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基礎から実践まで

不公正の維持装置とならないために

記号論的アプローチ
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１
　
回
想
Ⅰ

　
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
思
想
と
講
義
に
出
会
っ
た
頃
の
状
況
を
回
想
し

て
み
よ
う
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
現
れ
、
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
情

況
と
脈
絡
の
一
端
を
少
し
振
り
返
っ
て
、
一
つ
の
思
想
と
歴
史
の

交
点
、
断
面
、
そ
の
混
沌
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
び
上
が
る
と
い
い
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
私
と
い
う
一
個
の
モ
ナ
ド
の
な
か
の
曲
面
に

写
っ
た
表
象
の
渦
に
す
ぎ
な
い
。
読
者
の
た
め
に
は
そ
れ
を
整
理

し
て
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
い
く
ら
書
い
て
も
整
理
し
き

れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
あ
の
「
砂
の
本
」（
ボ
ル
ヘ
ス
）の
よ
う
に
、

次
々
別
の
問
題
を
記
し
た
新
し
い
ペ
ー
ジ
が
流
出
す
る
。
こ
の
頭

脳
が
不
出
来
な
ガ
ラ
ク
タ
な
の
か
、
世
界
が
あ
ま
り
に
混
沌
と
し

て
い
る
か
ら
か
、
そ
れ
と
も
両
方
の
せ
い
か
。
こ
の
こ
と
自
体
も

考
え
出
す
と
、
果
て
し
な
い
問
い
と
な
る
。

　
そ
れ
は
一
九
七
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る
。
遅
れ
て
入
っ
た
大
学

で
は
、
ま
ず
『
資
本
論
』
を
読
ま
な
け
れ
ば
ど
う
に
も
な
ら
な
い

と
心
に
決
め
て
、
そ
の
夏
休
み
に
酷
暑
の
部
屋
で
読
み
進
ん
だ
。

そ
の
頃
は
吉
本
隆
明
や
サ
ル
ト
ル
か
ら
、
こ
の
社
会
そ
し
て
世
界

の
全
体
を
思
考
し
よ
う
と
す
る
弁
証
法
の
発
想
を
切
実
に
受
け

と
っ
て
い
た
が
、
あ
と
か
ら
思
う
と
、
そ
の
包
括
性
や
否
定
性
に

な
じ
め
な
い
で
い
た
。
ル
カ
ー
チ
の
よ
う
に
、
一
徹
に
マ
ル
ク
ス

主
義
に
し
た
が
っ
て
文
学
を
研
究
す
る
立
場
も
気
に
か
け
て
い
た

が
、
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
や
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
読
み
続
け
な

宇
野
邦
一（
フ
ラ
ン
ス
文
学
・
思
想
研
究
）

｜
15
分
で
読
む
｜

何
と
出
会
っ
た
の
か
、
い
く
つ
か
の
回
想 

　
　
　
　

―
百
歳
の
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
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が
ら
、
マ
ル
ク
ス
と
そ
の
周
辺
の
思
想
を
読
み
、
一
方
で
文
学
作

品
の
読
み
方
を
手
探
り
し
て
、
一
つ
の
詩
学
の
よ
う
な
認
識
を
め

ざ
し
て
い
た
。
し
か
し
焦
点
が
定
ま
ら
な
い
ま
ま
フ
ラ
ン
ス
に
留

学
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
マ
ル
ク
ス
主
義
や
弁
証
法
思
想
の
様
々
な
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
現

れ
る
と
同
時
に
、
あ
の
時
代
に
は
、
言
語
理
論
、
記
号
論
、
テ
ク

ス
ト
理
論
、
物
語
論
が
、
ひ
と
つ
の
新
た
な
潮
流
を
形
成
し
て
い

た
。
こ
の
潮
流
の
源
の
ひ
と
つ
は
ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ス
ム
で

あ
り
、
決
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
と
無
縁
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
が
、

フ
ォ
ル
マ
リ
ス
ム
は
ロ
シ
ア
革
命
以
前
の
抽
象
芸
術
や
詩
的
実
験

の
果
敢
な
動
き
と
も
関
係
し
て
い
た
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に

対
抗
す
る
潮
流
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
た
。〈
言
語
の
フ
ォ
ル
ム
〉

を
研
究
す
る
こ
と
で
、
世
界
の
見
え
な
い
構
造
が
解
き
明
か
さ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
予
感
が
あ
っ
た
。
こ
う
い
う

傾
向
の
間
で
彷
徨
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
で
書
い
た
私
の
修
士
論

文
で
は
、「
ラ
ン
ボ
ー
と
都
市
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
十
九
世
紀

の
尖
鋭
な
詩
的
実
験
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
都
市
共
同
体
の
イ
メ
ー

ジ
を
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
。
そ
う
い
う
時
期
に
通
っ
て
い
た
パ

リ
第
八
大
学
で
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
講
義
を
聴
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　
ラ
ン
ボ
ー
の
後
に
集
中
的
に
読
み
こ
も
う
と
し
た
の
は
ア
ン
ト

ナ
ン
・
ア
ル
ト
ー
の
全
集
だ
っ
た
が
、『
ア
ン
チ
・
オ
イ
デ
ィ
プ

ス
』
で
ア
ル
ト
ー
を
と
り
上
げ
て
い
た
ド
ゥ
ル
ー
ズ
・
ガ
タ
リ
の

そ
の
後
の
展
開
に
、
講
義
を
通
じ
て
触
れ
ら
れ
た
の
は
幸
運
だ
っ

た
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
本
に
は
、
マ
ル
ク
ス
と
ア
ル
ト
ー
が
ま
る
で

隣
人
の
よ
う
に
と
り
上
げ
ら
れ
、
欲
望
機
械
と
資
本
主
義
の
結
合

に
対
す
る
大
胆
な
考
察
と
と
も
に
、
言
語
・
記
号
の
理
論
に
対
し

て
も
未
知
の
角
度
か
ら
の
問
題
提
起
が
あ
っ
た
。
私
の
な
か
で
分

裂
し
た
形
で
ひ
し
め
い
て
い
た
異
な
る
思
想
的
課
題
が
一
度
解
体

さ
れ
、
新
た
に
、
ゆ
る
や
か
に
結
び
つ
い
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
が
二
つ
の
大
著
の
間
に
書
い
た
『
カ
フ

カ
』
と
、『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
の
序
章
と
な
る
『
リ
ゾ
ー
ム
』
と

い
う
小
さ
な
本
か
ら
や
っ
て
き
た
刺
激
は
、
ま
っ
た
く
例
外
的
な

も
の
だ
っ
た
。
私
の
な
か
に
あ
っ
た
思
想
や
文
学
の
か
け
ら
の
間

隙
を
、
突
風
が
か
け
ぬ
け
て
い
っ
た
よ
う
だ
。
そ
こ
に
は
思
想
の

未
知
の
生
気
、
リ
ズ
ム
、
音
調
、
そ
し
て
躍
動
す
る
概
念
、
語
彙

が
あ
っ
た
。
彼
ら
の
カ
フ
カ
の
読
み
方
に
は
、
社
会
体
制
と
言
語

表
現
の
体
制
を
爽
快
に
貫
通
す
る
思
考
が
あ
っ
た
。
そ
の
頃
も
、

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
を
読
ん
だ
り
し
て
、
ラ
ン
ボ
ー
に
つ
い
て
書
く

た
め
に
詩
学
や
テ
ク
ス
ト
理
論
を
吸
収
し
な
が
ら
鮮
明
な
方
向
を
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見
い
だ
せ
な
い
で
い
た
私
の
思
考
の
空
洞
に
吹
き
込
ん
で
き
た
突

風
だ
っ
た
。

２
　
指
令
語
・
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ム

　
そ
こ
で
さ
し
あ
た
っ
て
、
そ
の
頃
私
が
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
な
か
に

発
見
し
た
〈
言
語
の
思
想
〉
を
点
検
し
て
み
よ
う
と
思
う
の
だ

が
、
決
し
て
そ
れ
は
体
系
的
に
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

そ
も
そ
も
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
著
作
に
は
一
貫
し
て
、
あ
る
〈
言ミ

ソ語

嫌ロ
ゴ
ス悪
〉
の
よ
う
な
も
の
が
見
え
る
。
奇
妙
な
こ
と
な
の
だ
。
あ
る

意
味
で
哲
学
の
課
題
と
は
、
世
界
を
抽
象
し
論
理
的
に
思
考
す
る

言
語

0

0

を
凡
例
の
よ
う
に
提
供
す
る
こ
と
の
は
ず
で
あ
る
。

　
例
え
ば
二
巻
か
ら
な
る
『
シ
ネ
マ
』
で
、
彼
は
映
画
の
イ
メ
ー

ジ
＝
記
号
の
研
究
を
試
み
た
が
、
何
度
か
強
調
し
て
い
る
の
は
、

そ
の
記
号
論
は
決
し
て
〈
言
語
を
モ
デ
ル
に
し
な
い
〉
こ
と
で
あ

る
。
記
号
学
が
〈
言
語
を
モ
デ
ル
と
す
る
〉
学
で
あ
る
な
ら
ば
、

彼
の
探
求
は
決
し
て
記
号
学0

で
は
な
く
、
記
号
論0

で
あ
り
、
そ

れ
は
む
し
ろ
言
語
へ
の
抵
抗

0

0

0

0

0

0

で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
進
め
ら
れ

た
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
と
っ
て
注
目
す
べ
き
作
家
た
ち
は
、
単
に
言

語
使
用
に
お
い
て
〈
ど
も
る
〉
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
〈
言
語
を

ど
も
ら
せ
る
〉
の
で
あ
る
。
言
語
の
明
晰
な
分
節
と
意
味
作
用
そ

の
も
の
に
対
す
る
懐
疑
や
抵
抗
を
、
た
び
た
び
彼
は
顕
著
に
示
し

た
。
映
画
論
に
お
け
る
彼
の
喫
緊
の
課
題
は
、
決
し
て
言
語
を
排

除
す
る
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
む
し
ろ
言
語
の
外
部
に
あ
る

イ
メ
ー
ジ
記
号
の
運
動
、
時
間
、
生
に
つ
い
て
語
る
こ
と
だ
っ
た

の
だ
。
哲
学
の
姿
勢
、
方
法
と
い
う
点
か
ら
見
て
も
、
こ
の
〈
言

語
へ
の
抵
抗
〉
は
か
な
り
異
様
だ
と
言
え
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
顕
著
な
側
面
は
、
言
語
に
関
す
る
〈
プ
ラ
グ
マ

テ
ィ
ス
ム
〉
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
そ
れ
を
鮮
明
に
示
し
て
い

る
の
は
、『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』、「
言
語
学
の
公
準
」
の
章
に
書
か

れ
た
「
指
令
語
」
の
考
察
で
あ
る
。
言
語
は
命
令
す
る
。「
火
事

だ
」
と
い
う
言
表
は
、
出
来
事
の
報
告
で
あ
る
よ
り
も
、「
逃
げ

ろ
」
と
か
「
火
を
消
せ
」
と
か
の
「
命
令
」
を
意
味
す
る
。
意
味

す
る
以
上
に
、
命
令
す
る
の
だ
。「
あ
な
た
を
愛
し
て
い
る
」
は

「
私
を
愛
し
な
さ
い
」
と
い
う
懇
願
、
し
た
が
っ
て
命
令
で
あ
る
。

「
言
語
行
為
論
」
の
先
駆
者
J
・
L
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
、「
私

は
誓
う
」、「
私
は
賭
け
る
」
の
よ
う
な
発
話
に
つ
い
て
、
発
話
そ

の
も
の
が
「
誓
う
」、「
賭
け
る
」
な
ど
の
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い

こ
と（「
遂
行
的
発
話
」）
を
指
摘
し
て
、
す
で
に
言
語
の
プ
ラ
グ
マ

テ
ィ
ス
ム
を
提
案
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
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し
か
し
ド
ゥ
ル
ー
ズ
・
ガ
タ
リ
の
指
摘
は
、
そ
れ
を
さ
ら
に
尖

鋭
に
し
、
全
般
化
し
て
い
る
。
単
に
一
つ
の
発
話
の
裏
に
し
か
じ

か
の
命
令
が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
ふ
う
に
、
意
味
を
解
釈
し
て
い

る
の
で
は
な
い
。
ひ
と
つ
の
発
話
は
行
為
を
う
な
が
し
、
こ
う
し

て
他
者
に
作
用
し
よ
う
と
し
、
現
に
作
用
す
る
。
そ
の
意
味
で
発

話
は
力
を
行
使
す
る
。
そ
の
よ
う
な
力
の
行
使
の
広
大
な
組
織
網

が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
言
語
の
政
治（
学
）に
も
直
結
す
る

見
方
で
あ
る
。
言
語
の
教
育
そ
の
も
の
が
、
言
語
の
正
し
い
規
則

と
使
用
を
強
制
す
る
こ
と
で
、
あ
る
力
関
係
の
教
育
に
な
る
。
文

法
や
意
味
は
、
そ
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
。

　
こ
の
批
判
的
思
考
は
、
言
語
の
〈
外
部
〉
に
付
随
す
る
も
の
に

す
ぎ
な
い
か
に
見
え
る
〈
命
令
〉
や
〈
力
関
係
〉
を
、
む
し
ろ
言

語
に
内
在
す
る
本
質
と
し
て
提
案
し
て
い
た
。
誰
に
で
も
受
け

入
れ
ら
れ
る
考
え
で
は
な
い
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
言
語
行
為
論

は
、
語
る
こ
と
が
単
に
記
述
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
行
為
そ
の
も

の
で
あ
る
よ
う
な
例
を
指
摘
し
た
こ
と
で
、
あ
る
種
の
認
識
に
道

を
開
い
た
。「
言
明
の
真
偽
は
言
葉
の
意
味
だ
け
に
依
拠
す
る
も

の
で
は
な
く
、
ど
ん
な
状
況
で
、
ど
ん
な
行
為
が
行
わ
れ
て
い
た

か
に
も
依
拠
す
る
も
の
な
の
だ
」（『
言
語
と
行
為
』
飯
野
勝
己
訳
、
講

談
社
学
術
文
庫
、
2
2
5
頁
）、「
遂
行
的
発
話
と
い
う
こ
と
で
、
私

た
ち
は
発
話
の
発
語
内
の
力
に
で
き
る
か
ぎ
り
寄
り
添
っ
て
い
て
、

事
実
と
の
対
応
と
い
う
次
元
を
抽
象
し
て
い
る
」（
同
、
2
2
6
頁
）。

こ
の
「
発
語
内
の
力
」
と
い
う
指
摘
は
無
視
で
き
な
い
。

　
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
修
行
時
代
の
哲
学
史
的
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
な

か
に
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
論（『
経
験
論
と
主
体
性
』）
が
入
っ
て
い
た
。
イ

ギ
リ
ス
経
験
論
の
粋
と
も
言
え
る
思
考
に
触
発
さ
れ
た
ド
ゥ
ル
ー

ズ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ム
は
「
一
筋
縄
」
で
は
な
い
。
し
か
し

言
語
学
を
モ
デ
ル
に
し
て
、
と
り
わ
け
言
語
の
形
相
、
形
式
面
を

考
察
し
な
が
ら
記
号
学
に
ま
で
拡
張
し
て
き
た
人
文
学
の
潮
流

に
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
与
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
言
語
を

通
じ
て
作
用
す
る
力
関
係
や
、
力
の
知
覚
の
ほ
う
に
思
考
を
集
中

さ
せ
、
命
令
の
連
鎖
と
し
て
の
言
語（
指
令
語
）
に
注
意
を
う
な
が

し
て
、
ま
っ
す
ぐ
に
言
語
の
権
力
作
用（「
力
へ
の
意
志
」）
を
考
察

す
る
道
を
開
こ
う
と
し
た
。
極
端
で
、
飛
躍
的
な
思
考
だ
が
、
こ

の
転
換
か
ら
鮮
烈
な
衝
撃
を
受
け
た
。
同
じ
意
味
を
も
つ
か
に
見

え
る
文
も
、
異
な
る
力
関
係
の
場
で
発
話
さ
れ
る
と
き
に
は
、
異

な
る
作
用
を
機
動
さ
せ
る
。
そ
し
て
言
葉
は
細
部
に
い
た
る
ま
で
、

そ
の
よ
う
な
力
関
係
の
構
成
要
素
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
む
し

ろ
「
社
会
言
語
学
」
の
課
題
だ
ろ
う
、
と
い
う
よ
う
な
反
論
は
こ

こ
で
は
無
効
で
あ
る
。
社
会
と
い
う
力
関
係
と
ま
っ
た
く
無
縁
に
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構
成
さ
れ
、
強
制
さ
れ
、
習
得
さ
れ
る
言
語
は
あ
り
え
な
い
。

　
し
か
し
言
語
は
〈
意
味
す
る
〉
の
で
は
な
く
〈
命
令
す
る
〉
と

い
う
こ
の
提
案
は
、
決
し
て
言
語
を
命
令
に
還
元
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
は
な
い
。
実
は
言
語
を
規
定
し
て
い
る
〈
外
部
〉
を
じ
か

に
〈
内
部
〉
に
貫
入
さ
せ
る
提
案
な
の
で
、
問
題
は
む
し
ろ
複
雑

化
し
錯
綜
す
る（
リ
ゾ
ー
ム
化
、
多
数
多
様
化
）。
果
て
し
な
い
混
乱
、

混
沌
に
迷
い
込
む
だ
け
だ
と
危
惧
さ
せ
ら
れ
る
の
も
当
然
だ
。
還

元
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
果
て
し
な
い
多
様
体
が
描
か
れ
る
。
ガ
タ

リ
が
縦
横
無
尽
に
拡
大
し
て
い
っ
た
混
沌
の
図
は
、『
分
裂
分
析

的
地
図
作
成
法
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
た
え
ず
作
り
直
さ
れ
る

概
念
の
果
て
し
な
い
絡
み
あ
い
に
な
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
ほ
う

が
、
そ
の
混
沌
の
増
殖
を
巧
み
に
制
御
し
調
律
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
そ
の
み
ご
と
な
成
果
が
『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
だ
っ
た
の
だ
。

果
て
し
な
い
混
沌
は
、
有
限
数
の
モ
デ
ル
に
結
晶
さ
せ
ら
れ
て
い

る
。
混
沌
の
な
か
に
あ
る
微
細
な
要
素
の
配
列
を
さ
ぐ
り
、
そ
の

た
び
に
異
な
る
配
列
を
モ
デ
ル
化
し
た
二
人
の
思
索
の
成
果
で
あ

る
。
リ
ゾ
ー
ム
／
樹
木
、
分
子
状
／
モ
ル
状
、
戦
争
機
械
／
国
家

装
置
、
平
滑
空
間
／
条
理
空
間
、
等
々
の
重
複
と
ず
れ
か
ら
多
数

多
様
の
モ
デ
ル
が
、
次
々
く
り
だ
さ
れ
た
。

３
　
非
身
体
的
変
形
、
表
現
と
内
容

　
し
か
し
、
も
う
少
し
〈
言
語
の
思
想
〉
に
こ
だ
わ
っ
て
み
よ
う
。

命
令
す
る
発
話（
指
令
語
）
は
、
確
か
に
一
定
の
効
果
、
変
化
、
行

動
を
も
た
ら
す
。『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
の
「
言
語
の
公
準
」
の
章

で
、
こ
の
「
指
令
語
」
の
作
用
は
、
や
が
て
「
非
身
体
的
変
形
」

と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
言
語
と
い
う
非
身
体
的
、
非

物
体
的
な
も
の
が
、
身
体
ま
た
は
物
体
に
作
用
す
る
の
だ
が
、
こ

れ
は
不
可
解
な
こ
と
で
あ
る
。
言
語
で
生
起
し
て
い
る
こ
と
は
、

あ
く
ま
で
言
語
の
次
元
で
の
出
来
事
で
あ
り
、
身
体
や
物
体
の
あ

い
だ
の
因
果
関
係
的
な
作
用
は
、
あ
く
ま
で
物
の
次
元
で
の
出
来

事
で
あ
る
。
言
語
と
身
体
と
い
う
異
質
な
次
元
の
あ
い
だ
に
因
果

関
係
が
生
じ
る
は
ず
は
な
い
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
非
常

識
な
推
論
で
あ
っ
て
、
多
く
の
場
合
、「
立
て
」、「
座
れ
」
と
命

じ
ら
れ
た
人
間
は
、
自
分
の
身
体
を
立
た
せ
た
り
、
座
ら
せ
た
り

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
脳
は
そ
の
よ
う
な
命
令
を
解
釈
し
、
い
や

で
も
身
体
に
そ
れ
を
実
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
逆
に
そ
れ
に

反
対
す
る
命
令
を
自
分
自
身
に
く
だ
す
こ
と
も
で
き
る
。
脳
は
、

言
語
と
身
体
を
連
結
す
る
魔
法
の
機
械
で
あ
る
。
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ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
唯
一
の
言
語
哲
学
的
思
索
を
試
み
た
書
物

『
意
味
の
論
理
学
』
で
は
、
ス
ト
ア
派
と
ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
を

参
照
し
な
が
ら
、
言
語
と
そ
の
意
味
の
次
元
を
、
身
体
か
ら
原
理

的
に
分
離
さ
れ
た
〈
表
層
〉、〈
出
来
事
〉
の
次
元
と
し
て
と
ら
え

て
い
た
。
ガ
タ
リ
と
の
共
著
以
前
に
書
か
れ
た
こ
の
本
の
ほ
う
を

高
く
評
価
し
て
、
共
著
の
ほ
う
を
無
視
し
よ
う
と
す
る
読
者
も
多

い（
そ
の
代
表
的
な
ひ
と
り
は
ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ッ
ク
か
）。
し
か
し

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
こ
の
言
語
‐
表
層
‐
出
来
事
の
思
索
を
決
し
て

忘
れ
る
こ
と
な
く
、
特
に
『
カ
フ
カ
』
と
『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
で

は
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
言
語
と
身
体
の
関
係
、
干
渉
、
結
合
と
切

断
、
加
速
と
減
速
等
々
を
、
さ
ら
に
力
動
的
に
考
察
し
て
い
る
。

　
言
語
は
様
々
な
記
号
に
ま
で
拡
張
さ
れ
て
「
表
現
」
と
呼
ば
れ
、

表
現
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
「
内
容
」
と
対
比
さ
れ
る
。「
表
現
」

と
「
内
容
」
は
た
が
い
に
独
立
し
て
い
る
が
、
独
立
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
二
つ
は
一
つ
の
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
を
構
成
す
る
。「
表

現
」
は
単
に
言
葉
に
、「
内
容
」
は
単
に
「
物
」
や
「
身
体
」
の

集
合
に
還
元
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、「
表
現
」
は
様
々
な
言
語
・

記
号
・
情
報
・
知
識
・
身
振
り
・
表
情
の
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
を
形

成
し
、「
内
容
」
も
ま
た
様
々
な
財
・
道
具
・
機
械
・
物
質
・
身

体
を
混
合
す
る
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
を
形
成
す
る
。
実
は
一
つ
の
巨

大
な
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
が
「
表
現
」
と
「
内
容
」
と
い
う
二
つ
の

ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
を
そ
な
え
、
二
つ
の
あ
い
だ
に
は
、
た
え
ず
相

互
的
な
前
提
や
、
挿
入
や
、
干
渉
が
起
き
て
い
る
。
そ
れ
は
下
部

構
造
が
上
部
構
造
を
決
定
し
、
上
部
構
造
が
下
部
構
造
を
指
示
す

る
と
か
、
反
映
す
る
と
か
、
表
象
す
る
と
か
い
っ
た
マ
ク
ロ
な
静

的
決
定
で
は
な
い
。

　
つ
ま
り
「
非
身
体
的
変
形
」
と
呼
ば
れ
る
言
語
・
記
号
の
作
用

は
、
も
は
や
単
な
る
命
令
の
連
鎖
に
と
ど
ま
ら
ず
、
言
語
・
記
号

か
ら
な
る
表
現
の
巨
大
な
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
と
、
そ
れ
と
連
動
す

る
物
と
身
体
の
巨
大
な
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
の
た
え
ま
な
い
干
渉
・

変
形
の
な
か
で
起
き
る
作
用
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。「
も
ろ

も
ろ
の
表
現
ま
た
は
被
表
現
は
内
容
の
な
か
に
、
挿
入
さ
れ
、
介

入
し
て
、
も
ろ
も
ろ
の
内
容
を
表
象
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら

を
予
感
し
、
そ
れ
ら
に
逆
行
し
、
そ
れ
ら
を
緩
慢
に
し
た
り
、
ま

た
は
加
速
し
た
り
、
分
離
し
た
り
、
ま
た
は
結
合
し
た
り
、
あ
る

い
は
切
断
し
た
り
す
る
」。「
表
現
の
形
式
と
内
容
の
形
式
の
独
立

性
は
、〔
…
…
〕
記
号
が
物
自
身
に
働
き
か
け
る
と
同
時
に
、
物

が
記
号
を
通
じ
て
拡
張
し
、
展
開
し
て
い
く
仕
方
を
確
立
す
る
の

だ
」。「
一
つ
の
言
表
行
為
の
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
は
、
物
に
「
つ
い

て
」
話
す
の
で
は
な
く
、
物
の
状
態
ま
た
は
内
容
の
状
態
に
じ
か
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に
話
す
の
だ
」（『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
上
、
河
出
文
庫
、
1
8
5
頁
）。
表

現
は
単
に
内
容
を
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、
表
現
と
内
容
の
間
に

た
え
ず
様
々
な
干
渉
が
起
き
る
。
と
り
わ
け
表
現
の
形
式
の
変
化

や
解
体
は
、
内
容
の
形
式
に
作
用
し
う
る
。
そ
し
て
内
容
に
も
変

化
が
も
た
ら
さ
れ
る（
そ
の
意
味
で
形
式
の
変
化
は
〈
革
命
的
〉
で
さ
え

あ
り
う
る
）。
言
葉
と
身
体
の
間
に
発
す
る
瞬
時
の
変
化
は
、
ま
ず

命
令
と
名
づ
け
ら
れ
、
つ
い
で
非
身
体
的
変
形
と
命
名
さ
れ
た
が
、

実
は
ほ
と
ん
ど
名
づ
け
よ
う
の
な
い
介
入
や
効
果
や
作
用
が
た
え

ず
起
き
て
い
て
、
変
形
作
用
は
身
体（
そ
し
て
物
体
）
に
だ
け
で
は

な
く
、
名
前
と
、
名
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
の
関
係
に
ま
で
及
ぶ
の

で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
言
語
・
記
号
の
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
自
体
が
、
た
え

ず
編
成
を
変
え
て
、
歴
史
の
な
か
で
新
た
な
体
制
を
形
成
す
る
。

ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
は
、
そ
の
「
歴
史
」
を
、「
記
号
の
体
制
」

の
章
で
試
み
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
実
験
的
、
仮
説
的
な
試
み
で

あ
る
。
た
と
え
ば
言
語
学
の
提
案
し
た
「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
」
と
い

う
概
念
は
精
神
分
析
を
は
じ
め
、
様
々
な
領
域
で
大
き
な
意
味
を

も
つ
よ
う
に
な
っ
た
が
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
そ
の
よ
う
な
地
位
を

も
ち
う
る
「
記
号
の
体
制
」
は
、
歴
史
の
一
時
期
に
、
あ
る
文
脈

の
な
か
で
成
立
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
ば
別
の
体
制
で

は
、「
言
語
」
の
運
用
を
支
え
る
「
主
体
」
あ
る
い
は
「
主
体
性
」

に
光
が
与
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
「
主
体
化
」
を
中
心
に
お
く

よ
う
な
「
記
号
の
体
制
」
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
す

で
に
時
代
錯
誤
か
も
し
れ
な
い
「
記
号
の
体
制
」
が
根
強
く
、
保

存
さ
れ
、
あ
る
い
は
復
活
し
、
他
の
体
制
に
混
入
す
る
。
新
た
な

情
報
技
術
が
浸
透
し
た
現
代
社
会
に
対
応
す
る
「
記
号
の
体
制
」

と
、
そ
こ
に
忍
び
込
み
寄
生
す
る
体
制
も
、
確
か
に
あ
る
に
ち
が

い
な
い
。

　
フ
ー
コ
ー
の
『
言
葉
と
物
』
は
、「
類
似
」
や
「
表
象
」
を
原

理
と
す
る
一
時
代
の
認
識
の
体
制（
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
）
を
照
ら
し
出

し
て
い
た
。
フ
ー
コ
ー
を
大
い
に
評
価
し
て
い
た
ド
ゥ
ル
ー
ズ

は
、「
記
号
の
体
制
」
論
に
よ
っ
て
、
も
う
ひ
と
つ
の
「
言
葉
と

物
」
論
を
暗
示
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
む
し
ろ
『
千
の
プ

ラ
ト
ー
』
の
全
体
は
、
同
時
に
言
葉
‐
論
で
あ
り
、
物
‐
論
で
あ

る
壮
大
な
世
界
論
を
提
出
し
て
い
る
の
だ
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
そ
の

後
に
行
っ
た
、
も
う
ひ
と
つ
の
壮
大
な
〈
記
号
の
ア
レ
ン
ジ
メ
ン

ト
〉
の
研
究
は
、
二
巻
か
ら
な
る
『
シ
ネ
マ
』
つ
ま
り
映
画
に
お

け
る
記
号
の
新
た
な
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
記
号

学
が
諸
領
域
に
盛
ん
に
応
用
さ
れ
普
及
さ
れ
る
な
か
で
、
当
然
な

が
ら
映
画
の
記
号
学
的
研
究
さ
え
も
様
々
に
試
み
ら
れ
て
き
た
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が
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
言
語
学
か
ら
示
唆
を
受
け
た
記
号
学
の
発
想

に
は
決
し
て
与
さ
な
い
。
言
語
の
モ
デ
ル
に
し
た
が
う
記
号
学
で

は
な
く
、
映
画
の
「
記
号
論
」
は
、
少
な
く
と
も
、
図
像
、
指
標
、

象
徴（
パ
ー
ス
の
提
案
）
に
分
類
さ
れ
る
記
号
の
全
体
を
考
察
す
る
。

む
し
ろ
非
言
語
的
次
元
に
大
き
く
開
放
さ
れ
た
記
号
の
ア
レ
ン
ジ

メ
ン
ト
と
し
て
映
画
の
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
を
研
究
す
る
。

　『
意
味
の
論
理
学
』
で
は
、
言
語
は
命
題
で
も
、
表
象
で
も
、

表
出
で
も
、
意
味
作
用
で
も
な
い
と
言
わ
れ
て
、
言
語
自
体
の
あ

ら
ゆ
る
常
識
的
な
実
質
が
骨
抜
き
に
さ
れ
た
。
そ
れ
は
経
験
的
に

知
ら
れ
て
広
く
共
有
さ
れ
て
き
た
言
語
の
認
識
を
、
ま
っ
た
く
逆

な
で
す
る
提
案
だ
っ
た
。
フ
ィ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
、
マ
ル
コ
ム
・
ラ

ウ
リ
ー
に
ふ
れ
な
が
ら
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
の
「
超
越
論
的
」
分

析
を
行
っ
た
章
「
磁
気
と
火
山
」
が
素
晴
ら
し
い
。
経
験
的
認
識

の
外
に
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
言
語
は
「
超
越
論
的
な
」
次
元
に

還
元
さ
れ
た
が
、
そ
の
超
越
論
的
反
言
語
論
は
、
ガ
タ
リ
と
の
共

同
作
業
を
経
て
、
錯
綜
し
た
記
号
の
巨
大
な
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
の

ほ
う
に
言
語
の
思
考
を
開
き
、
つ
い
に
映
画
の
イ
メ
ー
ジ
論
に

至
っ
た
。

　
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
問
題
と
、

記
号
論
や
詩
学
の
あ
い
だ
で
分
裂
し
て
い
た
思
考
を
、
な
ん
と
か

私
は
た
て
な
お
す
こ
と
が
で
き
た
よ
う
だ
。
実
は
、
真
正
面
か
ら

分
裂
症
を
あ
つ
か
っ
た
分
裂
的
な
思
考
に
出
会
っ
て
、
そ
れ
以
上

に
分
裂
を
深
め
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
あ
の
頃
私
は
、
ア
ル

ト
ー
と
ド
ゥ
ル
ー
ズ
を
同
時
に
読
み
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
目

覚
ま
し
い
分
裂
に
耐
え
う
る
思
考
を
な
ん
と
か
仮
設
し
続
け
た
か

も
し
れ
な
い
。
　

４
　
回
想
Ⅱ

　
哲
学
の
成
立
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
と
深
く
か
か
わ
っ

て
い
た
こ
と
を
見
て
も
、
哲
学
と
政
治
学
は
切
り
離
し
て
考
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
と
い
う
正
論
を
に
ら
ん
で
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の

思
想
に
お
け
る
政
治
に
つ
い
て
、
い
ま
適
確
に
語
る
こ
と
が
で
き

る
か
ど
う
か
。
と
に
か
く
語
ら
ず
に
は
す
ま
さ
れ
な
い
。
私
自
身

の
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
読
み
方
の
来
歴
を
、〈
言
語
思
想
〉
と
の
関
連

で
振
り
返
っ
て
き
た
が
、
す
で
に
指
令
語
や
非
身
体
的
変
形
、
そ

し
て
表
現
と
内
容
の
あ
い
だ
の
多
様
な
干
渉
は
、
様
々
な
政
治
的

抗
争
の
場
と
し
て
の
言
語
、
記
号
、
そ
し
て
思
考
の
戦
場
を
浮
か

び
上
が
ら
せ
る
。

　
ド
ゥ
ル
ー
ズ（
と
ガ
タ
リ
）
が
広
く
読
ま
れ
始
め
た
時
期（
ほ
ぼ
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一
九
八
〇
年
以
後
）
の
日
本
で
は
、
そ
れ
に
触
発
さ
れ
た
著
作
や
解

説
書
の
与
え
た
イ
メ
ー
ジ
も
あ
っ
て
、
そ
れ
は
む
し
ろ
従
来
の
政

治
思
想
の
重
た
い
雰
囲
気
を
払
拭
す
る
思
想
と
し
て
受
け
と
ら
れ

た
。〈
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
〉
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
、
マ
ル
ク
ス
主

義
や
実
存
主
義
の
重
厚
な
問
い
が
払
拭
さ
れ
た
か
の
よ
う
で
、
そ

れ
ゆ
え
多
く
の
知
識
人
か
ら
の
抵
抗
に
も
出
会
っ
た
。
実
は
〈
近

代
以
降
〉
と
い
う
深
遠
な
問
い
を
示
す
は
ず
の
用
語
が
、
こ
れ

ほ
ど
軽
々
し
く
扱
わ
れ
た
の
は
、
モ
ダ
ン
の
せ
い
か
、
ポ
ス
ト
モ

ダ
ン
の
せ
い
な
の
か
。『
ア
ン
チ
・
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
』、『
千
の
プ

ラ
ト
ー
』
の
日
本
語
訳
が
出
る
前
に
解
説
書
の
ほ
う
が
流
布
し
て
、

原
著
を
つ
ら
ぬ
く
政
治
的
文
脈
の
深
さ
が
読
み
と
ら
れ
な
か
っ
た

こ
と
は
、
長
い
あ
い
だ
影
響
し
た
。
徐
々
に
そ
れ
は
修
正
さ
れ
て

政
治
運
動
に
対
し
て
も
反
響
が
広
が
り
、
む
し
ろ
ガ
タ
リ
の
著
書

か
ら
、
政
治
学
的
観
点
の
理
解
も
拡
大
し
て
い
っ
た
。

　
そ
し
て
当
時
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
紹
介
者
た
ち
の
多
く
が
、
哲

学
の
門
外
漢
で
あ
る
こ
と
も
目
立
っ
て
い
た
。
大
学
で
ド
ゥ
ル
ー

ズ
に
つ
い
て
学
術
論
文
を
書
く
こ
と
は
難
し
く
、
悩
み
な
が
ら

私
の
と
こ
ろ
に
相
談
に
き
た
他
大
学
の
学
生
は
少
な
く
な
か
っ

た
。
い
つ
し
か
そ
の
情
況
は
変
わ
り
、
書
物
に
な
っ
た
ド
ゥ
ル
ー

ズ
の
博
士
論
文
の
数
は
も
う
数
知
れ
な
い
。
す
る
と
こ
こ
に
書
く

ま
で
も
な
い
こ
と
が
起
き
た
。
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
外
部
に
出
よ
う

と
し
た
思
想
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
化
で
あ
る
。
か
つ
て
ド
ゥ
ル
ー
ズ

の
特
異
性
を
敏
感
に
伝
え
よ
う
と
し
た
論
や
エ
ッ
セ
ー
は
、
し
ば

し
ば
「
文
学
的
」
と
呼
ば
れ
、
哲
学
史
を
わ
き
ま
え
た
厳
密
な
学

究
的
態
度
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
「
進
歩
」
な

の
か
、「
退
行
」
な
の
か
。
た
ぶ
ん
両
方
だ
。「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」、

「
文
学
的
」、「
政
治
的
」、
そ
し
て
そ
の
あ
と
に
は
「
哲
学（
史
）」

的
…
…
。
こ
ん
な
こ
と
を
書
く
こ
と
自
体
に
も
う
ん
ざ
り
す
る
が
、

書
い
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
オ
ア
シ
ス
の
あ
と
に
砂
漠
に
ふ
み
こ
ん
だ
。
し
か
し
最
初
か
ら

砂
漠
し
か
見
え
な
い
と
す
れ
ば
…
…
。
す
で
に
同
時
代
に
対
し
て
、

ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
こ
う
漏
ら
し
て
い
た
の
を
思
い
出
す
。
し
か
し
晩

年
の
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
深
い
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
、
も
ち
ろ
ん
哲
学
の
ア

カ
デ
ミ
ズ
ム
よ
り
も
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
に
む
け
ら
れ
て
い
た
。

　〈
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
政
治
〉
に
も
ど
ろ
う
。
二
人
の
共
著
『
カ
フ

カ
』
は
、「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
言
葉
に
異
様
な
生
気
を
ふ

き
こ
ん
で
い
た
、
そ
れ
は
端
的
に
チ
ェ
コ
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
こ
と
で

あ
り
、
チ
ェ
コ
語
、
ド
イ
ツ
語
、
イ
ー
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
の
使
用
さ

れ
る
プ
ラ
ハ
で
、
奇
妙
に
乾
い
た
ド
イ
ツ
語
で
書
い
た
カ
フ
カ
の

状
況
の
こ
と
で
あ
り
、
お
び
た
だ
し
い
恋
の
手
紙
を
書
い
て
は
婚
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約
を
破
棄
す
る
独
身
の
法
律
家
で
あ
り
、
作
品
の
な
か
で
は
虫
に

変
身
し
た
グ
レ
ゴ
ー
ル
、
不
可
解
な
訴
訟
の
被
告
に
な
る
K
で

あ
り
、
そ
こ
に
マ
イ
ナ
ー
性
は
何
重
に
も
折
り
た
た
ま
れ
て
い
る
。

ひ
と
つ
の
徹
底
し
た
マ
イ
ナ
ー
政
治
学
が
そ
こ
に
読
み
と
れ
る
。

カ
フ
カ
文
学
は
、
決
し
て
正
体
を
あ
ら
わ
に
し
な
い
非
情
な
官
僚

制
を
告
発
し
た
ば
か
り
か
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
強
制
収
容
所
を
予
感

し
な
が
ら
書
い
た
と
い
う
意
味
で
政
治
的
で
あ
る
。「
万
里
の
長

城
」
や
『
審
判
』
で
、
異
な
る
タ
イ
プ
の
権
力
の
建
築（
構
造
）
を

描
い
た
と
い
う
点
で
も
政
治
的
で
あ
る
。
様
々
な
表
現（
言
語
・
書

類
・
記
号
・
写
真
・
肖
像
・
音
楽
）
と
内
容（
役
所
・
法
廷
・
汽
船
・
ホ
テ

ル
・
建
築
）の
間
で
構
成
さ
れ
変
形
さ
れ
る
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
に
お

い
て
、
不
断
に
続
行
さ
れ
る
抗
争
を
見
つ
め
た
と
い
う
点
で
、
さ

ら
に
ミ
ク
ロ
政
治
学
的
で
あ
る
。

５
　
回
想
Ⅲ

　
も
う
最
近
の
こ
と
で
は
な
い
け
れ
ど
、「
あ
れ
ほ
ど
一
貫
し
て

生
を
肯
定
す
る
哲
学
を
語
っ
た
哲
学
者
が
、
な
ぜ
自
殺
し
た
の

か
」。
そ
う
い
う
問
い
を
私
に
む
け
て
き
た
人
た
ち
は
少
な
く
な

い
。
愚
か
な
問
い
を
愚
か
と
断
定
す
る
愚
か
さ
の
自
由
を
行
使
さ

せ
て
も
ら
い
た
い
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
生
の
肯
定
が
、
ど
ん
な
生
を
、

ど
ん
な
ふ
う
に
肯
定
し
た
の
か
、
そ
の
こ
と
を
読
ま
ず
に
、
そ
ん

な
問
い
を
た
て
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
も
思
え
な
い
。

　
生
の
肯
定
は
、
死
の
否
定
に
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
生
と

死
は
対
立
概
念
で
あ
り
う
る
が
、
生
が
死
ぬ
の
で
あ
り
、
生
は

死
に
つ
つ
あ
る
も
の
で
も
あ
る
。「
私
は
生
き
る
こ
と
を
学
ん
で

い
る
と
思
っ
て
い
た
が
、
死
ぬ
こ
と
を
学
ん
で
い
た
の
だ
」（
ダ
・

ヴ
ィ
ン
チ
の
手
帳
の
言
葉
）。
死
が
生
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

生
を
肯
定
す
る
思
考
は
、
生
を
否
定
す
る
生
に
対
す
る
闘
い
で

あ
っ
て
、
死
と
闘
う
わ
け
で
は
な
い
。

　
さ
ら
に
愚
劣
と
思
わ
さ
れ
た
の
は
、「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
ニ
ヒ

リ
ズ
ム
ゆ
え
に
、
彼
は
自
殺
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
」
と
い
う
、
当

時
の
メ
デ
ィ
ア
に
出
た
決
め
つ
け
で
あ
る
。「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
に

つ
い
て
の
お
ぞ
ま
し
い
安
直
な
理
解
に
も
呆
れ
か
え
っ
た
。
し
か

し
私
の
反
発
の
ほ
う
が
正
し
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う

な
問
い
や
意
見
を
思
い
つ
く
理
由
が
、
私
の
中
に
な
か
っ
た
だ
け

で
あ
る
。

　
確
か
に
『
哲
学
と
は
何
か
』
は
、
静
謐
な
老
年
の
語
り
口
で

は
じ
ま
り
な
が
ら
も
、『
判
断
力
批
判
』
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、

「
解
き
放
た
れ
て
猛
り
狂
っ
た
作
品
」
と
い
う
面
を
カ
ン
ト
と
共
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有
す
る
か
の
よ
う
に
進
ん
で
い
る
。
い
た
る
と
こ
ろ
で
ド
ゥ
ル
ー

ズ
は
、〈
同
時
代
〉
の
〈
砂
漠
〉
に
つ
い
て
激
し
い
批
判
、
怒
り
、

あ
る
い
は
絶
望
さ
え
も
表
現
し
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
最
後
ま
で

ユ
ー
モ
ア
も
、
友
愛
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
思
考
も
失
っ
て
は
い
な

か
っ
た
。

　
席
巻
す
る
「
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
」
に
よ
る
「
哲
学
の
横
領
」
に

つ
い
て
語
り
、「
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
」
そ
の
も
の
と
化
し
た
「
民
主

主
義
」
に
、「
も
ろ
も
ろ
の
民
主
主
義
と
共
存
す
る
強
大
な
警
察

と
軍
隊
」
に
、
そ
の
背
後
に
君
臨
す
る
「
市
場
」
に
批
判
を
広
げ
、

さ
ら
に
は
「
人
間
で
あ
る
こ
と
の
恥
」（
プ
リ
モ
・
レ
ヴ
ィ
）
に
ま
で

言
及
し
、
そ
れ
は
猛
り
狂
っ
た
弾
劾
の
調
子
に
高
ま
っ
て
い
る
。

二
〇
世
紀
末
に
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
ガ
タ
リ
と
と
も
に
提
示
し
た

鋭
利
で
遠
大
な
批
判
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
と
っ
て
も
、
も
は

や
扱
い
き
れ
な
い
新
た
な
暴
力
と
統
制
が
始
ま
っ
て
い
た
と
い
う

こ
と
な
の
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
な
お
さ
ら
、
そ
の
到
来
を
ま

ざ
ま
ざ
と
予
感
し
な
が
ら
試
み
た
強
靭
な
抵
抗
の
軌
跡
を
忘
れ
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
の
だ
。

付
録

　
こ
の
文
章
で
ふ
れ
て
き
た
書
物
を
中
心
に
お
い
て
、
即
興
的
な
読
書
案
内
を

試
み
る
。

　
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
の
書
物
は
膨
大
に
あ
り
、『
ア
ン
チ
・
オ
イ
デ
ィ
プ

ス
』
と
『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
に
ぜ
ひ
挑
戦
し
て
も
ら
い
た
い
が
、
二
つ
の
内
容

を
コ
ン
パ
ク
ト
に
表
現
し
て
い
る
『
カ
フ
カ
』、
そ
し
て
『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』

（
河
出
文
庫
、
上
巻
）に
含
ま
れ
る
「
リ
ゾ
ー
ム
」、「
い
か
に
し
て
器
官
な
き
身

体
を
獲
得
す
る
か
」
の
章
を
し
っ
か
り
吸
収
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
は
ど
う

だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
思
考
の
ス
タ
イ
ル
に
少
し
慣
れ
て

き
た
ら
、『
批
評
と
臨
床
』、『
ド
ゥ
ル
ー
ズ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
Ⅰ
・
Ⅱ
に
は
、

そ
れ
ほ
ど
長
く
な
い
重
要
な
エ
ッ
セ
ー
が
数
々
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を

熟
読
す
る
と
い
い
。

　
ド
ゥ
ル
ー
ズ
自
身
が
再
評
価
に
貢
献
し
た
哲
学
者
た
ち
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
、

ヒ
ュ
ー
ム
、
ニ
ー
チ
ェ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
は
じ
め
数
々
い
る
。
彼
ら
の
主
著
は

こ
こ
に
あ
げ
る
ま
で
も
な
い
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
こ
の
四
人
に
つ
い
て
書
い
た
入

門
的
な
小
著
と
、
か
な
り
手
ご
わ
い
『
ニ
ー
チ
ェ
と
哲
学
』、『
ス
ピ
ノ
ザ
と
表

現
の
問
題
』
が
あ
る
。『
ス
ピ
ノ
ザ
　
実
践
の
哲
学
』
の
ほ
う
を
、
私
は
大
学

の
授
業
で
よ
く
取
り
上
げ
た
。

　
入
門
書
や
概
説
書
か
ら
読
み
始
め
る
こ
と
に
は
賛
成
し
な
い
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ

に
つ
い
て
要
約
的
な
知
識
だ
け
を
も
っ
て
も
、
あ
ま
り
意
味
が
な
い
と
思
っ
て

き
た
か
ら
だ
。
よ
く
わ
か
ら
な
く
て
も
、
も
ち
ろ
ん
翻
訳
を
通
じ
て
で
も
、

〈
本
体
〉
に
触
れ
た
感
覚
的
把
握
の
ほ
う
が
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
代
表
的
な

概
説
書
や
学
術
論
文
は
、
あ
え
て
こ
こ
で
紹
介
す
る
ま
で
も
な
い
。
あ
ま
り
目

立
っ
て
い
な
い
も
の
で
、
印
象
に
刻
ま
れ
て
い
る
の
は
丹
生
谷
貴
志
『
死
体
は



12

窓
か
ら
投
げ
捨
て
よ
』、
築
地
正
明
『
わ
た
し
た
ち
が
こ
の
世
界
を
信
じ
る
理

由

―
『
シ
ネ
マ
』
か
ら
の
ド
ゥ
ル
ー
ズ
入
門
』、
堀
千
晶
『
ド
ゥ
ル
ー
ズ
　

思
考
の
生
態
学
』
な
ど
。

　
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ド
ス
『
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
　
交
差
的
評
伝
』
は
、
ド
ゥ

ル
ー
ズ
の
姿
勢
に
は
お
よ
そ
反
す
る
書
物
だ
が
、
ガ
タ
リ
と
と
も
に
生
き
ら
れ

た
一
時
代
の
年
代
記
で
あ
り
、
と
き
ど
き
拾
い
読
み
を
す
る
。

　
や
は
り
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
本
体
に
も
ど
る
と
、『
フ
ー
コ
ー
』、『
ザ
ッ
ヘ
ル
＝

マ
ゾ
ッ
ホ
紹
介
』、『
プ
ル
ー
ス
ト
と
シ
ー
ニ
ュ
』、『
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
』

な
ど
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
体
質
で
闊
達
に
書
か
れ
た
作
家
論
と
し
て
、
読
ま
な

け
れ
ば
損
、
と
い
い
た
い
貴
重
な
エ
ッ
セ
ー
で
あ
る
。

　
ア
ン
ド
レ
イ
・
ベ
ー
ル
イ
『
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
』、
マ
ル
カ
ム
・
ラ
ウ
リ
ー『
火

山
の
下
』、
ヴ
ィ
ト
ル
ト
・
ゴ
ン
ブ
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
『
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ア
』、『
コ

ス
モ
ス
』
な
ど
の
小
説
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
書
い
た
数
行
に
促
さ
れ
て
読
む
こ

と
に
な
っ
た
。

　
そ
れ
以
上
に
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
思
考
の
本
体
に
深
く
組
み
込
ま
れ
た
文
学
は

ア
ル
ト
ー
、
ベ
ケ
ッ
ト
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
、
も
ち
ろ
ん
プ
ル
ー
ス
ト
で
あ
る
。
上

に
あ
げ
た
主
要
な
哲
学
者
と
と
も
に
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
面
に
関

し
て
、『
ド
ゥ
ル
ー
ズ
　
千
の
文
学
』
と
い
う
論
集
が
あ
る
こ
と
も
喚
起
し
て

お
こ
う
。

　
シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ギ
ー『
ク
リ
オ
』、
ジ
ョ
ー
・
ブ
ス
ケ
『
傷
と
出
来
事
』
は
、

ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
「
歴
史
」、「
出
来
事
」
の
考
察
に
か
か
わ
る
重
要
な
書
物
。
詩

で
は
、
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
、
マ
ン
デ
リ
シ
ュ
タ
ー
ム
、
わ
ざ
わ
ざ
あ
げ
る
必
要

も
な
い
ラ
ン
ボ
ー
、
そ
し
て
ボ
ブ
・
デ
ィ
ラ
ン
か
ら
の
引
用
さ
え
あ
る
。

　
遺
書
と
も
言
え
る
最
後
の
エ
ッ
セ
ー「
内
在

―
一
つ
の
生
…
…
」（『
ド
ゥ

ル
ー
ズ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
Ⅰ
』）
に
引
か
れ
て
い
た
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
、

デ
ィ
ケ
ン
ズ（『
我
ら
が
共
通
の
友
』）、
日
本
で
は
怪
奇
小
説
家
に
分
類
さ
れ
て

い
る
レ
ル
ネ
ッ
ト
・
ホ
レ
ー
ニ
ア
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
他
で
は
ほ
と
ん
ど
言
及
し

て
い
な
い
著
者
た
ち
だ
。
怪
奇
小
説
と
い
え
ば
、
ラ
ヴ
ク
ラ
フ
ト
を
知
っ
た
の

も
『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
の
な
か
で
の
こ
と
だ
っ
た
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
こ
う
い
う

著
者
た
ち
の
意
外
な
読
み
方
に
も
、
注
意
を
む
け
る
と
い
い
。

宇
野
邦
一（
う
の
く
に
い
ち
）

一
九
四
八
年
生
ま
れ
。
パ
リ
第
八
大
学
哲
学
博
士
。
立
教
大
学
名
誉
教

授
。
専
門
は
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
・
思
想
、
映
像
身
体
論
。
主
な
著
書
と

し
て
、『
ア
ル
ト
ー
　
思
考
と
身
体
』（
白
水
社
）、『
ド
ゥ
ル
ー
ズ
　
流
動

の
哲
学
〈
増
補
改
訂
〉』『
反
歴
史
論
』（
講
談
社
学
術
文
庫
）、『
非
有
機

的
生
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
）、『
パ
ガ
ニ
ス
ム
　
異
教
者
の
エ
テ
ィ
カ
』

（
青
土
社
）ほ
か
。
主
な
訳
書
と
し
て
、
ア
ン
ト
ナ
ン
・
ア
ル
ト
ー『
神
の

裁
き
と
訣
別
す
る
た
め
』『
タ
ラ
ウ
マ
ラ
』（
河
出
文
庫
）、
ジ
ル
・
ド
ゥ

ル
ー
ズ
『
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
　
感
覚
の
論
理
学
』（
河
出
書
房
新

社
）、『
プ
ル
ー
ス
ト
と
シ
ー
ニ
ュ〈
新
訳
〉』（
法
政
大
学
出
版
局
）、
ジ

ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＋
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ガ
タ
リ
『
ア
ン
チ
・
オ
イ
デ
ィ
プ

ス

―
資
本
主
義
と
分
裂
症
』（
河
出
文
庫
）、『
カ
フ
カ

―
マ
イ
ナ
ー

文
学
の
た
め
に
〈
新
訳
〉』（
法
政
大
学
出
版
局
）、
ア
シ
ル
・
ム
ベ
ン
ベ

『
黒
人
理
性
批
判
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
）ほ
か
。



13 15分で読む　何と出会ったのか、いくつかの回想

出版社 ISBN（978） 書名 著者名 本体
価格 刊行

河出文庫 上4309462806
下4309462813

アンチ・オイディプス―資
本主義と分裂症（上・下）

ジル・ドゥルーズ、
フェリックス・ガタ
リ著／宇野邦一訳

上1250
下1200

2006

法政大学出版局 4588010682 カフカ―マイナー文学のた
めに〈新訳〉

ジル・ドゥルーズ、
フェリックス・ガタ
リ著／宇野邦一訳

2700 2017

河出文庫 上4309463421
中4309463438
下4309463452

千のプラトー―資本主義と
分裂症（上・中・下）

ジル・ドゥルーズ、
フェリックス・ガタ
リ著／宇野邦一・
小沢秋広・田中敏
彦・豊崎光一・宮
林寛・守中高明訳

各1300 2010

朝日出版社 4255870199 リゾーム…序 ジル・ドゥルーズ、
フェリックス・ガタ
リ著／豊崎光一
訳・編

品切れ 1987

法政大学出版局 4588008559 シネマ1＊運動イメージ ジル・ドゥルーズ著、
財津理・齋藤範訳

4500 2008

法政大学出版局 4588008566 シネマ2＊時間イメージ ジル・ドゥルーズ著、
宇野邦一・石原陽
一郎・江澤健一
郎・大原理志・岡
村民夫訳

4700 2006

講談社学術文庫 4065143131 言語と行為―いかにして言
葉でものごとを行うか

J. L. オースティン著、
飯野勝己訳

1280 2019

河出書房新社 4309242231 経験論と主体性―ヒューム
における人間的自然につい
ての試論

ジル・ドゥルーズ著、
木田元・財津理訳

品切れ 2000

紀伊國屋書店 4314008143 分裂分析的地図作成法 フェリックス・ガタリ
著／宇波彰・吉沢
順訳

品切れ 1998

法政大学出版局 4588002199 意味の論理学 ジル・ドゥルーズ著、
岡田弘・宇波彰訳

4800 1987

河出文庫 上4309462851
下4309462868

意味の論理学（上・下） ジル・ドゥルーズ著、
小泉義之訳

各1150 2007

新潮社 4105067083 言葉と物―人文科学の考古
学〈新装版〉

ミシェル・フーコー
著、 渡 辺一民・
佐々木明訳

5000 2020

岩波文庫 4003243824 審判 カフカ作、辻瑆訳 1050 1966

河出文庫 4309463759 哲学とは何か ジル・ドゥルーズ、
フェリックス・ガタ
リ著／財津理訳

1400 2012

岩波文庫 上4003362570
下4003362587

判断力批判（上・下） カント著、篠田英雄
訳

上970
下1160

1964

15分で読む　ドゥルーズ　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

東京大学出版会 4130160506 判断力批判　第一部　訳と詳
解

イマヌエル・カント著、
小田部胤久訳

8600 2024

光文社 
古典新訳文庫

上4334100452
下4334100469

判断力批判（上・下） カント著、中山元訳 各1400 2023

河出文庫 4309463339 批評と臨床 ジル・ドゥルーズ著、
守中高明・谷昌親
訳

1300 2010

河出文庫 Ⅰ4309464091
Ⅱ4309464107

ドゥルーズ・コレクション
　Ⅰ　哲学
　Ⅱ　権力／芸術

ジル・ドゥルーズ著、
宇野邦一監修

各1300 2015

ちくま学芸文庫 ④4480080745
⑪4480080813
⑫4480080820
⑬4480080837

ニーチェ全集
④反時代的考察
⑪善悪の彼岸　道徳の系譜
⑫権力への意志（上）
⑬権力への意志（下）

フリードリッヒ・ニー
チェ著／④小倉志
祥訳、⑪信太正
三訳、⑫原佑訳、
⑬原佑訳

④1800
⑪1900
⑫1700
⑬1900

1993

法政大学出版局 4588010637 ベルクソニズム〈新訳〉 ジル・ドゥルーズ著、
檜垣立哉・小林卓
也訳

2100 2017

河出文庫 4309463100 ニーチェと哲学 ジル・ドゥルーズ著、
江川隆男訳

1400 2008

法政大学出版局 4588099786 スピノザと表現の問題〈新装
版〉

ジル・ドゥルーズ著、
工藤喜作・小柴康
子・小谷晴勇訳

5000 2014

平凡社ライブラ
リー

4582764406 スピノザ　実践の哲学 ジル・ドゥルーズ著、
鈴木雅大訳

1300 2002

河出書房新社 4309241814 死体は窓から投げ捨てよ 丹生谷貴志 品切れ 1996

河出書房新社 4309249360 わたしたちがこの世界を信じ
る理由―『シネマ』から
のドゥルーズ入門

築地正明 2700 2019

月曜社 4865031553 ドゥルーズ　思考の生態学 堀千晶 3200 2022

河出書房新社 4309231587 ドゥルーズとガタリ　交差的
評伝

フランソワ・ドス著、
杉村昌昭訳

9000 2024

河出文庫 4309462943 フーコー ジル・ドゥルーズ著、
宇野邦一訳

1300 2007

河出文庫 4309464619 ザッヘル＝マゾッホ紹介―
冷淡なものと残酷なもの

ジル・ドゥルーズ著、
堀千晶訳

1000 2018

法政大学出版局 4588011276 プルーストとシーニュ 
〈新訳〉

ジル・ドゥルーズ著、
宇野邦一訳

3000 2021

河出書房新社 4309231204 フランシス・ベーコン　感覚
の論理学

ジル・ドゥルーズ著、
宇野邦一訳

3200 2022

講談社文芸文庫 上4061976917
下4061976962

ペテルブルク（上・下） アンドレイ・ベールイ
著、川端香男里訳

上下とも
品切れ

上1999
下2000



15 15分で読む　何と出会ったのか、いくつかの回想

出版社 ISBN（978） 書名 著者名 本体
価格 刊行

白水社 4560093498 火山の下 マルカム・ラウリー著
／斎藤兆史監訳、
渡辺暁・山崎暁子
訳

3800 2023

河出書房新社 4309201375 ポルノグラフィア ヴィトルド・ゴンブロ
ヴィッチ著、工藤
幸雄訳

品切れ 1989

恒文社 4770402141 コスモス ヴィトルド・ゴンブロ
ヴィッチ著、工藤
幸雄訳

品切れ 1990

せりか書房 4796703000 ドゥルーズ　千の文学 宇野邦一・堀千晶・
芳川泰久編

4800 2011

河出書房新社 4309619965 クリオ―歴史と異教的魂の
対話

シャルル・ペギー著、
宮林寛訳

3200 2019

河出書房新社 4309206271 傷と出来事 ジョー・ブスケ著、
谷口清彦・右崎有
希訳

品切れ 2013

ちくま文庫 上4480032164
下4480032188

我らが共通の友（上・下） チャールズ・ディケン
ズ著、間二郎訳

品切れ 1997
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解
決
急
が
れ
る
「
本
の
飢
餓
」

　「
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
」（
視
覚
障
害
者
等
の
読
書
環
境
の
整
備
の

推
進
に
関
す
る
法
律
）
が
制
定
さ
れ
て
か
ら
2
0
2
4
年
で
5
年
が

過
ぎ
た
。
5
年
前
よ
り
も
、
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
へ
の
関
心
は
格

段
に
高
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。

　
2
0
2
4
年
4
月
、
日
本
文
藝
家
協
会
、
日
本
推
理
作
家
協

会
、
日
本
ペ
ン
ク
ラ
ブ
の
文
芸
3
団
体
が
「
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー

に
関
す
る
三
団
体
共
同
声
明
」
を
発
表
し
た
。
ま
た
、
2
0
2
4

年
7
月
に
は
、
日
本
書
籍
出
版
協
会
、
日
本
雑
誌
協
会
、
デ
ジ
タ

ル
出
版
者
連
盟
、
日
本
出
版
者
協
議
会
、
版
元
ド
ッ
ト
コ
ム
の
出

版
関
連
5
団
体
も
、「
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
関
す
る
共
同
声
明
」

を
発
表
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、「
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
」
制

定
か
ら
5
年
と
い
う
節
目
の
み
な
ら
ず
、
2
0
2
3
年
7
月
に

市
川
沙
央
氏
が
『
ハ
ン
チ
バ
ッ
ク
』（
文
藝
春
秋
）
で
第
1
6
9
回

芥
川
龍
之
介
賞
を
受
賞
し
た
こ
と
の
影
響
が
大
き
い
。
障
害
当
事

者
で
あ
る
市
川
氏
は
、
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
が
進
ま
な
い
こ
と
へ

の
い
ら
立
ち
が
『
ハ
ン
チ
バ
ッ
ク
』
執
筆
の
動
機
に
な
っ
た
と
受

賞
時
に
語
っ
て
い
る
。

　
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
推
進
は
国
際
的
な
テ
ー
マ
で
も
あ
る
。

そ
の
背
景
に
あ
る
の
が
、「
本
の
飢
餓
」（book fam

ine

）
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
視
覚
障
害
者
等
が
自
ら
読
め
る
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
な
書

籍
等（
点
字
図
書
、
録
音
図
書
等
）
を
入
手
で
き
る
割
合
が
極
め
て
低

｜
図
書
館
レ
ポ
ー
ト
｜

野
口
武
悟（
専
修
大
学
文
学
部
教
授
）

図
書
館
に
お
け
る
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
現
在
地 

　
　
　
　

―
公
立
図
書
館
を
中
心
に
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い
こ
と
を
指
す
。
世
界
盲
人
連
合（
W
B
U
）
に
よ
れ
ば
、
そ
の
割

合
は
、
日
本
を
含
む
先
進
諸
国
で
7
％
程
度
、
開
発
途
上
国
で
は

1
％
に
も
満
た
な
い
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
各
国
の

視
覚
障
害
者
等
は
、
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
な
書
籍
等
の
「
買
う
自
由
」

と
「
借
り
る
権
利
」
を
保
障
し
て
ほ
し
い
と
声
を
あ
げ
続
け
て
き

た
。
つ
ま
り
、
出
版
か
ら
図
書
館
ま
で
を
ト
ー
タ
ル
に
カ
バ
ー
し

た
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
取
組
み
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　「
本
の
飢
餓
」
解
消
に
向
け
て
の
国
際
的
な
枠
組
み
の
1
つ
に
、

世
界
知
的
所
有
権
機
関（
W
I
P
O
）
が
2
0
1
3
年
に
採
択
し
た

「
マ
ラ
ケ
シ
ュ
条
約
」（
盲
人
、
視
覚
障
害
者
そ
の
他
の
印
刷
物
の
判
読
に

障
害
の
あ
る
者
が
発
行
さ
れ
た
著
作
物
を
利
用
す
る
機
会
を
促
進
す
る
た
め

の
マ
ラ
ケ
シ
ュ
条
約
）
が
あ
る
。
こ
の
条
約
に
よ
っ
て
、
条
約
締
結

国
間
で
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
な
書
籍
等
の
う
ち
、
各
国
の
「
著
作
権

法
」
の
権
利
制
限
規
定（
日
本
の
場
合
は
後
述
す
る
「
著
作
権
法
」
第
37

条
第
3
項
）に
も
と
づ
き
視
覚
障
害
者
等
の
た
め
に
図
書
館
で
点
訳

者
や
音
訳
者
等
に
よ
り
複
製
さ
れ
た
も
の
を
交
換（
輸
出
入
）
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
も
こ
の
条
約
の
締
結
国
の
1
つ
で
あ
り
、

2
0
1
9
年
1
月
に
発
効
し
た
。

「
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
」
の
制
定

　「
マ
ラ
ケ
シ
ュ
条
約
」
の
よ
う
な
国
際
的
な
枠
組
み
づ
く
り
と

同
時
に
、
各
国
で
も
「
本
の
飢
餓
」
解
消
に
向
け
た
法
整
備
等
が

進
め
ら
れ
て
い
る
。
日
本
に
お
け
る
「
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
」

の
制
定
も
そ
の
1
つ
で
あ
り
、
2
0
1
9
年
6
月
の
こ
と
だ
っ
た
。

　
全
18
条
か
ら
成
る
「
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
」
は
、「
障
害
の

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
全
て
の
国
民
が
等
し
く
読
書
を
通
じ
て
文

字
・
活
字
文
化
の
恵
沢
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現

に
寄
与
す
る
こ
と
」
を
目
的
と
す
る（
第
1
条
）。
ま
た
、
法
律
に

い
う
「
視
覚
障
害
者
等
」
と
は
、「
視
覚
障
害
、
発
達
障
害
、
肢

体
不
自
由
そ
の
他
の
障
害
に
よ
り
、
書
籍（
雑
誌
、
新
聞
そ
の
他
の
刊

行
物
を
含
む
。）
に
つ
い
て
、
視
覚
に
よ
る
表
現
の
認
識
が
困
難
な

者
」
を
指
し
、
視
覚
障
害
者
だ
け
に
限
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い（
第
2
条
）（
本
稿
に
お
け
る
視
覚
障
害
者
等
も
こ
の
定
義
で
用
い
て
い

る
）。
第
3
条
で
3
つ
の
基
本
理
念
を
掲
げ
、
第
4
条
か
ら
第
6

条
で
国
と
地
方
公
共
団
体
の
責
務
を
示
し
て
い
る
。
国
に
「
読
書

バ
リ
ア
フ
リ
ー
基
本
計
画
」（
視
覚
障
害
者
等
の
読
書
環
境
の
整
備
の
推

進
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
）
策
定
を
義
務
づ
け（
第
7
条
）、
地
方
公



18

共
団
体
に
「
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
計
画
」（
視
覚
障
害
者
等
の
読
書
環

境
の
整
備
の
推
進
に
関
す
る
計
画
）策
定
を
努
力
義
務
と
し
て
い
る（
第

8
条
）
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
。
第
9
条
か
ら
第
17
条
で
は
出
版

と
図
書
館
に
関
わ
る
9
つ
の
基
本
的
施
策
を
示
し
て
い
る
。
最
後

の
第
18
条
で
は
関
係
省
庁
や
関
係
団
体
、
当
事
者
を
交
え
た
協
議

の
場（
関
係
者
協
議
会
）に
関
し
て
規
定
し
て
い
る
。

　
な
お
、「
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
」
の
施
行
に
先
立
つ

2
0
1
9
年
1
月
に
は
、
す
で
に
述
べ
た
「
マ
ラ
ケ
シ
ュ
条
約
」

発
効
と
同
時
に
、
改
正
「
著
作
権
法
」
が
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
に

よ
り
、
図
書
館
に
お
い
て
は
、
視
覚
障
害
者
等
の
た
め
に
原
本
の

著
作
権
者
に
無
許
諾
で
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
な
書
籍
等
へ
の
複
製
と
公

衆
送
信
が
可
能
と
な
っ
た（
第
37
条
第
3
項
）。

遅
々
と
し
た
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
「
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
計
画
」

の
策
定

　「
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
」
第
7
条
に
も
と
づ
き
、
国
は

2
0
2
0
年
7
月
に
「
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
基
本
計
画
」
を
策

定
・
公
表
し
た
。
計
画
の
期
間
は
2
0
2
4
年
度
ま
で
の
5
年

間
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
在
、
国
の
関
係
者
協
議
会
で
は
第
2
次

計
画
の
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　
2
0
2
0
年
に
策
定
さ
れ
た
計
画
の
内
容
構
成
は
、「
Ⅰ
　
は

じ
め
に
」「
Ⅱ
　
基
本
的
な
方
針
」「
Ⅲ
　
施
策
の
方
向
性
」「
Ⅳ
　

お
わ
り
に
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、「
Ⅱ
　
基
本
的
な
方

針
」
は
同
法
第
3
条
に
示
す
基
本
理
念
を
ベ
ー
ス
と
し
て
お
り
、

「
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
な
電
子
書
籍
等
の
普
及
及
び
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
な

書
籍
の
継
続
的
な
提
供
」「
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
な
書
籍
等
の
量
的
拡

充
・
質
の
向
上
」「
視
覚
障
害
者
等
の
障
害
の
種
類
・
程
度
に
応

じ
た
配
慮
」
を
掲
げ
る
。

　
ま
た
、「
Ⅲ
　
施
策
の
方
向
性
」
は
同
法
第
9
条
か
ら
第
17
条

に
示
さ
れ
た
基
本
的
施
策
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、「
視
覚
障
害
者
等
に
よ
る
図
書
館
の
利
用
に
係
る
体
制
の
整

備
等
」「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制

の
強
化
」「
特
定
書
籍
・
特
定
電
子
書
籍
等
の
製
作
の
支
援
」「
ア

ク
セ
シ
ブ
ル
な
電
子
書
籍
等
の
販
売
等
の
促
進
等
」「
外
国
か
ら

の
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
な
電
子
書
籍
等
の
入
手
の
た
め
の
環
境
整
備
」

「
端
末
機
器
等
及
び
こ
れ
に
関
す
る
情
報
の
入
手
支
援
、
情
報
通

信
技
術
の
習
得
支
援
」「
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
な
電
子
書
籍
等
・
端
末

機
器
等
に
係
る
先
端
的
技
術
等
の
研
究
開
発
の
推
進
等
」「
製
作

人
材
・
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
人
材
の
育
成
等
」
で
あ
る
。
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　「
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
」
第
8
条
で
は
、
地
方
公
共
団
体
に

も
「
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
計
画
」
の
策
定
を
努
力
義
務
と
し
て
い

る
の
だ
が
、
そ
の
策
定
は
あ
ま
り
進
ん
で
な
い
。

　
文
部
科
学
省
に
よ
っ
て
2
0
2
4
年
2
月
1
日
現
在
で
都
道

府
県
、
政
令
市
、
中
核
市
に
お
け
る
計
画
の
策
定
状
況
を
調
査

し
た
結
果
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
策
定
済
の

都
道
府
県
は
19
／
47（
40
・
4
％
）、
政
令
市
は
3
／
20（
15
％
）、
中

核
市
は
11
／
62（
17
・
7
％
）に
と
ど
ま
っ
た
。「
策
定
す
る
予
定
な

し
」
は
、
都
道
府
県
で
は
0
だ
っ
た
も
の
の
、
政
令
市
で
6
／
20

（
30
％
）、
中
核
市
に
至
っ
て
は
36
／
62（
58
・
1
％
）と
6
割
近
く
に

の
ぼ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
結
果
を
見
る
に
、
中
核
市
よ
り
も
さ
ら
に

規
模
の
小
さ
な
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
状
況
に
つ
い
て
は
容
易

に
推
測
で
き
よ
う
。

　
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
公
立
図
書
館
の
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の

取
組
み
に
は
解
決
す
べ
き
課
題
も
多
い
。
と
り
わ
け
予
算
や
職
員

の
配
置
の
充
実
を
図
る
た
め
に
も
、
地
方
公
共
団
体
に
は
実
効
性

あ
る
「
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
計
画
」
の
策
定
を
求
め
た
い
。「
県

が
計
画
を
作
っ
て
か
ら
考
え
る
」
と
い
う
市
町
村
は
多
い
。
ま
ず

は
47
す
べ
て
の
都
道
府
県
に
よ
る
「
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
計
画
」

策
定
が
望
ま
れ
る
。

図
書
館
に
お
け
る
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
現
状

　
で
は
、
日
本
の
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
現
状
は
ど
う
な
っ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
出
版
か
ら
図
書
館
ま

で
の
ト
ー
タ
ル
な
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
取
組
み
を
視
覚
障
害
者

等
は
求
め
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
国
の
「
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
基

本
計
画
」
で
も
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
。

　
本
節
で
は
、
図
書
館
に
お
け
る
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
現
状

に
つ
い
て
、
詳
し
い
調
査
デ
ー
タ
が
あ
る
公
立
図
書
館
に
焦
点

を
当
て
て
見
て
い
き
た
い
。
全
国
の
公
立
図
書
館
を
対
象
と
し

た
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
取
組
み
に
関
す
る
実
態
調
査
を
全
国

公
共
図
書
館
協
議
会
が
2
0
2
1
年
に
実
施
し
て
い
る（
回
答
数

1
3
9
0
館
、
回
収
率
99
・
8
％
）。
主
な
調
査
項
目
は
、
大
き
く
分

け
る
と
、（
1
）実
施
体
制
、（
2
）設
備
・
機
器
類
、（
3
）図
書

資
料
、（
4
）各
種
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
調
査

デ
ー
タ
を
用
い
る
。

（
1
）実
施
体
制

　
ま
ず
、
公
立
図
書
館
に
お
け
る
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
取
組
み
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の
実
施
体
制
を
見
て
い
く
。
担
当
す
る
職
員
が
い
な
い（
0
名
）
と

回
答
し
た
図
書
館
が
30
・
8
％
、
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
係
る
予

算
が
な
い（
0
円
）
と
回
答
し
た
図
書
館
は
57
・
9
％
に
の
ぼ
っ
た
。

職
員
が
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
関
す
る
研
修
を
受
講
し
た
実
績
が

な
い
と
回
答
し
た
図
書
館
は
半
数
近
い
45
・
5
％
だ
っ
た
。
こ
れ

ら
の
結
果
か
ら
は
、
実
施
す
る
た
め
の
職
員
の
配
置
、
職
員
の
専

門
性
、
予
算
の
確
保
に
課
題
を
抱
え
て
い
る
現
状
が
う
か
が
え
る
。

（
2
）設
備
・
機
器
類

　
次
に
、
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
関
わ
る
設
備
と
機
器
類
の
整

備
状
況
を
見
て
い
く
。
設
備
に
つ
い
て
は
、「
バ
リ
ア
フ
リ
ー
ト

イ
レ
」
の
整
備
率
が
最
も
高
く
92
・
7
％
だ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、

「
障
害
者
用
駐
車
場
」
と
「（
利
用
者
へ
の
）
貸
出
用
車
い
す
」
も
9

割
近
い
整
備
率
だ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
図
書
館
入
口
へ
の
「
誘

導
チ
ャ
イ
ム
」
の
整
備
は
9
・
1
％
、
補
聴
器
ユ
ー
ザ
ー
等
の
た

め
の
「
ヒ
ア
リ
ン
グ
ル
ー
プ
」
の
整
備
は
4
・
8
％
、「
障
害
者

用
閲
覧
室
」
の
整
備
は
3
・
5
％
、
図
書
館
内
の
「
音
声
案
内
」

の
整
備
は
3
・
2
％
に
と
ど
ま
っ
た
。
特
に
、
視
覚
障
害
者
等
が

図
書
館
を
利
用
す
る
際
に
必
要
な
情
報
を
提
示
す
る
た
め
の
設
備

の
整
備
が
進
ん
で
い
な
い
現
状
に
あ
る
と
い
え
る
。

　
読
書
や
情
報
ア
ク
セ
ス
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
機
器
類
に
つ
い
て

は
、「
拡
大
鏡
」
を
整
備
す
る
図
書
館
が
96
・
0
％
に
の
ぼ
っ
た
。

続
い
て
整
備
率
が
高
か
っ
た
の
は
、
図
書
の
ペ
ー
ジ
を
拡
大
し
て

読
め
る
「
拡
大
読
書
機
」（
図
1
）、
文
字
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
す
る
た
め
の
「
筆
談
ボ
ー
ド
」、
図
書
の
特
定
の
行
に
焦
点
を

集
中
し
や
す
く
す
る
「
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ト
ラ
ッ
カ
ー
」（
図
2
）
な

ど
だ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
4
〜
5
割
台
の
整
備
率
だ
っ
た
。「
立

体
コ
ピ
ー
機
」
を
整
備
す
る
図
書
館
は
1
・
5
％
、
図
書
の
ペ
ー

ジ
め
く
り
を
ア
シ
ス
ト
す
る
「
自
動
ペ
ー
ジ
め
く
り
機
」
は
0
・

4
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
設
備
・
機
器
類
の
整
備
状
況
に
は
、
整
備
の
進

ん
で
い
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
差
が
大
き
い
。
こ
の
現

状
か
ら
い
え
る
課
題
は
明
確
で
あ
り
、
後
者
の
整
備
促
進
で
あ
る
。

（
3
）図
書
資
料

　
続
い
て
、
図
書
館
が
所
蔵
す
る
図
書
資
料
の
う
ち
、
ア
ク
セ

シ
ブ
ル
な
書
籍
等
の
所
蔵
状
況
を
見
て
い
く
。
図
3
か
ら
明
ら

か
な
よ
う
に
、「
大
活
字
本
」
の
所
蔵
率
が
92
・
1
％
と
最
も
高

か
っ
た
。
過
去
の
同
種
の
調
査
と
比
較
し
て
所
蔵
率
の
上
昇
が
著

し
か
っ
た
の
は
「
L
L
ブ
ッ
ク
」
で
あ
る
。
2
0
1
0
年
時
点
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（画像：東京都府中市立図書館ウェブサイト）
図1　拡大読書機の例

図2　リーディングトラッカーの例
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で
の
所
蔵
率
は
わ
ず
か
1
・
8
％
だ
っ
た
が
、
2
0
1
7
年
に

は
31
・
6
％
と
な
り
、
今
回
の
調
査
で
は
66
・
3
％
と
な
っ
た
。

L
L
ブ
ッ
ク
の
L
L
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
のLättläst

（
や
さ
し

い
文
章
で
書
か
れ
て
い
て
読
み
や
す
い
）
を
縮
め
た
も
の
で
あ
り
、
サ

イ
ズ
を
表
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
や
さ
し
い
日
本
語
表
現
や

文
章
の
意
味
理
解
を
ア
シ
ス
ト
す
る
ピ
ク
ト
グ
ラ
ム（
絵
記
号
）
を

添
え
て
作
ら
れ
る
作
品
が
多
い（
図
4
）。
L
L
ブ
ッ
ク
の
主
な
読

者
と
し
て
は
、
知
的
障
害
者
や
外
国
に
ル
ー
ツ
の
あ
る
人
な
ど
が

想
定
さ
れ
て
い
る
。

　
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
な
書
籍
等
の
現
状
に
つ
い
て
指
摘
で
き
る
の

は
、
出
版
社
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
、
購
入
可
能
な
種
類
の
図
書
資

料
ほ
ど
所
蔵
率
が
高
く
、
ま
た
上
昇
傾
向
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
と
は
い
え
、
1
館
あ
た
り
の
平
均
所
蔵
タ
イ
ト
ル
数
で

1
0
0
0
タ
イ
ト
ル
を
超
え
る
の
は
「
大
活
字
本
」
だ
け
で
あ

る
。
ほ
か
の
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
な
書
籍
等
の
存
在
は
、
な
か
な
か
目

立
ち
に
く
い
。

　
そ
こ
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
な
書
籍
等
を
多

く
の
利
用
者
に
知
っ
て
も
ら
い
、
手
に
と
っ
て
も
ら
い
や
す
く

す
る
試
み（
棚
づ
く
り
、
コ
ー
ナ
ー
づ
く
り
）
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ

の
代
表
例
が
「
り
ん
ご
の
棚
」
づ
く
り
で
あ
る（
図
5
）。
ア
ッ
プ

図3　アクセシブルな書籍等の所蔵状況
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

（％）

アクセシブルな電子書籍

バリアフリーDVD

聴覚障害者用字幕・手話入り映像資料

その他のバリアフリー絵本

さわる絵本

布の絵本

LLブック

拡大写本（図書館で製作したもの）

大活字本（出版されたもの）

テキストデータ

テキストDAISY

マルチメディアDAISY

音声 DAISY

カセットテープ（障害者向け録音資料）

点字付き絵本

点字データ

点字資料（冊子）



図書館レポート　図書館における読書バリアフリーの現在地23

（出典：季刊『コトノネ』編集部 編集企画・文／大垣勲男・野口武悟 監修『魚屋の仕事
―光司さんの1日（仕事に行ってきます⑧）』社会福祉法人埼玉福祉会、2020年）

図4　LLブックの例

（画像：埼玉県立図書館ウェブサイト）
図5　「りんごの棚」の例

ル
社
か
ら
の
寄
付
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
障
害
児
支
援
の
た

め
に
作
ら
れ
た
り
ん
ご
の
お
も
ち
ゃ
を
参
考
に
し
た
こ
と
か
ら

「
り
ん
ご
の
棚
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
発
祥
の
取

組
み
で
、
現
在
は
世
界
各
国
に
広
が
り
つ
つ
あ
る
。
今
回
の
調
査

で
は
「
り
ん
ご
の
棚
」
を
置
く
日
本
の
公
立
図
書
館
は
7
・
3
％

だ
っ
た
。

　
所
蔵
率
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
も
の
の
、
視
覚
障
害
者
等

の
音
声
に
よ
る
読
書
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
資
料
に

「
D
A
I
S
Y（
デ
イ
ジ
ー
）
図
書
」
が
あ
る
。
D
A
I
S
Y
は
、
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ation SYstem

の
略
で
、
簡
潔
に
い

え
ば
、
国
際
標
準
規
格
の
デ
ジ
タ
ル
録
音
図
書
の
こ
と
で
あ
る
。

　
D
A
I
S
Y
図
書
は
、
す
で
に
述
べ
た
「
著
作
権
法
」
第
37

条
第
3
項
に
も
と
づ
き
、
図
書
館
に
お
い
て
音
訳
者
が
製
作（
複

製
）
し
て
い
る
。
し
か
し
、
全
国
の
公
立
図
書
館
に
お
け
る
そ
の

製
作
率
は
13
・
6
％
に
と
ど
ま
る
。
音
訳
者
の
大
半
は
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
あ
り
、
高
齢
化
が
進
む
な
か
で
、
世
代
交
代
、
そ
し
て

持
続
可
能
な
製
作
体
制
の
構
築
な
ど
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　「
著
作
権
法
」
第
37
条
第
3
項
で
製
作
さ
れ
た
D
A
I
S
Y
図

書
は
、「
サ
ピ
エ
図
書
館
」（
全
国
視
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
協
会
）、

「
視
覚
障
害
者
等
用
デ
ー
タ
送
信
サ
ー
ビ
ス
」（
国
立
国
会
図
書
館
）

（
図
6
）
と
い
っ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
の
シ
ス
テ
ム
を
介
し
て
、
全
国
の

図
書
館
で
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る（
た
だ
し
、
利
用
対
象

者
は
視
覚
障
害
者
等
に
限
定
）。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
シ
ス
テ
ム
を
利

用
す
れ
ば
、
D
A
I
S
Y
図
書
を
製
作
し
て
い
な
い
、
所
蔵
し

て
い
な
い
図
書
館
で
も
、
視
覚
障
害
者
等
の
利
用
者
に
提
供
す
る

こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
を
利
用
し
て
い

な
い
図
書
館
が
80
・
4
％
に
の
ぼ
る
。
せ
っ
か
く
の
シ
ス
テ
ム
が

こ
れ
ほ
ど
利
用
さ
れ
て
い
な
い
の
は
実
に
も
っ
た
い
な
い
こ
と
で

あ
る
。

（出典：国立国会図書館ウェブサイト）
図6　「視覚障害者等用データ送信サービス」の仕組み
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（
4
）各
種
サ
ー
ビ
ス

　
最
後
に
、
図
書
館
に
お
け
る
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
係
る
主
な

サ
ー
ビ
ス
の
実
施
状
況
を
見
て
い
く
。「
特
別
支
援
学
校
等
へ
の

サ
ー
ビ
ス
」
の
実
施
割
合
が
最
も
高
く
43
・
5
％
だ
っ
た
。
逆
に

最
も
低
く
か
っ
た
の
は
「
刑
事
収
容
施
設
へ
の
サ
ー
ビ
ス
」
の

2
・
4
％
だ
っ
た
。

　
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
こ
で
い
う
実
施
割
合
が
実
際
の
利
用
実

績
を
表
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

「
対
面
朗
読
サ
ー
ビ
ス
」
の
実
施
割
合
は
34
・
2
％
だ
が
、
そ
の

う
ち
実
際
に
利
用
実
績
が
あ
っ
た
の
は
29
・
9
％
に
過
ぎ
な
か
っ

た
。
他
の
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
も
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
た
。

　
そ
も
そ
も
、
図
書
館
が
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
係
る
さ
ま
ざ
ま

な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
人
は
多
い
。
視

覚
障
害
者
等
で
も
同
様
で
あ
る
。
知
ら
な
け
れ
ば
、
利
用
に
は
つ

な
が
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
広
報
が
肝
要
と
な
る
の
だ
が
、
そ

こ
に
課
題
が
あ
る
。

　
現
状
の
広
報
の
メ
イ
ン
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
情
報
掲
載
や
、

チ
ラ
シ
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
利
用
案
内
の
作
成
・
配
布
な
ど
で
あ

り
、
す
で
に
図
書
館
を
意
識
し
て
い
る
人
に
し
か
届
か
な
い
手
法

ば
か
り
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
医
療
機
関
や
福
祉
施
設
等
と
連

携
し
て
広
報
し
て
い
る
図
書
館
は
あ
る
も
の
の
、「
眼
科
や
ロ
ー

ビ
ジ
ョ
ン
ケ
ア
と
連
携
し
て
P
R
を
行
っ
て
い
る
」
は
わ
ず
か

0
・
5
％
に
過
ぎ
な
い
。
視
覚
障
害
者
等
の
も
と
へ
確
実
に
届
く

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
型
の
広
報
戦
略
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
全
国
公
共
図
書
館
協
議
会
に
よ
る
2
0
2
1
年
の
調

査
デ
ー
タ
か
ら
公
立
図
書
館
に
お
け
る
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
現

状
を
見
て
き
た
。
こ
の
調
査
で
は
自
由
記
述
形
式
で
「
課
題
や
問

題
点
等
」
に
つ
い
て
も
た
ず
ね
て
い
る
。
そ
の
記
述
内
容
を
類
型

化
す
る
と
、
図
7
の
よ
う
に
「
予
算
」「
職
員
の
配
置
」「
職
員
の

専
門
性（
そ
の
た
め
の
研
修
等
を
含
む
）」「
ニ
ー
ズ
把
握
・
周
知
・
広

報
」
の
4
項
目
が
目
立
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た

現
状
と
課
題
を
多
く
の
図
書
館
自
ら
が
す
で
に
実
感
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
も
で
き
る
。
予
算
や
職
員
の
配
置
と
い
っ
た
課
題
の
解

決
は
、
図
書
館
単
独
で
は
難
し
い
。
や
は
り
、
図
書
館
を
設
置
す

る
地
方
公
共
団
体
と
し
て
の
計
画
的
な
取
組
み
が
必
要
と
な
る
。

地
方
公
共
団
体
に
よ
る
実
効
性
あ
る
「
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
計

画
」
策
定
が
求
め
ら
れ
る
と
先
に
述
べ
た
所
以
は
、
こ
こ
に
あ
る
。
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出
版
界
に
お
け
る
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
取
組
み

　
こ
こ
ま
で
公
立
図
書
館
の
現
状
と
、
そ
こ
か
ら
詳
ら
か
と
な
っ

た
課
題
を
述
べ
て
き
た
。
出
版
社
に
よ
り
出
版
さ
れ
て
い
る（
換

言
す
れ
ば
、
整
備
し
や
す
い
）ア
ク
セ
シ
ブ
ル
な
書
籍
等
の
所
蔵
率
が

高
い
こ
と
か
ら
も
、
出
版
界
が
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
果
た
す
役

割
は
大
き
い
。
そ
こ
で
、
出
版
界
の
取
組
み
状
況
に
つ
い
て
も
簡

潔
に
付
言
し
て
お
く
。

　「
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
」
制
定
前
か
ら
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
な
書

籍
等
を
出
版
し
て
き
た
出
版
社
は
あ
る
し
、
同
法
制
定
後
に
社
内

に
「
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
・
ブ
ッ
ク
ス
事
業
室
」
を
発
足
さ
せ
た
小
学

館
の
よ
う
に
社
内
体
制
を
強
化
し
た
出
版
社
も
あ
る
。
し
か
し
、

出
版
界
全
体
か
ら
す
れ
ば
、
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
取
組
み
に
積

極
的
な
出
版
社
は
ま
だ
少
数
派
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
出
版
界
の
現
状
に
あ
っ
て
、
2
0
2
3
年
4
月

に
は
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
進
め
る
た
め
の
組
織
が
発
足
し
た
。

A
B
S
C（
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
・
ブ
ッ
ク
ス
・
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
）
で
あ

り
、
J
P
O（
日
本
出
版
イ
ン
フ
ラ
セ
ン
タ
ー
）の
中
に
設
け
ら
れ
た
。

視
覚
障
害
者
等
の
読
書
環
境
整
備
と
出
版
社
に
よ
る
読
書
バ
リ
ア

図7　図書館が捉える「課題や問題点等」

予算

職員の配置

図書館協力者・ボランティア

職員の専門性
（そのための研修等を含む）

施設・設備・機器類

ニーズ把握・周知・広報

自治体との連携

蔵書（出版事情等を含む）

その他

0 50 100 150 200（件）
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フ
リ
ー
の
取
組
み
支
援
が
A
B
S
C
の
主
な
目
的
で
あ
る
。
ま

だ
発
足
し
た
ば
か
り
で
あ
り
、
現
在
の
活
動
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

（https://absc.jp
）
や
雑
誌
『
A
B
S
C
レ
ポ
ー
ト
』
の
発
行
に
よ

る
出
版
界
等
へ
の
情
報
発
信
が
中
心
で
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
の
活

動
の
広
が
り
に
期
待
し
た
い
。

　
ま
た
、
出
版
界
の
取
組
み
と
し
て
、
も
う
1
つ
注
目
さ
れ
る
の

は
日
本
書
籍
出
版
協
会
が
運
営
す
る
出
版
書
誌
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

「Books

」（https://w
w
w.books.or.jp

）
の
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
向
上

の
取
組
み
で
あ
る
、
2
0
2
2
年
か
ら
、
出
版
・
流
通
し
て
い

る
電
子
書
籍
が
T
T
S（
合
成
音
声
）
に
よ
る
音
声
読
み
上
げ
に
対

応
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
検
索
・
表
示
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
書
店
に
お
け
る
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
取
組
み
も
重
要
で
あ

る
。
2
0
2
0
年
度
以
降
、
出
版
界
を
交
え
た
総
務
省
の
検
討

会
で
は
電
子
書
店（
ス
ト
ア
）
の
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
が
検
討
さ
れ

て
き
た
。
そ
の
成
果
と
し
て
、
2
0
2
2
年
度
に
は
『
電
子
書

籍
販
売
サ
イ
ト
　
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
・
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』
が
作

成
、
公
表
さ
れ
た
。
一
方
、
実
店
舗
の
書
店
に
お
け
る
読
書
バ
リ

ア
フ
リ
ー
の
取
組
み
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
て
い
な

い
現
状
に
あ
る
。
実
店
舗
の
書
店
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
こ
と
は
た

く
さ
ん
あ
る
。
例
え
ば
、
公
立
図
書
館
で
取
組
ま
れ
て
い
る
「
り

ん
ご
の
棚
」
に
倣
っ
て
、
購
入
可
能
な
大
活
字
本
や
L
L
ブ
ッ

ク
等
の
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
な
書
籍
等
だ
け
を
集
め
た
小
さ
な
棚
や

コ
ー
ナ
ー
を
レ
ジ
横
な
ど
の
目
立
つ
と
こ
ろ
に
作
る
試
み
は
い
か

が
だ
ろ
う
か
。

読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
自
分
事
と
し
て

　
最
近
、
各
所
か
ら
の
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
関
す
る
講
演
依
頼

が
増
え
た
。
こ
れ
も
、
筆
者
が
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
へ
の
関
心
の

高
ま
り
を
感
じ
る
理
由
か
も
し
れ
な
い
。
講
演
後
に
は
「
本
の
飢

餓
を
早
く
解
消
し
て
ほ
し
い
」「
視
覚
障
害
者
等
の
み
な
さ
ん
が

読
書
し
や
す
い
社
会
に
し
て
ほ
し
い
」
な
ど
の
感
想
を
い
た
だ
く
。

率
直
な
感
想
で
あ
り
が
た
い
の
だ
が
、
ど
こ
と
な
く
違
和
感
も
あ

る
。
そ
の
違
和
感
は
、
お
そ
ら
く
「
〜
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
他

者
任
せ（
他
人
事
）な
表
現
か
ら
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
出
版
関
係
者
や
図
書
館
関
係
者
で
な
い
人
に
と
っ

て
自
分
事
に
な
っ
て
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
考
え
る
こ
と
は
容
易

で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
高
齢
化
率
29
・
3
％
と

い
う
世
界
一
の
超
高
齢
社
会
を
迎
え
た
日
本
に
あ
っ
て
は
、
加
齢

と
と
も
に
目
の
見
え
に
く
さ（
＝
読
み
づ
ら
さ
）
は
生
涯
の
う
ち
に
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誰
し
も
が
経
験
す
る
可
能
性
が
高
い
し
、
現
に
読
み
づ
ら
く
て

困
っ
て
い
る
高
齢
者
は
多
い
。
人
生
の
途
中
で
、
病
気
や
ケ
ガ
で

視
覚
障
害
者
等
に
な
る
可
能
性
だ
っ
て
誰
し
も
が
有
し
て
い
る
。

も
し
そ
う
な
っ
た
ら
、
読
書
を
あ
き
ら
め
る
の
だ
ろ
う
か
。
多
く

は
「
私
は
読
書
を
あ
き
ら
め
た
く
な
い
！
」
と
思
う
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
う
な
ら
ば
、
ぜ
ひ
自
分
事
と
し
て
読
書
バ
リ
ア
フ

リ
ー
を
考
え
て
ほ
し
い
。

　
そ
の
う
え
で
、
自
分
事
と
し
て
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
取
組
ん

で
ほ
し
い
。
出
版
関
係
者
や
図
書
館
関
係
者
で
な
い
人
で
も
取
組

め
る
こ
と
に
、
周
囲
の
人
に
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
必
要
性
や
現

状
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
ぜ
ひ
本
稿
を
通
し
て
知
っ
た

こ
と
を
周
り
の
人
に
伝
え
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
へ
の
理
解
の
輪
を
少
し
ず
つ
で
も
広
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
多
く
の
人
々
の
理
解
の
輪
こ
そ
が
、
出
版
や
図
書

館
に
お
け
る
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
取
組
み
の
推
進
に
と
っ
て
何

よ
り
も
力
強
い
支
え
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

【
文
献
】

全
国
公
共
図
書
館
協
議
会
「
2
0
2
1
年
度（
令
和
3
年
度
）公
立
図
書
館
に

お
け
る
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
関
す
る
実
態
調
査
報
告
書
」
2
0
2
2

年

野
口
武
悟
『
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
世
界

―
大
活
字
本
と
電
子
書
籍
の
普

及
と
活
用
』
三
和
書
籍
、
2
0
2
3
年

野
口
武
悟
「
図
書
館
に
お
け
る
「
障
害
者
サ
ー
ビ
ス
」
の
現
状
と
課
題

―

公
共
図
書
館
に
焦
点
を
当
て
て
」『
情
報
の
科
学
と
技
術
』
74
巻
10
号
、

2
0
2
4
年
、 
4
0
6

－

4
1
2
頁
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スを店舗で展開したいとのことで、今後の展望について深く伺った。お店も
一部を改装したとのことで、入り口はとても明るく入りやすい印象であった。
また、SNSを通じた宣伝など、メトロ書店らしい集客にも力をいれていた。
　3日目は路面電車に乗り、ゆめタウン内にある開店早々の紀伊國屋書店長
崎店へ。店長の山田氏と人文書の担当の平崎氏にご挨拶する。こちらも佐賀
店と同様に「今月のイチ推しフェア」を店舗入り口近くにて展開いただいて
いており、お客様の反応が楽しみである。平崎氏が担当している人文書の棚
についても、歴史の棚が減っているということであったが、開店からのジャ
ンル分けで整理されていた。店舗として、教育書や学参書が充実しているこ
ともあり、心理など周辺分野の書籍の充実や、基本書の充実などを提案した。
　訪問の最後は、長崎大学生協文教店へ、店長の松瀬氏と担当の永友氏から
お話を伺う。キャンパスの学部構成により、人文書と理工書の専門書も含め
た新刊をしっかりと置いていただいている。専門書の購入は大学教員がほと
んどだが、コロナの影響で出張が少なく、その分の予算が書籍購入に回って
いた結果、売り上げが増えていたのが、アフターコロナで出張が増えたこと
により、コロナ前に戻ってしまったとのことであった。
　3日間を通して、各店舗、人員が少なくなり、棚を細かく見ていくのが時
間的に難しいなかで、担当の皆さんが人文書を大切に売っていきたいという
意志を感じた。また「人文書販売の手引き」を参考にそれぞれ工夫をしなが
ら棚づくりをされているのを、大いに感じることができた。
　お忙しいなか、ご対応いただいた皆様に心より感謝申し上げます。
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提案した。昼食も天ヶ瀬氏に同席いただき、これまでの書店員としてのご担
当歴などを伺いながら、お話をさせてもらった。
　続いて、ジュンク堂書店福岡店へ。人流が天神から博多に流れているとの
ことであったが、店舗周辺は天神らしく人が多い。どうやら海外からの観光
客も多いようであったが、人ごみをかきわけながら、店舗に到着。当日はお
休みであった人文書担当の上杉氏がご対応にわざわざ来てくださった。人文
書の棚は、昔からのジュンク堂書店を維持し、安心の品揃えの店舗であった。
　ジュンク堂書店から地下鉄で博多駅に戻り、初日の最終訪問店である紀伊
國屋書店福岡本店へ。店長の石堂氏は残念ながら出張でお会いできなかった
が、店長代理の宗岡氏、久留米店店長代理の富田氏、また人文会とも長いお
付き合いである田中氏に迎えていただいた。事務所でのご挨拶も早々に、棚
担当の江上氏と緒方氏に実際の棚を見ながら、質問を受けて回答する。各分
野の棚は整理されていて、江上氏と緒方氏が事前に質問を準備してくださっ
ていて、細かいジャンル分けや、新刊の置き場所をどう判断していくのかと
いった点に一つ一つ回答していく。初日の夜は、田中氏と富田氏と懇親会を
開催。昔話をお伺いし、これからの業界についてご教授いただきながら懇親
を深めた。
　2日目は開店から、丸善博多店に伺う。副店長の前田氏と人文書担当の安
高氏に、開店早々お忙しいところ、お話を伺う。一部、店舗改装を1年ほど
前に行い、人文書の棚は以前より縮小されたとのことであるが、品揃えは豊
富で、棚も整理されていた。ただ、フェアなどを行う平台がとれず、「四六
判宣言」などは、通路に近い棚を使用しているとのことだった。
　博多駅から電車で佐賀へと向かい、ゆめタウン内にある紀伊國屋書店佐賀
店へ。店長の森田氏と人文書担当の比嘉氏に歓迎のパネルまで作っていただ
いて、盛大な歓迎を受ける。人文会との「今月のイチ推しフェア」は入り口
近くの目立つ場所でご展開いただいており、お客様の通りも多い場所であっ
た。また、元棚についても、それぞれのジャンルでどういった展開ができそ
うかの相談をした。昼食もお二方にご一緒いただき、交流を深めた。佐賀の
滞在も足早に電車で次の目的地である長崎へ。
　2日目の最後はメトロ書店長崎本店を訪問。副会長の川崎氏と専務の本田
氏に歓待いただいた。外商部を店舗と同フロアの事務所スペースへ移転した
とのことだが、これからは学校の司書の方にも来ていただけるようなスペー
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義や趣旨を十分ご理解いただき、早くも「手応えを感じている」とのお話を
大変嬉しく伺う。また、商品棚を前にしてご担当の小西智子さん、石動奈緒
さんには先の研修会での補講や質疑応答など、実務に役立つリアルなやり取
りを講師役の郡司さんをはじめ同行メンバーでさせていただき、有意義な訪
店となった。

　以上の通りの充実の3日間を過ごすことができたのも、忙しい日常業務の
中で、丁寧に対応していただいたお店の皆さまのおかげです。お聞かせいた
だいた現状の課題や要望については真摯に受け止め、丁寧な対応に努めたい
と思います。この場を借りて、皆さまには改めて心から御礼を申し上げます。

九州（福岡・佐賀・長崎）方面

報告　本橋弘行（ミネルヴァ書房）

●期日：2024年6月5日（水）～ 6月7日（金）
● 参加メンバー：佐藤信治（大月書店）、束原亮佑（勁草書房）、栗生圭子（平凡社）、
本橋弘行（ミネルヴァ書房）

●訪問先（訪問順）
【福岡】紀伊國屋書店ゆめタウン博多店、ジュンク堂書店福岡店、紀伊國屋
書店福岡本店、丸善博多店
【佐賀】紀伊國屋書店佐賀店
【長崎】メトロ書店長崎本店、メトロ書店本店外商部、紀伊國屋書店長崎店、
長崎大学生協文教店

●感想
　九州方面へは、一昨年に続いて人文会としては2年ぶりの訪問となった。
初日は、羽田空港に集合し、空路で福岡へ。空港から博多駅へ地下鉄で移動
し、バスで紀伊國屋書店ゆめタウン博多店へ向かう。人文書担当の天ケ瀬氏
にお話を聞くと、「人文書販売の手引き」にもとづいて、棚を整理中である
とのこと。手引きを参考にしていただきながらということで、棚が整理され
ており、こちらからは、ジャンル分けが難しそうな書籍について置き場所を
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2日目。
　新倉敷へ移動し、喜久屋書店倉敷店へ。ご担当は三玉一子さん。人文書は
長年ご担当されているが、いまだに尽きることの無い「売り方」への創意工
夫の様子が、お話の端々から伝わってくる。版元や商品への探求も熱心で本
当に頭が下がる。
　続いて、岡山大学生協ブックストア。昼時の学内は学生の活気に満ちてい
たが、それにも増して歓待していただいたのはご担当の高橋芳夫さん。我々
4社の書籍が目立つように棚から少し飛び出た状態で陳列してご準備いただ
いたお手間に感激した。また、新刊情報をデータに纏めて教員へ積極的に売
り込むといった取り組みは、弊会内でも共有し協業できる施策として大事に
持ち帰らせていただいた。職員の志水一平さんには、生協内の書籍業務実務
者研修で発表された資料を頂戴した。全国生協内の書籍担当者間で、成功事
例や施策が情報共有されている現状を改めて知ることができた。
　そして、丸善岡山シンフォニービル店へ。小松原俊博副店長と人文書担当
の小沢領さんにご対応いただく。コロナ禍以前にいまだ戻ってはいない状況
の中で、売れ筋商品の置き場変更や文具拡大など、店全体で対策されている
様子を伺う。書籍では「他店で動きの良いフェミニズムや人類学関連などを
もっと売り伸ばしていきたい」と仰っていた。
　続いて、紀伊國屋書店丸亀店。ご対応いただいたのは、店長の寺島由佳さ
ん、ご担当の米田香代さん。お二人ともお店の客層を十分把握されており、
中でも毎号買う心理学専門書の顧客のために品揃えしているとの事例には、
地方での書店の在りように触れた思いがした。弊会との施策は未実施店では
あるが、お二人であればぜひ取り組んでいただきたいと感じるお店だった。

3日目。
　高松から紀伊國屋書店ゆめタウン徳島店へ。店長代理の川井菜愛さん、人
文書担当の伊賀浩美さんにご対応いただく。まず「客数はコロナ禍以前に
戻った」とのお話に心強い思い。人文書の中でも売れ筋の教育書に多くの棚
を配しているが、弊会との研修を受けて「心理学など他のジャンルにも力を
入れている」とのお話に研修を実施した意義を感じた。
　そして、紀伊國屋書店徳島店を訪問。弊会との施策実施店舗でもあり、ま
ずは四国地区店売部長でもある小澤康基店長にご対応いただく。今施策の意
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　また、日頃より会で取り組んでいる施策を、現場で確認することも大事な
目的である。紀伊國屋書店と弊会で、人文書売り場のより一層の活性化を目
指す新しい取り組みが立ち上がった。施策の成功には、お店の方々との意思
疎通と現状の把握が欠かせない。よって今行程で訪問する10店舗中5店舗は
紀伊國屋書店への訪問を計画した。

1日目。
　ジュンク堂書店広島駅前店を訪問。人文書担当の濱本風美さんにお話を
伺った。今春にリニューアルし、書籍はかなり減面になり、棚の再構築に苦
労されているとのことだが、コンパクトだが充実した品揃えのようにお見受
けした。「減少したスペースの中で従来展開していたフェアをどう取り組ん
でいくかが課題」と仰っていた。
　2店舗目は、丸善広島店。丸田香織さんにご対応いただいた。コロナ禍以
前と比較すると「短時間で目的買いをする購買層の増加が顕著になり、店内
を回遊し買い回りする客層の減少が気になる」とのこと。その中で、新刊発
注や棚のメンテナンスへの時間をできる限り作るよう努められているとのお

話に対し「版元ができることは何か」強く課題意識を持った。
　そして、紀伊國屋書店広島店、続いて紀伊國屋書店ゆめタウン広島店を訪
問する。広島店は弊会との施策の実施店であり、時間もできる限り配分し、
お店の方々とより多くやり取りすることを心掛けた。中国地区店売部長であ
り西日本エリア担当の小島珠美役員に、まずは昨今の市況を伺う。「この度
の施策を通じて人文書全体の底上げを図りたい」とのご意見をありがたくも
身の引き締まる思いで伺う。その後、山本紗綾店長からは施策への具体的な
ご指摘をいただき大変参考になった。お店の方のリアルな声は常に胸に刺さ
るものだ。人文書担当の岡利昌さんには、誠信書房・郡司さんによる心理学
書の棚を使った研修会を体験していただいた。限られた時間だったが、双方
の熱心なやり取りに、訪問の成果と施策への大きな期待を抱きながらお店を
後にする。
　ゆめタウン広島店では、ご担当の松本英里子さんにじっくりお話を伺うこ
とができた。ショッピングモール内のお店としての幅広い客層を的確に捉え、
棚の整理から新刊まで目配りしているとのお話を伺いとても頼もしく感じた。
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氏・岩﨑氏によると文芸・文庫・実用書棚減だが売上は悪くない。近隣書店
閉店の影響か文芸、コミックはやや伸長。店全体も人文の前年並みで推移と
のこと。しかし教育書はデジタル教材の影響か良くなく先生1人あたりの購
入冊数減、単価低下を実感している。宗教書も手堅い分野だったが新刊が伸
びず苦戦中とのこと。
　以上で今回の行程を無事に終え解散式を行った。駆け足での訪問だったが、
素晴らしい出会いと気づきに恵まれた3日間だった。小会の訪問を温かくお
迎え下さり、本当にありがとうございました。書店・大学生協のみなさまに
心より御礼申し上げます。

中国・四国方面

報告　森　卓巳（青土社）

●期日：2024年6月26日（水）～ 6月28日（金）
● 参加メンバー：郡司恵太（誠信書房）、河内秀憲（筑摩書房）、岩野忠昭（白水社）、
森卓巳（青土社）

●訪問先（訪問順）
【広島】ジュンク堂書店広島駅前店、丸善広島店、紀伊國屋書店広島店、紀
伊國屋書店ゆめタウン広島店

【岡山】喜久屋書店倉敷店、岡山大学生協ブックストア、丸善岡山シンフォ
ニービル店

【香川】紀伊國屋書店丸亀店
【徳島】紀伊國屋書店ゆめタウン徳島店、紀伊國屋書店徳島店
●感想
　コロナ禍で中止していたグループ訪問を再開したのが昨年秋。日常の賑や
かさや顧客がいまだ戻らないという声が多く聞かれた半年前から、街や店舗
はどの程度回復しているのか？　お店で働く方々の行動変容は？　弊会が日
頃よりお世話になっている書店や大学生協のリアルな実態を肌で感じ、課題
を持ち帰り、それを会員社で共有し、今後に繫げること。これがグループ訪
問の第一目的である。
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族等の利用者増が予想され同店の集客アップが期待される。
　再び大阪の中心地へ戻り、近鉄百貨店内に位置するジュンク堂書店上本町
店へ15時過ぎの訪問。いかにも百貨店のお客様と思しき中高年の方々がレ
ジに長い行列を作る。井上店長によると人文書のシェアは低いそうだが、各
ジャンルとも基本書はカバーされている印象。近隣に有力進学校や予備校が
あり学参や児童書の売上は同法人上位だそう。レジ周辺のフェアコーナーは
独自企画含め活気がある。「高校生のためのブックガイド」は客層に合って
いると好感触。手持ち10部をお渡しした。慌ただしく移動し、閉店時間間際
の関西大学生協書籍店へ急ぐ。エンド台では山本氏企画の「小さな出版社の
イチ推し本」フェアが展開中。春学期の採用品販売結果や1F食堂から2Fへ
来店してもらう難しさ等を伺う。その後、梅田周辺で丸善ジュンク堂書店の
みなさまと懇親会を行う。
　最終日。中津駅から旭屋書店外商部へ向かい山村氏と西村氏にご対応いた
だく。こちらも春学期の採用品が厳しかったとのこと。直接訪問・対面営業
に戻っている中で、今まで活用していた日本書籍出版協会の近刊情報誌「こ
れから出る本」が昨年末で休刊となり不便に感じているそう。林部長をはじ
めとする外商部のみなさまにもご挨拶させていただく。次に大学生協関西北
陸書籍事業部へ。北田氏によると今春の採用品はどの店舗も苦戦。購入率だ
けでなく学生数の減少が大きい。コロナ以降、学生も先生もキャンパス滞在
時間が短くなり店舗を訪れる時間自体減ったとのこと。その後ジュンク堂書
店近鉄あべのハルカス店へ移動。限られたスペースだがしっかりと売れ線を
展開してくださっており頭が下がる思い。同店のあるフロアが改装中ながら
売上は落ちていない。ただ人文ジャンルの集客は蔵書量のこともあり梅田や
難波の系列大型店へ流れてしまうとは増田氏の弁。
　昼食を挟み僅かな移動を経て紀伊國屋書店天王寺ミオ店へ。女性客中心の
客層と思いきや世代問わず地元住民に活用されている印象。人文書は新刊含
め揃っている。森永店長からは人文棚の流れのすぐ近くに岩波文庫を配置し
てあることが強みと伺う。ただ専門書を探すお客様はジュンク堂書店へ流れ
てしまうそう。そして最後の訪問先となるジュンク堂書店難波店へ足を運ぶ。
新刊・話題書コーナーがレジ前から奥へ移動、レジ前に万博オフィシャルス
トアの準備と文具コーナーを改装中。大阪・関西万博公式キャラクター「ミャ
クミャク」の巨大パネルの隣に同店「開店15周年のごあいさつ」あり。日野
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に感じた。その後、紀伊國屋書店のみなさまと懇親会を行った。
　2日目は雨のなか紀伊國屋書店本町店へ足を伸ばす。同店は450坪、ビジ
ネス書やWeb系資格書充実の品揃え。学参は高校生向けまでを展開している。
人文書は新書の並びだが、心理のみレジ寄り自己啓発書の配置となっていた。
宇野氏は人文書だけでなく社会・理工・自然科学等店内奥側エリアのジャン
ル担当を兼任。元々ビジネス街であるが、リーマンショックで地価下落し、
企業の支店が撤退、コロナ前から何棟かのタワーマンションが建設されファ
ミリー層が増加、シェアオフィスやデザイン事務所が移ってきており、多様
なお客様が来店するようになったそうである。
　やや長い移動と昼食を経て、紀伊國屋書店泉北店へ。車窓の移り変わりで
感じていたが、泉ケ丘駅周辺は我々が知る大阪とは違う雰囲気。高島屋と併
設のショッピングモール「パンジョ」は今年で50周年。4Fに位置する同店
は開店から27年と地域に根ざしている。280坪の店内は、壁棚以外は低く平
積みを多数展開可能な什器。心理棚の後方で前述の「人文書 今月のイチ推
し」フェアが開催中。西尾店長に丁寧にご対応いただく。かつて泉北ニュー
タウンへ入居したニューファミリーがそのまま常連客となった一方で新たな

ファミリー層も増加中。本町店とはまた異なった来店客層の模様。2025年11
月に近畿大学医学部・病院が移転予定で、学生はもちろん患者さんとその家

紀伊國屋書店泉北店の心理棚前で棚作りについて意見交換
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訪問店へは可能な限り「人文書販売の手引き［第3版］」を丁寧に案内するこ
とを心がけた。
　初日、まずは紀伊國屋書店グランフロント大阪店開店前の行列に加わる。
今月より同法人と小会の共同施策として開始した「人文書 今月のイチ推し」
フェアを店内入口から少し入った歴史・宗教棚の一角で展開しているのが目
に入る。棚一本のなかで工夫して陳列・販売されており、担当の菅崎氏曰く
そろそろ棚差しと面陳の入替時期だそう。仕入武内氏によると同店は新聞書
評の反響が根強く、書評掲載商品の展開技術等、貴重なお話を伺えた。続い
てMARUZEN＆ジュンク堂書店梅田店へ。前回訪問時と異なる点は、店内
改装と売場再編を経て7Fに駿河屋梅田茶屋町店が開店したことが挙げられ
る。高山副店長によると今年3月の開店以来、専門書に関してはさほどシャ
ワー効果の恩恵は実感できていないようす。5F人文書は社会と統合、レジ
横の棚は解体されビジネス書の平台に模様替え。壁面フェア棚も社会ジャン
ルの商品が多数展開中だった。担当の岡氏は2月に1F新刊・話題書棚スペー
スにできた「2025 大阪・関西万博オフィシャルストア」のレジ当番から駆
けつけていただき市況等のお話を伺うことができた。2Fの麻雀プロリーグ
戦「Mリーグ」オフィシャルショップ、3F「EHONS」は以前と変わらずに
展開。
　昼食を挟んで紀伊國屋書店梅田本店へ。午後一というのもあり店内どこの
棚もお客様で一杯。西前役員、長谷川店長、中本氏、角矢氏にそれぞれご挨
拶をさせていただく。人文担当の小野氏、久保氏、小湊氏とバックヤードか
ら棚前へ場所を移しながら各ジャンルについてお話しできる時間を取って

くださった。心理担当久保氏の、他店情報やSNSは参考にせず直接来店する
お客様に対してどう陳列するのが最善かを意識して棚を作っているとの発言

が特に心に残った。西前役員からは、口伝の世界である人文担当の独自色と、
同法人新宿本店3Fアカデミック・ラウンジの役割についてお話を伺う。そ
の後、ジュンク堂書店大阪本店へ移動。店頭に今年3月に開店25周年を迎え
たとのご挨拶が掲示中。星野副店長、担当の櫻井氏・日影氏、加えて社会科
学担当の藤村氏にもご挨拶ができお話を伺えた。堂島アバンザ内や周辺企業
のお客様の来店～購入がコロナ前まで戻らず、客層に変化はないが客数減と
の現状。会社によってはうめきた地区へ移っていくところがあるそう。半年
前の訪問時と比べて専門書エリアの品揃えや混み方に大きな変化はないよう
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コーナーがはじまる。
　最後は高崎市へもどり、くまざわ書店高崎店へ。店長齋藤いづみ氏にご対
応いただく。人文書棚は、面での陳列を減らして、プレートを増やし、わか
りやすさをもとめ模索中。そこから売上がよいジャンルに徐々に特化してい
きたいそうだ。店の規模的には、現在の棚本数がベストのように思われると
のこと。郷土本コーナーにて高額書籍『近世山村地域史の展開』（吉川弘文館）
が売れたそうだ。
　わたし個人としては久しぶりの北陸、群馬への訪問であった。前回の訪問
時、富山駅はリニューアル前であったし、金沢には太洋社の支店がまだあっ
た。あれから随分時間がたち、出版業界を取り巻く状況は激変した。しかし、
そんななかでもあの店舗ではあの人がまだ以前と同じように頑張っていたと

いう変わらなさにこころ励まされ、本をハブに進化しようとしている書店の
活動にこころときめく気持ちになった。とても勉強になった3日間であった。
　お忙しいなか丁寧にご対応いただいたみなさまにこころより感謝申し上げ

ます。

大阪方面

報告　吉岡　聡（春秋社）

●期日：2024年6月17日（月）～ 6月19日（水）
● 参加メンバー：段塚省吾（紀伊國屋書店）、福士篤太郎（晶文社）、澤畑塁（東京大
学出版会）、水口大介（創元社）※一部のみ参加、吉岡聡（春秋社）

● 訪問先（訪問順）
【大阪】紀伊國屋書店グランフロント大阪店、MARUZEN＆ジュンク堂書店
梅田店、紀伊國屋書店梅田本店、ジュンク堂書店大阪本店、紀伊國屋書店本
町店、紀伊國屋書店泉北店、ジュンク堂書店上本町店、関西大学生協書籍店、
旭屋書店外商部、大学生協関西北陸書籍事業部、ジュンク堂書店近鉄あべの
ハルカス店、紀伊國屋書店天王寺ミオ店、ジュンク堂書店難波店
●感想
　大阪周辺は3年連続、半年振りの特約店グループ訪問実施となる。前回未



39

　最後に、うつのみや金沢香林坊店へ。店長大井秀久氏、人文担当の大田伸
一氏にご対応いただく。大田氏による人文書の品揃えは、香林坊店へ行けば
必ず欲しい本に出会えると言われる所以であろう。店舗の売上は相対的に伸
びているという。店内にある、金澤文豪カフェあんずにて冷たいコーヒーを
いただく。
　2日目の午後は、北陸トーハン会の研修会に参加する。「人文書販売の手
引（第3版）」をベースに、人文書の基礎知識、哲学・思想、心理、宗教、歴史、
社会を、人文会の各ジャンル担当が解説する講義形式で行なった。北陸トー
ハン会所属書店から30名ほどお集まりいただいた。ご自身の業務を途中抜け
しお越しいただいたかたが多かったようだ。研修後のアンケートでもしっか
りご意見をいただくことができ、実りある研修会となった。
　5月31日（金）、最終日1店舗目は、金沢市から高崎市へ入り、未来屋書店
高崎店へ。店長小林さや香氏、人文担当の狩野あゆみ氏にご対応いただく。
イオンモール高崎内のテナントなのだが、併設された「無印良品」とのコラ
ボ店舗という珍しい形態であった。レジが共用で、売り場では、テーマに合
わせて「未来屋書店」「無印良品」双方の商品がいっしょに陳列されている。
ジャンル横断型の「ノンフィクション・エッセイ棚」など未来屋書店本部と
現場の連携が随所に見られる。群馬県の美術館、独立系書店マップなどフラ
イヤー類を集めたコーナーも楽しい。
　続いて、高崎市から前橋市へ移動し、ブックマンズアカデミー前橋店へ。
店長の大竹宏氏、商品部部長植野豊氏、商品部書籍担当係長齊藤哲也氏にご
対応いただく。階段を上って正面に地域の住民から寄贈されたという甲冑が
展示され、その奥には、コワーキングスペースとしても利用できる、アクセ
ア前橋店が入っていた。さらに、商品部の植野氏と齊藤氏からは、文真堂書
店での、地域の農家の野菜や加工品の販売、マスコットキャラクター「ベラ
ちゃん」のプロデュース、キッチンカーを集めてのイベントなど、新しい書
店の「かたち」を次々とご紹介いただいた。
　次に、紀伊國屋書店前橋店へ。店長廣瀬哲太氏、人文担当岩田紗菜氏にご
対応いただく。店舗入ってすぐに、新刊台、各フェア棚、通路にもミニフェ
アがあるなど、動線を意識した陳列が印象的であった。人文エリアでは、岩
田氏と各ジャンル担当が棚を前に、アイデアを出し合った。富山店同様、こ
の6月からは、紀伊國屋書店×人文会コラボ棚「人文会 今月のイチ推し」



20 2 4年グループ訪問報告 40

でたアイデアで、人文書コーナーへの導入に、既存のフェアコーナーとして
使っている什器の一部を人文書の新刊台にする案がでた。これは画期的なの
ではと思う。この6月からは、紀伊國屋書店×人文会コラボ棚「人文会 今月
のイチ推し」コーナーがはじまる。
　富山市のトリは、BOOKSなかだ掛尾本店本館。主任店長澤田健太郎氏と、
同じく主任店長の坂東美幸氏、本部の牧野有希子氏にご対応いただく。澤田
氏渾身の新刊台は、ジャンルの垣根を超えた多種多様な新刊が陳列されてお
り、思わず手がのびる。昨年同様、「歓迎人文会御一行様」の看板を店舗前
に設置いただく。
　北陸道経由で金沢市、金沢ビーンズ明文堂書店へ。翌日は棚卸というご多
忙時にお邪魔し、人文担当の藤さやか氏にご対応いただく。梯子を使わない
と手の届かない背の高い棚に圧倒される。藤氏自ら発注をされているとのこ
とで新刊はしっかり入っていた。棚の構成について、人文会ジャンル担当と
話し込む姿に熱意を感じる。
　初日最後は、TSUTAYA金沢野々市店へ。人文担当の瀬戸亮太氏にご対応
いただく。同じ明文堂でもビーンズの白を基調とした店舗とは違い、黒のス
タイリッシュな背の高い棚が続く。棚卸前とのことでそれらの棚にはたくさ
んのメモが貼られていた。瀬戸氏から、ビーンズに送られたFAXを別店舗で
も閲覧できる明文堂の仕組みを教えていただく。
　5月30日（木）、2日目はうつのみやセールスセンターからスタート。早朝
にもかかわらず、社長宇都宮元樹氏、取締役鍔泰氏、取締役興村正樹氏にご
対応いただく。社長室の壁に貼ってある石川県地図には「能登半島地震」で
被害を受けた店舗や取引先が赤や白のピンでマークされていた。国道249号
線などの主要幹線道路が寸断された影響で、能登方面へ行くのが一日仕事に
なったという。震災後の自粛ムードは、3月頃から緩和され、被災されたか
たに配慮しながら、自分たちで経済をまわしていこうという雰囲気に変わっ
たそうだ。セールスセンターの入口では、「能登半島地震被災地域の子ども
たちに文房具を贈ろうキャンペーン」が行なわれていた。
　続いて、紀伊國屋書店金沢大和店へ、人文担当の川向貴志氏にご対応いた
だく。大和百貨店香林坊店の7階という立地から、お客の9割が中高年の女
性とのこと。人文書の棚には、鈴木大拙、西田幾多郎など金沢ゆかりの人物
の書籍が並ぶ。
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2024年グループ訪問報告

北陸・群馬方面

報告　三木　拓（法政大学出版局）

●期日：2024年5月29日（水）～ 5月31日（金）
●参加メンバー：乙子智（慶應義塾大学出版会）、水口大介（創元社）、片桐幹夫（みす
ず書房）、片山伸治（吉川弘文館）、三木拓（法政大学出版局）
●訪問先（訪問順）
【北陸】文苑堂書店富山豊田店、紀伊國屋書店富山店、BOOKSなかだ掛尾
本店本館、金沢ビーンズ明文堂書店、TSUTAYA金沢野々市店、うつのみや
セールスセンター、紀伊國屋書店金沢大和店、うつのみや金沢香林坊店
【群馬】未来屋書店高崎店、ブックマンズアカデミー前橋店、紀伊國屋書店
前橋店、くまざわ書店高崎店
●感想
北陸・群馬方面へは、昨年に続いて人文会としては2年連続での訪問となっ
た。初日東京から新幹線で富山市へ入り、同日そこから北陸道で金沢市へ、
そして最終日に金沢市から新幹線で高崎市へと移動した。能登半島地震の復
興支援のため北陸のタクシーは能登へ出払っており簡単に予約ができない状

態であったため、北陸での移動はレンタカーをメインにした。最終日の群馬
も、同じく小回りの効くレンタカーをメインに利用した。
　5月29日（水）、まずは、文苑堂書店富山豊田店。副店長奥井将氏と人文書
担当の岡本緑氏、斎藤あゆみ氏にご対応いただく。午前9時から営業してい
ることもあり、訪問した午前10時にはすでにお客さんのものであろう自動車
が駐車場に多く停まっており驚く。人文書棚の構成はバランスがとれており
基本図書もしっかり入っていた。奥井氏から「これだけはハズせない基本図
書リスト」のようなものがあれば、それをもとに棚管理、専門書担当者の育
成ができるのではないかとご提言をいただく。
　続いて、紀伊國屋書店富山店へ。店長白山善史氏、人文担当の渡邊このみ
氏にご対応いただく。事前に渡邊氏から人文書棚に関する質問を預かってい
たため、各ジャンルの棚を前に実りある対話が可能となった。そのなかから
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のバイタリティは噂通り（？）だった。
　14時すぎに今回の研修の最終地・宮崎に到着。そういえばもう10月も半ば
すぎだというのに、この3日間は真夏のような暑さ。宮崎駅前にそびえたつ
ヤシの木が揺らめく駅の反対側には、これから訪問する「アミュプラザみや
ざき」がある。まだ開店して4年目の紀伊國屋書店アミュプラザみやざき店
は、紀伊國屋書店の中でも新しい店舗だが、駅前の立地とあって、地元の認
知もどんどん増しているようだ。長友裕幸店長によると、平日よりも土日型
の店舗とのことで、地元の近隣の書店が8月に閉店したため、9月の昨対は
よかったとのこと。客層のメインは女性で、とくにここ最近は若い方の集客
が増えてきており、2年前くらいからK-POPの輸入CDとDVDをはじめたこ
とで、高校生や大学生からの問い合わせも増えているとのことだった。人文
書については、福岡県の久留米店店長でもある、九州地区店売第二部長の花
田吉隆様に宮崎までお越しいただき、各社それぞれご案内をさせていただい
た。後日、九州地区の店長会の場で今回の提案内容を共有いただけるとのこ
と。お時間をつくっていただけたことに一同感謝。
　最後の訪問は、蔦屋書店宮崎高千穂通り。駅前からまっすぐに伸びる通り
を歩くこと10分ほどでお店に到着。中心地にあり、1Fは雑誌、新刊、生活雑
貨。2Fには書籍とコミックがあり、郷土本のコーナーなどもしっかり設けら
れていた。あいにく青木店長は不在だったため、都留様にご対応いただいた。
県庁が近くにあり平日はビジネスマンが多いとのこと。ジャンルごとの棚と
平台では話題書が展開されており、地元の絵本作家さんとのイベントなども
開催されているようだった。

　これにて5年ぶりに開催された3日間の南九州の全体研修は無事に終える
ことができました。今回19名という大所帯にもかかわらず、ご多用の中、快
くお迎えいただきお世話になったすべての書店のみなさまに、心より感謝申
し上げます。また、今回同行していただいた、住田直也様（トーハン）、山下
竜馬様（日販）にも、改めまして心から感謝申し上げます。お店全体を見てご
指摘いただいた点など、我々も大変参考になりました。みなそれぞれ会社は
違えど、人文書を売り伸ばしていくという一つの目標に向かって、今後につ
ながる有意義で貴重な研修となりました。ありがとうございました。
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小城天平様にご対応いただき、最後は上薗このみ店長にもご挨拶させていた
だいた。
　続けて、鹿児島中央駅ビル内にある紀伊國屋書店鹿児島店を訪問。小森圭
吾店長によると、2004年に開店した「アミュプラザ鹿児島」は、今年の9月
でちょうど20周年。近隣の商業施設の閉店などもあり、集客が増えていると
のこと。他店ではビジネス書が苦戦しているという声も多い中、駅という立
地からビジネスマンが少しずつ戻ってきているとのことで、同店ではビジネ
ス書の売上があがり、それにともなって人文書の動きもあがっているようだ。
人文ご担当の濱洲美妃様にもご挨拶させていただいた。
　これにて2日目の訪問が終了し、昨日同様、訪問させていただいた書店さ
まを囲みながら、有意義な交流の場となった。

10月18日（金）
　最終日のスタートは、鹿児島市の繁華街、天文館エリアのジュンク堂書店
鹿児島店から。もともとこのエリアは系列の丸善天文館店とジュンク堂書
店の2店舗があり、文芸・コミックなどは丸善、専門書類はジュンク堂で販
売するという差別化を図っていたが、今年の3月に丸善が閉店し、すべての
ジャンルをジュンク堂書店で販売することに。10月1日には、文房具専門の
丸善鹿児島山形屋店が45坪でオープンしたばかりとあって、お忙しい中での
訪問となってしまった。副店長の土師千幸様にご挨拶した後、人文ご担当の
臼井洋明様にご対応いただいた。お店の状況としては、以前の丸善天文館店
にあったジャンル（文庫、文芸など）は伸びているものの、もともとジュンク堂
書店がメインで扱っていたジャンルの売上（人文含む）は横這い。お客様自体
は増えているので、本のよさをもっとPRできれば、売上を伸ばせる余地が
まだまだあるとのこと。各版元がおすすめをご案内させていただいた際には、
1点1点売り方のアドバイスもいただくなど、出版社は本を搬入したらあと
は書店さんまかせではなく、人文書の魅力を店頭でどう伝えることができる
のかを、考えていくきっかけをいただいた。
　これにて鹿児島の訪問が終わり、特急で2時間かけて宮崎へ。右手に桜島
を見ながら車内でお昼となったのだが、お弁当の箸がないというハプニング。
しかし我々は人文会。自分の名刺をスプーンがわりにする人、お弁当の蓋を
割って箸を作る人、極めつけは海鮮丼をおにぎりにしてしまう人……人文会
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会として訪問いただけることがありがたいというお言葉をいただいた。我々
としても、貴重な時間を割いて迎えていただき、人文書の売り伸ばしを一緒
に取り組んでくださる書店のみなさまに、心から感謝する会となった。

10月17日（木）
　2日目の始まりは、日本三名城の一つとしても名高い熊本城を見学。熊本
地震の復旧作業が続く中、インバウンドをねらった演出など見どころ満載。
一気に天守閣まであがり、その足で蔦屋書店熊本三年坂を訪問。熊本市の中
心街にあり、2004年の開店から20年。雑誌、雑貨などは1階で、専門書は地
下1階に在庫をかなりそろえられていた。古味信夫店長と文芸ご担当の迫彩
子様にご対応をいただいたものの、開店直後のあわただしい時間での訪問と
なってしまった。熊本の訪問はこれにて終了となり、次なる目的地の鹿児島
へ新幹線で向かう。
　鹿児島での1軒目は、鹿児島中央駅からバスで20分ほどかけてブックスミ
スミ オプシアへと向かう。県内最大規模の敷地を誇る、地元企業による老舗。
シックで落ち着いた専門書フロアには、人文書、医学書、理工書など幅広い
品ぞろえ。岡元謙弥マネージャーによると、今年の4月から新商材であるホ
ビー（プラモデルやおもちゃなど）をいれたことで書籍売場が20～30坪減ったも
のの、ファミリー層が増えたとのこと。書籍ではビジネス書が厳しい一方で、
一部在庫を調整した人文書は130％の伸びが見られるそうだ。人文ご担当の

熊本城にて
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野に精通している版元がそれぞれ実際に棚を拝見し提案させていただいた。
テーマごとにプレートが挟まれており、お客様にとって見やすく探しやすい
棚づくりを日々実践されていることが一目でわかり、版元からも賞賛の声が
あがっていた。
　次に伺ったのは熊本市郊外の「ゆめタウンはません」内にある紀伊國屋書
店熊本はません店。2009年の開店から今年で15年。西川和磨店長によると、
2016年に発生した熊本地震の際は棚が破損するなど被害も大きかったとのこ
と。人文書の客層は年齢層が高めとのことだが、特に精神世界の動きがよく、
固定のお客様がついていらっしゃる模様。またレジ前では半導体のコーナー
もしっかり作られていた。
　ここからは熊本駅を目指し、バスで30分ほど移動。2021年4月に開業した
駅隣接の大型商業施設「アミュプラザくまもと」内のメトロ書店熊本本店に
向かう。川崎孝会長、海老澤敬一副社長、本多紀子専務が長崎の本社からお
越しくださり快く迎えていただいた。木村郁子店長によると、学生などの若
い客層が中心で、昨年売り場をリニューアルし、もともと店舗の奥にあった
コミックを前面に。人文書は店舗奥側にまとめられているものの、必要十分
な在庫を維持している。オープンからまだ3年ほどと、試行錯誤を重ねなが
らも地域のお客様に利用しやすい店舗にしていこうという意気込みがうかが

える。本多専務からは、今後は長崎に続いて熊本でも地元書店とも協力しな
がら外商にも力をいれていく準備をしていきたいとのお話を伺った。
　初日の最後は長崎書店を訪問。市内の中心街で1889（明治22）年の開業以来、
長く地元住民に愛されている老舗書店。それほど広くはない店舗ながらも、
専門書から児童書まで幅広い品ぞろえ。児玉真也様にご対応いただきながら、
短い時間を惜しみつつ店内を見学。6月30日には長崎次郎書店が閉店となっ
たものの、地元のお客様だけでなく、たまたま休日をつかって関西から来ら
れていた書店員さんにも遭遇した。
　初日の締めくくりは、本日伺った書店のみなさまをお招きして懇親会を開
催。会の中では長崎書店の長﨑健一社長から、「いまはまだ言えないが大き
なプロジェクトがもうすぐ始まる」とのことでみな興味津々。後日、熊本県
で発行された「プレミアム付き図書券」のことだったと、東京に帰ったあと
報道で知ることとなった。また、紀伊國屋書店熊本光の森店の西村店長から
は、コロナ禍以降、出張の機会が以前より減る版元も多い中、こうして人文
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熊本・鹿児島・宮崎

栗生圭子（平凡社）

●期日　2024年10月16日（水）～10月18日（金）
●訪問先
【熊本】紀伊國屋書店熊本光の森店、紀伊國屋書店熊本はません店、メトロ
書店熊本本店、長崎書店、蔦屋書店熊本三年坂
【鹿児島】ブックスミスミ オプシア、紀伊國屋書店鹿児島店、ジュンク堂書
店鹿児島店

【宮崎】紀伊國屋書店アミュプラザみやざき店、蔦屋書店宮崎高千穂通り

　今回で53回目となった人文会の全体研修は、新型コロナウイルス感染症の
影響による情勢を考慮し2019年を最後に休止、今回が5年ぶりの開催となっ
た。全体での九州エリアへの訪問は2011年（福岡・熊本）以来。宮崎県への訪
問は実に1978年以来となる。参加者は会員社17名に加えて、トーハン、日販
より各1名ご同行いただき、総勢19名での行程となった。

10月16日（水）
　初日は熊本を訪問。空港からバスで市街地に向かう道すがら、半導体業界
で最も注目されている企業の一つ、台湾のTSMCの熊本工場を通りかかった。
バスの運転手さんによると、工場ができたことで人口が増え、住宅が次々で
きているとのこと。
　今回最初に訪問させていただいた紀伊國屋書店熊本光の森店は、上記の工
場と同じ菊陽町の大型ショッピングセンターである「ゆめタウン光の森」内
にあり、週末は家族連れでにぎわう店舗。西村健一店長曰く、ビジネス書や
理工書が伸びており、雑誌やコミックを求めるお客様も増えているとのこと。
店舗としても売上が伸びているのは、TSMCの効果にもよるようだ。
　人文ご担当の山村里香様には、事前にアンケートをいただき、主に精神世
界とスピリチュアルの並べ方や、哲学・思想・心理学の分け方など、各分
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 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
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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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