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1

代

表

幹

事

挨

拶

み
す
ず
書
房
　
片
桐
幹
夫

　
2
0
2
4
年
5
月
17
日
に
行
わ
れ
た
人
文
会
年
次
総
会
に
お
い
て
、
代
表
幹
事
を
拝
命
し
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し

く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
他
の
役
員
人
事
と
し
て
、
す
べ
て
の
幹
事
が
再
任
と
な
り
ま
し
た
。
今
後
1
年
間
、
会
の
運
営
を
担
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
ま
た
、
各
委
員
会
の
副
委
員
長
は
、〈
販
売
・
企
画
〉〈
広
報
〉
委
員
会
は
再
任
、〈
調
査
・
研
修
〉
委
員
会
の

副
委
員
長
に
束
原
亮
佑
氏（
勁
草
書
房
）が
新
任
さ
れ
ま
し
た
。

　
一
方
、
残
念
な
が
ら
、
日
本
評
論
社
が
二
年
目
の
休
会
に
な
り
ま
し
た
こ
と
を
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
書
店
、
販
売
会
社
、
出
版
社
共
に
激
動
の
変
化
の
渦
中
に
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
人
文
会
は
人
文
書
を
販
売
す
る
意

義
を
引
き
続
き
強
く
お
伝
え
す
る
と
と
も
に
、
読
者
の
皆
さ
ま
に
人
文
書
の
奥
深
い
楽
し
さ
を
さ
ら
に
知
っ
て
い
た
だ

く
た
め
に
、
今
日
の
状
況
に
即
し
た
手
法
で
、
積
極
的
な
活
動
を
行
っ
て
い
く
決
意
を
新
た
に
し
て
い
ま
す
。

　
昨
夏
に
リ
リ
ー
ス
い
た
し
ま
し
た
『
人
文
書
販
売
の
手
引
き
』
の
第
3
版（
W
E
B
版
）は
、
多
く
の
書
店
、
流
通
関

係
者
の
皆
さ
ま
に
好
評
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
大
規
模
な
研
修
会
も
複
数
回
実
施
し
、
そ
の
後
の
多
様
な
施
策
に
結
び

つ
い
て
い
ま
す
。
研
修
時
に
私
た
ち
が
感
じ
る
こ
と
は
、
厳
し
い
状
況
に
あ
り
な
が
ら
も
、
な
ん
と
か
お
客
様
の
期
待

に
応
え
よ
う
と
す
る
書
店
の
皆
さ
ま
の
強
い
情
熱
で
す
。
私
た
ち
は
志
を
同
じ
く
す
る
皆
さ
ま
と
、
真
摯
な
議
論
を
重

ね
、
力
を
合
わ
せ
れ
ば
、
様
々
な
課
題
を
乗
り
越
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。
ど
う
か
人
文
会

担
当
者
を
「
共
に
走
る
パ
ー
ト
ナ
ー
」
と
し
て
、
お
気
軽
に
お
声
か
け
く
だ
さ
い
。

　
本
年
も
、
役
員
、
各
委
員
へ
の
ご
指
導
・
ご
鞭
撻
を
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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二
〇
二
四
年
の
今
年
は
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
没
後
二
〇
年
に
あ

た
る
。
専
門
家
向
け
で
は
な
い
文
章
で
デ
リ
ダ
に
言
及
す
る
場
合
、

「
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
」
と
簡
単
に
紹

介
す
る
こ
と
が
あ
る
。
い
ち
い
ち
説
明
す
る
紙
幅
が
な
い
と
き
に

も
「
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
…
…
」
と
い
う
肩
書
き
で
ど
う
い

う
人
物
か
を
最
小
限
知
っ
て
も
ら
う
、
あ
る
い
は
思
い
出
し
て
も

ら
う
た
め
で
あ
る
。
他
の
例
を
出
す
な
ら
ば
「
古
代
ギ
リ
シ
ア
の

哲
学
者
」
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、「
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の

芸
術
家
」
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
、
と
い
っ
た
具
合
だ
。

　
し
か
し
こ
の
よ
う
な
肩
書
き
は
当
の
人
物
に
つ
い
て
知
っ
て
い

れ
ば
知
っ
て
い
る
ほ
ど
説
明
不
足
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
不
正
確
に
感

じ
る
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
デ
リ
ダ
は
そ
う
だ
。「
現
代
」「
フ
ラ
ン

ス
」「
哲
学
者
」
す
べ
て
に
留
保
を
つ
け
た
く
な
っ
て
く
る
。「
現

代
」
と
い
っ
て
も
、
亡
く
な
っ
た
の
は
二
〇
〇
四
年
、
い
ま
現
在
、

と
い
う
意
味
で
は
な
い
。「
哲
学
者
」
と
い
っ
て
も
、
デ
リ
ダ
は

「
哲
学
」
と
い
う
学
問
分
野
、
こ
の
名
が
担
う
学
術
制
度
を
根
本

か
ら
疑
問
に
付
し
た
の
で
あ
り
、「
反
哲
学
者
」
と
す
ら
言
い
た

い
と
こ
ろ
だ
。

　
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
留
保
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
説
明
し
て
い
た

ら
、
簡
明
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
肩
書
き
は
意
味
を
な
さ
な
く
な

る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
デ
リ
ダ
を
「
フ
ラ
ン
ス
の
」
と
呼
ぶ
こ

と
に
は
何
重
に
も
留
保
を
付
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
デ
リ
ダ
は

フ
ラ
ン
ス
語
を
操
り
、
フ
ラ
ン
ス
市
民
で
あ
っ
た
が
、
デ
リ
ダ
を

た
ん
に
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
そ

宮
﨑
裕
助 （
専
修
大
学
教
授
）

｜
15
分
で
読
む
｜

母
語
の
狂
気
か
ら
他
者
の
単
一
言
語
使
用
へ 

　
　
　
　

―
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の（
非
）フ
ラ
ン
ス（
現
代
）
思
想
入
門



3 15分で読む　母語の狂気から他者の単一言語使用へ

の
こ
と
は
デ
リ
ダ
自
身
の
思
想
と
け
っ
し
て
切
り
離
し
え
な
い
背

景
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
こ
こ
で
は
、
デ
リ
ダ
の
出
自
に
関
連
す
る
と
こ
ろ
を
た
ど
り

直
す
こ
と
を
通
じ
て
、
デ
リ
ダ
の
思
想
の
核
心
に
迫
っ
て
い
く
こ

と
に
し
た
い
。

ユ
ダ
ヤ
で
も
反
ユ
ダ
ヤ
で
も
な
く

　
デ
リ
ダ
は
一
九
三
〇
年
、
当
時
は
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
だ
っ
た

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
主
都
ア
ル
ジ
ェ
近
郊
の
エ
ル
・
ビ
ア
ー
ル
に
生
ま

れ
た
。
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
が
戦
争
を
経
て
独
立
し
た
の
は
一
九
六
二

年
で
あ
る
か
ら
、
デ
リ
ダ
は
フ
ラ
ン
ス
領
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
生
ま
れ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
デ
リ
ダ
の
家
系
は
、
ス
ペ
イ
ン
に
ル
ー
ツ

を
も
つ
セ
フ
ァ
ル
デ
ィ
ム
の
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
っ
た
。
当
時
の
ア
ル

ジ
ェ
リ
ア
は
た
ん
な
る
植
民
地
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、

フ
ラ
ン
ス
本
土
か
ら
の
入
植
者（
コ
ロ
ン
）
だ
け
で
な
く
、
同
化
政

策
を
通
じ
て
ユ
ダ
ヤ
人
や
一
部
の
ム
ス
リ
ム
に
も
フ
ラ
ン
ス
市
民

権
が
与
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
当
時
の
ア
ル

ジ
ェ
リ
ア
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
フ
ラ
ン
ス
市
民
権
を
も
た
な
い
先
住

民
、
大
半
の
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
ア
ラ
ブ
人
や
ベ
ル
ベ
ル
人
と
は
異

な
る
特
権
を
有
し
て
い
た
点
に
留
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　
そ
う
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
に
フ
ラ
ン
ス
の
市
民
権
を
与
え
て
い
た
の

が
、
一
八
七
〇
年
に
施
行
さ
れ
た
ク
レ
ミ
ュ
ー
法
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
最
下
層
の
圧
倒
的
多

数
を
占
め
る
ム
ス
リ
ム
の
ア
ラ
ブ
系
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
と
は
違
い
、

同
化
フ
ラ
ン
ス
人
と
し
て
の
権
利
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
他
方
、

フ
ラ
ン
ス
人
入
植
民
者
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
、

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
先
住
民
の
一
部
に
す
ぎ
ず
、
古
く
か
ら
残
存
し
て

い
た
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
矛
先
が
向
け
ら
れ
る
対
象
で
あ
る
こ
と
に

か
わ
り
は
な
か
っ
た
。

　
そ
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
が
か
つ
て
な
い
ほ
ど
に
露
見
し
た
の
は
、

ク
レ
ミ
ュ
ー
法
施
行
か
ら
六
〇
年
後
、
一
九
四
〇
年
に
生
じ
た
、

ク
レ
ミ
ュ
ー
法
の
廃
止
に
よ
る
。
同
年
ド
イ
ツ
占
領
軍
に
よ
っ
て

パ
リ
は
陥
落
し
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
ペ
タ
ン
を
首
班
と
す
る

ヴ
ィ
シ
ー
政
権
が
成
立
し
て
い
た
。
こ
の
政
権
の
も
と
反
ユ
ダ
ヤ

法
が
制
定
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
嵐
が
吹
き
荒

れ
た
の
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
ク
レ
ミ
ュ
ー
法
の
廃
止
は
、
ア
ル

ジ
ェ
リ
ア
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
立
場
を
一
挙
に
危
う
く
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
当
時
デ
リ
ダ
は
ま
だ
一
〇
歳
の
子
供
だ
っ
た
。

　
ク
レ
ミ
ュ
ー
法
は
三
年
後
の
そ
の
年
、
す
な
わ
ち
、
第
二
次
世
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界
大
戦
で
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
が
劣
勢
と
な
り
、
連
合
軍
の
ア
ル

ジ
ェ
リ
ア
上
陸
後
、
フ
ラ
ン
ス
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
が
奏
功
し
つ
つ

あ
っ
た
一
九
四
三
年
に
は
復
活
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ル

ジ
ェ
リ
ア
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
、
ク
レ
ミ
ュ
ー
法
の
廃
止
は
フ

ラ
ン
ス
市
民
権
の
剝
奪
に
ほ
か
な
ら
ず
、
少
年
デ
リ
ダ
は
す
で
に
、

フ
ラ
ン
ス
教
育
を
施
す
学
校
か
ら
追
放
さ
れ
る
と
い
う
憂
き
目
に

あ
っ
て
い
た
。
デ
リ
ダ
は
そ
の
と
き
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
回
想

し
て
い
る
。

私
は
そ
の
こ
と
を
ま
っ
た
く
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
し
、
何
も

わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
当
時
、
私
の
な
か
で
い
っ
た
い

何
が
起
こ
っ
た
の
か
を
思
い
出
そ
う
と
努
力
し
て
み
る
の
で
す

が
、
駄
目
で
す
。
な
に
し
ろ
私
の
家
で
は
ど
う
し
て
こ
う
し
た

事
情
に
な
っ
た
の
か
を
説
明
し
て
く
れ
な
か
っ
た
の
で
す
か
ら
。

一
人
の
ド
イ
ツ
兵
も
い
な
か
っ
た
だ
け
に
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の

多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
そ
れ
は
な
お
さ
ら
理
解
し
が
た
い

も
の
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
も
そ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
本

土
で
よ
り
も
厳
し
か
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
政
策
に

よ
る
率
先
し
た
行
動
だ
っ
た
の
で
す
。

 

（『
言
葉
に
の
っ
て
』
一
八

－

一
九
頁
）

　
も
と
も
と
ク
レ
ミ
ュ
ー
法
に
反
対
し
て
い
た
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者

の
勢
い
が
増
し
た
結
果
、
デ
リ
ダ
は
こ
の
法
令
の
廃
止
に
よ
っ
て
、

当
時
ナ
チ
ス
に
追
随
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
国
家
全
体
か
ら

差
別
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
他
方
で
「
何
も
わ
か
ら
な
い
」
ま
ま
放
校
さ
れ
た
デ
リ
ダ
が
、

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
ユ
ダ
ヤ
人
共
同
体
に
自
分
の
場
を
見
い
だ
せ
た

か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
デ
リ
ダ
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
教
師

た
ち
が
集
ま
っ
て
い
た
地
元
の
高
校
に
登
録
し
た
が
、
そ
の
閉
鎖

的
な
雰
囲
気
に
ま
っ
た
く
馴
染
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
サ
ッ

カ
ー
選
手
に
な
り
た
い
と
い
う
夢
を
抱
き
な
が
ら
、
ス
ポ
ー
ツ
に

明
け
暮
れ
、
一
年
間
授
業
を
サ
ボ
っ
て
い
た
と
い
う
。「
そ
の
こ

ろ
、
学
校
に
行
く
と
い
う
の
は
、
鞄
の
な
か
に
サ
ッ
カ
ー
シ
ュ
ー

ズ
を
入
れ
て
出
か
け
る
と
い
う
意
味
で
し
た
」（
同
書
、
二
一
頁
）。

　
そ
も
そ
も
フ
ラ
ン
ス
市
民
と
し
て
教
育
を
受
け
て
い
た
一
二
歳

の
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
、
い
ま
さ
ら
「
土
着
の
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
」
の

因
習
的
な
儀
礼
を
受
け
容
れ
る
の
は
耐
え
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

デ
リ
ダ
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
私
は
、
そ
う
し
た
共
同
体
の
な

か
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
る
こ
と
に
我
慢
が
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ

え
、
私
の
う
ち
に
〔
そ
う
し
た
共
同
体
と
の
〕
深
い
情
動
的
な
断
絶

が
生
じ
て
い
た
」（〔
　
〕
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
註
。
以
下
同
じ
）。
そ
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の
一
方
で
、
当
時
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
高
ま
っ
て
い
た
反
ユ
ダ
ヤ

主
義
に
よ
る
人
種
差
別
に
思
春
期
の
デ
リ
ダ
は
日
常
的
に
苦
し
ん

で
い
た
と
い
う
こ
と
も
事
実
だ
。
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
「
私
は
、
反

ユ
ダ
ヤ
主
義
や
人
種
差
別
主
義
の
あ
ら
ゆ
る
示
威
行
動
に
極
度

に
傷
つ
き
や
す
く
な
り
、
と
り
わ
け
子
供
た
ち
の
側
か
ら
し
ょ
っ

ち
ゅ
う
沸
き
起
こ
っ
て
い
た
悪
口
に
ひ
ど
く
敏
感
に
な
り
ま
し
た
。

そ
う
し
た
暴
力
は
い
つ
ま
で
も
私
の
記
憶
に
焼
き
つ
き
ま
し
た
」

（
同
書
、
二
二
頁
）。

　
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
か
ら
は
当
然
の
こ
と
、
か
と
い
っ
て
ユ
ダ
ヤ
人

共
同
体
に
は
安
住
で
き
ず
、
そ
こ
か
ら
も
逃
れ
た
い
と
い
う
こ
の

両
義
的
な
感
情
、
そ
れ
が
お
そ
ら
く
は
デ
リ
ダ
の
政
治
的
な
感
覚

の
な
に
か
中
核
な
も
の
を
な
し
て
い
る
。

孤
独
の
感
情
や
願
望
、
あ
ら
ゆ
る
共
同
体
に
た
い
し
て
、
さ
ら

に
は
あ
ら
ゆ
る
「
国ナ

シ

ョ

ナ

リ

テ

民
性
゠
国
籍
」
に
た
い
し
て
身
を
引
き
た

い
と
い
う
感
情
や
願
望
、
そ
し
て
「
共
同
体
」
と
い
う
言
葉
そ

の
も
の
に
た
い
す
る
不
信
感
は
た
ぶ
ん
そ
の
時
期
に
始
ま
っ
て

い
ま
す
。
少
し
で
も
過
度
に
自
然
で
、
庇
護
を
押
し
つ
け
、
融

合
を
生
む
よ
う
な
帰
属
関
係
が
形
成
さ
れ
る
の
を
目
に
す
る
や

い
な
や
、
私
は
姿
を
消
す
の
で
す
…
…
。
そ
れ
は
、
私
に
特
有

な
そ
の
時
期
の
後
遺
症
で
す
が
、
今
日
で
は
、
よ
り
一
般
的
な

倫
理
を
正
当
化
し
う
る
も
の
で
す
。（
同
頁
）

ユ
ダ
ヤ
で
も
反
ユ
ダ
ヤ
で
も
な
く
。
そ
の
両
義
的
感
覚
は
、
デ
リ

ダ
自
身
の
幼
少
期
の
体
験
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
。
し
か
し
重
要

な
の
は
、
そ
の
感
覚
が
デ
リ
ダ
と
い
う
人
物
の
個
人
史
に
還
元
す

る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
さ
に
デ
リ
ダ
の
い
う
「
よ
り
一
般
的
な
倫

理
」
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
こ
を
さ
ら
に
掘

り
下
げ
て
み
よ
う
。

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ト
ラ
ブ
ル

　
デ
リ
ダ
は
一
九
歳
の
と
き
、
高
等
師
範
学
校
の
受
験
準
備
の
た

め
に
パ
リ
に
行
く
こ
と
を
決
意
し
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
を
発
っ
た
。

デ
リ
ダ
に
と
っ
て
「
フ
ラ
ン
ス
」
な
い
し
「
フ
ラ
ン
ス
本
土
」
こ

そ
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
に
も
ユ
ダ
ヤ
人
共
同
体
に

も
行
き
着
か
な
い
、
ま
さ
に
そ
の
第
三
の
道
を
指
し
示
し
て
く
れ

る
は
ず
で
あ
っ
た
。
デ
リ
ダ
が
述
べ
る
に
は
「
私
は
純
真
素
朴
に
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
と
く
に
知
的
な
い
し
学
問
的
な
世
界
で
は
、
反

ユ
ダ
ヤ
主
義
の
出
る
幕
は
な
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
」（『
来
た
る
べ
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き
世
界
の
た
め
に
』
一
六
六
頁
）。

　
し
か
し
事
態
は
単
純
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の

ユ
ダ
ヤ
人
に
フ
ラ
ン
ス
市
民
権
を
与
え
た
り
与
え
な
か
っ
た
り
し

た
当
の
国
家
こ
そ
、
こ
の
フ
ラ
ン
ス
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
せ
い

で
少
年
デ
リ
ダ
は
、
フ
ラ
ン
ス
市
民
権
を
も
と
も
と
も
た
な
か
っ

た
現
地
の
ア
ラ
ブ
人
た
ち
か
ら
隔
て
ら
れ
て
い
た
一
方
、
先
に
述

べ
た
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
と
ユ
ダ
ヤ
人
共
同
体
と
の
両
義
的
関
係
の
な

か
で
苦
し
む
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
だ
。

　
そ
し
て
、
そ
ん
な
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
フ
ラ
ン
ス
本

土
で
い
っ
そ
う
の
葛
藤
に
遭
遇
し
な
い
は
ず
は
な
か
っ
た
。
出
生

の
土
地
に
お
い
て
も
血
統
に
お
い
て
も
文
化
的
な
帰
属
に
お
い
て

も
、
そ
し
て
言
語
に
お
い
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
フ
ラ
ン
ス
人
た
ち

と
異
な
る
者
と
し
て
、
デ
リ
ダ
は
、
み
ず
か
ら
の
出
自
を
な
す
ユ

ダ
ヤ
人
共
同
体
が
、
三
重
の
分
離
を
被
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
回
顧
し
て
指
摘
し
て
い
る（『
他
者
の
単
一
言
語
使
用
』
一
二
三

－

一
二
四
頁
、
以
下
、
丸
括
弧
内
の
漢
数
字
は
本
書
の
ペ
ー
ジ
数
を
指
す
）。

　
1
　
ア
ラ
ブ
な
い
し
ベ
ル
ベ
ル
の
言
語
と
文
化
か
ら
の
切
断
。

　
2 

　
フ
ラ
ン
ス（
ひ
い
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
）
の
言
語
と
文
化
か

ら
の
切
断（
フ
ラ
ン
ス
本
土
か
ら
の
文
字
通
り
の
分
離
）。

　
3 

　
ユ
ダ
ヤ
の
記
憶
か
ら
の
切
断（
当
時
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
実
践
さ

れ
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
教
の
儀
礼
は
、
世
俗
的
な
フ
ラ
ン
ス
に
、
さ
ら
に
は

キ
リ
ス
ト
教
に
「
汚
染
」
さ
れ
て
お
り
、「
カ
ト
リ
ッ
ク
」
を
模
倣
し

て
い
た
）。

　
晩
年
の
デ
リ
ダ
は
、
一
方
で
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
し

て
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
に
抵
抗
し
つ
つ
、
ユ
ダ
ヤ
人
共
同
体
か
ら
も
距

離
を
置
き
な
が
ら
、
他
方
で
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
と
し
て
本
土
の
フ

ラ
ン
ス
人
に
は
と
う
て
い
自
己
同
一
化
で
き
な
い
状
況
を
語
る

よ
う
に
な
る
。
ノ
ス
タ
ル
ジ
ェ
リ
ア

0

0

0

0

0

0

0

0

（「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー（
郷
愁
）」
と

「
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
」
と
の
鞄
語
）
と
デ
リ
ダ
が
呼
ぶ
そ
の
記
憶
は
、
た

し
か
に
、
デ
リ
ダ
自
身
の
境
遇
か
ら
く
る
「
同

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ト
ラ
ブ
ル

一
性
障
害
」（
二
八

頁
）を
表
し
て
い
た
。

　
デ
リ
ダ
は
こ
の
問
題
を
個
人
的
な
挿
話
に
と
ど
め
て
は
い
な
い
。

デ
リ
ダ
が
「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ェ
リ
ア
」
に
言
及
し
て
い
る
著
書
『
他

者
の
単
一
言
語
使
用
』
は
「
母
語
」
の
問
い
を
提
起
し
て
お
り
、

デ
リ
ダ
個
人
の
境
遇
が
強
い
た
「
障
害
」
を
起
点
と
し
な
が
ら
、

「
母
語
」
と
い
う
問
題
含
み
の
概
念
の
う
ち
に
、
文
化
の
普
遍
的

な
構
造
に
ひ
そ
む
範
例
的
な
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の

問
題
提
起
は
、
デ
リ
ダ
が
た
ん
に
フ
ラ
ン
ス
人
で
は
あ
り
え
な

か
っ
た
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
性
に
た
い
す
る
デ
リ
ダ
の

両
義
的
な
感
覚
、
共
同
体
と
い
う
も
の
へ
の
不
信
感
を
裏
づ
け
る
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「
よ
り
一
般
的
な
倫
理
」（
前
出
）を
説
明
す
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
三
重
の
同
一
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
、
最
後

に
残
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
の
は
、
自
意
識
が
育
つ
以
前
か
ら

自
分
が
話
し
て
い
た
言
葉
で
あ
る
。
通
常
そ
れ
は
「
母
語
」
と
呼

ば
れ
る
。「
幼
児
期
に
周
囲
の
大
人
た
ち（
特
に
母
親
）が
話
す
の
を

聞
い
て
最
初
に
自
然
に
身
に
つ
け
た
言
語
」（『
大
辞
林
』）と
辞
書
で

は
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
私
の
住
み
処
を
な
し
、
そ
れ
以

前
に
私
の
成
立
そ
の
も
の
が
考
え
ら
れ
な
く
な
る
よ
う
な
、
疑
い

の
余
地
の
な
い
乗
り
越
え
が
た
い
環

エ
レ
メ
ン
ト境
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
な
ら

「
コ
ギ
ト
」（
考
え
る
私
）
と
呼
ん
だ
よ
う
な
、
思
考
の
唯
一
確
実
な

基
盤
で
あ
る
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
私
の
基
礎
と
な
る
よ
う
な

ひ
と
つ
の
言
語
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
、
母
語
と
し
て
自
然
に

ひ
と
つ
の
言
語
を
使
用
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
う
し
た
こ
と
に
た

い
し
て
、
デ
リ
ダ
は
根
本
か
ら
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
は
た

し
て
母
語
＝
私
自
身
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
よ
う
な
ひ
と
つ
の

言
語
は
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
私
た
ち
に
と
っ
て
そ

の
よ
う
な
母
語
は
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
ひ
と
つ

0

0

0

の0

言
語
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
デ
リ
ダ
が
こ
の
問
い
を
投
げ
か
け
る
の
は
、
次
の
命
題
を
提
示

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。「
私
は
ひ
と
つ
し
か
言
語
を
も
っ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て
い
な
い
、
と
こ
ろ
が
そ
れ
は
私
の
も
の
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
一
四
頁
）。

こ
れ
が
、
デ
リ
ダ
の
主
張
の
根
幹
と
な
る
「
他
者
の
単
一
言
語
使

用（Le m
onolinguism

e de l’autre

）」
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
以
下
、
こ

の
テ
ー
ゼ
を
、
デ
リ
ダ
の
込
み
入
っ
た
議
論
を
適
宜
解
き
ほ
ぐ
し

つ
つ
、
展
開
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

母
語
は
母
国
語
で
は
な
い

　
も
し
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ひ
と
は
母
語
を
ひ
と
つ
の
言
語
と

し
て
自
然
に
身
に
つ
け
て
お
り
、
そ
れ
が
「
私
」
の
言
語
使
用
の

基
礎
を
な
し
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
ば

│
そ
れ
は
た
し
か
に

常
識
的
な
母
語
の
理
解
で
あ
る

│
そ
れ
は
「
私
の
0

0

単
一
言
語

使
用
」
で
あ
る
。
反
対
に
、
デ
リ
ダ
が
主
張
し
て
い
る
の
は
「
た

し
か
に
私
は
ひ
と
つ
の
言
語
を
使
用
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
私
の

も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
事
態
で
あ
る
。

　
ま
ず
単
純
な
事
実
と
し
て
、
私
の
言
語
は
自
分
自
身
で
つ
く
り

出
し
た
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、
他
者（
親
や
家
族
）
が
使
用
し
て
い

る
も
の
に
由
来
し
て
い
る
。
つ
ま
り
他
者
か
ら
受
け
継
い
だ
言
語

だ（「
私
の
も
の
で
は
な
い
言
語
」
で
あ
る
）。
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
に
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共
有
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
自
分
に
し
か
解
読
法
が
わ
か

ら
な
い
暗
号
の
メ
モ
書
き
の
よ
う
な
も
の
と
な
り
、
た
だ
ち
に
他

者
に
理
解
さ
れ
返
答
を
期
待
で
き
る
言
語
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
当
の
言
語
を
用
い
て
互
い
に
意
思
疎
通
す
る
こ
と
は
困

難
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
と
は
い
え
デ
リ
ダ
は
、
言
語
の
そ
の
よ
う
な
水
準
を
た
だ
主
張

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
先
に
み
た
デ
リ
ダ
の
伝
記
的
な
事
実
か

ら
わ
か
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
フ
ラ
ン
ス
語
は
、

単
純
な
意
味
で
「
母
の
言
語
」「
私
の
言
語
」
と
な
っ
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
た
し
か
に
デ
リ
ダ
は
家
族
が
話
し
て
い
る
こ
と
か

ら
「
自
然
に
」
フ
ラ
ン
ス
語
を
身
に
つ
け
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
意

味
で
は
「
母
語
」
は
フ
ラ
ン
ス
語
だ
が
、
し
か
し
マ
グ
レ
ブ（
北

西
ア
フ
リ
カ
）
の
フ
ラ
ン
ス
語
話
者
、
と
り
わ
け
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の

ユ
ダ
ヤ
人
に
し
て
み
れ
ば
、
そ
う
し
た
「
自
然
性
」
自
体
が
実
の

と
こ
ろ
歴
史
的
産
物
、
も
っ
と
言
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
国
家

の
同
化
政
策
の
産
物
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
、
私
の
言
語
、
私
の
母
語
は
、
生
地
の
ア
ラ

ビ
ア
語
や
ベ
ル
ベ
ル
語
で
も
な
く
、
家
系
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
用
い
る

ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
も
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
ま
っ
た
く
の
他
者
の

言
語
だ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
市
民
権
を
も
ち
、
フ
ラ
ン
ス
国
家
の
教

育
を
受
け
て
い
た
者
と
し
て
、
他
者
の
言
語
を
強
制
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
「
植
民
地
的
本
質
」（
五
六
、九
三
頁
）
に

よ
っ
て
、
私
の
単
一
言
語
使
用
は
、
私
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の

だ
。

　
こ
れ
は
、
デ
リ
ダ
の
ケ
ー
ス
を
特
殊
な
境
遇
と
考
え
、
そ
う
し

た
場
合
の
み
当
て
は
ま
る
こ
と
だ
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
そ
も

そ
も
母
語（m

other tongue

）
が
、
母
国0

語（national language

）
と
異

な
る
と
い
う
点
は
い
く
ら
注
意
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
が
な
い
ほ

ど
重
要
な
区
別
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
在
日
朝
鮮
人
に
と
っ
て
は
、

母
語
が
日
本
語
で
あ
っ
て
も
母
国
語
は
朝
鮮
語
で
あ
る
。
日
系
ブ

ラ
ジ
ル
人
に
と
っ
て
は
、
母
語
が
日
本
語
で
母
国
語
が
ポ
ル
ト
ガ

ル
語
で
あ
る
人
が
多
数
だ
。
ま
た
次
元
は
異
な
る
が
、
言
う
ま
で

も
な
く
両
親
の
国
籍
が
異
な
り
、
二
カ
国
語
併
用
使
用
の
家
庭
で

は
、
そ
も
そ
も
母
語
＝
私
の
根
拠
と
な
る
単
一
言
語
と
は
限
ら
な

い
と
い
う
ケ
ー
ス
に
な
る
し
、
そ
う
し
た
状
況
は
け
っ
し
て
珍
し

く
は
な
い
。

　
母
語
と
母
国
語
が
一
致
す
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
、
た
と
え
ば
、

日
本
に
生
ま
れ
た
日
系（
？
）日
本
人
の
よ
う
な
例
は
ど
う
な
る
の

か
。
日
本
語
使
用
者
の
場
合
、
そ
う
し
た
事
例
が
大
多
数
で
あ
り
、

か
つ
そ
れ
こ
そ
が
一
般
に
は
標
準
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
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「
母
語
」
＝
「
私
の
単
一
言
語
使
用
」
を
基
準
と
す
る
こ
と
は
疑

い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
し
か
し
母
語
と
母
国
語
と
の
重
な
り
、
そ
う
し
た
一
致
こ
そ
が

幻
想
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
デ
リ
ダ
の
ケ
ー
ス
が
明
ら
か
に
し
て

い
る
の
は
、
も
と
も
と
ど
ん
な
母
語
も

0

0

0

0

0

0

、
母
国
語
と
は
異
な
る
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
明
確
に
な
っ
て
い
る
の
は
次
の

よ
う
な
問
題
、
つ
ま
り
、
現
実
は
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
む

し
ろ
そ
う
し
た
一
致
を
望
ま
し
い
と
み
な
し
、
た
え
ず
そ
の
一
致

を
つ
く
り
だ
そ
う
と
す
る
理
想
化
、
も
っ
と
言
え
ば
、
そ
の
よ
う

な
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
デ
リ
ダ
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス

語
と
そ
の
他
の
言
語（
ア
ラ
ビ
ア
語
、
ベ
ル
ベ
ル
語
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
等
）

が
切
り
離
さ
れ
た
二
つ
の
禁
止
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
ひ
と
つ

は
、
学
校
教
育
に
よ
る
禁
止
。
フ
ラ
ン
ス
語
学
習
が
第
一
言
語
に

固
定
さ
れ
た
こ
と
で
、
ア
ラ
ビ
ア
語
の
履
修
は
選
択
外
国
語
に
追

い
や
ら
れ
、
事
実
上
ほ
と
ん
ど
誰
も
学
ば
な
い
よ
う
な
環
境
が
で

き
て
い
た
。

　
も
う
ひ
と
つ
は
、
フ
ラ
ン
ス
本
土
へ
の
送
り
返
し
。
当
時
ア
ル

ジ
ェ
リ
ア
で
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
ア
ル
ジ
ェ
リ

ア
で
の
フ
ラ
ン
ス
語（
当
然
方
言
や
訛
り
が
あ
る
）
を
二
次
的
な
付
属

物
と
み
な
し（
こ
こ
に
は
禁
止
や
貶
下
が
あ
る
）、
フ
ラ
ン
ス
本
土
へ

の
幻
想
を
醸
成
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の

本
場
は
メ
ト
ロ
ポ
リ
ス（
都
市
）、
パ
リ
と
い
う
首
都
に
あ
る
べ
き

だ
と
い
う
幻
想
。
そ
し
て
実
際
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
と
本
土
が
区
別

さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
よ
う
な
幻
想
が
生
ま
れ
る
の
で

あ
る
。
デ
リ
ダ
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
は
「
亡
霊
性
そ
の
も
の
」（
九
七

頁
）だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
自
問
し
て
い
る
。

　
興
味
深
い
の
は
、
デ
リ
ダ
は
そ
の
こ
と
で
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
た

い
し
て
「
打
ち
明
け
る
こ
と
も
は
ば
か
ら
れ
る
手
に
負
え
な
い
不

寛
容
さ
」
を
身
に
つ
け
て
し
ま
っ
た
と
告
白
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

本
人
も
喚
起
す
る
よ
う
に
、
デ
リ
ダ
の
い
う
脱
構
築
の
標
的
は
ま

ず
も
っ
て
「
純
粋
さ
」
の
幻
想
な
の
だ
が
、
こ
と
フ
ラ
ン
ス
語

に
つ
い
て
は
、
デ
リ
ダ
は
あ
た
か
も
純
粋
主
義
者
の
よ
う
で
あ
り
、

「
許
容
し
た
り
称
讃
し
た
り
す
る
の
は
、
た
だ
純
粋
な
フ
ラ
ン
ス

語
だ
け
な
の
だ
」（
一
〇
六
頁
）と
打
ち
明
け
て
い
る
。
い
さ
さ
か
戯

画
的
に
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
ま
る
で
自
分
が
フ
ラ
ン
ス
語
の

最
後
の
擁
護
者
に
し
て
顕
揚
者
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
」（
一
〇
七
頁
）

と
さ
え
デ
リ
ダ
は
述
べ
て
い
る
。

　（
自
分
の
話
で
恐
縮
だ
が
、
た
と
え
ば
、
筆
者
は
一
人
の
「
日
系
日
本
人
」

で
あ
る
。
高
校
ま
で
兵
庫
県
丹
波
市
と
い
う
田
舎
で
育
っ
て
お
り
、
当
然
の
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こ
と
な
が
ら
関
西
弁
で
話
し
て
い
た
。
そ
れ
が
私
に
と
っ
て
の
「
母
語
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
偶
然
が
重
な
り
、
東
北
大
学
に
進
学
し
て

仙
台
で
四
年
間
過
ご
し
て
以
来
、
東
京
、
イ
ギ
リ
ス
、
新
潟
に
移
り
住
ん
で

き
た
。
結
果
、
一
切
関
西
弁
は
使
わ
な
く
な
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
ま
ず
仙

台
で
関
西
弁
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
自
分
に
は
思
え
な
か
っ
た
か

ら
だ
。
と
り
わ
け
大
学
と
い
う
場
で
学
問
を
す
る
さ
い
に
は
、
関
西
弁
を
話

す
こ
と
は
不
適
切
と
感
じ
ら
れ
た
。
い
ま
思
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
一
方
的
な
偏

見
に
す
ぎ
な
い
が
、
関
西
弁
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
も
つ
押
し
つ
け
が
ま

し
さ
、「
お
笑
い
」
指
向
の
通
俗
性
は
、
当
時
の
自
分
に
と
っ
て
、
学
問
言
語

の
「
純
粋
さ
」
に
と
っ
て
の
夾
雑
物
で
し
か
な
い
と
感
じ
ら
れ
た
の
だ
っ
た
）。

　
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
フ
ラ
ン
ス
語
は
、
恣
意
的
に
自
分
が
操
作
し

う
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
他
者
の
言
語
と
し
て
文
法
や
語
法

を
厳
し
く
課
し
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
当
の
も
の
で
あ
る
。
言
語
の
純
粋
さ
へ
の
過
剰
な
嗜
好
、
い
わ

ば
「
フ
ラ
ン
ス
語
よ
り
も
フ
ラ
ン
ス
語
的
で
あ
る
こ
と
」
を
指
向

す
る
デ
リ
ダ
の
執
着

│
「
強
迫
的
要
請
」（
一
〇
六
頁
）と
デ
リ
ダ

は
述
べ
て
い
る

│
は
、
い
っ
け
ん
デ
リ
ダ
自
身
の
い
う
脱
構

築
、
す
な
わ
ち
「
純
粋
さ
の
脱
構
築
」
に
真
っ
向
か
ら
衝
突
し
て

い
る
よ
う
に
み
え
る
。

　
し
か
し
こ
れ
は
、
そ
も
そ
も
脱
構
築
が
、
言
語
の
法
の
純
粋
さ

を
た
だ
汚
す
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
脱
構
築
は
た
し
か
に
純
粋
幻
想
を
標
的
と
し
て
い
る
が
、
そ

れ
は
た
だ
汚
れ
や
不
純
さ
を
持
ち
込
む
こ
と
で
払
拭
で
き
る
わ
け

で
は
な
い
。
そ
う
し
た
異
物
や
不
純
物
の
称
揚
は
、
か
え
っ
て
さ

ら
な
る
純
粋
幻
想
を
裏
面
か
ら
強
化
す
る
こ
と
に
帰
着
す
る
か
ら

だ
。
こ
の
点
に
デ
リ
ダ
は
き
わ
め
て
自
覚
的
で
あ
る
。
脱
構
築
は
、

む
し
ろ
言
語
の
法
を
厳
格
か
つ
過
激
に
た
ど
り
直
す
こ
と
を
通
じ

て
、
言
語
の
純
粋
さ
の
向
こ
う
側
、
正
則
や
正
語
法
の
彼
方
に
宿

し
て
い
る
言
語
そ
の
も
の
の
「
狂
気
」
を
垣
間
見
る
こ
と
の
う
ち

に
存
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
「
狂
気
」
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
説
明

し
た
い
。

母
語
幻
想
と
母
語
の
狂
気

　
話
を
元
に
戻
そ
う
。
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
ユ
ダ
ヤ
人
だ
っ
た
デ
リ

ダ
は
、
フ
ラ
ン
ス
市
民
権
を
も
ち
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
「
母
語
」
か

つ
「
母
国
語
」
と
し
た
こ
と
で
、
む
し
ろ
ア
ラ
ビ
ア
語
や
ベ
ル

ベ
ル
語
か
ら
も
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
か
ら
も
、
ひ
い
て
は（
本
土
を
標
準

と
し
た
）
フ
ラ
ン
ス
語
そ
の
も
の
か
ら
も
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
っ

た
。
デ
リ
ダ
の
母
語
は
、
実
の
と
こ
ろ
母
語
で
は
な
く
、
そ
れ
自
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体
が
学
校
で
学
び
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
他
者
の
言
語
で
あ
り
、

「
本
質
的
な
疎
外
」（
一
三
一
頁
）
の
う
ち
で
し
か
「
私
の
母
語
」
で

は
な
い
よ
う
な
そ
う
し
た
言
語
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
く
り
返
す
が
、
こ
う
し
た
疎
外
は
、
た
ん
に
デ
リ
ダ
の
個
人
史

に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、
言
語
と
文
化
全
体
に
と
っ
て
の
普
遍

的
な
現
象
と
し
て
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
た
ち
の
社

会
で
は
、
ど
ん
な
母
語
も
学
校
で
母
国
語

0

0

0

と
し
て
学
び
直
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
は
自
然
な
言
語
で
も
な

ん
で
も
な
く
、
国
家
の
本
質
的
な
部
分
を
な
す
言
語
政
策
の
産
物

な
の
で
あ
る
。
母
語
は
母
国
語
化
さ
れ
る
。

　
こ
こ
で
肝
要
な
の
は
「
は
じ
め
に
母
語
が
あ
っ
た
」
と
い
う
起

源
と
し
て
の
認
識
が
、
学
校
教
育
を
通
じ
て
遡
行
的
に
の
み
見
い

だ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
然
に
根
ざ
し
た
母
語
が

起
源
に
存
在
し
た
、
そ
れ
が
規
範
化
、
平
準
化
、
画
一
化
を
通
じ

て
各
国
語
へ
と
歪
め
ら
れ
た
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
規

範
化
さ
れ
た
言
語
を
基
準
と
し
て
こ
そ
、
自
分
の
特
有
言
語
だ
っ

た
「
母
語
」
の
存
在
が
は
じ
め
て
発
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際

に
は
、
母
語
と
い
う
起
源
幻
想
が
あ
と
か
ら

0

0

0

0

培
わ
れ
る
。
要
す
る

に
、
起
源
と
し
て
の
母
語
は
存
在
し
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
だ
。
母
語
幻
想
へ
の

抵
抗

│
こ
れ
が
、
デ
リ
ダ
の
単
一
言
語
使
用
論
、
ひ
い
て
は

脱
構
築
そ
の
も
の
の
核
心
に
あ
る
。

　
で
は
、
は
じ
ま
り
に
は
何
が
あ
る
の
か
。
一
言
で
い
え
ば
、
他

者
の
痕
跡
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
「
他
者
の
単
一
言
語
使
用
」
で

あ
る
。
先
に
掲
げ
た
テ
ー
ゼ
「
私
は
ひ
と
つ
し
か
言
語
を
も
っ
て

い
な
い
、
と
こ
ろ
が
そ
れ
は
私
の
も
の
で
は
な
い
」
を
思
い
出
そ

う
。
た
し
か
に
「
は
じ
め
に
」
私
は
最
初
に
ひ
と
つ
の
言
語
を
使

用
し
て
い
た
。
そ
れ
は
言
語
と
い
っ
て
も
ひ
と
つ
し
か
な
い
言
語
、

ひ
と
つ
の
特
有
言
語
で
あ
り
、
ま
だ
規
範
化
以
前
、
共
有
化
さ
れ

る
以
前
の
不
分
明
な
言
語
、
本
来
は
「
ひ
と
つ
」
と
数
え
る
こ
と

す
ら
で
き
な
い
よ
う
な
「
言
語
」
で
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
と
か
ら
そ

れ
は
「
母
語
」
と
呼
ば
れ
る
だ
ろ
う
が
、
遡
行
的
に
し
か
発
見
さ

れ
え
な
い
か
ぎ
り
で
、
す
で
に
起
源
の
言
語
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
デ
リ
ダ
が
「
私
の
単
一
言
語
使
用
」
に
代
え
て
「
他
者
の
単
一

言
語
使
用
」
と
言
う
の
は
、
私
が
用
い
て
い
る
こ
の
言
語
が
た
だ

他
者（
両
親
、
家
族
、
周
囲
の
者
）
に
由
来
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ

け
で
は
な
い
。
ま
た
、
母
語
が
母
国
語
へ
と
組
み
込
ま
れ
る
プ
ロ

セ
ス
の
な
か
で
つ
ね
に
国
家
と
い
う
他
者
が
私
の
特
有
言
語
を
簒

奪
し
、
学
校
を
通
じ
て
規
範
化
す
る
か
ら
と
い
う
だ
け
で
も
な
い
。

い
わ
ば
母
語
以
前
の
「
私
の
」
特
有
言
語
は
、
そ
も
そ
も
私
が
成

立
す
る
以
前
の
言
語
、
私
に
は
操
作
し
え
な
い
言
語
だ
っ
た
か
ら
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で
あ
り
、
誰
と
も
つ
か
な
い
よ
う
な
「
他
者
」
に
よ
っ
て
呼
び
か

け
ら
れ
、
そ
し
て
呼
び
か
け
る
こ
と
で
生
じ
た
、
そ
う
し
た
言
語

以
前
の
「
言
語
」
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
き
わ
め
て
繊
細
な
事

柄
が
問
わ
れ
て
い
る
。
デ
リ
ダ
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。

彼
〔
単
一
言
語
使
用
者
〕
は
絶
対
的
な
翻
訳
の
な
か
に
、
準
拠
の

極
な
き
、
起
源
の
言
語
な
き
、
出
発
の
言
語
な
き
翻
訳
の
渦
中

に
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
存
在
す
る
の

は
た
だ
、
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
、
着
来
の
諸
言
語
だ
け
、
だ

が
そ
れ
も
、
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
み
ず
か
ら
が
出
発
し
て
き
た

の
か
、
い
っ
た
い
何
か
ら
出
発
し
て

0

0

0

0

み
ず
か
ら
が
話
し
て
い
る

の
か
、
そ
し
て
み
ず
か
ら
の
行
程
の
方
向
が
い
っ
た
い
ど
の
よ

う
な
も
の
な
の
か
が
そ
れ
ら
の
言
語
に
は
も
は
や
わ
か
ら
な
く

な
っ
て
い
る
以
上
、
み
ず
か
ら
の
も
と
に
着
来
す
る
こ
と
に
は

成
功
し
な
い

│
特
異
な
冒
険
だ

│
そ
ん
な
諸
言
語
だ
け

な
の
だ
。（
一
三
六
頁
）

　
そ
の
よ
う
な
、
名
も
な
き
他
者
か
ら
の
「
最
初
の
」
言
語
、

「
最
初
以
前
の
」
言
語
の
う
ち
に
、
デ
リ
ダ
は
「
狂
気
」
の
可
能

性
を
読
み
取
っ
て
い
る
。『
他
者
の
単
一
言
語
使
用
』
の
あ
る
長

い
註
の
な
か
で
、
デ
リ
ダ
は
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
有
名
な

対
談
「
何
が
残
っ
た
か
？
　
母
語
が
残
っ
た
」
に
応
答
し
て
反
論

し
て
い
る
。

　
ア
ー
レ
ン
ト
が
ナ
チ
ス
の
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
か
ら
逃
れ
、
ア
メ
リ

カ
亡
命
を
生
き
延
び
、
み
ず
か
ら
の
著
書
や
言
論
活
動
や
教
育
活

動
で
英
語
使
用
を
強
い
ら
れ
た
そ
の
苦
難
の
道
の
り
を
経
て
、
最

後
に
残
っ
た
も
の
と
し
て
指
し
示
す
も
の
、
そ
れ
が
「
母
語
」
な

の
だ

│
「
狂
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
〔
ナ
チ
ス
支
配
下
の
ド
イ
ツ
人

で
あ
り
、〕
ド
イ
ツ
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
﹇
…
﹈
何
も
の
も
母
語
に

代
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
」。

　
こ
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
発
言
に
た
い
し
て
、
し
か
し
デ
リ
ダ
が
反

問
す
る
の
は
、
絶
対
的
な
基
盤
と
な
る
べ
き
母
語
そ
の
も
の
が

「
狂
っ
て
」
し
ま
う
こ
と
は
な
い
の
か
、
少
な
く
と
も
そ
の
可
能

0

0

性0

は
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
ひ
と
つ
の
言
語
は
そ

れ
自
体
で
狂
気
と
化
す
こ
と
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ひ
と
つ
の
狂
気
、

狂
気
そ
の
も
の
、
狂
気
の
場
、
法
に
お
け
る
狂
気
と
化
す
こ
と
が

あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
」（
一
八
二
頁
）、
こ
の
可
能
性
を
考
慮
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
あ
た
か
も
デ
カ
ル
ト
の
明
晰
判
明
な
コ

ギ
ト
が
、
す
べ
て
を
疑
わ
し
く
し
て
し
ま
う
「
悪
霊
」
の
欺
瞞
と

表
裏
一
体
で
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
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に
疑
問
を
な
げ
か
け
た
、
か
つ
て
の
デ
リ
ダ
が
こ
こ
に
は
い
る
か

の
よ
う
で
あ
る（「
コ
ギ
ト
と
狂
気
の
歴
史
」
参
照
）。
母
は
、
狂
女
で

0

0

0

0

0

あ
り
う
る

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
。
こ
こ
で
は
実
際
に
狂
っ
て
い
る
か
ど

う
か
と
い
う
よ
り
可
能
性
だ
け
が
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
が

│

し
か
し
ど
う
や
っ
て
「
母
語
の
狂
気
」
を
確
認
で
き
る
の
だ
ろ

う
？

│
、
狂
気
の
そ
う
し
た
可
能
性
が
残
り
続
け
る
か
ぎ
り

で
、
母
語
の
取
り
換
え
の
き
か
な
い
唯
一
無
二
の
確
実
性
、
そ
の

特
権
性
は
、
根
本
か
ら
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

　
ア
ー
レ
ン
ト
は
「
母
語
の
抑
圧
」
の
帰
結
と
し
て
「
ア
ウ
シ
ュ

ヴ
ィ
ッ
ツ
」
に
言
及
し
て
い
る
。
デ
リ
ダ
に
言
わ
せ
れ
ば
、
た
ん

に
ド
イ
ツ
人
た
ち
の
狂
気
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
こ
の
出
来
事

は
、
主
観
に
統
御
さ
れ
た
自
己
意
識
の
言
語（
理
性
の
言
語
）
に
は

も
は
や
属
さ
な
い
よ
う
な
論
理
と
し
て
、
ま
さ
に
「
母
語
」（
ド
イ

ツ
語
）
そ
の
も
の
の
狂
気
と
し
て
考
察
を
強
い
る
も
の
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
デ
リ
ダ
は
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
」
に
た
い
し
て
は
間

接
的
な
仕
方
で
で
は
あ
る
が
、
こ
の
出
来
事
と
対
決
し
た
偉
大
な

作
家
と
し
て
、
カ
フ
カ
と
ツ
ェ
ラ
ン
、
ド
イ
ツ
語
で
書
い
た
こ
の

二
人
の
非
ド
イ
ツ
人
を
名
指
し
て
い
る
。「
彼
ら
が
ド
イ
ツ
語
に

何
を
生
じ
さ
せ
た
か
を
た
だ
名
指
す
た
め
に
す
ら
、
ひ
と
つ
の
註

で
は
足
り
な
い
だ
ろ
う
」（
一
九
一
頁
）。

結
び
に
代
え
て

│
言
語
の
使
用
、
言
語
の
約
束

　
母
語
は
幻
想
で
あ
り
、
母
語
に
み
ず
か
ら
の
同

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

一
性
を
見
い
だ

す
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
私
は
、
何
を
基
盤
に
す
れ
ば
よ

い
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
基
盤
を
私
は
そ
も
そ
も
必

要
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
と
い
う
同
一
性
が
成
り
立
つ
基

盤
が
な
く
な
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
そ
の
よ
う
な
基
盤
な
し
に
、
言
語
が
使
え
な
く
な
る
わ
け

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
け
っ
し
て
私
の
言
語
そ
の
も
の
が
消
え
失
せ

て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
母
語
と
い
う
幻
想
な
し
に
、

共
同
体
で
あ
れ
、
生
ま
れ
で
あ
れ
、
故
郷
で
あ
れ
、
伝
統
で
あ
れ
、

他
の
な
ん
で
あ
れ
、
母
語
が
つ
く
り
出
す
い
か
な
る
ア
リ
バ
イ
も

な
し
に
、
い
か
な
る
最
終
的
な
同
一
性
も
な
し
に
、
そ
れ
で
も
言

0

0

0

0

0

語
を
用
い
て
い
る
と
い
う
事
実

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
先
行
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　「
私
は
ひ
と
つ
し
か
言
語
を
も
っ
て
い
な
い
、
と
こ
ろ
が
そ
れ

は
私
の
も
の
で
は
な
い
」

│
他
者
の
単
一
言
語
使
用
の
こ
の

テ
ー
ゼ
は
、「
私
の
」
言
語
が
と
り
も
な
お
さ
ず
「
他
者
の
」
言

語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
可
能
性
と
し
て
、
私
の
意
図
も
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あ
な
た
の
意
図
も
関
係
な
く
、
私
の
言
語
が
す
で
に
し
て
あ
な
た

の
言
語
に
、
あ
な
た
の
言
語
が
す
で
に
し
て
私
の
言
語
に
応
答
し

は
じ
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
デ
リ
ダ
の
言

い
回
し
を
用
い
れ
ば
、
こ
れ
は
あ
れ
や
こ
れ
や
の
あ
ら
ゆ
る
言
語

に
先
立
っ
て
「
ひ
と
つ
の
言
語
が
約
束
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う

こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
私
が
口
を
開
く
た
び
に
、
私
が
話
し
、

あ
る
い
は
書
く
た
び
に
、
私
は
約
束
し
て
い
る
の
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

。
望
む
と
望

ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
」（
一
四
九
頁
）。

　
と
い
う
の
も
、
そ
こ
に
言
葉
が
見
い
だ
さ
れ
る
た
び
に
私
は
、

他
者
に
応
答
す
る
可
能
性
を
獲
得
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ど
ん
な
他

者
か
は
わ
か
ら
な
い
。
今
後
わ
か
る
保
証
も
な
い
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
は
じ
め
に
他
者
の
痕
跡
と
し
て
言
語
は
約
束
し
て
い
る
。

約
束
す
る
こ
と
で
私
た
ち
を
未
来
に
開
い
た
ま
ま
に
し
て
お
く
の

で
あ
る
。

　
た
し
か
に
母
語
幻
想
の
喪
失
は
、
私
の
同
一
性
を
危
機
に
さ
ら

す
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
他
方
、
た
ん
に
ユ
ダ
ヤ
人
共
同
体

の
み
な
ら
ず
、
共
同
体
そ
の
も
の
へ
の
デ
リ
ダ
の
不
信
感
は
、
母

語
に
基
づ
か
な
い
共
同
体
、
同
一
性
に
依
存
し
な
い
共
同
体
、
と

い
う
よ
り
も
は
や
共
同
体
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
必
要
が
な
い
他

者
と
私
の
応
答
可
能
性
、
私
た
ち
の
応
答
可
能
性
に
裏
打
ち
さ
れ

て
い
る
。
デ
リ
ダ
の
他
者
の
単
一
言
語
使
用
論
は
、
そ
の
よ
う
な

応
答
可
能
性
の
約
束
を
最
大
限
未
来
に
開
い
た
ま
ま
に
し
て
お

こ
う
と
す
る
「
よ
り
一
般
的
な
倫
理
」（
前
出
）
を
指
し
示
す
も
の

だ
。
そ
の
思
考
は
、
自
明
視
さ
れ
な
が
ら
実
の
と
こ
ろ
存
在
し
な

い
「
母
語
」
に
よ
っ
て
共
同
体
を
閉
じ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

そ
う
し
た
母
語
の
不
在
に
、
誰
の
も
の
で
も
な
い
言
語
が
私
た
ち

に
約
束
す
る
開
か
れ
を
残
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
こ
そ
、
私
た

ち
の
希
望
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。

引
用
文
献
1
＊　

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
『
言
葉
に
の
っ
て

│
哲
学
的
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ

ト
』
林
好
雄
・
森
本
和
夫
・
本
間
邦
雄
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

二
〇
〇
一
年

│
『
た
っ
た
一
つ
の
、
私
の
も
の
で
は
な
い
言
葉

│
他
者
の
単
一

言
語
使
用
』
守
中
高
明
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
／『
他
者
の

単
一
言
語
使
用

│
あ
る
い
は
起
源
の
補
綴
』
同
訳
、
岩
波
文
庫
、

二
〇
二
四
年
2
＊　

│
「
コ
ギ
ト
と
狂
気
の
歴
史
」『
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
差
異
〈
改
訳
版
〉』

谷
口
博
史
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
二
二
年
所
収

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
、
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
・
ル
デ
ィ
ネ
ス
コ
『
来
た
る
べ
き
世
界

の
た
め
に
』
藤
本
一
勇
・
金
澤
忠
信
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
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注＊
1
　
引
用
し
た
訳
文
は
、
既
訳
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
本
文
と

の
兼
ね
合
い
で
筆
者
が
わ
ず
か
に
変
更
し
た
箇
所
が
あ
る
こ
と
を
お
断

り
す
る
。

＊
2
　
本
稿
で
の
参
照
頁
は
、
岩
波
文
庫
版
で
指
示
し
た
。
刊
行
前
の
文
庫

版
の
参
照
を
許
可
し
て
く
だ
さ
っ
た
、
訳
者
の
守
中
高
明
氏
、
岩
波
書

店
の
吉
川
哲
士
氏
の
ご
高
配
に
感
謝
し
ま
す
。

宮
﨑
裕
助（
み
や
ざ
き
ゆ
う
す
け
）

一
九
七
四
年
生
ま
れ
。
兵
庫
県
出
身
。
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研

究
科
博
士
課
程
修
了
。
博
士（
学
術
）。
新
潟
大
学
人
文
学
部
准
教
授
を

経
て
、
現
在
、
専
修
大
学
文
学
部
教
授
。
専
攻
は
、
哲
学
・
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
思
想
。
著
書
に
『
読
む
こ
と
の
エ
チ
カ

―
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
と

ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
』（
青
土
社
、
二
〇
二
四
年
）、『
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ

ダ

―
死
後
の
生
を
与
え
る
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
二
〇
年
、
第
一
二
回

表
象
文
化
論
学
会
賞
受
賞
）、『
判
断
と
崇
高

―
カ
ン
ト
美
学
の
ポ
リ

テ
ィ
ク
ス
』（
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
九
年
）ほ
か
。
共
訳
書
に
、
ジ
ャ
ッ

ク
・
デ
リ
ダ
『
メ
モ
ワ
ー
ル

―
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
の
た
め
に
』（
水

声
社
、
二
〇
二
三
年
）、
ロ
ド
ル
フ
・
ガ
シ
ェ『
脱
構
築
の
力

―
来
日

講
演
と
論
文
』（
月
曜
社
、
二
〇
二
〇
年
）、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
『
哲

学
へ
の
権
利
2
』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
五
年
）、
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ

ン
『
盲
目
と
洞
察

―
現
代
批
評
の
修
辞
学
に
お
け
る
試
論
』（
月
曜
社
、

二
〇
一
二
年
）ほ
か
。

デリダの著作

出版社 ISBN（978） 書名 著者名 本体
価格 刊行

岩波文庫 4003860229 他者の単一言語使用―あるい
は起源の補綴

ジャック・デリダ著、
守中高明訳

910 2024

ちくま学芸文庫 4480086136 言葉にのって―哲学的スナッ
プショット

ジャック・デリダ著、
林好雄・森本和夫・
本間邦雄訳

品切れ 2001

岩波書店 4000225243 来たるべき世界のために ジャック・デリダ、エ
リザベート・ルディ
ネスコ著、藤本一
勇・金澤忠信訳

品切れ 2003

駿河台出版社 4411003775 イスラームと西洋―ジャッ
ク・デリダとの出会い、対話

ムスタファ・シェリフ
著、小幡谷友二訳

1700 2007

青土社 4791763924 言葉を撮る―デリダ／映画／
自伝

ジャック・デリダ、サ
ファー・ファティ
著、港道隆・鵜飼
哲・神山すみ江訳

2800 2008

ちくま学芸文庫 4480098368 歓待について―パリ講義の記
録

ジャック・デリダ著、
廣瀬浩司訳

1000 2018

15分で読む　母語の狂気から他者の単一言語使用へ
―ジャック・デリダの（非）フランス（現代）思想入門　ブックガイド
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その他の著作

出版社 ISBN（978） 書名 著者名 本体
価格 刊行

白水社 4560098004 デリダ伝 ブノワ・ペータース
著、原宏之・大森晋
輔訳

10000 2014

Pヴァイン発行、
日販アイ・ピー・
エス発売

4910511689 ジャック・デリダ―その哲学
と人生、出来事、ひょっとす
ると（ele-king Books）

ピーター・サモン著、
伊藤潤一郎ほか訳

3400 2024

講談社学術文庫 4062922968 デリダ―脱構築と正義 高橋哲哉 1280 2015

みすず書房 4622078296 ジャッキー・デリダの墓 鵜飼哲 3700 2014

岩波書店 4000613859 ジャック・デリダ―死後の生
を与える

宮﨑裕助 3700 2020

みすず書房 4622070122 ハンナ・アーレント「「何が
残った？　母語が残った 」
―ギュンター・ガウスとの
対話」『アーレント政治思想
集成1―組織的な罪と普遍
的な責任』

アーレント著、J. コー
ン編、齋藤純一・山
田正行・矢野久美子
訳

品切れ 2002

インスクリプト 4900997035〈関係〉の詩学 エドゥアール・グリッ
サン著、管啓次郎訳

3700 2000

青土社 4791761340 マグレブ　複数文化のトポス
―ハティビ評論集

アブデルケビール・ハ
ティビ著、澤田直編
訳、福田育弘訳

品切れ 2004

みすず書房 4622079682 地に呪われたる者［新装版］ フランツ・ファノン 
著、鈴木道彦・浦野
衣子訳

3800 2015

パブリブ 4908468223 ピエ・ノワール列伝―人物で
知るフランス領北アフリカ引
揚者たちの歴史（世界引揚者
列伝1）

大嶋えり子 2300 2018

高文研 4874984413 植民地主義の暴力―「ことば
の檻」から（徐京植評論集1）

徐京植 3000 2010

岩波現代文庫 4006002633「国語」という思想―近代日
本の言語認識

イ・ヨンスク 1880 2012

岩波現代文庫 4006022112 エクソフォニー―母語の外へ
出る旅

多和田葉子 1060 2012

ちくま文庫 4480432667 増補 日本語が亡びるとき―
英語の世紀の中で

水村美苗 880 2015

欧語文献

出版社 ISBN（978） 書名 著者名 本体
価格 刊行
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独
立
書
店
の
話
を
し
よ
う
。
小
規
模
な
が
ら
独
自
の
光
を
放
つ
本
屋
の
話
を
。

　
独
立
書
店（
あ
る
い
は
独
立
系
書
店
。
わ
ざ
わ
ざ
系
本
屋
と
も
）
と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
本
屋
が
に
わ
か
に
注
目
を
集
め

出
し
て
か
ら
ど
れ
く
ら
い
だ
ろ
う
。
雑
誌
『BRU

TU
S

』（
マ
ガ
ジ
ン
ハ
ウ
ス
）
が
「
本
屋
好
き
。」
特
集
を
組
ん
だ

の
が
二
〇
一
一
年
の
こ
と
。
当
時
、
独
立
書
店
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
「
個
性
派
書
店
」
の
特
集
は

雑
誌
『H

anako

』
の
一
九
九
六
年
一
一
月
七
日
版
が
初
出
だ
っ
た
。
出
版
業
界
の
売
上
が
ピ
ー
ク
に
達
し
た
の

が
一
九
九
五
年
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
出
版
業
界
が
成
長
を
終
え
、
成
熟
期
に
至
っ
た
際
に
何
ら
か
の
特
徴

を
備
え
た
書
店
が
人
の
口
の
端
に
上
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　
具
体
的
な
店
を
追
っ
て
い
こ
う
。
ま
ず
前
史
と
し
て
一
九
八
六
年
に
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
・
ヴ
ァ
ン
ガ
ー
ド
の
一
号
店

が
名
古
屋
に
生
ま
れ
る
。「
遊
べ
る
本
屋
」
と
し
て
雑
貨
と
本
を
シ
ー
ム
レ
ス
に
並
べ
、
目
を
引
く
P
O
P
で
話

題
と
な
っ
た
。
筆
者
が
出
会
っ
た
の
は
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
で
す
で
に
全
国
展
開
さ
れ
た
後
だ
っ
た
が
そ
れ
で
も

当
時
の
筆
者
に
と
っ
て
「
お
も
し
ろ
い
本
屋
」
と
言
え
ば
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
・
ヴ
ァ
ン
ガ
ー
ド
だ
っ
た
。
一
九
九
六
年

に
は
往
来
堂
書
店
が
千
駄
木
に
開
店
。
単
純
な
ジ
ャ
ン
ル
で
は
な
く
隣
り
合
っ
た
本
の
内
容
を
緩
や
か
に
つ
な
げ

て
い
く
こ
と
で
本
棚
を
つ
く
る
手
法
を
「
文
脈
棚
」
と
は
じ
め
て
名
付
け
た
店
だ
。

｜
書
店
現
場
か
ら
｜

独
立
書
店
小
史

和
氣
正
幸 （
本
屋
ラ
イ
タ
ー
、BOOKSHOP LOVER

）
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二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
と
本
屋
好
き
な
ら
誰
も
が
知
っ
て
い
る
よ
う
な
店
が
生
ま
れ
る
。
中
目
黒
のC

O
W
 

BO
O
KS

や
表
参
道
の
ユ
ト
レ
ヒ
ト
、
博
多
の
ブ
ッ
ク
ス
キ
ュ
ー
ブ
リ
ッ
ク
、
大
阪
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
ブ
ッ
ク

ス
ト
ア
心
斎
橋（
二
〇
一
九
年
閉
店
。
そ
の
後
天
王
寺
に
移
る
が
二
〇
二
三
年
に
閉
店
）、
京
都
の
ガ
ケ
書
房（
二
〇
一
五
年

閉
店
）
や
恵
文
社
一
乗
寺
店（
セ
レ
ク
ト
書
店
の
元
祖
と
し
て
有
名
に
し
た
堀
部
篤
史
氏
が
二
〇
〇
二
年
に
書
店
部
門
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
に
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
五
年
に
退
職
）な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
『
ぼ
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
古
本

屋
の
お
や
じ
さ
ん
』（
風
塵
社
）
で
ラ
イ
タ
ー
の
北
尾
ト
ロ
氏
が
本
の
ネ
ッ
ト
販
売
の
可
能
性
を
示
し
、
そ
の
翌
年

に
は
佐
野
眞
一
氏
『
だ
れ
が
「
本
」
を
殺
す
の
か
』（
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
社
）
が
出
版
業
界
に
対
す
る
危
機
感
を
顕
に
し

た
。
二
〇
〇
五
年
に
は
不
忍
ブ
ッ
ク
ス
ト
リ
ー
ト
の
一
箱
古
本
市
が
は
じ
め
て
開
催
さ
れ
、
本
を
売
る
こ
と
を
通

し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
皆
が
求
め
て
い
る
こ
と
が
周
知
さ
れ
た
。
い
ま
現
在
、
新
刊
入
荷
や
イ
ベ
ン
ト
な

ど
の
宣
伝
で
重
要
な
ツ
ー
ル
と
な
っ
て
い
るTw

itter

（
現
在
は
X
）
やFacebook

が
二
〇
〇
九
年
に
サ
ー
ビ
ス
を

開
始
し
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
や
っ
て
見
て
み
る
と
二
〇
〇
〇
年
代
は
現
在
に
続
く
独
立
書
店
や

数
々
の
ブ
ッ
ク
イ
ベ
ン
ト
の
種
と
も
言
え
る
動
き
が
あ
っ
た
の
だ
と
分
か
る
。

　
二
〇
〇
〇
年
代
が
種
だ
と
す
る
と
二
〇
一
〇
年
代
は
そ
の
種
を
芽
吹
か
せ
る
た
め
の
環
境
が
整
っ
た
時
期
だ
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
二
〇
一
二
年
に
「
あ
た
ら
し
い
街
の
本
屋
」
を
謳
い
オ
ー
プ
ン
し
た
本
屋
B
&
B
は
ビ
ー
ル

を
飲
み
な
が
ら
本
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
毎
日
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
た
。「
こ
ん
な
や
り
方
が
あ
る
の
か
」
と
感
心

し
た
関
係
諸
氏
も
多
い
は
ず
だ
。
二
〇
一
三
年
に
は
そ
の
共
同
オ
ー
ナ
ー
・
内
沼
晋
太
郎
氏
が
『
本
の
逆
襲
』（
朝

日
出
版
社
）
を
出
版
し
、"
広
義
の
本
に
関
わ
る
仕
事
、
そ
れ
を
あ
ら
た
め
て
「
本
屋
」
と
呼
ぶ
と
し
た
ら
"
と
書

き
、
本
と
本
屋
の
可
能
性
を
広
げ
た
。
二
〇
一
四
年
に
は
「
こ
れ
か
ら
の
本
屋
講
座
」
を
ス
タ
ー
ト
し
、
本
屋
ル

ヌ
ガ
ン
ガ
な
ど
多
く
の
卒
業
生
を
生
み
出
し
た
。
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そ
し
て
、
二
〇
一
六
年
に
オ
ー
プ
ン
し
た
本
屋Title

は
、
元
リ
ブ
ロ
で
店
長
経
験
も
あ
る
辻
山
良
雄
氏
が
開

い
た
店
で
そ
の
選
書
や
方
法
論
を
示
し
た
『
本
屋
、
は
じ
め
ま
し
た
　
新
刊
書
店Title

開
業
の
記
録
』（
苦
楽
堂
）

は
本
屋
を
始
め
た
い
と
考
え
る
人
に
と
っ
て
重
要
な
一
冊
と
な
っ
た
。
ノ
ウ
ハ
ウ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
試
算
と

は
い
え
事
業
計
画
書
が
収
録
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
何
よ
り
大
き
い
。
そ
れ
ま
で
は
夢
だ
っ
た
「
本
屋
に
な
る
」
が

本
書
を
読
む
こ
と
で
一
気
に
具
体
的
な
目
標
に
な
っ
た
の
だ
。
さ
ら
に
、
二
〇
一
八
年
に
は
内
沼
晋
太
郎
氏
が

『
こ
れ
か
ら
の
本
屋
読
本
』（
N
H
K
出
版
）
を
出
版
し
、
最
後
の
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
だ
っ
た
独
立
書
店
に
と
っ
て

の
「
本
の
仕
入
れ
」
を
具
体
的
に
教
え
て
く
れ
た
。
こ
れ
に
て
、
本
屋
に
な
る
た
め
の
方
法
論
が
揃
っ
た
。
こ
こ

か
ら
独
立
書
店
の
数
が
少
し
ず
つ
増
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
公
式
な
数
字
が
な
い
た
め
筆
者
が
個
人
的
に
追
っ
て
い
る
限
り
の
独
立
書
店
の
開
店
数
を
見
て
い
く
と

二
〇
一
五
年
と
二
〇
一
六
年
が
六
店
だ
っ
た
が
、『
本
屋
、
は
じ
め
ま
し
た
　
新
刊
書
店Title

開
業
の
記
録
』

が
出
版
さ
れ
た
二
〇
一
七
年
に
一
七
店
と
桁
が
増
え
、
そ
の
後
、『
こ
れ
か
ら
の
本
屋
読
本
』
が
出
版
さ
れ

た
二
〇
一
八
年
が
一
五
店
と
い
っ
た
ん
下
が
る
も
の
の
、
二
〇
一
九
年
は
二
五
店
、
二
〇
二
〇
年
が
三
五
店
、

二
〇
二
一
年
で
七
九
店
、
二
〇
二
二
年
で
五
六
店
、
二
〇
二
三
年
に
は
一
〇
六
店
も
の
店
が
開
店
し
て
い
る
。
右

肩
上
が
り
な
の
で
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
代
に
芽
吹
い
た
種
が
二
〇
二
〇
年
代
に
花
開
い
て
き
た
こ
と
が
こ
の
数
字

か
ら
分
か
る
だ
ろ
う
。

　
で
は
二
〇
二
〇
年
代
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
ま
だ
四
年
し
か
経
っ
て
い
な
い
が
「
実
験
」
の
二
文
字
が
当
て
は

ま
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
と
い
う
の
も
シ
ェ
ア
型
書
店
が
登
場
し
た
か
ら
だ
。
シ
ェ
ア
型
書
店
の
新
規
性
は
ビ
ジ

ネ
ス
モ
デ
ル
そ
の
も
の
を
変
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。「
街
に
本
屋
が
な
く
な
る
」
と
叫
ば
れ
て
か
ら
久
し
い
が
そ

の
原
因
が
構
造
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
か
ら
も
こ
れ
ま
た
か
な
り
の
時
間
が
経
っ
た
。
簡
単
に
ま
と
め
て
し
ま
え
ば
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本
屋
の
粗
利
率
が
低
す
ぎ
る
と
い
う
も
の
だ
。
こ
こ
で
は
簡
単
に
示
す
が
新
刊
の
粗
利
は
二
〇
％
〜
三
〇
％
。
本

体
価
格
一
六
〇
〇
円
の
本
を
一
冊
売
っ
て
三
二
〇
円
〜
四
八
〇
円
。
そ
こ
か
ら
人
件
費
や
家
賃
、
光
熱
費
を
支
払

う
こ
と
と
な
る
。
本
屋
は
薄
利
多
売
の
商
売
な
の
だ
。
シ
ェ
ア
型
書
店
は
そ
れ
に
対
し
て
棚
を
月
額
制
で
貸
す

こ
と
で
成
り
立
つ
た
め
本
の
粗
利
率
云
々
と
い
う
議
論
に
は
与
し
な
い
。「
貸
し
た
棚
の
品
揃
え
や
補
充
を
オ
ー

ナ
ー
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
こ
と
」「
書
店
員
と
し
て
の
ス
キ
ル
と
棚
を
借
り
て
く
れ
た
人
＝
箱
店
主
た
ち

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
運
営
す
る
ス
キ
ル
が
違
う
こ
と
」
な
ど
い
く
つ
か
運
営
上
の
難
点
は
あ
る
が
、
本
屋
を
商
売

と
し
て
考
え
た
と
き
に
固
定
収
入
が
あ
る
こ
と
は
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
た
め
、
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を

含
み
な
が
ら
も
シ
ェ
ア
型
書
店
は
広
が
っ
て
き
た
。

　
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
の
は
例
え
ば
シ
ェ
ア
型
の
み
で
成
り
立
つ
オ
ン
リ
ー
型
と
筆
者
が
表
す
店（
ブ
ッ
ク
マ

ン
シ
ョ
ン
や
渋
谷
〇
〇
書
店
、PASAG

E by ALL REV
IEW

S

、
ほ
ん
ま
る
な
ど
）
や
、
独
立
書
店
の
一
部
の
棚
を
月
額
制

で
貸
し
出
す
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
型
の
店（
本
屋
象
の
旅
、
小
声
書
房
、BO

O
KSH

O
P TRAV

ELLER

な
ど
）
が
あ
る
。
現
在

は
オ
ン
リ
ー
型
が
多
い
が
、
筆
者
と
し
て
は
独
立
書
店
と
し
て
棚
の
独
自
性
を
保
ち
な
が
ら
、
運
営
の
一
部
を

シ
ェ
ア
す
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
型
に
光
明
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
収
益
面
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と

な
が
ら
、
店
の
運
営
に
一
部
関
わ
っ
て
く
れ
る
箱
店
主
と
い
う
存
在
は
独
立
書
店
主
の
孤
独
を
癒
や
す
か
ら
だ
。

BO
O
KSH

O
P TRAV

ELLER

を
六
年
運
営
し
て
き
て
思
っ
た
こ
と
な
の
だ
が
、
店
の
運
営
に
困
っ
た
と
き
に

気
軽
に
相
談
で
き
る
人
間
が
近
く
に
い
る
と
い
う
こ
と
は
殊
の
外
重
要
な
の
で
あ
る
。
ひ
と
り
で
思
い
悩
ん
で
い

る
と
「
な
ん
で
こ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
の
か
」
と
思
い
詰
め
て
し
ま
う
こ
と
も
多
い
。
実
際
、
海
外
の
話
で

は
あ
る
が
お
隣
の
国
・
韓
国
で
は
開
店
か
ら
数
年
で
店
を
や
め
て
し
ま
う
例
も
多
い
と
聞
く（
ハ
ン
・
ミ
フ
ァ
氏
『
韓

国
の
「
街
の
本
屋
」
の
生
存
探
究
』
ク
オ
ン
、
二
〇
二
二
年
、
七
八

－

八
三
頁
）。
先
に
挙
げ
た
よ
う
に
独
立
書
店
が
増
え
始
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め
て
か
ら
五
年
以
上
経
つ
。
な
か
に
は
す
で
に
閉
店
し
て
し
ま
っ
た
店
舗
も
あ
る
が
、
も
し
彼
ら
彼
女
ら
に
頼
る

先
が
も
っ
と
あ
っ
た
の
な
ら
結
果
は
違
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
き
っ
と
こ
れ
か
ら
も
独
立
書
店
は
増
え
続
け
る
だ
ろ
う
。
内
沼
晋
太
郎
氏
が
『
こ
れ
か
ら
の
本
屋
読
本
』
で

"
本
屋
は
、
何
と
で
も
掛
け
算
が
で
き
る
"
と
書
い
た
よ
う
に
、
カ
フ
ェ
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、
雑
貨
の
ほ
か
に
も

様
々
な
業
態
と
掛
け
合
わ
せ
た
本
屋
が
こ
れ
か
ら
も
生
ま
れ
る
に
違
い
な
い
。
さ
ら
に
シ
ェ
ア
型
書
店
で
あ
れ
ば

そ
こ
を
借
り
る
人
次
第
で
ど
の
よ
う
な
も
の
で
も
置
か
れ
る
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
、
そ
れ
は
つ
ま
り
、
オ
ー

ナ
ー
一
人
だ
け
で
は
な
く
、
棚
を
借
り
た
箱
店
主
全
員
が
本
屋
の
活
用
の
可
能
性
を
考
え
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と

で
も
あ
る
。
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
本
屋
の
可
能
性
は
無
限
大
で
あ
り
、
い
か
に
開
拓
さ
れ
て
い
く
か
を
こ
れ
か

ら
も
見
て
、
聞
い
て
、
考
え
て
い
き
た
い
筆
者
な
の
で
あ
る
。

 

和
氣
正
幸 （
わ
き
ま
さ
ゆ
き
）　

著者近影
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1
　
こ
れ
か
ら
の
図
書
館
の
本
質
と
役
割

　
図
書
館
は
、
情
報
資
料
を
収
集
・
保
管
し
、
利
用
者
へ
の
提
供

等
を
行
う
施
設
・
機
関
な
の
で
す
が
、
昨
今
こ
の
情
報
資
料
の
在

り
方
や
提
供
の
仕
方
が
変
わ
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
近
年
、
新
聞
・

ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
等
か
ら
情
報
を
収
集
し
て
い
た
も
の
が
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
歩
に
よ
り
、
図
書
館

に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
、
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　
本
が
ま
だ
貴
重
だ
っ
た
こ
ろ
、
図
書
館
は
館
内
閲
覧
の
み
で
、

本
が
鎖
に
繫
が
れ
て
い
る
時
代
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
図
書
館
で

す
ら
、
紙
の
出
現
以
前
に
は
別
の
情
報
資
源
が
あ
り
、
図
書
館
と

は
そ
も
そ
も
常
に
変
化
し
続
け
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
私

た
ち
が
よ
く
知
る
図
書
館
へ
と
形
づ
く
ら
れ
て
い
く
わ
け
で
す
が
、

現
代
で
は
そ
の
本
質
と
役
割
が
更
に
変
化
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　
か
つ
て
の
図
書
館
は
図
書
を
提
供
す
る
場
所
で
あ
り
、
本
そ
の

も
の
が
主
要
な
情
報
資
源
で
し
た
。
し
か
し
、
情
報
化
が
進
展
す

る
に
つ
れ
て
、
図
書
館
は
本
以
外
の
情
報
を
提
供
す
る
場
所
と
し

て
の
側
面
も
強
調
さ
れ
て
お
り
、
役
割
と
ニ
ー
ズ
は
多
様
化
し
、

様
々
な
サ
ー
ビ
ス
を
展
開
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
更
に
、
図
書
館
は
単
な
る
情
報
提
供
の
場
所
に
と
ど
ま
ら
ず
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
の
役
割
も
重
要
視
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
講
座
、
講
演
会
、
読
書

会
、
お
は
な
し
会
、
展
示
会
、
上
映
会
、
音
楽
会
な
ど
多
岐
に
わ

た
る
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
、
地
域
の
人
々
が
集
い
交
流
で
き
る

場
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
の
活
性
化
に
貢
献

｜
図
書
館
レ
ポ
ー
ト
｜

丸
濵
晃
一（
ミ
ラ
イ
エ
長
岡
互
尊
文
庫
T
R
C
統
括
責
任
者
）

こ
れ
か
ら
の
図
書
館
に
必
要
な
こ
と
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し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
「
場
」
と
し
て
の
図
書
館
の
役
割
は
、

デ
ジ
タ
ル
化
が
進
ん
だ
現
在
で
も
重
要
性
を
増
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
変
化
を
象
徴
す
る
よ
う
な
例
と
し
て
、
ミ
ラ
イ
エ
長
岡
互

尊
文
庫（
以
下
、「
当
館
」）
の
よ
う
な
「
本
の
貸
し
出
し
を
主
と
し

な
い
図
書
館
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
よ

う
な
図
書
館
は
今
、
増
え
続
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。

2
　
棚
で
訴
え
る

　
当
館
に
つ
い
て
少
し
お
話
し
す
る
と
、
図
書
館
窓
口
業
務
は

株
式
会
社
図
書
館
流
通
セ
ン
タ
ー（
以
下
、「
T
R
C
」）
が
運
営
し
、

ブ
ッ
ク
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
幅
允
孝
さ
ん
が
代
表
を
務
め
る
有
限
会

社
B
A
C
H（
以
下
、「
B
A
C
H
」）
と
選
書
、
棚
づ
く
り
を
行
い
、

TRC
 &
 BAC

H
 m
eet N

agaoka

と
し
て
民
間
が
業
務
委
託
を
受

け
運
営
し
て
い
る
図
書
館
で
す
。
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
サ
ー
ビ
ス
は
行

わ
ず
、「
街
の
賑
わ
い
創
出
」
に
主
軸
置
き
、「
場
」
と
し
て
の
図

書
館
に
特
化
し
て
い
ま
す
。

　「
ひ
ら
め
く
」「
く
ら
す
」「
は
た
ら
く
」
を
エ
リ
ア
テ
ー
マ
に
、

15
の
大
テ
ー
マ
、
約
1
7
0
の
中
テ
ー
マ
、
1
0
0
0
を
超
え

る
小
テ
ー
マ
で
棚
が
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
通
常
の
図
書
館
が

独自のテーマごとに分類された棚
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N
D
C（
日
本
十
進
分
類
法
）
で
配
架
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
館

内
4
万
冊
す
べ
て
が
こ
の
独
自
の
分
類
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
通
常

の
図
書
館
で
最
も
多
く
所
蔵
さ
れ
て
い
る
小
説
等
は
あ
ま
り
な
く
、

テ
ー
マ
に
合
え
ば
コ
ミ
ッ
ク
や
洋
書
も
積
極
的
に
購
入
し
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
1
枡
の
棚
に
1
〜
3
冊
程
の
本
を
面
陳
列
し
、
直

感
的
に
本
と
出
合
え
る
環
境
を
作
り
出
し
て
い
ま
す
。

　
所
蔵
は
4
万
冊
と
決
し
て
多
く
は
な
く
、
受
け
入
れ
た
本
は
半

年
間
貸
し
出
し
を
行
わ
ず
、
駐
車
場
は
一
定
時
間
を
過
ぎ
る
と
有

料
、
開
架
は
N
D
C
で
の
配
列
で
は
な
く
独
自
の
分
類
で
構
成

さ
れ
、
通
常
の
図
書
館
に
慣
れ
て
い
る
と
使
い
に
く
い
と
感
じ

る
点
も
多
い
は
ず
で
す
。
そ
れ
な
の
に
、
日
に
平
均
1
0
0
0

人
程
も
来
館
し（
市
内
に
は
当
館
以
外
に
、
中
央
館
、
地
域
館
6
館
が
あ

り
ま
す
）、
小
説
等
の
所
蔵
が
少
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
貸
し

出
し
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ほ
と
ん
ど
の
来
館
者
は
本

を
借
り
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
図
書
館
で
過
ご
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
楽
し
み
方
で
読
書
を
し
て
い
る
こ
と
は
狙
い
通
り
で

す
が
、
大
変
興
味
深
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
棚
の
鮮
度
を
落
と
さ
な
い
た
め
に
、
常
に
書
架
の
面
陳
列
の
本

の
入
れ
替
え
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
行
い
、
整
理
、
清
掃
を
行
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
せ
い
で
、
取
材
等
を
受
け
た
際
に
「
棚
が
触
ら
れ
て

常にメンテナンスを行っている書架
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目
的
を
持
っ
た
通
常
の
図
書
館
に
慣
れ
て
い
る
皆
さ
ま
に
と
っ
て

は
、
目
的
の
本
が
N
D
C
で
配
架
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
探
し

に
く
い
と
感
じ
る
こ
と
が
多
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
も
当
初
、
通

常
の
図
書
館
に
慣
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
配
架
に
苦
労
を
し
ま
し

た
。
た
だ
、
具
体
的
な
目
的
が
な
く
ふ
ら
り
と
図
書
館
に
立
ち
寄

り
、
本
を
眺
め
な
が
ら
過
ご
す
方
に
と
っ
て
は
、
き
っ
ち
り
と
分

類
さ
れ
て
い
る
図
書
館
よ
り
も
、
座
っ
た
席
の
近
く
の
棚
に
語
り

掛
け
て
く
る
小
テ
ー
マ
の
文
言
が
あ
り
、
そ
の
中
に
必
ず
自
分
の

興
味
が
あ
り
そ
う
な
本
が
あ
る
独
自
の
分
類
は
、
と
て
も
有
効
的

だ
と
思
い
ま
す
。

　
受
け
入
れ
後
半
年
間
は
本
の
貸
し
出
し
を
行
わ
ず
、
半
年
後
も

キ
ー
ブ
ッ
ク
ス（
そ
の
棚
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
本
）
は
貸
し
出
し
を

行
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
棚
の
鮮
度
を
落
と
さ
な
い
た
め
な
の
で
す

が
、
貴
重
資
料
は
「
襟
帯
」
と
し
て
貸
出
を
行
わ
な
い
図
書
館
が

多
い
な
か
で
、
当
館
で
は
あ
く
ま
で
、
テ
ー
マ
に
対
し
て
の
必
要

性
で
キ
ー
ブ
ッ
ク
ス
を
選
定
し
て
い
ま
す
。

　
4
万
冊
を
4
つ
の
チ
ー
ム
に
分
か
れ
て
管
理
し
、
毎
週
選
書
を

行
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
並
行
し
小
テ
ー
マ
の
見
直
し（
分
類
・
タ

イ
ト
ル
）
を
行
い
、
次
に
選
書
す
る
本
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
棚
構
成

を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
常
に
棚
の
鮮
度
を
落
と
さ
ず
維
持

い
な
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
が
」
と
、
見
た
目
を
重
視
し
た
こ
と
で

敷
居
を
上
げ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
、
常
に
棚
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で

書
架
が
荒
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
誉
め
言
葉
と
と
ら
え
て
い

ま
す
。
朝
は
必
ず
す
べ
て
の
棚
を
開
館
前
に
整
理
し
、
書
架
の
メ

ン
テ
ナ
ン
ス
を
行
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
で
、
ど
の
テ
ー
マ
が
よ
く

触
ら
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
あ
ま
り
触
ら
れ
て
い
な
い
棚
は
、

ど
の
よ
う
な
作
り
こ
み
が
必
要
か
な
ど
、
一
日
の
始
ま
り
に
確
認

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　「
思
い
も
よ
ら
な
い
本
と
の
出
合
い
」
は
、
独
自
の
分
類
か
ら

生
ま
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
た
め
に
は
し
っ
か
り
と
し
た
コ
ン

セ
プ
ト
が
大
切
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
し
っ
か
り
と
し
て
い
な
い

と
、
た
だ
N
D
C
を
壊
し
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
そ
の
よ
う

な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
し
た
の
か
根
拠
が
大
切
な
の
で
す
。
そ
の
た
め

に
は
、
そ
の
街
が
求
め
る
コ
ン
セ
プ
ト
と
本
を
幅
広
く
網
羅
す
る

必
要
が
あ
り
、
そ
れ
は
読
み
物
を
多
く
所
蔵
す
る
図
書
館
の
次
な

る
課
題
と
言
え
ま
す
。
た
だ
、
当
館
の
よ
う
な
個
性
的
な
館
が
存

在
で
き
る
の
は
、
50
万
冊
近
く
所
蔵
す
る
中
央
館
の
存
在
が
あ
る

こ
と
で
成
せ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
す
。

　
当
然
、
独
自
の
分
類
は
良
い
こ
と
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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す
る
こ
と
は
、
十
分
な
人
員
と
専
門
的
な
知
識
、
経
験
を
持
っ
た

T
R
C
と
B
A
C
H
が
連
携
す
る
こ
と
で
実
現
で
き
て
い
る
と

思
い
ま
す
。

3
　
ミ
ラ
イ
エ
長
岡
互
尊
文
庫
の
空
間

　
所
蔵
4
万
冊
に
対
し
面
積
2
5
0
0
㎡
、
通
常
こ
れ
く
ら
い

の
面
積
だ
と
10
万
冊
程
度
は
所
蔵
で
き
る
か
と
思
う
の
で
す
が
、

棚
を
低
く
し
、
十
分
な
席
数
を
確
保
す
る
た
め
の
開
放
的
で
贅
沢

な
空
間
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
街
の
リ
ビ
ン
グ
」
と
し
て

も
上
手
く
機
能
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

　
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
よ
る
空
間
デ
ザ
イ
ン
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
掲

示
物
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
書
体
な
ど
の
デ
ザ
イ
ン
も
統
一
し
、
本

の
並
べ
方
に
至
っ
て
も
す
べ
て
ル
ー
ル
を
作
っ
て
い
ま
す
。
ス
ッ

キ
リ
と
し
た
館
内
は
非
日
常
的
と
も
言
え
ま
す
が
、
飲
食
O
K
、

お
し
ゃ
べ
り
O
K
、
写
真
撮
影
O
K
と
禁
止
事
項
が
少
な
い
こ

と
で
会
話
も
弾
む
の
で
、
ち
ょ
う
ど
「
非
日
常
と
日
常
の
間
」
の

よ
う
な
空
間
に
な
っ
て
い
ま
す
。
加
え
て
、
地
元
で
人
気
の
飲
食

店
が
運
営
す
る
カ
フ
ェ
も
あ
り
、
週
末
は
特
に
幅
広
い
年
齢
層
の

市
民
で
賑
わ
い
ま
す
。

開放的な館内
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4
　
図
書
館
を
運
営
す
る
と
い
う
こ
と

　
ほ
と
ん
ど
の
皆
さ
ん
が
、
図
書
館
は
市
町
村
が
直
営
で
運
営
し

て
い
る
と
思
う
の
が
普
通
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
10
数

年
前
か
ら
民
間
や
N
P
O
等
、
行
政
で
は
な
い
組
織
が
運
営
す

る
図
書
館
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
時
代
の
変
化
か
ら
、
当
初
、
民
間
が
公
共
図
書
館

を
運
営
す
る
こ
と
は
困
難
と
さ
れ
ま
し
た
が
、
多
様
化
す
る
ニ
ー

ズ
に
適
合
す
る
こ
と
を
得
意
と
し
た
図
書
館
の
分
野
に
精
通
し
た

民
間
や
、
地
元
の
こ
と
を
よ
く
知
る
N
P
O
な
ど
の
持
ち
味
が

時
代
の
変
化
に
合
っ
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の

状
況
は
ま
だ
当
分
続
き
そ
う
で
す
。

　
そ
の
よ
う
な
変
化
の
中
、
当
館
も
民
間
が
運
営
す
る
良
さ
を
最

大
限
に
発
揮
で
き
て
い
る
図
書
館
の
ひ
と
つ
だ
と
言
え
ま
す
。

　
目
的
は
運
営
す
る
の
が
ど
こ
で
あ
る
の
か
で
は
な
く
、「
市
民

の
知
る
権
利
と
表
現
の
自
由
」
を
守
る
た
め
に
、
何
が
で
き
る
の

か
を
追
求
し
続
け
る
こ
と
に
限
る
か
と
思
い
ま
す
。
利
用
者
の

ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
情
報
提
供
を
行
う
だ
け
で
な
く
、
ニ
ー
ズ
を

生
み
出
す
新
し
い
視
点
を
示
す
た
め
に
、
単
に
図
書
を
管
理
運
営

　
図
書
館
に
あ
り
が
ち
な
禁
止
事
項
が
少
な
い
こ
と
で
、
若
い
世

代
や
子
育
て
世
代
も
過
ご
し
や
す
く
、
新
規
利
用
登
録
数
の
多
い

こ
と
か
ら
、
今
ま
で
図
書
館
に
来
て
い
な
か
っ
た
層
が
多
く
利
用

し
て
い
る
こ
と
も
う
か
が
え
ま
す
。

　
一
般
、
児
童
と
い
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
、
当
然
本
を
分
け
て

い
ま
せ
ん
。
テ
ー
マ
の
中
に
、
絵
本
も
あ
れ
ば
コ
ミ
ッ
ク
も
あ
り

専
門
書
も
あ
り
ま
す
。
無
意
識
に
、
子
ど
も
た
ち
も
大
人
の
本
に

触
れ
て
い
ま
す
し
、
大
人
も
児
童
書
や
絵
本
を
手
に
取
り
や
す
い

「
自
由
な
読
書
」
の
環
境
が
こ
こ
に
は
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
、

大
人
も
子
ど
も
も
館
内
す
べ
て
を
行
き
来
し
て
い
ま
す
の
で
、
空

間
す
べ
て
が
自
由
な
雰
囲
気
で
包
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
照
明
は
暖
色
系
で
夜
も
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
で
す
。
昼
光
色
の

図
書
館
と
比
べ
る
と
暗
く
感
じ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、

ル
ク
ス
は
足
り
て
い
ま
す
。

　
当
初
、
当
館
を
訪
れ
る
皆
さ
ん
の
口
々
か
ら
出
て
く
る
言
葉
は

「
図
書
館
じ
ゃ
な
い
み
た
い
」
で
し
た
。
そ
れ
は
良
い
意
味
で
狙

い
通
り
と
言
え
ま
す
。
特
に
県
外
か
ら
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
利
用
者

か
ら
は
「
う
ち
の
街
に
も
、
こ
ん
な
図
書
館
が
あ
れ
ば
毎
日
通
い

た
い
」
と
最
高
の
褒
め
言
葉
を
頂
き
大
変
励
み
に
な
り
ま
し
た
。
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デ
ジ
タ
ル
デ
ト
ッ
ク
ス
の
時
間
が
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

情
報
が
溢
れ
る
現
代
社
会
の
中
で
、
本
に
囲
ま
れ
る
空
間
で
ゆ
っ

く
り
と
本
と
自
分
だ
け
の
時
間
に
向
き
合
う
こ
と
は
、
と
て
も
豊

か
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、
本
は
単
に
情
報
取
得
の
手
段
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
人

間
と
し
て
の
何
か
奥
深
い
と
こ
ろ
に
届
け
る
装
置
と
し
て
優
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
要

素
は
、
紙
の
本
の
存
在
意
義
を
示
し
、
デ
ジ
タ
ル
化
が
進
む
中
で

も
紙
の
本
が
持
つ
独
自
の
魅
力
を
強
調
し
て
い
ま
す
。

　
一
方
で
、
デ
ジ
タ
ル
化
の
波
は
次
々
と
押
し
寄
せ
て
く
る
こ
と

も
想
像
で
き
ま
す
。
紙
の
本
が
美
術
品
の
よ
う
に
高
額
に
な
る
か

ど
う
か
は
別
と
し
て
、
音
楽
で
言
う
レ
コ
ー
ド
の
価
値
の
見
直
し

と
い
っ
た
例
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
紙
の
本
が
な
く
な
る
と
い
う
こ

と
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
今
後
ど
の
よ
う
に
変
化
し
価
値
が
見

直
さ
れ
る
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
こ
れ
に
よ
り
、
図
書
館
と

し
て
紙
の
本
を
収
集
・
保
管
・
管
理
・
提
供
し
て
い
く
こ
と
の
重

要
性
は
増
し
て
い
く
と
考
え
ま
す
。

　
ま
た
、
当
館
の
よ
う
な
独
自
の
分
類
を
作
る
こ
と
は
、
現
段

階
で
は
A
I
な
ど
で
は
作
っ
て
い
く
こ
と
が
困
難
な
領
域
だ
と
、

自
分
自
身
が
体
験
し
て
感
じ
ま
し
た
。
情
報
提
供
と
い
う
形
は
テ

す
る
だ
け
で
な
く
、
更
に
何
が
で
き
る
の
か
を
追
求
で
き
る
者
が

運
営
を
担
っ
て
い
く
こ
と
が
、
そ
の
街
の
住
民
に
と
っ
て
は
大
切

な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

5
　
紙
の
本
の
新
た
な
価
値

　
こ
の
よ
う
な
図
書
館
の
分
岐
点
は
、
紙
の
本
と
デ
ジ
タ
ル
情
報

の
両
方
を
活
用
し
、
利
用
者
に
と
っ
て
最
適
な
情
報
提
供
と
場
の

提
供
を
行
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

　
最
新
の
情
報
は
デ
ジ
タ
ル
の
方
が
提
供
速
度
、
修
正
が
早
い
の

に
対
し
、
本
は
様
々
な
人
の
目
が
入
り
時
間
を
か
け
て
発
行
さ
れ

る
こ
と
か
ら
信
用
度
が
高
い
と
そ
れ
ぞ
れ
一
長
一
短
が
あ
り
ま
す
。

当
館
で
は
最
新
の
情
報
を
い
ち
早
く
届
け
る
た
め
の
手
段
と
し
て

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
も
多
く
準
備
さ
れ
、
特
に
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ン
に

役
立
つ
内
容
が
充
実
し
て
い
ま
す
。

　
本
の
展
示
に
つ
い
て
は
、
B
A
C
H
の
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
に

よ
り
、
美
術
品
の
よ
う
に
視
覚
的
・
空
間
的
に
紙
の
本
の
存
在
を

最
大
限
に
活
か
し
た
展
示
を
行
っ
て
い
ま
す
。
紙
の
本
に
は
デ
ジ

タ
ル
に
は
な
い
感
覚
的
な
魅
力
と
や
す
ら
ぎ
、
目
へ
の
優
し
さ
、

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
魅
力
、
情
報
保
存
の
信
頼
性
、
そ
し
て
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く
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
以
降
の
図
書
館
が

変
化
し
た
よ
う
に
、
A
I
以
降
の
図
書
館
も
ま
た
持
続
可
能
な

社
会
の
実
現
に
向
け
て
貢
献
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
か

と
思
い
ま
す
。

　
そ
う
な
る
と
、
デ
ジ
タ
ル
化
と
オ
ン
ラ
イ
ン
リ
ソ
ー
ス
の
充
実

が
不
可
欠
に
な
っ
て
き
ま
す
。
電
子
書
籍
や
オ
ン
ラ
イ
ン
ジ
ャ
ー

ナ
ル
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
な
ど
の
提
供
を
強
化
し
、
利
用
者
が
自
宅

や
モ
バ
イ
ル
デ
バ
イ
ス
か
ら
も
情
報
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
環
境
を

整
備
す
る
こ
と
が
よ
り
強
く
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
や
A
I
を
活
用
し
た
新
し
い

学
習
体
験
や
情
報
ア
ク
セ
ス
の
手
段
も
提
供
さ
れ
る
こ
と
で
、
図

書
館
の
役
割
が
更
に
拡
大
さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る

の
で
す
。

　
技
術
の
進
歩
に
よ
り
様
々
な
障
害
の
垣
根
は
下
が
り
、
働
き
方

（
障
害
や
病
気
の
理
由
が
あ
っ
て
も
、
図
書
館
の
仕
事
が
で
き
る
環
境
）・
読

書
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化（
居
住
地
、
年
齢
、
身
体
的
理
由
に
よ
る
障
害
が

あ
っ
て
も
読
書
で
き
る
環
境
）が
更
に
進
む
こ
と
で
、
図
書
館
と
い
う

場
が
今
以
上
に
使
い
や
す
く
、
そ
し
て
す
べ
て
の
方
に
サ
ー
ビ
ス

が
行
き
渡
る
こ
と
を
望
ま
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
し
、
そ
う
あ
る
よ

う
に
今
で
き
る
こ
と
を
尽
く
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
化
で
随
分
と
変
わ
っ
て
い
く
か
と
思
い
ま
す
が
、

「
場
」
と
し
て
の
図
書
館
は
人
間
で
な
く
て
は
で
き
な
い
領
域
が

ま
だ
多
く
存
在
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
も
し
か
す
る
と
紙
の
本
を
見
る
た
め
に
、
美
術
館
の
よ
う
に
入

館
料
が
必
要
に
な
る
時
代
も
来
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
設
図
書

館
や
私
的
な
図
書
室
で
は
、
現
在
も
そ
の
空
間
で
過
ご
し
、
そ
こ

で
選
ば
れ
た
本
を
読
む
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
入
館
料
を
払
っ
て
過
ご

す
わ
け
で
す
か
ら
、
図
書
館
で
紙
の
本
を
読
む
こ
と
が
特
別
な
こ

と
に
な
る
時
代
が
来
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
そ
の
時
は
、
誰

も
が
デ
ジ
タ
ル
の
資
料
や
バ
ー
チ
ャ
ル
図
書
館
に
無
料
で
ア
ク
セ

ス
で
き
る
環
境
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

6
　
こ
れ
か
ら
の
図
書
館
に
必
要
な
こ
と

　
A
I
時
代
に
突
入
し
技
術
が
更
に
進
化
す
る
現
在
、
そ
の
中

で
図
書
館
の
未
来
は
ど
う
な
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
時

は
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
の
教
育
の
場
と
し
て
、
そ
し
て
あ
る
時
は
デ

ジ
タ
ル
デ
ト
ッ
ク
ス
の
た
め
の
癒
し
の
場
と
し
て
、
新
た
な
役
割

を
担
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
A
I
に
よ
り
医
療
や

教
育
、
働
き
方
や
労
働
者
管
理
な
ど
は
特
に
大
き
く
変
化
し
て
い
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情
報
を
適
切
に
評
価
し
活
用
す
る
能
力
が
ま
す
ま
す
重
要
と
な

り
ま
す
。
図
書
館
は
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
を
通
じ
て
、
利
用

者
の
情
報
ス
キ
ル
向
上
を
支
援
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
ま
す
。

・ 

持
続
可
能
な
運
営
体
制
の
構
築
：
財
政
的
な
持
続
性
や
効
率
的

な
運
営
を
図
る
た
め
に
、
民
間
や
N
P
O
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
や
創
意
工
夫
が
更
に
必
要
に
な
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

環
境
へ
の
配
慮
や
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
の
向
上
も
更
に
重
要
な

課
題
と
な
っ
て
き
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
を
通
じ
て
、
図
書
館
は
社
会
に
お
け
る
重

要
な
知
的
拠
点
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
、
持
続
可
能
な
発
展
を

遂
げ
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
図
書
館
自
ら
が
、
図
書
館

の
概
念
を
壊
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
図

書
館
員
が
も
っ
と
独
創
的
で
自
発
的
に
な
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

そ
う
し
な
け
れ
ば
、
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
だ
け
で
、
ニ
ー
ズ
を
作
り

出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
常
に
、
後
追
い
の
サ
ー
ビ
ス
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　
当
館
に
お
い
て
も
、
現
在
は
取
り
組
み
が
新
し
い
と
言
わ
れ
る

こ
と
が
多
い
で
す
が
、
こ
の
先
今
や
っ
て
い
る
こ
と
が
常
識
と
な

　
以
上
の
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
の
図
書
館
は
紙
の
本
と
デ
ジ
タ
ル

情
報
の
融
合
や
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
、
行
政
と
民
間
と
の
連
携
、
更

に
は
A
I
に
よ
る
様
々
な
側
面
が
進
化
を
遂
げ
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
ま
す
。
図
書
館
は
単
な
る
情
報
提
供
の
場
を
超
え
て
、
更
な

る
知
識
や
文
化
の
共
有
、
学
習
の
促
進
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成

な
ど
、
社
会
全
体
に
深
く
関
わ
る
存
在
と
な
っ
て
い
く
こ
と
が
予

想
さ
れ
ま
す
。

　
そ
の
た
め
に
は
、
以
下
の
点
に
注
力
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

・ 

デ
ジ
タ
ル
化
と
紙
の
本
の
共
存
：
紙
の
本
の
魅
力
や
デ
ジ
タ
ル

情
報
の
利
便
性
を
活
か
し
、
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
ち
な
が
ら

情
報
提
供
を
行
う
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
利
用
者
の

ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
適
切
な
メ
デ
ィ
ア
を
提
供
す
る
こ
と
が
更
に

求
め
ら
れ
て
き
ま
す
。

・ 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
連
携
強
化
：
地
域
社
会
や
産
業
界
と
連
携

し
、
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
サ
ー
ビ
ス
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
展
開
す
る

こ
と
で
、
図
書
館
の
存
在
感
を
高
め
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

地
域
の
文
化
や
歴
史
を
活
か
し
た
取
り
組
み
や
、
起
業
家
や
研

究
者
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

・ 

情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
の
強
化
：
A
I
時
代
に
お
い
て
は
、
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か
っ
た
こ
と
は
個
人
的
に
も
驚
き
で
し
た
が
、
美
術
館
等
で
は

グ
ッ
ズ
の
販
売
は
あ
る
の
で
、
そ
う
や
っ
て
考
え
る
と
当
た
り
前

な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
現
在
で
は
割
と
増
え
て
き
て
い
ま
す
が
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
の
収
集

を
行
い
、
毎
月
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
の
日
を
設
け
世
代
間
交
流
を
視
野

に
イ
ベ
ン
ト
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。
続
け
て
い
る
と
参
加
者

は
増
え
、
そ
こ
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
生
ま
れ
て
い
く
様
は
大
変
興

味
深
か
っ
た
で
す
。
図
書
館
と
し
て
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
の
所
蔵
登
録

の
た
め
の
情
報
作
成
を
今
後
ど
の
よ
う
に
や
っ
て
い
く
か
と
い
う

内
部
的
課
題
も
、
や
っ
て
み
た
か
ら
分
か
っ
た
こ
と
で
す
。

　
図
書
館
の
敷
地
で
夜
に
マ
ル
シ
ェ
を
開
催
し
、
地
元
酒
造
メ
ー

カ
ー
に
協
力
を
頂
き
お
酒
の
販
売
も
行
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
教
育
長
の
理
解
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
実
現
し
ま
し
た
が
、

こ
の
よ
う
に
年
に
一
度
く
ら
い
図
書
館
で
お
祭
り
騒
ぎ
が
あ
っ
て

も
良
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
地
元
有
志
に
よ
る
イ
ベ
ン
ト
の
会

場
と
し
て
図
書
館
の
敷
地
を
使
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
、「
場
」
と

し
て
の
図
書
館
の
利
用
価
値
を
考
え
ま
し
た
。
そ
の
延
長
上
で
コ

ロ
ナ
の
只
中
、
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
逆
手
に
、

「
場
」
と
し
て
の
図
書
館
の
新
た
な
活
用
が
何
か
で
き
な
い
か
を

再
構
築
し
、
普
段
の
使
わ
れ
方
で
は
な
い
図
書
館
の
「
場
」
と
し

り
、
次
に
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
か
を
、
今

の
う
ち
か
ら
考
え
意
識
し
準
備
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

7
　
こ
れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら

　
私
自
身
の
こ
と
を
少
し
お
話
し
す
る
と
、
現
在
は
ミ
ラ
イ
エ
長

岡
互
尊
文
庫
の
T
R
C
統
括
責
任
者
で
す
が
、
今
ま
で
は
図
書

館
や
歴
史
資
料
館
、
文
化
ホ
ー
ル
の
館
長
と
し
て
館
を
運
営
し
て

き
ま
し
た
。
こ
の
10
年
で
5
館
の
図
書
館
を
運
営
し
て
き
ま
し
た

が
、
内
2
館
の
新
館
立
ち
上
げ
と
い
う
貴
重
な
経
験
を
さ
せ
て
頂

い
て
い
ま
す
。
エ
リ
ア
で
言
え
ば
、
九
州
・
中
四
国
・
北
陸
甲
信

越
に
な
り
ま
す
。
常
々
、
図
書
館
の
概
念
を
壊
し
た
い
と
思
い
運

営
に
携
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
も
変
わ
ら
ず
試
み
を
続
け

た
い
と
思
い
ま
す
。

　
わ
ざ
わ
ざ
行
き
た
く
な
る
仕
掛
け
づ
く
り
を
意
識
し
て
い
る
の

で
す
が
、
図
書
館
で
の
取
り
組
み
と
し
て
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
グ
ッ

ズ
を
制
作
し
販
売
し
ま
し
た
。
図
書
館
が
物
を
売
る
こ
と
に
ま
だ

ま
だ
抵
抗
が
あ
る
時
代
で
す
が
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
コ
ン
セ
プ
ト
と

必
要
性
を
市
に
理
解
し
て
頂
き
実
現
し
ま
し
た
。
思
い
の
ほ
か
利

用
者
の
皆
さ
ん
は
、
図
書
館
が
物
を
販
売
す
る
こ
と
に
抵
抗
が
な
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思
っ
て
頂
け
る
取
り
組
み
も
積
極
的
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
今
ま
で
普
段
図
書
館
に
来
な
い
層
へ
の
ア
ピ
ー

ル
を
続
け
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
今
当
館
を
運
営
し
て
い
て
感
じ

る
の
は
、
禁
止
事
項
を
減
ら
す
だ
け
で
こ
ん
な
に
も
多
く
の
皆
様

が
来
館
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
ま
で
の
図
書
館
は
、
使
い
づ

ら
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
押
し
付
け
る
の
で
は
な
く
寄
り

添
う
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
は
読
書
も
館
内
環
境
も
自
由
に
す
る
こ

と
で
、
使
い
や
す
く
な
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

8
　
そ
し
て
最
後
に

　
図
書
館
は
常
に
時
代
と
共
に
変
化
し
、
新
た
な
価
値
や
役
割
を

見
出
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
利
用
者
の
ニ
ー

ズ
や
社
会
の
変
化
に
柔
軟
に
対
応
し
な
が
ら
更
な
る
ニ
ー
ズ
を
生

み
出
し
、
知
識
や
文
化
の
普
及
と
共
に
、
共
有
の
場
と
し
て
の
役

割
を
果
た
し
続
け
る
こ
と
が
図
書
館
の
使
命
だ
と
思
い
ま
す
。

　
ど
の
よ
う
な
形
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
図
書
館
に
終
わ
り
は
な

い
の
で
す
か
ら
。
こ
れ
か
ら
も
「
成
長
す
る
有
機
体
と
し
て
の
図

書
館
」
で
あ
り
続
け
る
た
め
に
、
何
か
ひ
と
つ
で
も
皆
さ
ま
の
お

役
に
立
て
る
な
ら
ば
幸
い
で
す
。

て
の
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
映
像
を
制
作
し
配
信
し
ま
し
た
。
配
信
す

る
こ
と
で
、
そ
こ
に
来
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
皆
で
同
じ
よ
う

に
体
験
で
き
る
こ
と
は
、
そ
の
後
の
新
館
P
R
の
た
め
の
動
画

制
作
等
に
役
立
ち
ま
し
た
。

　
歴
史
民
俗
資
料
館
で
は
、
昔
の
遊
び
と
い
う
行
事
を
毎
年
行
っ

て
い
ま
し
た
が
、
ス
タ
ッ
フ
と
話
し
て
い
る
時
に
、
初
期
の
テ
レ

ビ
ゲ
ー
ム
は
も
う
ビ
ン
テ
ー
ジ
で
は
？
と
な
り
、
イ
ベ
ン
ト
に
し

た
と
こ
ろ
大
盛
況
で
し
た
。
親
が
子
に
、
子
が
祖
父
母
に
教
え
合

う
姿
は
、
ま
さ
に
現
代
の
世
代
間
交
流
で
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
、
図
書
館
が
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
を
収
蔵
す
る
こ

と
は
常
識
化
し
て
き
て
い
ま
す
。
ま
た
、
子
ど
も
用
の
郷
土
資
料

を
、
史
談
会
の
皆
さ
ん
の
協
力
を
頂
き
な
が
ら
図
書
館
が
発
行
し

販
売
し
た
り
、
戦
争
体
験
者
に
語
り
部
に
な
っ
て
頂
き
講
話
を
映

像
で
記
録
し
図
書
館
で
収
蔵
し
た
り
、
歴
史
民
俗
資
料
館
と
図
書

館
を
兼
務
し
た
こ
と
で
容
易
に
連
携
で
き
た
こ
と
も
貴
重
な
経
験

と
な
り
ま
し
た
。

　
他
に
は
、
プ
ロ
の
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
に
お
願
い
し
、
オ
リ
ジ
ナ

ル
の
館
内
B
G
M
制
作
を
市
民
参
加
型
で
行
っ
た
り
、
売
れ
っ

子
の
画
家
に
お
願
い
し
、
利
用
者
カ
ー
ド
や
読
書
記
録
帳
の
た
め

の
絵
を
描
い
て
頂
い
た
り
、
こ
の
街
に
住
ん
で
い
て
良
か
っ
た
と
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今
か
ら
百
年
ほ
ど
前
に
起
き
た
あ
る
出
版
社
の
分
裂
騒
動
か
ら

話
を
始
め
よ
う
。

　
一
九
一
八（
大
正
七
）
年
、
四
人
の
出
版
人
と
作
家
ら
に
よ
っ
て

春
秋
社
は
創
業
し
た
。
ほ
ど
な
く
し
て
そ
の
う
ち
二
人
が
社
を
去

り
、
神
田
豊
穂
と
植
村
宗
一（
直
木
三
十
五
の
筆
名
で
有
名
）
の
二
頭

体
制
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
悲
劇
の
始
ま
り
で
、
こ
の
二
人
は
あ
ま

り
に
反
り
が
合
わ
な
か
っ
た
。
神
田
は
苦
学
の
末
に
中
学
を
出
た

実
直
な
タ
イ
プ
だ
が
、
植
村
は
芸
者
遊
び
で
放
蕩
三
昧
。
集
金
業

務
で
関
西
を
訪
れ
た
折
、
芸
者
を
呼
ん
で
ド
ン
チ
ャ
ン
騒
ぎ
を
し

て
、
遂
に
神
田
の
堪
忍
袋
の
緒
が
切
れ
た
。

　
　 

　
二
人
は
大
喧
嘩
の
末
、
口
も
利
か
な
く
な
っ
た
。
そ
の
後
、

豊
穂
は
「
直
木
に
は
金
を
貸
さ
な
い
」
と
断
言
。
そ
こ
で
、

直
木
は
冬
夏
社
を
興
す
こ
と
に
な
る
。
一
つ
の
事
務
所
に
二

つ
の
出
版
社
が
存
在
す
る
と
い
う
異
常
な
事
態
と
な
り
、
春

秋
社
の
社
員
は
右
側
の
入
口
を
使
い
、
冬
夏
社
の
社
員
は
左

側
の
入
口
を
使
用
す
る
と
い
っ
た
変
則
状
態
が
続
く
。

（「「
春
秋
社
」
小
史
1
」『
春
秋
』
二
〇
一
二
年
四
月
号
）

　
の
ち
に
日
本
を
代
表
す
る
文
学
賞
に
そ
の
名
を
冠
す
る
こ
と
に

な
る
作
家
が
、
遊
蕩
と
逆
ギ
レ
で
「
春
秋
社
」
か
ら
分
裂
し
て

「
冬
夏
社
」
を
同
じ
事
務
所
内
に
設
立
し
た
、
と
い
う
の
は
笑
い

話
の
よ
う
だ
が
実
話
で
あ
る（
冬
夏
社
は
間
も
な
く
倒
産
し
た
）。

　
現
在
で
は
仏
教
書
や
音
楽
書
の
出
版
社
と
し
て（
そ
れ
な
り
に
）

知
ら
れ
て
い
る
春
秋
社
で
あ
る
が
、
実
は
創
業
し
て
最
初
に
刊
行

し
た
書
籍
は
、
植
村
＝
直
木
の
発
案
に
よ
る
日
本
で
最
初
の
『
ト

未
知
の
沃
野
を
掘
り
お
こ
す

―
〈
ア
ジ
ア
文
芸
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
〉
の
い
ま
ま
で
と
こ
れ
か
ら

荒
木
駿 （
春
秋
社
編
集
部
）

｜
編
集
者
が
語
る
こ
の
叢
書
・
こ
の
シ
リ
ー
ズ
30
｜
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ル
ス
ト
イ
全
集
』
だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
百
年
を
超
え
る
歴
史
の
な

か
で（
冬
夏
社
や
松
柏
館
書
店
名
義
で
の
出
版
も
含
め
る
と
）、『
ド
ス
ト

エ
フ
ス
キ
ー
全
集
』、『
高
村
光
太
郎
選
集
』、
中
里
介
山
『
大
菩

薩
峠
』、
夢
野
久
作
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
な
ど
、
数
々
の
名
作

文
学
を
世
に
送
り
出
し
て
き
た
。
現
在
で
は
一
部
の
古
書
蒐
集
家

を
除
け
ば
、
そ
の
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

❖

　
創
業
百
六
年
目
を
迎
え
る
二
〇
二
四
年
、
ア
ジ
ア
に
特
化
し
た

海
外
文
学
の
新
シ
リ
ー
ズ
〈
ア
ジ
ア
文
芸
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
〉
の
立

ち
上
げ
を
発
表
す
る
と
、
多
く
の
方
か
ら
「
あ
の
春
秋
社
が
⁉
」

と
驚
か
れ
た
。「
あ
の
春
秋
社
」
が
ど
の
春
秋
社
な
の
か
は
分
か

り
か
ね
る
が
、
長
い
歴
史
に
鑑
み
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
意
外
な
こ
と

で
は
な
い

―
と
シ
リ
ー
ズ
の
企
画
を
発
案
し
、
ほ
と
ん
ど
の

作
品
の
編
集
を
担
当
す
る
編
集
者（
つ
ま
り
わ
た
し
）
は
思
っ
て
い

る
。

　
な
ぜ
「
ア
ジ
ア
」
で
「
文
学
」
な
の
か
。
表
向
き
の
理
由
は
本

シ
リ
ー
ズ
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
巻
末
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
刊
行

の
辞
」
に
譲
ろ
う
。
こ
の
企
画
を
思
い
立
っ
た
の
は
、
か
つ
て
ア

ジ
ア
の
国
々
を
巡
っ
た
旅
人
と
し
て
、
海
外
文
学
が
欧
米
偏
重
で

あ
る
こ
と
に
予
て
よ
り
疑
問
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
よ
り

直
截
に
言
え
ば
、
な
ん
で
こ
の
小
説
、
読
み
た
い
の
に
い
つ
ま
で

経
っ
て
も
邦
訳
が
出
な
い
ん
だ
よ
、
と
不
満
を
持
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
が
イ
ン
ド
出
身
の
作
家
・
政
治
活
動
家
で
あ
り
『
小

さ
き
も
の
た
ち
の
神
』
で
ブ
ッ
カ
ー
賞
を
受
賞
し
た
ア
ル
ン
ダ

テ
ィ
・
ロ
イ
の
二
十
年
ぶ
り
の
小
説
『
至
上
の
幸
福
を
つ
か
さ
ど

る
家（
仮
）』（The M

inistry of U
tm
ost H

appiness, 

二
〇
二
五
年
初
頭
刊
行

予
定
）で
あ
る
。

　
余
所
の
版
元
が
出
さ
な
い
な
ら
う
ち
で
出
し
ち
ゃ
え
ば
良
い

じ
ゃ
ん
、
と
い
う
ノ
リ
で
始
め
た
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
が
、
作
品
の

選
定
に
は
い
く
つ
か
の
重
要
な
基
準
が
あ
る
。
第
一
に
担
当
編
集

者
や
翻
訳
者
が
熱
意
を
も
っ
て
読
者
に
紹
介
で
き
る
作
品
で
あ
る

こ
と
。
世
間
で
の
評
価
の
よ
う
な
客
観
的
な
基
準
は
と
り
あ
え
ず

置
い
と
い
て
、
ま
ず
は
作
品
へ
の
愛
が
大
事
。

　
一
般
に
海
外
文
学
の
企
画
を
審
議
す
る
際
は
、
本
国
で
の
売
上

や
知
名
度
、
受
賞
歴
、
類
書
の
売
上
、
翻
訳
家
の
知
名
度
な
ど
が

考
慮
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
企
画
を
通
し
や
す
い
売
れ
そ
う
な

（
だ
か
ら
と
い
っ
て
売
れ
る
と
も
限
ら
な
い
の
だ
が
）
企
画
ば
か
り
を
集

め
て
も
、
ど
こ
が
や
っ
て
も
同
じ
よ
う
な
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
に
な
っ

て
し
ま
う
し
、
大
御
所
の
作
家
や
有
名
な
作
品
ば
か
り
に
な
っ
て
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の
面
白
さ
に
気
づ
い
て
も
ら
え
な
い
こ
と
が
歯
が
ゆ
か
っ
た
。
同

じ
時
代
に
、
こ
ん
な
に
も
心
血
を
注
い
で
言
葉
を
紡
ぎ
、
そ
れ
を

訳
し
て
い
る
人
が
い
る
、
そ
し
て
そ
れ
は
と
て
も
面
白
い
、
と
い

う
の
に
、
そ
れ
が
ま
だ
届
い
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
出
版

社
の
側
に
努
力
が
足
り
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
作
品
の
選
定
に
あ

た
っ
て
は
、
普
段
あ
ま
り
本
を
読
ま
な
い
同
世
代
の
友
だ
ち
に
も

薦
め
ら
れ
る
こ
と
が
隠
れ
た
基
準
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
後
述

す
る
よ
う
に
、
同
時
代
の
感
性
を
重
視
し
た
造
本
に
し
た
。

　
ま
た
、
ア
ジ
ア
に
関
係
す
る
文
学
作
品
な
ら
な
る
べ
く
垣
根

を
設
け
ず
に
収
録
す
る
こ
と
と
し
、
な
る
べ
く
「
ア
ジ
ア（
の
）文

学
」
と
い
う
言
い
方
も
避
け
る
よ
う
に
し
た
。
た
と
え
ば
「
日
本

文
学
」
と
い
う
と
「
日
本
」
で
「
日
本
人
」
が
「
日
本
語
」
で
書

い
た
作
品
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に（
実
際
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
は

し
ま
う
。
そ
れ
っ
て
、
な
ん
か
つ
ま
ら
な
い
。
数
々
の
意
欲
的
な

作
品
を
刊
行
し
て
き
た
春
秋
社
の
名
に
恥
じ
ぬ
よ
う
、
主
流
と
は

言
え
な
く
と
も
紹
介
す
る
価
値
の
あ
る
作
品
を
収
録
す
る
こ
と
と

し
た
。

　
次
に
、
同
時
代
の
作
品
で
あ
る
こ
と
。「
同
時
代
」
を
ど
う
定

義
す
る
の
か
は
難
し
い
け
れ
ど
、
同
じ
時
代
の
空
気
を
吸
っ
て
、

感
じ
て
、
そ
れ
を
作
品
に
反
映
さ
せ
て
い
る
作
家
の
声
を
届
け
る

シ
リ
ー
ズ
に
し
た
か
っ
た
。

　
わ
た
し
は
一
九
九
〇
年
生
ま
れ
で
あ
る
が
、
同
世
代
で
海
外
文

学
を
日
常
的
に
読
ん
で
い
る
友
だ
ち
は
少
な
い
。
わ
た
し
も
彼
ら

と
同
じ
よ
う
に
サ
ブ
ス
ク
で
国
内
外
の
ド
ラ
マ
や
ア
ニ
メ
を
観
た

り
ゲ
ー
ム
で
遊
ん
だ
り
す
る
が
、
そ
れ
と
併
せ
て
文
芸
書
や
人
文

書
を
読
む
と
と
て
も
面
白
い
。
し
か
し
、
周
囲
に
は
な
か
な
か
そ
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非
常
に
疑
わ
し
い
が
）、「
ア
ジ
ア
の
文
学
」
と
い
う
と
、
ア
ジ
ア
の

域
内
で
、
そ
の
地
域
の
言
語
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
作
品
を
想
像
す

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
た
と
え
ば
国
を
離
れ
て
欧
米
に
住
み
、

移
住
先
の
言
語
や
英
語
で
執
筆
す
る
作
家
も
多
い
し
、
様
々
な
事

情
で
出
身
地
に
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
作
家
も
い
る
。
ま
た
ア
ジ
ア

系
二
世
や
三
世
と
し
て
ア
ジ
ア
を
再
帰
的
に
見
つ
め
直
す
立
場
か

ら
作
品
を
発
表
す
る
作
家
も
い
る
。
本
シ
リ
ー
ズ
で
は
あ
え
て
境

界
を
定
め
ず
、
で
き
る
だ
け
幅
広
い
作
品
を
対
象
と
す
る
こ
と
で
、

様
々
な
「
ア
ジ
ア
」
の
姿
に
触
れ
る
シ
リ
ー
ズ
に
し
た
。

　〈
ア
ジ
ア
文
芸
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
〉
な
ど
と
銘
打
っ
て
、
ア
ジ
ア

の
文
学
を
代
表
す
る
よ
う
な
シ
リ
ー
ズ
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
映
画
で
い
え
ば
単
館
系
、
芝
居

で
い
え
ば
小
劇
場
演
劇
の
よ
う
な
、
片
隅
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
つ

も
り
で
あ
る
。

❖

　
シ
リ
ー
ズ
の
装
釘
と
ロ
ゴ
の
デ
ザ
イ
ン
は
佐
野
裕
哉
さ
ん
に
お

願
い
し
た
。
佐
野
さ
ん
は
一
九
八
七
年
生
ま
れ
で
、
戸
田
ツ
ト
ム

さ
ん
の
事
務
所
に
勤
め
た
の
ち
独
立
し
、
人
文
書
や
詩
集
を
多
く

手
掛
け
て
い
る
。
造
本
装
幀
コ
ン
ク
ー
ル
で
文
部
科
学
大
臣
賞
を

写真1　アジア文芸ライブラリーの 3 冊を並べたところ
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い
る
が
、
佐
野
さ
ん
は
そ
れ
を
花
形
活
字
を
用
い
て
表
現
す
る
こ

と
で
、
文
学
的
な
息
吹
を
与
え
て
く
れ
た
。

　
装
画
を
誰
に
・
何
を
描
い
て
も
ら
う
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
は

毎
回
、
佐
野
さ
ん
と
長
い
時
間
を
掛
け
る
。
た
と
え
ば
シ
リ
ー
ズ

第
一
作
『
花
と
夢
』
は
、
チ
ベ
ッ
ト
の
夜
の
街
で
、
様
々
な
事
情

を
抱
え
て
生
き
る
女
性
た
ち
の
人
生
を
描
い
た
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド

の
物
語
で
あ
る
が
、
都
会
で
孤
独
を
抱
え
な
が
ら
生
き
る
女
性
に

と
っ
て
宝
物
の
よ
う
な
一
冊
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
た
。

装
画
は
チ
ベ
ッ
ト
語
の
原
書
に
倣
い
、
作
品
の
テ
ー
マ
で
あ
り
、

主
人
公
を
象
徴
す
る
花
を
用
い
た
デ
ザ
イ
ン
に
し
よ
う
と
決
め
て

い
た
の
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
花
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
安
易

に
「
女
性
」
と
結
び
つ
き
や
す
い
。
そ
の
よ
う
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化

さ
れ
た
表
象
の
よ
う
に
な
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
も
重
要
で
、
ど

の
よ
う
な
タ
ッ
チ
が
良
い
か
検
討
す
る
こ
と
に
長
い
時
間
が
掛

か
っ
た
。
最
終
的
に
は
佐
野
さ
ん
が
、
荻
原
美
里
さ
ん
が
か
つ
て

あ
る
イ
ベ
ン
ト
の
た
め
に
描
い
た
草
花
の
絵
を
見
つ
け
て
き
て
く

れ
て
、
こ
の
感
じ
で
い
き
ま
し
ょ
う
、
と
決
ま
っ
た
。
荻
原
さ
ん

は
ラ
サ
の
春
を
象
徴
す
る
桃
の
花
を
、
主
人
公
で
あ
る
四
人
の
女

性
に
擬
え
、
四
輪
の
花
で
表
現
し
て
く
れ
た
。
可
憐
で
あ
る
と
同

時
に
、
風
が
吹
い
て
も
倒
れ
な
い
強
さ
を
も
表
し
て
い
る（
写
真

受
賞
し
た
経
験
を
持
つ
、
実
力
あ
る
デ
ザ
イ
ナ
ー
だ
。
娯
楽
が
デ

ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
な
か
で
、
紙
の
本
を

強
み
は
そ
の
物
質
性
に
あ
る
と
思
い
、
本
を
所
有
す
る
こ
と
の
喜

び
を
実
感
で
き
る
よ
う
な
造
本
・
装
釘
を
目
指
し
た
。

　
シ
リ
ー
ズ
に
は
統
一
し
た
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
作
っ
た
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
作
品
の
個
性
が
生
き
る
よ
う
に
、
カ
バ
ー
の
前
面（
い
わ

ゆ
る
表
1
）の
デ
ザ
イ
ン
は
自
由
度
を
高
く
し
た
。
ま
た
、
カ
バ
ー

の
背
の
色
を
作
品
ご
と
に
変
え
る
こ
と
に
よ
り
、
本
棚
に
並
べ
た

と
き
に
見
栄
え
が
す
る
よ
う
に
、
そ
し
て
シ
リ
ー
ズ
の
全
作
品
を

揃
え
た
く
な
る
よ
う
な
造
り
に
し
て
あ
る（
写
真
1
）。

　
ロ
ゴ
は
、
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
的
な
吉
祥
模
様
で
あ
る
「
宝ほ

う

相そ
う

華げ

」
を
意
匠
化
し
た（
左
図
）。
様
々
な
花
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
組
み

合
わ
さ
り
、
西
方
か
ら
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
る
唐
草
模
様
と
融
合
し

た
宝
相
華
は
、
文
化
の
伝
播
と
繁
栄
、
そ
し
て
ア
ジ
ア
の
各
地
の

繫
が
り
を
象
徴
し
て
い
る
。
唐
代

の
墳
墓
の
副
葬
品
か
ら
正
倉
院
宝

物
の
琵
琶
、
近
代
で
は
東
京
国
立

博
物
館
本
館
の
モ
ザ
イ
ク
タ
イ
ル

や
着
物
の
帯
な
ど
、
時
代
を
超
え

て
多
く
の
美
術
工
芸
に
描
か
れ
て

アジア文芸ライブラ
リーのロゴ



38

❖

　
今
後
は
収
録
作
品
の
幅
を
も
っ
と
広
げ
て
い
き
た
い
。
近
隣
の

国
々
だ
け
で
は
な
く
、
東
南
ア
ジ
ア
、
西
ア
ジ
ア
、
中
央
ア
ジ
ア

な
ど
の
作
品
を
収
録
す
る
予
定
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
も
、

い
わ
ゆ
る
純
文
学
や
ジ
ャ
ン
ル
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
当
然
の
こ
と
、

詩
や
戯
曲
、
評
論
な
ど
も
収
録
し
た
い
と
思
っ
て
い
る（
具
体
的
な

企
画
は
い
ま
の
と
こ
ろ
な
い
が
）。

　
注
目
す
べ
き
作
品
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
初
め
て
ブ
ッ
カ
ー
国

際
賞
の
候
補
に
な
っ
た
作
家
、
エ
カ
・
ク
ル
ニ
ア
ワ
ン
の
『
美
は

傷（
仮
）』（C

antik Itu Luka, 

二
〇
二
五
年
初
頭
刊
行
予
定
）だ
。
オ
ラ
ン

ダ
植
民
地
時
代
の
末
期
に
ジ
ャ
ワ
島
の
港
町
で
生
ま
れ
た
娼
婦
を

主
人
公
と
し
て
、
百
年
近
い
歴
史
に
伝
説
や
神
話
を
織
り
交
ぜ
な

が
ら
奇
想
天
外
な
ス
ト
ー
リ
ー
が
展
開
さ
れ
る
本
作
に
は
、
原
稿

の
最
初
の
一
文
を
読
ん
で
打
ち
の
め
さ
れ
、
夢
中
に
な
っ
て
最

後
ま
で
読
み
進
め
た
。『
百
年
の
孤
独
』
の
再
来
か
と
思
う
ほ
ど

に
面
白
く
、
こ
の
本
と
出
会
う
た
め
に
〈
ア
ジ
ア
文
芸
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ー
〉
を
始
め
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
っ
た
。
こ
れ
は
な
ん

と
し
て
で
も
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
、
鼻
息
荒
く
し
て
企
画
を
通

し
た
。

2
）。

　
こ
れ
ま
で
に
装
画
は
荻
原
さ
ん
の
ほ
か
、
柳
智
之
さ
ん（『
南

光
』）、
丹
野
杏
香
さ
ん（『
わ
た
し
た
ち
が
起
こ
し
た
嵐
』）に
描
き
下
ろ

し
て
い
た
だ
い
た
。
い
ず
れ
も
現
在
ア
ー
ト
シ
ー
ン
の
第
一
線
で

活
動
し
、
今
後
も
ま
す
ま
す
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
る
画
家
・
イ
ラ

ス
ト
レ
ー
タ
ー
の
面
々
で
あ
る
。
作
品
の
世
界
に
寄
り
添
い
、
そ

の
魅
力
を
伝
え
る
素
敵
な
作
品
を
描
い
て
い
た
だ
い
た
が
、
美
し

い
本
を
世
に
送
り
出
す
こ
と
は
編
集
者
と
し
て
無
上
の
喜
び
で
あ

る
。
ひ
と
え
に
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
画
家
の
協
働
の
お
蔭
で
あ
り
、
感

謝
の
念
が
尽
き
な
い
。

写真2　『花と夢』書影
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二
〇
〇
二
年
に
出
版
さ
れ
た
本
作
は
、
現
在
ま
で
に
三
十
四
の

言
語
に
翻
訳
出
版
さ
れ
て
い
る
。
英
語
版
は
二
〇
一
五
年
に
刊
行

さ
れ
た
が
、
実
は
そ
れ
に
先
立
つ
こ
と
九
年
、
日
本
で
も
翻
訳
刊

行
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
自
費
出
版
の
よ
う
な
形
で
あ
っ
た
し
、

出
版
後
ま
も
な
く
版
元
は
倒
産
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
ほ
と
ん
ど

日
の
目
を
見
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
の
ま
ま
お
蔵
入
り
さ
せ
て

し
ま
う
の
は
あ
ま
り
に
も
っ
た
い
な
い
。

　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
か
ら
日
本
語
へ
翻
訳
す
る
翻
訳
家
は
少
な
く

な
い
が
、
そ
の
割
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
作
品
は
ほ
と
ん
ど
日
本
で

読
ま
れ
て
い
な
い
。
聞
け
ば
出
版
社
に
企
画
を
持
ち
込
ん
で
も
、

「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
文
学
は
売
れ
な
い
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と

が
多
い
そ
う
だ
。
豊
穣
な
作
品
世
界
を
「
○
○
文
学
」
の
よ
う
な

ラ
ベ
ル
で
処
理
し
て
し
ま
う
の
は
ほ
と
ん
ど
暴
力
に
近
い
こ
と
だ

と
思
う
。
わ
た
し
は
、
過
去
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
文
学
で
売
れ
た
作

品
が
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
文
学
は
売
れ

な
い
」
な
ど
と
断
じ
る
勇
気
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
お
そ
ら
く
、

こ
れ
ま
で
に
そ
う
し
て
見
向
き
も
さ
れ
な
か
っ
た
作
品
や
、
発
見

さ
れ
て
い
な
い
名
作
が
、
こ
の
世
界
に
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
れ

を
掘
り
起
こ
す
こ
と
が
〈
ア
ジ
ア
文
芸
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
〉
の
使
命

だ
と
思
っ
て
い
る
。
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販売・企画委員会

委員長　吉岡　聡

　販売・企画委員会は前期と同体制での編成となり、今期も小会会員各社の
新刊・話題書情報の定期的な発信、全国書店様におけるブックフェア実施と、
在庫調査を含めた人文書棚構築、販売促進のためのサポートを委員会活動の
中心に据え、委員一丸となって各施策へ取り組んで参る所存です。
　外販を含む書店様・図書館様へは、3種の情報ツール「今月の一押しFAX」
（月1回）、紙版「新刊案内パック」（月1回）、「高校生のためのブックガイド」
（年1回）の定期発信を維持継続しておりますが、今期中に、将来の人文書愛読
者のためにと2017年より作成している「高校生のためのブックガイド」の小
規模リニューアルを予定しております。
　ありがたいことに、各地の有力書店様での定期的なブックフェア開催の機
会も多く、今期は新たに紀伊國屋書店様14店舗での常設棚施策「人文書 今月
のイチ推し」が6月より本格稼働を開始いたしました。以前より学術和書部
様に着手いただいているBookWeb Pro施策に加え、今後、より密な意見交換
を行い、次の販売促進方法を模索して参ります。なお三省堂書店様全国主要
店での常設棚施策「本の街 神田神保町発！ 人文書 自信のオススメ」も2021
年9月開始から昨年2度目のリニューアルを経て継続展開中で、本施策を契
機とした大規模ブックフェアを毎年ご開催いただける法人となりました。更
に新たな図書館向け施策として、日販図書館選書センター様にて中高生向け
企画展示コーナーを来春まで展開します。
　販売・企画委員会は、他の2委員会はもちろん、書店様・販売会社様等、
関係各所のみなさまと連携・協働し、学術専門書の普及・販売のために尽力
して参る所存です。1年間ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

委員長　　吉岡　聡（春秋社） 佐藤信治（大月書店）

副委員長　段塚省吾（紀伊國屋書店） 福士篤太郎（晶文社）

 郡司恵太（誠信書房）

 栗生圭子（平凡社）
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調査・研修委員会

委員長　森　卓巳

　本年度の活動の一つ目のポイントは、昨年までと同様に、正・副担当、並
びに会員社社員の業務スキルの向上、新たなる知識取得のための研修会を実
施いたします。昨年は、一昨年度と比較し、調査・研修委員会主催での研修
は少ない結果でしたので、今年度は期初に計画を策定し、年間を通じて偏り
のない研修会の実施を心掛けてまいります。
　二つ目のポイントは、POSデータサービスの活用やWebでの受発注サービ
スの導入状況など、昨今の課題案件をアンケートの形式で各社の状況を収集
し、全社で共有化する活動を積極的に行ってまいります。
　自社の課題に取り組む上で、他社の事例は大いに役立つ情報であり、それ
が結果として人文会会員社であることのメリットにつながります。そのよう
な機会の拡大を目指してまいります。
　また、全国の書店・図書館などへの訪問活動について、前期は会員社をグ
ループ編成し4地域へ訪問いたしました。書店の方々との対面でのコミュニ
ケーション、地域の図書館、新聞社、取次支社への訪問を通じて、マーケッ
ト環境を肌で感じることができました。
　この訪問地域を選定するのも小委員会の役割ですので、来春の実施に向け
て委員会内で熟議し提案いたします。
　前期同様、販売・企画委員会、広報委員会と連携し、会員社にとって有益
な活動になるよう一年間努めてまいります。
　今年度もどうぞよろしくお願いいたします。

委員長　　森　卓巳（青土社） 足立　佑（東京大学出版会）

副委員長　束原亮佑（勁草書房） 河内秀憲（筑摩書房）
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委員会活動方針

広報委員会

委員長　岩野忠昭

　広報委員会の活動は、今期も『人文会ニュース』の発行とウェブサイトの
運営という二本柱を例年どおり継続いたします。
　『人文会ニュース』は年3回（8月、12月、4月）のスケジュールで発行し、前
期も滞りなく発行できましたので、今期もまずはスケジュール通りの発行を
目指します。この数年の好評価を励みに、さらに内容を充実していければと
思います。人文会の活動を広く知らせるという役割を基本とし、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き、なおかつ日常の業
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。
　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
場として引き続き内容の充実を図っていきます。前期から始めたTwitter（@
jinbunkai）も軌道に乗り、ウェブサイトの記事がX（旧Twitter）に投稿されるよう
になりましたので、小会の活動がよりタイムリーに発信できていると思いま
す。
　さらに前々期からの課題であった『人文書販売の手引き』（第3版）が完成し、
ようやくウェブ公開の運びとなりました。お陰様で各方面から評価をいただ
き、PDFという特性を活かし、より多くの方の手に届けられたと自負してお
ります。
　今期も紙媒体とウェブ媒体、それぞれの特性を活かし、かつ補完し合いな
がら、人文会と人文書の普及、発展を目指しますので、何卒よろしくお願い
いたします。

委員長　　岩野忠昭（白水社） 三木　拓（法政大学出版局）

副委員長　乙子　智（慶應義塾大学出版会） 本橋弘行（ミネルヴァ書房）
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2. 春期グループ訪問について
3. 各委員会活動報告
4. その他

●ジュンク堂書店池袋本店「知の森を巡る～人文会フェア」
　担当：販売・企画委員会　郡司（誠信書房）
期日：2024/2/10～2024/3/31　1,723冊・3,595,580円

☆4月例会
期日：2024/4/19　15：00～16：30
場所：文化産業信用組合会議室
1. 代表幹事より
2. 57回総会案内
3. グループ訪問および紀伊國屋書店施策について
4. 秋季研修旅行について
5. 委員会報告
6. その他
7. インテージテクノスフィア様来会　16：30～17：00
 株式会社インテージテクノスフィア

 ビ ジネスインテリジェンスユニットB1三部出版グループ 
マネージャー　馬場一朗様

 エ ンタープライズ第二本部　営業企画推進室 
シニアマネージャー　神戸秀樹様

●「高校生のためのブックガイド2024」発行
　担当：紀伊國屋書店（段塚）・大月書店（佐藤）
17,000部　4月発行

○人文会ニュースNo.146刊行
2024年4月発行（64頁、5,000部）
15分で読む：内田良（「いじめ」はだれに見えているのか）
書店現場から：赤井良隆（大垣書店麻布台ヒルズ店）
図書館レポート：山下樹子（神奈川県立図書館）
編集者が語る：日下部行洋（「別冊太陽」、平凡社）
2023年秋季グループ訪問報告
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編集者が語る：三村純（『［完訳版］第二次世界大戦』、みすず書房）

☆1月例会
期日：2024/1/19　15:00～17:20
場所：筑摩書房会議室
 オンライン参加　青土社

1. 代表幹事より
2. 紀伊國屋書店研修会
3. 各委員会活動報告
4. その他　情報交換

○調査・研修委員会主催研修会
「独立書店MAP　2024」
期日：2024/1/25　15:00～16:30　オンライン開催
講師：BOOKSHOP LOVER　和氣正幸様
参加者：会員社　29名

○紀伊國屋書店研修会
「人文書販売の手引き第3版　活用のポイント」
期日：2024/2/16　14:00～16:00　ハイブリッド開催
会場：紀伊國屋書店新宿本店9階イベントスペース
参加者：紀伊國屋書店　64名（現地参加8名）
 　会員社　32名（現地参加17名）

☆2月例会
期日：2024/2/16　16：10～17：30
場所：紀伊國屋書店新宿本店9階イベントスペース
 代理出席　青土社

1. 代表幹事より
2. 春期グループ研修について
3. 各委員会活動報告
4. その他　

☆3月例会
期日：2024/3/15　15：00～17：00
場所：東京大学出版会会議室
 オンライン参加　春秋社

1. 代表幹事より
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☆11月例会
期日：2023/11/17　15：00～16：45
場所：文化産業信用組合大会議室
 欠席　青土社

1. 代表幹事・幹事会より
2. 各委員会活動報告
3. その他　情報交換

○古田一晴氏（元ちくさ正文館書店本店長）講演会
「ちくさ正文館と私」
期日：2023/11/17　17：00～18：00
参加者：48名

○特約店グループ訪問
・10/11～13  富山・石川・福井グループ：◎筑摩書房（河内）・晶文社（福士）・誠信書

房（郡司）・白水社（岩野）
・11/13～15  愛知・京都グループ：◎紀伊國屋書店（段塚）・大月書店（佐藤）・勁草書

房（束原）・東京大学出版会（澤畑）
・11/22～24  群馬・新潟グループ：◎みすず書房（片桐）・慶應義塾大学出版会（乙子）・

ミネルヴァ書房（本橋）・吉川弘文館（片山）
・11/29～12/1  大阪・兵庫グループ：◎創元社（水口）・春秋社（吉岡）・平凡社（栗生）・

法政大学出版局（三木）
　　（◎班長）

☆12月例会
期日：2023/12/15　15：00～17:10
場所：筑摩書房会議室
 オンライン参加　青土社

 代理出席　青土社

1. 代表幹事より
2. 紀伊國屋書店研修会
3. 各委員会活動報告
4. その他　情報交換

○人文会ニュースNo.145刊行
2023年12月発行（28頁、5,000部）
15分で読む：京樂真帆子（平安時代の女性たち）
書店現場から：古澤亘（書店マスタ管理委員会）
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編集者が語る：岡崎麻優子（「論点」シリーズ、ミネルヴァ書房）
総会報告、活動報告、委員会活動方針

☆9月例会
期日：2022/9/16　14:00～16:30
場所：筑摩書房会議室
 オンライン参加　慶應義塾大学出版会・筑摩書房
1. 代表幹事・幹事会より
2. 各委員会活動報告
3. その他
4. 図書館流通センター様来会　16:30～17:00
 株式会社図書館流通センター

 仕入部　部長　池田和弥様

 仕入部　主任　松村幹彦様

 仕入部　菅原脩矢様

 「図書館市場の現状と23年度施策説明」

●三省堂書店名古屋本店「人文学を彩る書物たち」
　担当：販売・企画委員会　郡司（誠信書房）
期日：2023/8/26～10/17　1,161冊・2,255,527円

☆10月例会
期日：2023/10/20　15：00～16：30
場所：筑摩書房会議室
1. 代表幹事・幹事会より
2. 各委員会活動報告
3. その他

○人文図書目録刊行会総会
2023/10/20　16：35～16：50

●金高堂書店　人文書フェア
　担当：販売・企画委員会　誠信書房（郡司）
期日：2023/9/11～2023/10/29
本店　412冊・773,100円
朝倉ブックセンター　148冊・348,443円
期日：2023/8～2023/10
外商部　328冊・770,100円
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●笠原書店本店「3団体合同専門書フェア」
　期日：2023/4/13～6/21　97冊・188,800円

●三省堂書店札幌店「4団体合同人文書フェア　知の森を歩く」
2023/5/8～6/14　245冊・476,580円

☆7月例会
期日：2023/7/21　15:00～17:10
場所：筑摩書房会議室
1. 代表幹事より
2. 各委員会報告
3. その他
4. 大日本印刷様来会　16：30～17：10
 大日本印刷株式会社　出版イノベーション事業部　BLMビジネスセンター
 BLM企画本部　本部長　矢野俊二様
 BLM営業本部　営業第4部第2課課長　森敦夫様
 BLM営業本部　営業第1部第1課課長　綱内浩之様
 BLM営業本部　BLM戦略部POD企画グループ　グループ長　片桐智恵子様
 「書籍流通における取組と課題」

○人文書販売の手引き［第3版］刊行
2023年8月16日（WEB版のみ）

☆8月例会
期日：2023/8/18　14:00～17:20
場所：筑摩書房会議室
 オンライン参加　慶應義塾大学出版会

 代理出席　青土社

1. 代表幹事・幹事会より
2. 各委員会報告
3. その他

〇人文会ニュースNo.144刊行
2023年8月発行（56頁、5,000部）
代表幹事挨拶

15分で読む：尾原宏之（関東大震災100年）
書店現場から：後藤崇（紀伊國屋書店新宿本店アカデミックラウンジ）
図書館レポート：河合郁子（石川県立図書館）
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し、委員会の構成メンバーを選考。
以下の人事を決定。

9 2023年度の役員および各委員会メンバーの発表
・代表幹事　片桐 幹夫（みすず書房）
・会計幹事　片山 伸治（吉川弘文館）
・書記幹事　水口 大介（創元社）
・販売・企画委員会　 ◎吉岡 聡（春秋社）　○段塚 省吾（紀伊國屋書店） 

佐藤 信治（大月書店）・福士 篤太郎（晶文社）・ 
郡司 恵太（誠信書房）・登尾 純一（平凡社）

・調査・研修委員会　 ◎森 卓巳（青土社）　○澤畑 塁（東京大学出版会） 
束原 亮佑（勁草書房）・河内 秀憲（筑摩書房）

・広報委員会　　　　 ◎岩野 忠昭（白水社）　○乙子 智（慶應義塾大学出版会） 
三木 拓（法政大学出版局）・本橋 弘行（ミネルヴァ書房）

《◎委員長（幹事）　○副委員長》
10 三役と各委員長挨拶
11 事務連絡

17:00　終了

☆6月例会
期日：2023/6/16　15：00～17:20
場所：筑摩書房会議室
1. 代表幹事より
2. 秋季研修旅行について
3. 図書館総合展について
4. 各委員会報告
5. その他

 担当者変更　平凡社

〇特約店グループ訪問　中止

●三省堂書店神保町本店仮店舗「第9回 本の街神田神保町で人文書」
　担当：販売・企画委員会　福士（晶文社）
　期日：2023/3/1～5/7　230冊・396,380円

●山下書店大塚店「レトロな下町・大塚で人文書」
　担当：販売・企画委員会　吉岡（春秋社）
　期日：2023/3/1～7/8　57冊・111,150円
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書記　水口大介

☆第56回（2022年度）人文会総会
期日：2023/5/19　14:00～
場所：筑摩書房会議室
出席者：正担当者18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（水口）が務める。
3 2022年度活動報告
 ア）会活動全般　（書記：水口）
 イ）会計報告　　（会計：片山）
4 2022年度各委員会活動報告
 ア）販売・企画委員会　（委員長：吉岡）
 イ）調査・研修委員会　（委員長：森）
 ウ）広報委員会　　　　（委員長：岩野）
5 会則の改廃

 幹事会より会費改定に関する提案あり。
6 退会・休会・入会について

 休会の報告：日本評論社
7 担当者変更の報告

 ＊今回は変更の申請なし。
8 役員の改選および各委員会構成について

 ア）代表幹事選出
 　議長より片桐氏を推挙。全会員賛同にて片桐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。
 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4名と代表幹事の計5名にて協議。以下の人事を決定。
 　会計（片山）／書記（水口）／販売・企画（吉岡）／調査・研修（森）／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
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2023年度（第57回）人文会年次総会報告

書記幹事　水口大介

　2023年度（第57回）の人文会年次総会は、2024年5月17日、「文化産業信用組
合・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、2023年度（2023年5月1日～2024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および各委員会所属メ
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、全会一致で片桐幹夫氏（みすず書房）が選
出されました。
　会計幹事は片山伸治氏（吉川弘文館）、書記幹事は水口大介（創元社）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、吉岡聡氏（春秋社）が販売・企画委員長（留任）、森卓巳氏
（青土社）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、日本評論社の休会が承認されました。
　なお、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
2024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
紀 伊 國 屋 書 店 段塚　省吾 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 3451-3124
勁 草 書 房 束原　亮佑 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 福士篤太郎 101-0051 千代田区神田神保町1-11 3518-4940 3518-4944
誠 信 書 房 郡司　恵太 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 河内　秀憲 111-8755 台東区蔵前2-5-3 5687-2680 5687-2685
東京大学出版会 足立　　佑 153-0041 目黒区駒場4-5-29 6407-1069 6407-1991
日本評論社（休会中） 　　　　　 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 栗生　圭子 101-0051 千代田区神田神保町3-29 3230-6572 3230-6587
法政大学出版局 三木　　拓 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 片桐　幹夫 113-0033 文京区本郷2-20-7 3814-0131 3818-6435
ミネルヴァ書房 本橋　弘行 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 
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 片桐幹夫 
会計幹事 片山伸治
書記幹事 水口大介
 《◎委員長（幹事）　○副委員長》
販売・企画委員会 ◎吉岡　聡　○段塚省吾　佐藤信治・福士篤太郎・郡司恵太・栗生圭子
調査・研修委員会 ◎森　卓巳　○束原亮佑　足立　佑・河内秀憲
広報委員会 ◎岩野忠昭　○乙子　智　三木　拓・本橋弘行

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）
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