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大学図書館へようこそ！ 大学図書館にはこんな本があります

　～〈「知」への誘い〉からもう１歩～

◆問い合わせ

　　　名寄市立大学図書館 　01654⑧7671(直通)

社会福祉の歴史や思想に関する図書を紹介します。

『福祉原理　社会はなぜ他者を援助する仕組みを作ってきたのか』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩崎晋也/著　有斐閣

→｢関係のない他者｣を援助する仕組みである社会福祉の正当性を、

　歴史を通して探り出しています。

『日本の社会福祉　礎を築いた人びと』

 　　　　　　　　　　　　　蟻塚昌克/著　全国社会福祉協議会

→日本の社会福祉の転換期に存在した48人の実践を紹介しています。

『｢陰徳の豪商｣の救貧思想』

　　　　 　　　　　　　　　　大塩まゆみ/著　ミネルヴァ書房

→江戸時代の豪商たちが困窮者を救済していた史実を発掘してい

　ます。

　
私
は
主
に
社
会
福
祉
の
歴
史

の
研
究
を
行
っ
て
お
り
、
日
本

に
お
け
る
社
会
福
祉
の
歴
史
に

つ
い
て
記
述
し
ま
す
。

　
普
段
生
活
し
て
い
る
と
新
聞

や
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
で
「
社
会
福

祉
」
と
い
う
言
葉
を
よ
く
耳
に

し
ま
す
。
詳
し
い
説
明
は
不
要

か
と
思
い
ま
す
が
、
社
会
福
祉

は
、｢

人
々
の
生
活
上
の
困
難
や

障
害
、疾
病
な
ど
に
対
し
て
、社

会
的
に
解
決
す
る
施
策
」
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。
で
は
、
日
本

に
お
い
て
社
会
福
祉
は
い
つ
か

ら
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。ポ
イ
ン
ト
は｢

社

会
的
に
解
決
す
る
」
と
い
う
部

分
に
あ
り
ま
す
。

　
日
本
で
は
古
代
か
ら
「
福
祉

的
活
動
」
が
行
わ
れ
て
き
ま
し

た
が
、
現
代
の｢

社
会
的｣

な
福

祉
活
動
と
は
異
な
り
、
基
本
的

に
は
血
縁
・
地
縁
関
係
に
あ
る

も
の
が
弱
者
を
助
け
る
と
い
う

も
の
で
し
た
。で
す
の
で
、社
会

的
に
福
祉
政
策
を
行
う
「
社
会

福
祉
」
は
近
代
以
降
に
誕
生
し

た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
多
い

で
す
。で
は
、な
ぜ
近
代
以
降
に

社
会
福
祉
が
生
ま
れ
た
（
生
ま

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

か
）
の
で
し
ょ
う
か
。

　
明
治
時
代
、
日
本
は
「
近
代

化
」
を
目
指
し
さ
ま
ざ
ま
な
施

策
を
行
い
ま
し
た
。
教
育
、
司

法
、
産
業
な
ど
、
こ
れ
ま
で
に

な
い
ス
ピ
ー
ド
で｢

近
代
化｣
し

て
い
き
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
人

々
の
生
活
も
大
き
く
変
わ
っ
て

い
き
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
、

農
家
に
生
ま
れ
た
な
ら｢

農
民｣

と
し
て
、
商
家
に
生
ま
れ
た
な

ら｢

商
人｣

と
し
て
生
活
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
つ
ま
り
自
分
の
職
業
は
、

生
ま
れ
た
イ
エ
に
よ
っ
て
決
め

ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ

た
の
で
す
。

　
で
す
が
明
治
以
降
、
社
会
は

変
化
し
、
政
治
家
や
教
師
、
会

社
員
、
工
場
で
の
労
働
者
な
ど

こ
れ
ま
で
に
な
い
職
業
が
次
々

と
生
ま
れ
、
人
々
は
職
業
を
選

べ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
生

活
す
る
た
め
に
必
要
な
読
み
・

書
き
・
ソ
ロ
バ
ン
を
教
え
る
寺

子
屋
で
は
な
く
、社
会
や
英
語
、

理
科
な
ど
も
教
え
る
学
校
が
各

地
で
で
き
、
勉
強
を
頑
張
り
、

周
り
と
の
競
争
に
勝
て
ば
自
分

の
好
き
な
職
業
に
就
く
こ
と
が

可
能
と
な
り
ま
し
た
。
近
代
を

迎
え
人
々
は
、
こ
れ
ま
で
の
封

建
的
な
イ
エ
・
ム
ラ
か
ら
解
放

さ
れ
、
自
我
に
目
覚
め
て
い
っ

た
の
で
す
。

　
し
か
し
、
競
争
が
あ
る
と
い

う
こ
と
は
、｢

勝
者｣

と｢

敗
者｣

が
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
職
業
に
関
し
て
だ
け
で

は
な
く
、
生
活
の
場
で
も
た
く

さ
ん
の
競
争
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

当
然
の
よ
う
に
競
争
に
「
負
け

て
」
生
活
困
難
に
陥
る
人
々
も

た
く
さ
ん
生
ま
れ
ま
し
た
。
大

都
市
に
は
貧
民
窟
と
呼
ば
れ
る

地
域
が
で
き
て
い
き
ま
す
。
明

治
時
代
に
は
、
こ
の
よ
う
な
社

会
的
弱
者
に
対
し
て
宗
教
者
な

ど
が
孤
児
院
や
障
害
者
施
設
な

ど
を
つ
く
り
、
慈
善
活
動
を
行

っ
て
い
っ
た

の
で
す
。

　
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

｢

個
人
の
活
動｣

で
あ
っ
て
社
会

的
福
祉
活
動
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
の
た
め
、
自
由
で

平
等
な
基
本
的
人
権
を
保
障
す

る
近
代
国
家
の
仲
間
入
り
を
し

た
い
日
本
は
、
大
正
時
代
中
期

に
西
洋
で
行
わ
れ
て
い
た
社
会

福
祉
を
参
考
に
し
な
が
ら
「
社

会
的
な
福
祉
活
動
」
を
作
り
上

げ
て
い
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
が

日
本
に
お
け
る
「
社
会
的
に
福

祉
」
を
行
う
社
会
福
祉
の
誕
生

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
そ
の
後
、
社
会
福
祉
は
大
恐

慌
や
戦
争
な
ど
、
社
会
が
変
化

す
る
た
び
に
か
た
ち
を
変
え
て

い
き
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で

は
、
社
会
福
祉
を
見
れ
ば
、
い

ま
の｢

社
会
の
か
た
ち｣

が
見
え

て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

え

づ

れ

く
つ

た
か
し

大学は９月中旬まで夏季休業中です。長いように見えま

すが、長期の実習・ボランティア活動・卒論準備・アル

バイトなどでむしろ多忙な日々をおくる学生も多いよう

です。

後期授業は17日から。

また学内に活気が戻ってきます。

【９月の開館時間変更等】

・敬老の日(16日)、秋分の日(23日)は休館です。

・そのほかは月～土、９：00開館、21：00閉館です。

いわさきし ん や
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