
　

内
外
の
図
書
館
や
公
文
書
館
で
い
つ
も
思
う
の
は
、

図
書
を
は
じ
め
と
す
る
資
料
収
輯
と
整
理
、
公
開
利
用

の
全
過
程
に
、
関
係
者
の
方
々
の
な
み
な
み
な
ら
ぬ
御

尽
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
く
に
ア
ジ
ア
経
済

研
究
所
の
図
書
館
は
、
一
利
用
者
と
し
て
み
る
と
実
に

周
到
な
る
知
の
集
積
へ
の
情
熱
を
背
後
に
感
じ
な
が

ら
、
こ
こ
に
し
か
な
い
文
献
を
コ
ピ
ー
し
た
り
、
筆
写

し
た
り
す
る
醍
醐
味
を
何
回
も
経
験
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
き
ま
し
た
。

　

日
本
で
の
地
域
研
究
が
本
格
化
し
た
の
は
や
は
り
一

九
六
〇
年
代
か
ら
で
す
が
、
歴
史
的
に
は
植
民
地
政
策

学
と
し
て
の
戦
前
か
ら
の
蓄
積
が
基
盤
に
な
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
当
初
、
私
の
研
究
対
象
が
中
国
近

代
東
北
地
域
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
市
ヶ
谷
時
代
か
ら

利
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
当
時
在
職
さ
れ
て
い
た
井
村

哲
郎
氏
を
は
じ
め
と
す
る
方
々
の
精
力
的
な
戦
前
期
資

料
の
収
輯
を
真
近
か
に
み
つ
つ
、
そ
の
旧
満
洲
関
連
の

資
料
群
か
ら
多
く
の
成
果
を
吸
収
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

い
ま
し
た
。
偶
然
で
し
た
が
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
議
会
図

書
館
で
も
お
会
い
し
、
そ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
史
料
収
輯

の
ス
タ
ン
ス
に
も
驚
い
た
し
だ
い
で
し
た
。
私
個
人
も

大
阪
の
勤
務
先
に
近
か
っ
た
大
阪
府
立
図
書
館
夕
陽
丘

分
館
は
、
元
の
大
原
社
会
問
題
研
究
所
で
そ
の
蔵
書
の

一
部
を
継
承
し
て
お
り
、
戦
前
期
の
旧
満
洲
関
連
の
書

物
や
雑
誌
を
み
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
同
じ

書
物
や
雑
誌
を
ア
ジ
研
図
書
館
で
も
発
見
し
、
さ
す
が

だ
と
実
感
し
て
い
ま
し
た
。

　

現
在
は
、
こ
こ
五
〜
六
年
海
浜
幕
張
に
参
っ
て
お

り
、
私
に
と
っ
て
は
新
し
い
図
書
館
で
の
所
蔵
図
書
や

多
種
多
様
な
新
着
雑
誌
な
ど
を
手
に
取
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
、
近
年
の
研
究
に
か
か
わ
る
多
く
の
文

章
は
そ
の
恩
恵
を
基
盤
に
書
い
て
き
た
も
の
で
し
た
。

た
と
え
ば
、
中
国
か
ら
の
新
着
雑
誌
『
開
放
時
代
』（
広

州
市
社
会
科
学
院
）
な
ど
は
、
系
統
的
に
読
み
解
く
こ

と
で
私
の
現
代
中
国
認
識
の
重
要
な
源
泉
に
な
っ
て
い

ま
す
。
ほ
ん
の
一
例
を
あ
げ
ま
す
と
、
二
〇
一
三
年
第

二
期
の
特
集
「
世
界
歴
史
的
中
国
時
刻
」（T

h
e C

h
i-

n
ese M

o
m

en
t in

 W
o
rld

 H
isto

ry

）　

で
は
、
現

代
中
国
に
お
け
る
研
究
者
の
歴
史
意
識
の
所
在
を
多
面

的
に
理
解
し
う
る
読
み
応
え
の
あ
る
も
の
で
し
た
。
伝

統
の
再
造
と
し
て
の
今
後
の
中
国
文
明
の
あ
り
方
を
、

儒
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
自
由
の
理
念
と
の
関
連
で
と
ら

え
な
お
し
、「
超
サ
イ
ズ
の
共
同
体
」
と
し
て
の
中
国

は
ど
の
よ
う
に
「
文
明
帝
国
」
た
り
う
る
か
と
い
う

「
大
国
の
復
活
」
を
議
論
し
、
そ
れ
は
欧
米
の
キ
リ
ス

ト
教
的
文
明
へ
の
「
対
抗
者
」
で
は
な
く
、
ま
た
そ
れ

へ
の
「
順
応
」
で
も
な
い
と
す
る
、
よ
り
高
次
の
あ
り

方
を
追
求
し
て
い
る
の
だ
と
強
調
し
て
い
ま
す
。
こ
の

思
想
的
立
ち
位
置
は
、
あ
き
ら
か
に
現
代
中
国
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
な
か
で
「
新
儒
家
」
的
傾
向
を
も
つ
も
の
で

す
が
、
如
実
に
二
一
世
紀
段
階
の
中
国
の
自
己
認
識
の

あ
り
方
の
ひ
と
つ
を
示
し
て
い
ま
す
。
い
さ
さ
か
「
近

代
の
超
克
論
」
的
傾
向
が
気
に
な
り
ま
す
が
、
も
ち
ろ

ん
新
着
の
欧
米
の
中
国
関
連
の
雑
誌
、
書
物
か
ら
も
多

大
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
は
日
本
の
中
国
地
域
研
究
に
と
っ
て
、
日

中
間
の
「
支
点
」
再
設
定
と
な
ら
ん
で
、
第
三
の
「
支

点
」
が
ま
す
ま
す
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
と

思
わ
れ
ま
す
。
本
図
書
館
に
も
関
連
文
献
が
所
蔵
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
あ
た
か
も
一
九
三
六
年
夏
の
太
平
洋
問

題
調
査
会
の
ヨ
セ
ミ
テ
会
議
で
、
経
済
的
に
も
台
頭
し

つ
つ
あ
る
国
民
政
府
を
ど
う
評
価
す
る
か
に
つ
い
て
の

欧
米
の
知
見
を
吸
収
し
え
た
尾
崎
秀
実
が
、
そ
の
後
の

グ
ロ
ー
バ
ル
な
な
か
で
の
中
国
再
認
識
論
を
提
起
し
え

た
の
も
、
そ
う
し
た
新
た
な
「
支
点
」
を
獲
得
し
た
か

ら
だ
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
（『「
中
国
統
一
化
論
争
」

の
研
究
』『「
中
国
統
一
化
」
論
争
資
料
集
』
ア
ジ
ア
経

済
研
究
所
、
一
九
七
一
年
、
山
口
博
一
氏
、
野
沢
豊
氏

ほ
か
。
今
井
清
一
・
藤
井
昇
三
編
『
尾
崎
秀
実
の
中
国

研
究
』
一
九
八
四
年
な
ど
）。

　

一
九
六
〇
年
代
後
半
期
か
ら
市
ヶ
谷
の
図
書
館
に
お

世
話
に
な
っ
て
以
来
か
な
り
の
時
間
が
た
ち
ま
し
た

が
、
海
浜
幕
張
の
新
し
い
図
書
館
は
日
本
に
お
け
る
地

域
研
究
の
み
な
ら
ず
、
ア
ジ
ア
の
／
世
界
の
地
域
研
究

に
と
っ
て
重
要
な
拠
点
に
な
っ
て

い
ま
す
。
私
の
外
国
の
友
人
た
ち

も
そ
の
よ
う
に
み
て
い
ま
す
。
こ

の
存
在
感
は
、
世
界
で
／
ア
ジ
ア

で
生
き
る
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
あ

り
方
を
象
徴
し
て
い
る
と
の
思
い

が
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
て
い
ま

す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
地
域
研
究
の

公
共
財
と
し
て
、
研
究
所
・
図
書

館
を
基
盤
と
す
る
世
界
に
開
か

れ
た
新
た
な
研
究
教
育
機
関
構

想
を
具
体
化
で
き
な
い
か
と
も

思
う
し
だ
い
で
す
。
図
書
館
を
と

う
て
い
「
使
い
倒
す
」
こ
と
な
ど

で
き
な
い
、
し
か
も
も
う
残
さ
れ

た
時
間
の
な
い
利
用
者
と
し
て
の

願
望
で
す
。
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「
地
域
研
究
」
拠
点
の
よ
り
一
層
の
発
展
を

西
村
成
雄


