

ジ
ェ
イ
ム
ズ

パ
ー
ス



人文図書3分野の基本図書および最新刊を網羅した年度版の図書目録です。
●人文図書目録刊行会発行　A5判・平均200頁　頒価本体（各）286円

目録のご案内

＊ご注文は書店にお願いいたします。

●人文会 〒113-0033　東京都文京区本郷2-20-7（みすず書房内）
●人文図書目録刊行会 〒162-8710　東京都新宿区東五軒町6-24（トーハンビル内）
 TEL　03-3266-9521（事務局）

◆哲学・思想図書総目録2018−2019年版
約2,100点（131社）収載。
〔掲載分野〕哲学・思想一般 /倫理学･人生論 /美学 /各国哲学
/現代哲学 /宗教一般 /宗教学 ほか

ISBN 978-4-915268-40-3

◆心理図書総目録2018−2019年版
約2,800点（96社）収載。
〔掲載分野〕心理総論 /基礎心理 /発達心理 /教育心理 /臨床心
理 /精神分析 /精神医学 /社会心理 ほか

ISBN 978-4-915268-41-0

◆社会図書総目録2018−2019年版
約2,400点（118社）収載。
〔掲載分野〕社会一般 /家族社会 /地域社会 /産業労働 /福祉・
教育 /社会問題 /文化文明論 /文化人類学 /民俗学ほか
ISBN 978-4-915268-42-7





歪むメディアと民主主義
フェイクと憎悪

永田浩三 編著
46判・1800円

右派はなぜ家族に
介入したがるのか

46判・1600円

中里見博・能川元一・打越さく良・
立石直子・笹沼弘志・清末愛砂 著

憲法24条と９条

（税別価格）

噓とヘイトが溢れる日本社会を
気鋭のジャーナリストらが問う

狙われているのは
9条改憲だけではない

otsukishoten.co.jp

御茶の水書房

東京都文京区本郷５-３０-２０ ☎03（５６８４）０７５１

人文会ニュース　50x80
180530
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国
家
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遺
族
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手
か
ら
離
し
、強
制
的
に
靖

国・護
国
神
社
に
カ
ミ
と
し
て
祀
っ
た
。し
か
し
、伝
統
的
な
先
祖
祭
祀

体
系
の
土
台
で
あ
る
イ
エ
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は
ホ
ト
ケ
と
し
て
祀
っ
た
の
で
あ
る
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こ

に
宗
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祀
上
の
対
立
や
矛
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じ
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が
生
じ
た
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200号
1550円＋税

「こころと脳」という視点を踏まえて子どもの発達
を考え、発達障害などのつまずきを理解し、治療
や支援についても考える増大号。

子どものこころと脳特別企画

記念
増大号

青木省三、宮岡 等、福田正人［編］

「こころの科学」編集部［編］

時代が変わっても古びない臨床
の本質とは何か、将来に向けて
の課題はどこにあるのか。第一
人者たちが忌憚なく語り合った
貴重な記録。
笠原 嘉・風祭 元／大塚恭男・中井久
夫／小此木啓吾・北山 修ほか

◎2600円＋税

こころの臨床を語る
──「こころの科学」対談・座談選

日本評論創業100年記念出版

https://nippyo.co.jp
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