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   The 'Institute of Barbarian Books' is the 

name of an ongoing project created by Momoe 

Narazaki and Wi l liam Shum (ITWST) . Coming from a 

background of graphic design, i l lustration, art, 

research and writing, we have decided to combine 

our interests and passions into one p lace. Gen-

era l ly speaking, the Institute of Barbarian Books 

is an unconventiona l space and platform open to 

everyone with a foundation in creating, learning, 

and sharing know ledge. The Institute wi l l consist 

of many e lements, but it does not have a fina l 

form. Instead we see the Institute as a continuously 

growing shape that is open to change, different 

configurations, and varied interpretations.

1. Synopsis

What was the Institute for the 

Study of Barbarian Books?

   In part a reaction to the swift ly changing 

wor ld around them, Japanese authorities founded 

the Bansho Shirabesho, or 'Institute for the 

Study of Barbarian Books' , near ly 160 years ago. 

The Edo period was marked, among many other 

things, as a progressive time of exchange between 

foreign trade, ideas, and cu lture. Japanese offi-

cials at the time were forced to balance a delicate 

line between foreign influence and traditional value. 

Knowing Japan cou ld not continue to exist    

2. A brief history of the name
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   These definitions are te l ling because they 

both rest on a presupposed subjective notion 

of what cu lture and civi lization is. In fact, to 

even speak of civi lization as the end al l state-

of-being already leads one in in a dangerous 

direction.

   To borrow from the Dark Mountain Project 

manifesto: "The last taboo is the myth of civi li-

sation. It is bui lt upon the stories we have con-

*  D e f i n i t o n s  b y  m e r r i a m -w e b s t e r.c o m

BARBARIAN:

(adjective)

1: of or relating to a land, culture, or people alien and usually 

believed to be inferior to another land, culture, or people

2: lacking refinement, learning, or artistic or literary culture

(noun)

1:  an uncivilized person*

comp lete ly iso lated as the wor ld grew c loser and 

smal ler around them, the country underwent signif-

icant and lasting changes. The Bansho Shirabesho 

was part of this change, albeit just one part.

   Our project is not a direct continuation of 

this origina l Bansho Shirabesho but perhaps an 

alternative sib ling. More than a simple reiteration 

of the first, we wish to carry on the name because 

of the spirit it conveys in specific relation to 

our planet today. We wish for our Institute of 

Barbarian Books to suggest a desire to pursue 

the learning and sharing of know ledge between 

peop le and cu ltures as we l l as the organization 

and means to do this. It 's in this sty le we wou ld 

like to create an Institute for the present.  
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*d a r k- m o u n t a i n . n e t /a b o u t /m a n i f e s t o

structed about our genius, our indestructibi lity, 

our manifest destiny as a chosen species. It is 

where our vision and our se lf-be lief intertwine 

with our reck less refusa l to face the rea lity of 

our position on this Earth. It has led the human 

race to achieve what it has achieved; and has 

led the p lanet into the age of ecocide. The two 

are intimate ly linked".*

   We be lieve that by facing and accepting the 

prob lematic wor ld we live in now and especia l ly 

rea lizing that we, as humans, are the source of 

these problems, we can begin to build something 

better from a much more clear and humble position. 

This is, unfortunate ly, not the most popu lar posi-

tion to take today. We prefer the 'Barbarian' not 

because it is inferior or lacking in any critica l 

sense, but precise ly because it is exists in 

opposition to the powers that be. From this vantage 

point, we wish to be one of the many intersections 

that seek to share the ideas, stories, experiments, 

and words of those who be lieve in cha l lenging 

some form of the status quo.
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   Institute, on the other hand, perhaps 

invokes a fee ling of structure and authority. To 

be honest, these are ideas that we strong ly fee l 

opposed to. We use the term here instead as a an 

umbre l la concept that brings together and orga-

nizes our various ideas and projects under one 

(metaphorica l ) roof.

   In fact, even though the Institute exists 

physica l ly as our studio and home, it is not 

pure ly attached to a specific location (or even 

time! ) . Our ideas for the Institute can and 

shou ld exist wherever its essence might be, as 

we l l as through the friends, acquaintances, and 

like-minded places around the wor ld . The Institute 

of Barbarian Books then becomes a sort of home 

base and vesse l . Through a co l lective approach and 

anti-system manner, we hope to convey an essence 

of independent and free learning to connect with 

others who share this common goal .

INSTITUTE: 

(noun)

1: a society or organization having a particular object or common 

factor, especially a scientific, educational, or social one: e.g. 

the Institute for Advanced Studies | a research institute.
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3. Our Intention

How wou ld the Institute of Barbarian Books 

exist today and what wou ld its ro le be?

   The most important thread connecting our 

project and the origina l Bansho Shirabesho is 

simp ly education. However, we wou ld like to 

estab lish our Institute as a more unorthodox, 

open, and alternative space for learning. The 

type of bottom-up education we envision can 

involve (but is not limited to) publications, 

workshops, lectures, residencies, and performances, 

a l l with an emphasis on al lowing peop le 's own 

interests and passions guide how and what they 

wish to learn and share. 

   We are passionate about this idea of 

irregu lar learning because of our own persona l 

experiences and be liefs. It goes without saying 

that there are count less prob lems and dangers we 

face in the wor ld today. We be lieve it is on ly 

through learning from our mistakes, sharing our 

information and ski l ls , and simp ly becoming more 

aware of our present situation that we can 

begin to dismant le the obstac les and construct 

a better p lace.
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Where is the Institute?

   Through a series of decisions, connections, 

and luck, our work and journey has brought us to 

the sma l l vi l lage of Nishiaizu in Fukushima Japan. 

It 's here in this quiet, mountain surrounded and 

farm fi l led land that we have decided to create 

our space for the Institute of Barbarian Books. 

   The reasons are many, but one that stands 

out in particu lar is the proximity of living 

not with nature, but as part of her. With this 

comes the importance of community and the virtue 

of sharing a hea lthy environment and life with 

neighbors. We fee l these simp le aspects are both 

missing and sore ly needed from the city life we 

were accustomed to. 

   As of this writing (Spring, 2018) we are in 

the process of renovating a vacant house in the 

vil lage of Kaminojiri to be home for the Institute 

and ourse lves. Our initia l goa ls (to be expanded 

upon in the next section) are to create a space 

that can serve the fo l lowing: our studio for 

4. Location and plans for space.
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ITWST Graphic Design Studio

   Since 2014, we have been working together 

as a graphic design unit under the name ITWST .* 

Starting from New York, our studio emerged from 

a desire to work both independent ly and for the 

peop le and projects we respect. After leaving 

New York City to undertake residencies in Was-

saic, Be lgium, and Japan, we have sett led in 

Nishiaizu where we continue to work on jobs we 

find meaningfu l and compe l ling. A long with our 

se lf-initiated research projects and books, we 

fee l lucky to often work with artists, museums, 

loca l businesses and organizations. 

   At the Institute, our graphic design studio 

wil l continue to be a main component in our lives. 

Not on ly from a financia l se lf-sustaining way, but 

a lso as an effort to grow as graphic designers 

and app ly the know ledge throughout our projects. 

Physical ly, our studio is comprised of a committed 

space that houses our computers, printers, scan-

ners, desks and other misce l laneous materia ls . We 

a lso use our studio as open 'ate lier ' free for 

visits and meetings.

graphic design, a printing workshop, and a main 

open workspace that can be uti lized in a variety 

of ways.

*  S t a n d s  f o r :  I  T h i n k  We' r e  S t i l l  T h i n k i n g
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   The Institute of Barbarian Books wi l l have 

space dedicated to the designing, production, and 

sharing of printed matter. In addition, it's our 

objective to initiate the Institute as a sma l l 

pub lishing house. Bringing together books of our 

own research and topics, we wou ld a lso like to 

connect with simi lar-minded peop le and create new 

pub lications and printed matter that wi l l be cre-

ated in tandem from the beginning, (p lanning and 

designing) to midd le, (printing and producing) 

to the end (distributing to various sma l l book 

stores and fairs) .

   To do this, we have started by investing in 

a printer, specifica l ly the Risograph. Our Riso-

graph printer is a sing le ink used SD 5630 mode l .

Print Workshop

   We think the historica l and artistic 

importance of printing is too much to list here, 

but it's suffice to say that the printed form, 

particu lar ly the book, wi l l p lay a main ro le in the 

Institute (as the name suggests) . 
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   Like a kind of digita l screen printing, the 

Risograph is a machine that can produce large 

quantities of inked prints whi le leaving a sma l l 

e lectric footprint. In addition to using soy-

based inks, the Risograph is idea l for producing 

sma l l to medium editions of prints.

   This process is open to experimenting and 

learning and cou ld serve as the basis for work-

shops about the creation of printed images. 

(Actua l ly , one of our long term goa ls is to break 

this process down further and bui ld a dedicated 

si lk screen studio! ) But for now, our focus wi l l 

be on acquiring more ink, paper and various 

printing / book-making supp lies.

Main Open Workspace

   The idea of openness is essentia l to our 

vision for the Institute. The house we are ren-

ovating was previous ly a c lothing store so the 

main entrance section has a lready been designed 

to be unobstructed and spacious. To take advan-

tage of this, we want to open the doors of the 

Institute on a dai ly basis to anyone wishing to 

use a workspace. A long with access to wifi, the 

space wi l l contain desks, a sma l l library, and a 

give-what-you-can hot drink space. Our idea is 

to make a workspace that is comfortab le and con-

ducive for concentration, meeting, reading, or 

simp ly re laxing.

   Additiona l ly , we imagine that the space 

can be used for a variety of purposes. Besides 

the printing workshops we wou ld like to hold 

here, there are many possib le events that cou ld 
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be he ld here. Some of these inc lude fi lm 

screenings, musical (or other) performances, and 

exhibitions. At the same time, it can also 

function as a shop where various books and other 

artist goods can be shared and purchased. The 

possibi lities are many so we wou ld like to keep 

open our space open for proposa ls as we l l .

In summary

   To reiterate, the Institute of Barbarian 

Books wi l l be based and operated by ourse lves at 

our house in Kaminojiri. The under lying princip le 

wi l l a lways be of open, free, and se lf-supported 

learning whi le a lso cha l lenging the current modes 

of education and production.



1 2

   Designing a logo is always a difficult process 

(for us) . The Institute of Barbarian Books logo 

was no different, but we be lieve it deserves a 

sma l l exp lanation. 

   First of a l l , a long with our opinion that the 

Institute is continuously growing and changing we 

reso lved to eschew a sing le, fixed form. Instead, 

we decided to design a simp le 'structure ' that 

can be modified and updated to ref lect the 

different times and ideas.

   The frame is a rectang le based on the ISO 216 

A paper size. In practica l regards to the Riso-

graph, it is a convenient and usefu l standard for 

the p lanning and printing of our projects.

   In the lock-up form we wi l l a lways inc lude 

the title of our project in a typeface we designed 

specifica l ly for the Institute in another 

internationa l ly recognized and practica l system; 

Eng lish.

5. Logo
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   The graphic mark on the inside is a s light 

p lay on three Kanji characters. One is 'Hon' , 

which is the character for book. The other is 

'Mori ' which represents forest. 'Mori ' itse lf is 

made of the tree character 'Moku' which is very 

c lose graphica l ly to 'Hon' . By simp ly combining 

these e lements we made a mark that can crude ly be 

interpreted as a forest of books.

   This symbo l is open to end less graphic 

interpretations. For now, our goa l is to create 

(either by ourselves or by asking another designer) 

a new 'forest of books' mark every year. 

   The idea of the forest is very near to us. 

Physica l ly , we are surrounded by the beauty of 

mountains and forests every day. At the same 

time, our insatiab le appetite for MORE has lead 

to an unprecedented leve l of deforestation. For 

examp le, it's estimated the Amazon rain forest 

wi l l comp lete ly disappear within our lifetimes. 

C loser to us, the co l latera l radioactive fa l lout 

from the Daiichi nuc lear fai lure in Fukushima has 

created forests that are incredib ly toxic, unin-

habitab le, and impossib le to c lean.

   The search for sustainabi lity and preservation 

of the earth is a fundamenta l part of our be lief 

in this project. Forests are a fitting metaphor 

that represent the fragi le beauty and life that 

we often take for granted and current ly stand on 

the cusp of losing. It 's a lso a reminder that we 

shou ld be carefu l and meaningfu l with our choices 

of what we print and create. Books are, after a l l , 

the direct physica l product from tree materia ls . 
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   We officia l ly began c leaning and living in 

the house Apri l of 2017. Vacant houses a l l come 

with their set of prob lems and ours is no differ-

ent; renovating has been an ongoing, difficu lt, 

but rewarding learning process. We have to 

especia l ly thank al l of the friends, neighbors, 

and loca l support for the incredib le and crucia l 

he lp, advice, and encouragement. Without them 

the Institute wou ld be impossib le . 

6. Progress so far

C l e a n i n g  t h e  h o u s e  c r e a t e d  p i l e s  o f  g a r b a g e  m o u n t a i n s .
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W i t h  h e l p  f r o m  o u r  f r i e n d s  m o s t  o f  t h e  g a r b a g e  w a s  d r i v e n  t o  a  l o c a l  t r a s h  c e n t e r.

G i v i n g  t h e  k i t c h e n  a  n e w  c o a t  o f  p a i n t .
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A n  e a r l y  v e r s i o n  o f  o u r  s t u d i o.

I n s t a l l i n g  a  n e w  l a y e r  o f  f l o o r i n g  o n  t o p  o f  t h e  o l d  o n e  i n  t h e  k i t c h e n .
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P u t t i n g  u p  n e w  w a l l s  i n  t h e  c o m m u n i t y  s p a c e .

M a k i n g  s u r e  w e  h a v e  t h e  m u s i c !
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S t a i n i n g  t h e  c e i l i n g  i n  o u r  s t u d i o  a n d  l i v i n g  r o o m .
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C h e c k i n g  t h e  f o u n d a t i o n  u n d e r n e a t h  t h e  h o u s e .

O u r  s t u d i o  b e f o r e  a n d  a f t e r  i n s t a l l i n g  t h e  h a r d  w o o d  f l o o r s .
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Ku m i s a n  m a d e  a m a z i n g  z a b u t o n  c o v e r s  r e u s i n g  c l o t h  f r o m  t h e  h o u s e  a n d  M o m o e’s  i l l u s t r a t i o n s .

C l e a n i n g  s n o w  o f f  o f  t h e  r o o f  t h i s  w i n t e r.
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A  w a l l  o f  s n o w  i n  f r o n t  o f  o u r  e n t r a n c e .

Te s t i n g  o u t  t h e  o l d  d e s k s  w e  i n h e r i t e d  f r o m  t h e  l o c a l  m i d d l e  s c h o o l .
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   As we begin to thaw from the very co ld 

winter (this writing is February 2018) we're excited 

to begin the spring by opening the Institute 

to the pub lic . As stated, our project is an on-

going effort and since we have to raise funds 

ourse lves, many aspects of the Institute wi l l be 

incomp lete. Our hours wi l l be irregu lar and the 

house may be in varying states of messiness, but 

we wou ld like to officia l ly we lcome you to visit !

7. And now.. .
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バ
ー
バ
リ
ア
ン
・
ブ
ッ
ク
ス
公
開

　

西
会
津
町
で
は
今
年
約
十
年
ぶ
り
の
大

雪
が
降
り
ま
し
た
。
長
く
感
じ
た
冬
を
越

え
て
、
や
っ
と
春
の
香
り
が
し
て
き
た
３

月
中
旬
、
い
よ
い
よ
バ
ー
バ
リ
ア
ン
・
ブ
ッ

ク
ス
を
開
放
し
ま
す
。
私
た
ち
の
生
活
の

一
部
で
も
あ
る
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
物

理
的
・
経
済
的
に
ま
だ
揃
え
ら
れ
な
い

も
の
や
実
現
で
き
な
い
こ
と
も
多
い
で
す

が
、
周
り
の
力
を
借
り
な
が
ら
時
間
を
か

け
て
ゆ
っ
く
り
こ
の
空
間
を
成
長
さ
せ
て

い
き
た
い
で
す
。
バ
ー
バ
リ
ア
ン
・
ブ
ッ

ク
ス
を
開
放
す
る
曜
日
や
時
間
帯
は
ま
だ

正
式
に
確
定
し
て
い
な
い
の
で
、
始
め
は

や
や
不
定
期
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
な
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
基
本
的
に
は
い
つ
で

も
オ
ー
プ
ン
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
足
を
運

ん
で
も
ら
え
た
ら
嬉
し
い
で
す
。

7 . そしてこれから
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広い土間はとても便利な作業スペースです

剥がれ落ちていた入り口上部の板を張り替えました
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もともとあった品物棚は補強を入れて本棚にしました

入り口の塗装の手伝いをしてくれたコートニー ( 左 ) と近所の子供達 ( 右 )
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樋口さんの手ほどきを受けながら漆喰を塗装

事務所となる部屋の畳を床に張り替える作業
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間瀬さんと荒海くんの協力を得てコミュニティスペースに補強用の柱を入れました
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台所のビフォー ( 左 ) とアフター ( 右 )

コミュニテイスペースとなる土間もやっと片付いてきました
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物がなくなると風の通りが一気によくなります

ほこりをかぶっていた家具も綺麗に拭いてあげました
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各部屋にできたゴミの山

元次さんの軽トラ
x２台分

樋口さんの軽トラ
x２台分

荒海くんの軽トラ
x３台分

荒海くんの車
x１台分

私たちの車
x３台分
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５台の車を使って山都の環境センターへゴミを運びます

改
修
作
業

　

旧
五
十
嵐
呉
服
店
に
正
式
に
移
住
し
た

の
は
２
０
１
７
年
の
春
。
家
に
は
元
家
主

さ
ん
が
残
し
た
荷
物
や
家
具
が
そ
の
ま
ま

だ
っ
た
の
で
、
ま
ず
は
そ
の
撤
去
と
大
掃

除
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
軽
ト
ラ
ッ
ク
と

車
を
合
わ
せ
て
約
十
台
分
に
も
な
る
や
ゴ

ミ
の
山
を
処
分
し
て
、
や
っ
と
改
修
作
業

を
開
始
。
わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
で
問

題
に
直
面
す
る
場
面
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま

し
た
が
、友
人
や
近
隣
の
方
、町
の
サ
ポ
ー

ト
の
お
か
げ
で
バ
ー
バ
リ
ア
ン
・
ブ
ッ
ク

ス
を
公
開
す
る
段
階
ま
で
来
れ
た
こ
と

に
、
言
葉
で
は
表
し
き
れ
な
い
感
謝
の
気

持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。

　

色
々
な
人
に
支
え
ら
れ
て
進
め
て
き
た

改
修
作
業
の
様
子
を
、
こ
こ
で
い
く
つ
か

写
真
で
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

6 . 現在までの進行状況
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森
、
木
、
本

　

バ
ー
バ
リ
ア
ン
・
ブ
ッ
ク
ス
の
ロ
ゴ
は
、
こ
の
空
間
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
表
現
す
る
た
め
に
毎

年
「
変
化
」
し
ま
す
。
長
方
形
の
枠
組
み
は
リ
ソ
グ
ラ
フ
印
刷
機
で
使
用
す
る
一
般
的
な
紙
の

サ
イ
ズ
、
十
判(

十
十
十
十
十
十)

の
寸
法
か
ら
作
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
枠
組
み
の
中
で
「
森
」

「
木
」「
本
」
の
三
つ
の
漢
字
を
組
み
合
わ
せ
た
シ
ン
ボ
ル
が
毎
回
形
を
変
え
て
行
く
と
い
う
仕

組
み
で
す
。	

　

こ
の
漢
字
を
選
ん
だ
の
は
単
純
に
本
が
中
心
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
、
美
し
い
自
然
に
囲
ま

れ
た
環
境
に
あ
る
こ
と
も
理
由
で
す
が
、
も
う
一
つ
の
理
由
に
は
前
述
に
も
書
い
た
よ
う
に
、

森
林
伐
採
や
環
境
破
壊
に
対
す
る
想
い
を
込
め
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。

　

日
本
の
裏
側
ア
マ
ゾ
ン
川
の
熱
帯
雨
林
は
、
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
間
に
消
滅
す
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
よ
り
放
射
能
汚
染
さ
れ
た
森
は
、
も
う
元

の
状
態
に
戻
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
う
い
っ
た
環
境
問
題
は
、
も
は
や
「
い
つ

か
、
ど
こ
か
で
」
で
は
な
く
「
い
ま
、
こ
こ
で
」
起
き
て
い
る
問
題
で
す
。
地
球
の
保
護
と
持

続
可
能
性
の
探
求
を
考
え
る
こ
と
は
、
私
た
ち
の
未
来
を
考
え
る
上
で
必
要
不
可
欠
だ
と
信
じ

て
い
ま
す
。「
森
」
に
囲
ま
れ
た
こ
の
西
会
津
の
環
境
で
、「
木
」
か
ら
取
れ
る
素
材
を
使
い	

「
本
」
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
そ
の
意
味
を
改
め
て
自
分
自
身
に
問

い
か
け
た
い
、
一
つ
一
つ
の
選
択
に
責
任
を
持
ち
た
い
。
そ
う
い
っ
た
想
い
も
込
め
て
こ
の
シ

ン
ボ
ル
を
考
え
ま
し
た
。

I
S
O
２
１
６

A

5 . ロゴ
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5 . ロゴ

変形するシンボルの例

ロゴの基本となる枠組みと文字 枠組み内にシンボルが入ったロゴ
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③
多
目
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ペ
ー
ス

　

か
つ
て
こ
の
家
は
「
五
十
嵐
呉
服
店
」	

と
し
て
地
域
の
人
に
親
し
ま
れ
て
き
ま
し

た
。
お
客
さ
ん
に
ゆ
っ
く
り
品
物
を
見
て
も

ら
え
る
よ
う
に
作
ら
れ
た
広
い
土
間
は
と
て

も
開
放
的
で
す
。
風
通
し
の
良
い
元
々
の
家

の
作
り
を
活
用
し
て
、
土
間
の
ス
ペ
ー
ス
を

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
開
放
し

ま
す
。
机
と
椅
子
、
十
十
十
十
、
小
さ
な

図
書
館
、
寄
付
・
持
ち
寄
り
制
の
カ
フ
ェ

な
ど
を
設
置
し
て
、
地
域
か
ら
町
外
の
人

ま
で
、
多
く
の
方
に
様
々
な
用
途
で
日
常

的
に
利
用
し
て
も
ら
え
る
と
嬉
し
い
で
す
。	

　

ま
た
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
展
示
会
、

イ
ベ
ン
ト
会
場
、
商
品
販
売
の
店
舗
と
し

て
の
利
用
も
可
能
で
す
。
持
ち
込
み
企
画

も
大
歓
迎
な
の
で
、
ぜ
ひ
一
度
遊
び
に
来

て
み
て
く
だ
さ
い
。

W
i
F
i

コミュニティスペースを使って友人たちと開催したガラクタ市
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印刷した 2018 年のカレンダーポスター

リソグラフ印刷機の使い方を確認中
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４. 拠点となる建物と内容

②
プ
リ
ン
ト
ス
ペ
ー
ス

　

印
刷
物
は
歴
史
的
・
芸
術
的
な
観
点
か
ら
だ
け
で
な
く
多
く
の
点
で
重
要
な
媒
体
で
す
。	

中
で
も
「
本
」
は
バ
ー
バ
リ
ア
ン
・
ブ
ッ
ク
ス
の
中
心
と
な
る
存
在
で
す
。

　

プ
リ
ン
ト
ス
ペ
ー
ス
で
は
様
々
な
人
が
考
え
や
ア
イ
デ
ア
を
共
有
・
発
信
で
き
る
よ
う
に
、

本
の
作
成
に
取
り
組
め
る
環
境
を
設
け
る
他
、
企
画
か
ら
デ
ザ
イ
ン
、
印
刷
、
製
本
、
出
版
、

書
店
や
イ
ベ
ン
ト
へ
の
配
布
等
全
て
の
工
程
を
担
え
る
小
さ
な
出
版
社
と
し
て
の
機
能
も
兼
ね

備
え
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
ま
ず
、
リ
ソ
グ
ラ
フ
印
刷
機(

十
十
十
十
十

)

を
購
入
し
ま
し
た
。
リ
ソ
グ

ラ
フ
印
刷
機
と
は
、
い
わ
ゆ
る
デ
ジ
タ
ル
版
シ
ル
ク
ス
ク
リ
ー
ン
印
刷
で
、
印
刷
の
元
と
な
る

版(

マ
ス
タ
ー)
を
つ
く
り
、
内
部
の
印
刷
ド
ラ
ム
に
巻
き
つ
け
紙
を
通
し
て
印
刷
を
行
う
し

く
み
で
す
。
多
枚
数
プ
リ
ン
ト
を
高
速
・
低
コ
ス
ト
で
行
え
る
の
で
多
く
の
場
合
は
チ
ラ
シ
や

書
類
の
印
刷
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
リ
ソ
グ
ラ
フ
の
イ
ン
ク
は
植
物
性
の
素
材
で
あ
る
植
物

油
を
使
用
し
て
い
る
た
め
、
環
境
へ
の
負
担
を
で
き
る
だ
け
低
減
す
る
こ
と
も
可
能
に
し
て
い

ま
す
。
デ
ジ
タ
ル
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
の
手
に
よ
っ
て
表
現
が
多
様
に
広
が
る
こ
の
リ
ソ
グ

ラ
フ
印
刷
を
使
っ
て
、
印
刷
・
製
本
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
等
の
開
催
を
始
め
、
個
人
的
に
印
刷
機

を
使
っ
て
み
た
い
人
へ
の
貸
し
出
し
も
行
い
ま
す
。
い
ず
れ
は
シ
ル
ク
ス
ク
リ
ー
ン
印
刷
工
房

も
設
け
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
ま
ず
こ
の
リ
ソ
グ
ラ
フ
印
刷
の
設
備
を
さ
ら
に
充
実
さ
せ

て
、
様
々
な
表
現
を
可
能
に
し
た
い
で
す
。

S
D
５
６
３
０
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グラフィックデザイン事務所 ( 冬 )

建物内部の間取り
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４. 拠点となる建物と内容

　

昨
年
２
０
１
７
年
に
西
会
津
町
の
上
野
尻
地
区
に
あ
る
空
き
家
に
移
住
し
、
こ
こ
が
の
ち
の

バ
ー
バ
リ
ア
ン
・
ブ
ッ
ク
ス
の
拠
点
と
な
り
ま
す
。
現
在
も
改
修
作
業
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す

が
、
今
年
２
０
１
８
年
春
に
は
①
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
事
務
所
、
②
プ
リ
ン
ト
ス
ペ
ー
ス
、

③
多
目
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
一
般
に
開
放
す
る
予
定
で
す
。

① 

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
事
務
所

　　

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
大
学
の
同
級
生
だ
っ
た
私
た
ち
は
、
２
０
１
４
年
に
卒
業
と
同
時
に
グ

ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
ユ
ニ
ッ
ト
、
十
十
十
十
十(

ア
イ
ツ
イ
ス
ト)

と
し
て
活
動
し
て
き

ま
し
た
。
そ
の
後
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
離
れ
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
と
移
動
し
て
き
ま
し
た
が
、

２
０
１
６
年
に
西
会
津
町
へ
辿
り
着
き
、
こ
こ
で
新
し
い
生
活
と
拠
点
を
築
こ
う
と
決
め
ま
し

た
。
デ
ザ
イ
ン
業
務
と
し
て
は
印
刷
媒
体
が
主
で
す
が
、
依
頼
を
受
け
る
仕
事
の
他
に
リ
サ
ー

チ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
自
己
出
版
な
ど
自
分
た
ち
の
表
現
活
動
に
も
日
々
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
は
私
た
ち
の
大
切
な
軸
で
す
。
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て

そ
の
知
識
や
技
術
を
幅
広
く
活
用
し
、
意
義
の
あ
る
モ
ノ
づ
く
り
に
取
り
組
む
こ
と
が
私
た
ち

の
一
つ
の
役
割
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
西
会
津
町
で
も
、
地
域
か
ら
世
界
、
世
界
か
ら
地

域
を
繋
げ
ら
れ
る
存
在
に
な
り
た
い
で
す
。

　

事
務
所
は
家
の
中
心
部
に
存
在
し
、
机
と
椅
子
、
パ
ソ
コ
ン
、
プ
リ
ン
タ
ー
な
ど
基
本
的
な

設
備
の
他
に
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
や
作
業
が
で
き
る
オ
ー
プ
ン
な
ア
ト
リ
エ
空
間
と
し
て
も
機
能
し

し
て
い
ま
す
。

I
T
W
S	
T

I
T
W
S 
T
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自然が豊富な西会津

子供達と一緒に散歩する上野尻地区
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４. 拠点となる建物と内容

自
然
の
中
の
く
ら
し

	

た
く
さ
ん
の
出
会
い
と
運
に
導
か
れ
て
、

私
た
ち
は
福
島
県
の
西
会
津
と
い
う
小
さ

な
町
に
た
ど
り
着
き
ま
し
た
。
見
渡
す
限

り
の
山
、
畑
、
田
ん
ぼ
に
囲
ま
れ
た
こ
の

場
所
に
バ
ー
バ
リ
ア
ン
・
ブ
ッ
ク
ス
は
あ

り
ま
す
。

	

西
会
津
町
に
拠
点
を
置
こ
う
と
決
め
た

理
由
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
一
番
の

理
由
は
「
自
然
の
中
で
暮
ら
す
」
生
活
と

の
出
会
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
こ
こ
に

来
て
か
ら
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
大
切

さ
や
自
然
の
中
で
暮
ら
し
の
知
恵
や
技
術

を
共
有
し
支
え
あ
い
生
き
る
こ
と
の
素
晴

ら
し
さ
に
気
が
付
き
ま
し
た
。
都
会
の
暮

ら
し
に
慣
れ
て
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
、

心
の
ど
こ
か
で
必
要
と
し
て
い
た
も
の
に

出
会
え
た
よ
う
な
気
が
し
た
の
で
す
。

上空から見たバーバリアン・ブックスの場所
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3 . 目的と目標

オ
ル
タ
テ
ィ
ブ
な
学
習

　

蕃
書
調
所
と
バ
ー
バ
リ
ア
ン
・
ブ
ッ
ク

ス
の
重
要
な
つ
な
が
り
で
あ
る
「
教
育
」。

私
た
ち
が
挑
戦
し
た
い
の
は
一
般
的
な
教

育
と
は
違
い
、
自
由
で
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ

ブ
な
学
習
で
す
。
書
物
の
共
有
や
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
、
レ
ク
チ
ャ
ー
、
滞
在
制
作
、

展
示
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
、
コ
ン
サ
ー
ト

な
ど
様
々
な
ア
ク
テ
ビ
テ
ィ
を
通
し
て

個
々
の
興
味
や
好
奇
心
が
先
導
し
た
学
び

を
導
く
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
学
習
空
間
を
作

り
出
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。「
自
立
し

た
自
由
な
学
び
」
は
す
べ
て
の
人
に
と
っ

て
、
特
に
未
来
を
生
き
る
子
供
達
に
と
っ

て
大
切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
バ
ー
バ

リ
ア
ン
・
ブ
ッ
ク
ス
で
は
世
代
、
性
別
、

人
種
関
係
な
く
、
多
く
の
人
に
自
分
な
り

の
学
び
を
見
出
し
て
欲
し
い
で
す
。
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的
な
部
分
を
見
直
し
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
　

私
た
ち
が"Barbarian"

と
い
う
言
葉
を
選
ん
だ
理
由
は
「
劣
っ
て
い
る
」「
欠
け
て
い
る
」

と
い
う
批
判
的
な
意
味
を
込
め
る
た
め
で
は
な
く
、「
正
常
」「
優
良
」
と
い
う
概
念
の
対
局
に

あ
る
言
葉
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
正
し
い
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
疑
問
を
抱
き
挑
戦
す
る
こ
と
は
、

辞
書
の
言
葉
を
引
用
す
れ
ば
野
蛮
で
非
文
明
的
な
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
で
す

が
私
た
ち
は
、
そ
こ
に
希
望
と
可
能
性
を
感
じ
ま
す
。
固
定
概
念
を
壊
し
、
新
し
い
気
づ
き
を

通
し
て
自
身
の
内
側
そ
し
て
外
側
に
変
化
を
起
こ
す
こ
と
、
バ
ー
バ
リ
ア
ン
と
い
う
名
前
に
は

そ
ん
な
意
味
合
い
も
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

	
Institute	(

読
み
方
：
イ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
ト)

	
[

名
詞]　

	
１		
学
会
、
協
会
。
同
じ
分
野
（
特
に
化
学
、
教
育
、
社
会)

の

	
	

									
学
術
研
究
を
目
的
と
し
た
団
体
や
共
同
体

　

"Barbarian"

と
は
反
対
に"Institute"
と
い
う
言
葉
は
組
織
や
権
威
を
連
想
さ
せ
る
言
葉
で

す
が
、
私
た
ち
は
多
様
な
ア
イ
デ
ア
が
一
つ
屋
根
の
下
で
集
結
す
る
「
空
間
」
や
「
集
合
体
」

の
比
喩
と
し
て
使
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
バ
ー
バ
リ
ア
ン
・
ブ
ッ
ク
ス
の
物
理
的
な
拠
点
は
私

た
ち
の
自
宅
兼
事
務
所
で
す
が
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
一
つ
の
場
所
に
固
定
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
人
や
場
所
を
訪
ね
て
世
界
中
を
ど
こ
へ
で
も
移
動
で
き
る
空
間
と
し
て
捉
え
た
い
で
す
。

Google 検索「Institute」で
出てくる一般的イメージ
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問
が
浮
か
び
ま
し
た
。

　　

社
会
問
題
や
環
境
問
題
に
つ
い
て
各
国
の
作
家
が
執
筆
し
発
信
す
る
ダ
ー
ク
・
マ
ウ
ン
テ
ン
・

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
記
文
『
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
』
で
は
文
明
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。

	

人
類
に
と
っ
て
「
文
明
は
作
り
話
だ
」
と
言
う
こ
と
は
一
番
の
タ
ブ
ー
か
し
れ
な
い
。	

	
「
人
類
こ
そ
が
地
球
上
で
最
も
優
れ
た
生
物
で
あ
る
」
と
い
う
幻
想
を
我
々
は
長	

	
い
時
間
を
か
け
て
信
じ
続
け
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
幻
想
か
ら
生
ま
れ
た
こ
の
壮
大	

	

な
作
り
話
│
│
文
明
こ
そ
が
、
根
拠
の
な
い
自
信
と
盲
目
的
な
拒
絶
を
絡
み
合
わ
せ
、	

	

我
々
に
い
つ
ま
で
も
地
球
の
現
実
を
直
視
さ
せ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う	

	

や
っ
て
人
類
は
着
実
に
進
歩
を
遂
げ
て
き
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
同
時
に
地
球
を	

	

環
境
・
生
態
系
の
破
壊
へ
と
導
い
て
し
ま
っ
た
。
進
歩
と
破
壊
は
、
本
質
的
に
繋
が
っ	

	

て
い
る
の
だ
か
ら
。

	
(

ダ
ー
ク
・
マ
ウ
ン
テ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
『
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
』	http://dark-m

ountain.net/about/m
anifesto	

よ
り)

　

何
が
「
正
常
」
で
、
何
が
「
異
常
」
な
の
か
。
そ
ん
な
疑
問
を
抱
く
こ
と
す
ら
難
し
く
な
っ

て
い
る
現
代
社
会
。
そ
れ
を
判
断
し
選
択
す
る
の
は
自
分
自
身
で
あ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

環
境
破
壊
を
は
じ
め
現
代
が
抱
え
る
様
々
な
問
題
を
考
え
る
上
で
、
ま
ず
は
自
分
自
身
の
本
質

2「バーバリアン・ブックス」　名前の由来
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蕃
書
調
所
の
役
割
を
直
接
引
き
継
ぐ
こ
と
が
私
た
ち
の
目
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
が
、

人
々
が
集
い
視
野
を
広
げ
未
開
の
世
界
へ
の
学
び
を
深
め
た
場
所
と
い
う
点
で
、
そ
の
重
要
性

は
現
代
の
私
た
ち
に
も
通
づ
る
も
の
だ
と
感
じ
こ
と
か
ら
、
蕃
書
調
所
の
遠
い
遠
い
親
戚
と
し

て
そ
の
英
訳
名
称
か
ら
名
前
を
取
ろ
う
と
決
め
ま
し
た
。
日
本
名
で
は
な
く
あ
え
て
英
訳
か
ら

名
前
を
取
っ
た
理
由
、
そ
れ
は
英
訳
で
使
用
さ
れ
て
い
る"Barbarian"

と"Institute"

と
い
う

言
葉
の
中
に
、
私
た
ち
の
信
念
に
繋
が
る
興
味
深
い
意
味
合
い
を
見
出
し
た
か
ら
で
す
。

	
Barbarian	(

読
み
方	

：
バ
ー
バ
リ
ア
ン)

	
[

形
容
詞]

１	

あ
る
土
地
、
文
化
、
人
々
よ
り
も
劣
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

	
	

　
					

未
開(

野
蛮)

な	

土
地
、
文
化
、
人
々
な
ど
に
対
す
る

	

　
　
　
　

		
２		
洗
練
さ
れ
て
い
な
い
、
教
養
や
芸
術
性
、
文
学
文
化
に
欠
け
て
い
る
こ
と	

	
[

名
詞]　

	

１		

野
蛮
人
。
未
開
人
。
教
養
の
な
い
人
。
文
明
化
さ
れ
て
い
な
い
人

　

"Barbarian"

は
文
明
や
文
化
と
対
置
さ
れ
た
言
葉
で
、
批
判
的
な
意
味
合
い
で
使
わ
れ
る
こ

と
が
多
い
で
す
。
し
か
し
こ
こ
で
言
う「
文
明
」や「
文
化
」と
は
一
体
何
を
指
す
の
で
し
ょ
う
か
。

主
観
的
に
定
義
さ
れ
た
存
在
を
「
正
常
」「
優
良
」
と
前
提
し
た
上
で
成
り
立
つ
こ
の
単
語
に
疑

Google 検索「Barbarian」で
出てくる一般的イメージ
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蕃
書
調
所

　

The	Instititue	of	Barbarian	Books	

と
い
う
名
前
の
由
は
、
幕
末
に
設
立
さ
れ
た	

洋
学
研
究
機
関
、
蕃
書
調
所(

英
語
：	

Instutitute	for	the	Study	of	Barbarian	
Books)

か
ら
来
て
い
ま
す
。
海
外
と
の
貿

易
を
通
し
て
西
洋
の
思
想
や
文
化
が
流
れ

込
ん
で
き
た
江
戸
時
代
、
幕
府
は
鎖
国
と

い
う
形
で
海
外
と
の
交
流
に
制
限
を
設
け

ま
し
た
。
そ
の
後
黒
船
来
航
な
ど
を
き
っ

か
け
に
日
本
は
開
国
し
、
明
治
時
代
に
か

け
て
積
極
的
に
西
洋
の
文
明
文
化
を
取
り

入
れ
日
本
の
社
会
は
大
き
く
変
化
し
て
い

き
ま
す
。
そ
ん
な
中
で
設
け
ら
れ
た
蕃
書

調
所
は
洋
書
洋
文
の
翻
訳
・
研
究
、
印
刷
・

出
版
、
技
術
伝
習
な
ど
を
は
じ
め
、
語
学
、

数
学
、
器
械
学
、
画
学
な
ど
多
彩
な
学
び

を
広
げ
て
い
き
ま
し
た
。

2 .「バーバリアン・ブックス」名前の由来

千代田区・地下鉄九段下駅出口近くにある蕃書調所跡の碑
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バ
ー
バ
リ
ア
ン
・
ブ
ッ
ク
ス

　

The	Instititue	of	Barbarian	Books	
(

通
称
：
バ
ー
バ
リ
ア
ン
・
ブ
ッ
ク
ス)

は
楢

崎
萌
々
恵
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
シ
ャ
ム
に
よ

る
現
在
進
行
中
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。

　

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ザ
イ
ン
、イ
ラ
ス
ト
レ
ー

シ
ョ
ン
、
ア
ー
ト
、
リ
サ
ー
チ
、
執
筆
活

動
を
中
心
と
す
る
私
た
ち
は
そ
の
関
心
と

熱
意
を
一
つ
の
場
所
で
集
約
し
よ
う
と
考

え
ま
し
た
。
常
識
や
概
念
に
と
ら
わ
れ
な

い
自
由
な
空
間
と
し
て
、
す
べ
て
の
人
の

た
め
の
創
造
・
学
び
・
共
有
の
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

　

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
様
々
な
要
素
か

ら
成
り
立
ち
ま
す
が
、
最
終
形
態
や
ゴ
ー

ル
と
い
う
も
の
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
常
に

形
を
変
え
、
ゆ
っ
く
り
成
長
し
続
け
る
存
在

と
し
て
捉
え
て
も
ら
え
た
ら
嬉
し
い
で
す
。

1 . 概要

バーバリアン・ブックス ( 旧五十嵐呉服店 )
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１	

概
要

２	

名
前
の
由
来

３	

目
的
と
目
標

４	

拠
点
と
な
る
建
物
と
内
容

５	

ロ
ゴ
に
つ
い
て

６	

現
在
ま
で
の
進
行
状
況

７	

そ
し
て
こ
れ
か
ら
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