
行
政
研
究

二
つ
の
文
書
館
藤
沢
・
埼
玉
両
文
書
館
の
実
情

る
こ
と
に
な
り
、
委
員
長
児
玉
幸
多
、
副
委
員

長
服
部
清
道
氏
の
ほ
か
、
杉
山
博
、
木
村
礎
、

圭
室
文
雄
、
服
部
一
馬
、
石
塚
裕
道
の
諸
氏
が

委
員
に
任
命
さ
れ
た
。
四
十
四
年
準
備
室
は
正

式
に
市
史
編
さ
ん
室
に
な
り
、
記
念
日
の
四
十

五
年
十
月
一
日
に
『
藤
沢
市
史
』
資
料
編
第
一

巻
が
刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
今
日
ま
で
全
八

巻
の
う
ち
六
巻
の
刊
行
を
み
て
い
る
。

　
編
さ
ん
室
で
は
、
本
編
と
な
ら
ん
で
、
『
藤

沢
市
史
資
料
所
在
目
録
稿
』
の
刊
行
を
四
十
四

年
か
ら
は
じ
め
、
五
十
一
年
ま
で
に
一
〇
冊
を

発
行
し
た
。
こ
れ
は
、
ス
タ
イ
ル
・
内
容
と
も

に
、
神
奈
川
県
の
『
神
奈
川
県
史
資
料
所
在
目

録
稿
』
に
な
ら
っ
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
三

〇
〇
頁
か
ら
五
〇
〇
頁
に
お
よ
ぶ
大
冊
で
、
藤

沢
市
内
の
旧
家
所
蔵
古
文
書
の
全
調
査
で
あ
る

と
こ
ろ
に
特
色
が
み
ら
れ
る
。

　
目
録
の
と
り
方
も
、
た
と
え
ば
「
一
札
之
事
」

と
い
う
標
題
の
古
文
書
に
つ
い
て
、
た
だ
題
名

を
の
せ
る
だ
け
で
な
く
、
一
点
、
一
点
そ
の
内

容
を
く
わ
し
く
記
載
し
て
あ
る
の
で
、
利
用
者

に
と
っ
て
は
大
変
便
利
な
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
同
目
録
稿
の
五
、
六
、
一
〇
集

青
木
虹
二
〈
企
画
調
整
局
都
市
科
学
研
究
室
副
主
幹
〉

に
は
、
写
真
目
録
を
の
せ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

旧
家
古
文
書
の
う
ち
、
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の

を
マ
イ
ク
ロ
化
し
、
さ
ら
に
印
画
紙
に
拡
大
し

た
も
の
の
目
録
で
、
こ
れ
に
よ
り
利
用
者
が
い

ち
い
ち
旧
家
を
直
接
た
ず
ね
な
く
て
も
、
公
的

な
機
関
で
閲
覧
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
藤
沢
市
で
は
、
市
史
編
さ
ん
と

な
ら
ん
で
、
四
十
三
年
か
ら
『
藤
沢
市
議
会

史
』
の
編
さ
ん
に
と
り
か
か
っ
た
。
事
務
は
市

議
会
事
務
局
の
担
当
で
、
市
史
と
は
別
個
だ
が
、

編
さ
ん
委
員
は
市
史
編
さ
ん
委
員
の
う
ち
現
代

編
を
う
け
も
っ
た
服
部
一
馬
、
石
塚
裕
道
氏
が

兼
務
し
、
両
氏
が
明
治
二
十
二
年
か
ら
昭
和
二

十
年
ま
で
を
、
さ
ら
に
戦
後
に
つ
い
て
は
今
井

清
一
、
都
丸
泰
助
、
横
山
社
次
三
氏
の
分
担
と

し
た
。
こ
の
議
会
史
お
よ
び
市
史
現
代
編
編
さ

ん
の
過
程
で
、
明
治
以
後
の
資
料
発
掘
に
つ
と

め
、
市
役
所
で
所
蔵
し
て
い
る
明
治
か
ら
昭
和

戦
前
ま
で
の
行
政
文
書
に
つ
い
て
は
、
市
史
編

さ
ん
室
の
手
で
『
藤
沢
市
行
政
文
書
目
録
』
二

冊
が
発
行
さ
れ
た
。
議
会
史
も
市
史
と
同
じ
四

十
五
年
に
、
ま
ず
資
料
編
を
刊
行
し
、
つ
い
で

四
十
七
年
に
記
述
編
の
完
成
を
み
た
。
議
会
史

の
例
言
に
よ
れ
ば
、
編
さ
ん
に
あ
た
っ
て
利
用

し
た
資
料
は
、
「
藤
沢
市
役
所
所
蔵
の
会
議
録

・
議
決
書
等
の
記
録
、
議
会
報
・
市
報
・
広
報

そ
の
他
の
刊
行
物
、
各
種
新
聞
の
関
係
記
事
な

ど
」
の
ほ
か
、
多
数
の
関
係
者
を
対
象
と
し
た

「
聴
取
調
査
」
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
歴
史
編
さ
ん
の
過
程
で
、
発

見
、
収
集
さ
れ
た
市
史
資
料
は
、
古
文
書
約
一

六
万
点
、
行
政
文
書
約
四
万
点
に
及
ん
で
い
る
。

こ
の
調
査
成
果
は
と
り
あ
え
ず
文
書
目
録
と
し

て
結
実
し
た
が
、
つ
ぎ
に
こ
れ
ら
の
歴
史
資
料

の
保
存
、
公
開
を
将
来
に
わ
た
っ
て
考
え
る
こ

と
が
、
重
要
な
課
題
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
取
り

あ
げ
ら
れ
た
の
が
、
す
で
に
十
数
年
以
前
山
口

県
や
埼
玉
県
で
発
足
し
て
い
た
文
書
館
の
設
立

計
画
で
あ
る
。

　
藤
沢
市
で
具
休
的
に
動
き
だ
し
た
の
は
、
昭

和
四
十
七
年
葉
山
市
政
誕
生
の
と
し
で
あ
る
。

同
年
藤
沢
市
で
「
実
施
計
画
策
定
」
の
際
、
市

史
編
さ
ん
室
で
は
、
室
の
事
業
計
画
と
し
て
、

市
史
編
さ
ん
事
業
の
ほ
か
、
あ
ら
た
に
文
化
資

料
館
（
文
書
館
）
建
設
プ
ラ
ン
を
提
出
し
た
。

そ
の
結
果
、
『
人
間
の
ま
ち
を
め
ざ
し
て
』
と
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横
浜
開
港
資
料
館
設
立
研
究
委
員
会
で
は
、

さ
る
四
月
一
日
、
藤
沢
市
立
文
書
館
員
の
高
野

修
氏
と
埼
玉
県
立
文
書
館
長
の
吉
本
富
男
氏
の

両
氏
を
ま
ね
い
て
、
二
つ
の
文
書
館
の
現
況
を

話
し
て
頂
い
た
。
以
下
に
の
せ
る
の
は
、
そ
の

と
き
の
話
の
模
様
と
そ
の
後
の
採
訪
に
よ
っ
て

知
り
え
た
こ
と
で
あ
る
が
、
今
後
の
横
浜
に
と

っ
て
い
ろ
い
ろ
参
考
に
な
る
こ
と
が
多
い
と
思

う
。

二

藤
沢
市
文
書
館

　
藤
沢
市
の
よ
う
な
中
規
模
程
度
の
都
市
で
、

他
都
市
に
さ
き
が
け
て
、
文
書
館
が
つ
く
ら
れ

る
ま
で
に
は
、
そ
れ
な
り
の
経
緯
が
あ
る
。

　
藤
沢
市
で
の
修
史
事
業
は
、
た
ま
た
ま
昭
和

四
十
五
年
が
、
藤
沢
市
制
三
十
周
年
に
あ
た
る

の
で
、
そ
の
記
念
事
業
と
し
て
、
金
子
市
長
時

代
に
計
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
四
十

一
年
に
、
市
史
編
さ
ん
準
備
室
が
情
報
管
理
室

に
お
か
れ
た
。
執
筆
は
専
門
の
学
者
に
依
嘱
す

は
じ
め
に

一



題
さ
れ
た
同
市
の
四
十
八
年
の
刊
行
物
に
は
、

文
書
館
は
市
民
教
養
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
が
、
事
業
名
は
「
郷
土
史
資
料
基

礎
調
査
」
と
ま
だ
内
輪
の
表
現
で
、
そ
の
内
容

は
、
「
埋
れ
た
文
化
、
学
術
資
料
、
行
政
資
料
。

古
文
書
等
の
保
存
、
公
開
機
能
お
よ
び
教
育
セ

ン
タ
ー
機
能
を
そ
な
え
た
複
合
施
設
を
建
設
す

る
た
め
の
基
礎
調
査
を
実
施
す
る
」
と
な
っ
て

い
る
。
つ
い
で
翌
四
十
八
年
九
月
、
藤
沢
市
文

書
館
建
設
調
査
委
員
会
（
委
員
長
、
児
玉
幸
多
）

が
「
藤
沢
市
文
書
館
建
設
に
つ
い
て
の
報
告
書
」

を
ま
と
め
、
こ
れ
を
市
長
に
手
渡
し
た
が
、
こ

の
結
果
、
四
九
―
五
一
年
度
の
藤
沢
市
『
三
ヵ

年
実
施
計
画
』
で
は
、
事
業
名
は
「
文
書
館
の

設
置
」
と
な
り
、
そ
の
内
容
も
「
本
市
の
歴
史

及
び
行
政
に
関
す
る
文
書
資
料
を
収
集
、
整
理

保
存
し
、
モ
の
公
開
を
は
か
る
」
と
、
複
合
施

設
の
考
え
を
廃
す
る
こ
と
で
、
前
年
度
と
く
ら

べ
る
と
ず
っ
と
明
確
な
規
定
と
な
っ
て
い
る
。

　
教
育
セ
ン
タ
ー
機
能
を
は
ず
し
た
の
は
、
「
報

告
書
」
の
な
か
で
、
留
意
す
べ
き
点
と
し
て
ふ

れ
た
よ
う
に
、
他
府
県
の
文
書
館
が
建
設
時
に

お
け
る
起
債
、
補
助
の
獲
得
を
目
的
と
し
て
、

文
書
館
を
教
育
施
設
と
し
て
扱
い
、
複
合
施
設

と
し
て
教
育
委
員
会
に
所
属
さ
せ
た
結
果
、
と

く
に
行
政
文
書
の
収
集
が
完
全
に
行
わ
れ
え
な

い
欠
陥
を
生
じ
た
も
の
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ

る
。
ま
た
博
物
館
・
民
俗
館
と
複
合
し
て
併
置

さ
せ
な
か
っ
た
の
は
、
前
者
は
遺
物
・
骨
董
的

資
料
の
保
存
・
展
示
を
主
体
と
す
る
の
に
対

し
、
後
者
で
は
展
示
的
性
格
は
き
わ
め
て
稀
薄

で
あ
り
、
文
書
館
は
古
文
書
・
行
政
文
書
を
ふ

く
む
生
き
た
行
政
機
関
と
し
て
の
役
割
を
主
と

す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
。

　
「
報
告
書
」
の
第
四
章
は
「
文
書
館
の
構
想
」

と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
経
過
は
、
こ
の

考
え
方
に
沿
っ
て
、
実
現
を
み
た
の
で
、
こ
の

構
想
を
紹
介
し
な
が
ら
、
経
緯
を
付
記
す
る
こ

と
に
し
よ
う
。

　
ま
ず
、
機
能
及
び
事
業
と
運
営
の
項
だ
が
、

つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

(
ア
)
住
民
の
生
活
を
中
心
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る

分
野
の
史
資
料
や
文
献
記
録
等
を
収
集
し
、

さ
ら
に
本
市
の
歴
史
に
関
連
の
あ
る
産
業
関

係
資
料
、
自
然
関
係
資
料
、
地
域
開
発
関
係

資
料
、
最
近
特
に
問
題
に
な
り
つ
つ
あ
る
公

害
関
係
資
料
等
の
都
市
間
題
資
料
も
収
集

し
、
社
会
の
進
展
に
応
じ
て
生
み
出
さ
れ
る

厖
大
な
諸
種
の
文
書
を
体
系
的
、
集
中
的
に

整
理
・
保
存
し
、
こ
れ
を
供
覧
す
る
も
の
と

す
る
。

(
イ
)
収
集
は
充
分
な
考
証
の
上
、
現
地
保
存
を

原
則
と
し
、
所
蔵
者
の
意
向
に
よ
っ
て
は
そ

の
史
資
料
の
寄
託
・
寄
贈
等
に
よ
り
実
物
を

収
集
し
、
次
の
世
代
に
引
き
継
ぎ
、
そ
の
史

資
料
の
活
用
を
は
か
る
。

(
ウ
)
と
り
わ
け
将
来
貴
重
な
史
料
と
な
る
行
政

年
次
別
的
累
積
資
料
に
つ
い
て
も
、
十
分
整

　
理
・
分
類
を
行
い
、
こ
れ
を
保
存
す
る
。

　
藤
沢
市
の
行
政
文
書
は
、
旧
藤
沢
町
役
場
の

ほ
か
、
そ
の
後
合
併
し
た
川
口
村
、
明
治
村
、

六
会
村
役
場
の
文
書
を
あ
わ
せ
、
県
下
の
都
市

の
な
か
で
は
比
較
的
保
存
に
は
気
を
つ
か
っ
て

き
た
ほ
う
た
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
昭
和
三
十
年

に
多
数
の
資
料
が
廃
棄
さ
れ
た
り
、
ま
た
三
十

七
年
に
は
図
書
館
で
保
管
し
て
い
た
資
料
が
大

量
に
廃
棄
さ
れ
る
な
ど
の
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ

う
し
た
行
政
資
料
の
散
逸
を
ふ
せ
ぐ
た
め
に
、

文
書
館
設
立
以
後
、
保
存
年
度
完
結
後
の
行
政

文
書
を
え
り
わ
け
て
の
こ
す
こ
と
と
な
り
、
現

在
、
文
書
館
で
は
、
永
年
保
存
文
書
五
、
八
三

四
冊
、
十
年
保
存
文
書
八
、
四
八
九
冊
、
五
年

保
存
文
書
九
、
六
二
七
冊
を
保
管
し
て
い
る
。

な
お
書
庫
は
歴
史
資
料
と
行
政
資
料
の
二
つ
に

わ
か
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
管
理
は
文
書
館

が
担
当
し
て
い
る
。

　
(
ア
)
市
民
の
歴
史
的
理
解
を
深
め
、
確
実
な
史

　
資
料
を
後
世
に
伝
存
す
る
た
め
に
、
文
書
館

　
員
は
綿
密
な
調
査
活
動
と
正
確
な
史
料
考
証

　
を
行
う
。

　
(
ウ
)
特
に
調
査
で
は
、
現
地
保
存
さ
れ
て
い
る

　
史
資
料
や
、
類
似
の
資
料
館
資
料
等
に
つ
い

　
て
も
充
分
把
握
す
る
。

　
藤
沢
市
文
書
館
の
所
属
は
企
画
調
整
局
広
報

文
化
部
だ
が
、
職
員
数
は
七
人
（
他
に
非
常
勤

嘱
託
一
人
）
で
あ
る
。
『
藤
沢
市
史
』
の
編
さ

ん
、
刊
行
も
文
書
館
の
仕
事
で
あ
り
、
本
編
・

資
料
編
の
ほ
か
。
こ
れ
ま
で
『
藤
沢
市
史
研
究
』

　
（
八
号
ま
で
発
行
）
と
『
藤
沢
市
文
書
館
紀
要
』

　
（
三
号
ま
で
発
行
）
の
刊
行
を
み
て
い
る
。
紀

要
第
二
号
に
の
せ
ら
れ
た
文
書
館
日
誌
を
み
る

と
、
こ
れ
は
昭
和
五
十
年
の
記
録
だ
が
、
調
査

研
究
活
動
と
し
て
は
、
市
史
編
さ
ん
の
ほ
か
、

外
部
講
師
を
よ
ん
で
八
回
の
市
史
研
究
会
を
開

催
し
、
随
時
市
内
（
こ
の
年
は
と
く
に
渋
谷
・

長
後
・
御
所
見
そ
の
他
小
学
校
の
資
料
調
査
が

多
い
が
）
へ
資
料
調
査
に
出
か
け
て
い
る
な
ど

活
発
な
活
動
状
況
が
み
ら
れ
る
。

　
出
版
物
と
し
て
は
『
ふ
じ
さ
わ
の
歴
史
シ
リ

ー
ズ
』
二
冊
が
あ
る
。
ま
た
五
十
年
に
は
『
広

報
ふ
じ
さ
わ
』
に
「
藤
沢
の
歴
史
散
歩
」
を
連

載
し
た
。

　
　
文
書
館
に
所
蔵
す
る
資
料
で
、
特
に
重
要

　
　
な
資
料
は
逐
次
刊
行
し
、
そ
の
理
解
に
供

　
　
す
る
。

　
こ
れ
ま
で
『
藤
沢
市
史
料
集
』
を
三
冊
刊
行

し
た
。
そ
の
一
は
「
相
模
国
郷
帳
」
、
そ
の
二

は
「
わ
が
す
む
里
」
、
そ
の
三
は
「
片
瀬
村
御

用
留
」
で
あ
る
。

(
ア
)
文
書
館
は
市
長
部
局
に
属
す
る
も
の
と
す
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収
集
・
整
理
・
保
存

―
調
査
研
究

組
織
及
び
機
構

史
料
の
刊
行

展
示
・
閲
覧
・
普
及
業
務
（
略
）



　
る
。

　
(
イ
)
職
員
は
文
書
館
に
必
要
な
専
門
的
職
員

　
(
文
化
資
料
係
の
職
員
を
中
心
と
し
て
こ
れ

　
を
増
強
す
る
）
及
び
一
般
事
務
職
員
と
す
る
。

　
(
ウ
)
組
織
機
構
と
し
て
は
、
管
理
部
門
と
資
料

　
部
門
の
二
部
門
を
置
く
。

　
図
書
館
の
よ
う
に
教
育
委
員
会
に
所
属
し
て

い
な
い
こ
と
が
特
色
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

行
政
資
料
の
蒐
集
に
有
効
な
措
置
と
い
え
よ

　
つ
づ
い
て
規
模
に
つ
い
て
は
、
二
千
平
方
メ

ー
ト
ル
が
必
要
だ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
と
り

あ
え
ず
既
存
の
施
設
（
旧
登
記
所
）
を
転
用
し

た
た
め
（
鉄
筋
の
書
庫
は
新
設
し
た
が
）
三
三

四
平
方
メ
ー
ト
ル
に
止
ま
っ
て
い
る
が
、
拡
幅

は
今
後
の
課
題
と
し
た
。
も
っ
と
も
場
所
は
、

市
役
所
か
ら
歩
い
て
五
分
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

行
政
文
書
に
つ
い
て
は
、
市
役
所
か
ら
遠
距
離

に
な
る
と
、
各
課
で
文
書
を
出
し
た
が
ら
な
く

お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
近
け
れ
ば
近
い
ほ
ど
よ

い
と
思
う
。

　
以
上
が
、
昭
和
四
十
九
年
七
月
に
誕
生
し
た

藤
沢
市
文
書
館
の
概
要
だ
が
、
以
下
は
執
筆
者

の
感
想
で
あ
る
。

　
前
々
か
ら
、
資
料
目
録
の
刊
行
速
度
か
ら
し

て
、
藤
沢
市
の
活
動
が
大
変
な
エ
ネ
ル
ギ
ー

発
揮
し
て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
た
が
、
文

書
館
に
な
っ
て
も
、
相
変
ら
ず
ハ
イ
ペ
ー
ス
の

状
態
が
変
っ
て
い
な
い
の
に
は
驚
か
さ
れ
た
。

し
か
し
、
職
員
数
の
規
模
か
ら
し
て
、
と
う
て

い
こ
の
ペ
ー
ス
が
つ
づ
く
も
の
と
は
思
え
な

い
。
中
規
模
都
市
の
文
書
館
と
し
て
は
、
人
員

の
拡
大
は
な
か
な
か
む
つ
か
し
い
も
の
と
思
わ

れ
る
の
で
、
仕
事
の
方
を
整
理
す
る
こ
と
が
望

ま
し
い
。
市
史
編
さ
ん
事
務
を
抱
え
こ
ん
で
い

る
こ
と
は
、
事
業
が
進
行
中
で
あ
っ
て
、
あ
と

そ
れ
は
ど
の
事
務
量
が
な
か
っ
た
と
い
う
事
情

が
あ
る
に
せ
よ
、
本
来
は
別
個
の
組
織
に
す
べ

き
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
文
書
館

の
最
大
の
任
務
は
文
書
の
収
集
・
整
理
・
保
存

に
あ
る
わ
け
で
、
し
か
も
、
こ
れ
は
ひ
と
り
の

職
員
が
年
間
ど
れ
だ
け
こ
な
せ
る
か
は
、
数
字

で
き
ち
ん
と
予
測
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
編
さ
ん
事
務
は
年
間
に
何
鴛
を
刊

行
す
る
と
い
う
大
わ
く
が
あ
る
だ
け
で
、
集
中

時
期
に
は
か
か
り
っ
き
り
に
な
ら
ざ
る
を
え
な

い
の
で
、
日
常
業
務
が
あ
と
ま
わ
し
に
さ
れ
る

お
そ
れ
が
あ
る
。

　
そ
れ
か
ら
前
か
ら
の
い
き
が
か
り
で
、
四
十

七
年
二
月
か
ら
市
民
に
公
開
し
て
い
る
市
民
資

料
室
を
文
書
館
で
所
管
し
て
い
る
が
、
場
所
も

別
個
の
と
こ
ろ
な
の
で
、
ど
う
し
て
も
人
手
を

取
ら
れ
る
。
本
来
こ
う
し
た
市
民
向
け
の
サ
ー

ビ
ス
機
関
は
、
し
か
る
べ
き
部
局
の
所
管
に
移

す
べ
き
で
、
か
か
え
こ
む
こ
と
は
文
書
館
と
し

て
の
犠
牲
が
大
き
す
ぎ
る
よ
う
に
思
う
。

室
の
近
く
に
倉
庫
が
あ
る
の
で
、
文
書
管
理
を

文
書
館
員
が
扱
っ
て
い
る
の
だ
と
思
う
が
、
そ

れ
は
そ
れ
と
し
て
（
事
務
量
は
そ
う
な
い
の

で
）
、
現
在
使
用
し
て
い
る
行
政
文
言
を
ど
う

文
書
館
へ
引
き
っ
ぐ
か
は
大
問
題
で
あ
る
。
私

見
で
は
、
行
政
上
必
要
で
捨
て
ら
れ
な
い
も
の

は
文
書
課
で
保
管
し
て
お
い
て
、
文
書
館
へ
移

す
べ
き
で
な
い
と
思
う
。
大
体
、
現
在
日
々
生

産
さ
れ
て
い
る
文
書
は
九
割
方
歴
史
的
史
料
と

し
て
は
無
価
値
な
の
だ
が
、
証
拠
物
件
と
し
て

は
三
〇
年
な
ら
三
〇
年
の
間
い
つ
必
要
に
な
る

か
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
文
書
課
と
文
書
館

の
役
割
分
担
を
よ
ほ
ど
明
確
に
し
て
お
か
な
い

と
文
書
館
は
全
部
を
と
り
こ
ま
ざ
る
を
え
な
く

な
る
。
こ
れ
は
藤
沢
だ
け
で
な
く
、
全
国
の
文

書
館
ど
こ
で
も
解
決
し
て
い
な
い
問
題
で
あ
る

が
、
慎
重
に
対
処
し
な
い
と
、
書
庫
の
ス
ペ
ー

ス
が
い
く
ら
あ
っ
て
も
足
ら
な
い
こ
と
に
な

る
。
個
人
文
庫
の
寄
託
に
つ
い
て
も
、
な
ぜ
図

書
館
で
な
か
っ
た
か
は
、
文
書
館
へ
の
信
頼
関

係
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
将
来
は
さ
さ

や
か
で
あ
っ
て
も
記
念
館
と
し
て
別
に
施
設
を

つ
く
っ
て
分
離
す
べ
き
性
質
の
も
の
と
思
う
。

埼
玉
県
立
文
書
館

　
文
書
課
と
の
役
割
分
担
の
面
で
も
問
題
が
あ

る
。
条
例
と
運
営
規
則
を
み
る
か
ぎ
り
で
は
、

こ
う
し
た
余
分
な
（
と
思
わ
れ
る
）
業
務
は
別

に
の
っ
て
い
る
わ
け
で
な
い
。
た
ま
た
ま
資
料

　
埼
玉
の
文
書
館
は
、
昭
和
四
十
四
年
四
月
に

発
足
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
全
国
で
三
番
目
の

早
さ
だ
。
文
書
館
の
位
置
は
、
浦
和
駅
か
ら
歩

い
て
七
、
八
分
の
と
こ
ろ
で
、
文
化
セ
ン
タ
ー

に
隣
接
し
、
県
立
図
書
館
の
左
側
に
た
て
ら
れ

た
。
当
初
は
図
書
館
に
所
属
し
て
い
た
が
、
五

十
年
四
月
に
独
立
組
織
に
な
っ
た
。

　
独
立
し
た
い
き
さ
つ
は
、
『
埼
玉
県
立
文
書

館
概
要
』
に
よ
れ
ば
。
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
「
し
か
し
な
が
ら
、
文
書
館
が
図
書
館
の
一

　
機
構
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
両

　
者
の
機
能
、
性
格
が
本
質
的
に
異
な
る
関
係

　
上
、
実
際
運
営
に
当
っ
て
種
々
の
問
題
を
生

　
じ
、
県
民
の
間
か
ら
両
館
が
そ
れ
ぞ
れ
の
機

　
能
を
充
分
発
揮
す
る
た
め
に
、
文
書
館
は
図

　
書
館
か
ら
分
離
独
立
す
る
よ
う
要
望
す
る
声

　
が
起
っ
て
来
た
。
こ
れ
ら
の
意
見
を
代
表
し

　
て
、
埼
玉
県
地
方
史
研
究
会
は
四
十
八
年
八

　
月
、
文
書
館
の
独
立
と
拡
充
に
つ
い
て
も
知

　
事
及
び
県
議
会
に
対
し
て
陳
情
請
願
を
行

　
い
、
十
月
四
日
県
議
会
で
採
択
さ
れ
た
。
し

　
か
し
、
経
済
情
勢
の
変
動
に
伴
う
県
財
政
の

　
硬
直
化
に
よ
り
、
四
十
八
年
度
中
に
は
独
立

　
を
実
現
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
関

　
係
者
の
熱
意
に
よ
り
五
十
年
三
月
十
日
、
県

　
議
会
で
県
立
文
書
館
条
例
の
可
決
を
み
、
同

　
月
十
二
日
公
布
さ
れ
た
」
。

　
文
書
館
条
例
の
第
二
条
に
よ
れ
ば
、
文
書
館

の
行
う
業
務
は
、

　
①
文
書
の
利
用
に
関
す
る
こ
と

　
②
文
書
の
収
集
、
整
理
及
び
保
存
に
関
す
る

　
③
文
書
の
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と

　
④
文
書
の
編
さ
ん
及
び
刊
行
に
関
す
る
こ
と
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三

う
。

こ
と



　
⑤
文
書
に
つ
い
て
の
専
門
的
な
知
識
の
け
い

　
　
も
う
普
及
に
関
す
る
こ
と

　
⑥
そ
の
他
文
書
館
の
設
置
の
目
的
を
達
成
す

　
　
る
た
め
に
必
要
な
事
業
に
関
す
る
こ
と

と
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ま
で
に
積
み

上
げ
ら
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
成
果
に
つ
い
て
ふ
れ

て
お
こ
う
。

　
私
が
、
横
浜
市
史
の
仕
事
で
、
生
糸
関
係
の

史
料
を
し
ら
べ
る
た
め
に
、
埼
玉
県
庁
を
訪
れ

た
の
は
、
昭
和
三
十
一
年
の
頃
だ
か
ら
、
も
う

二
十
年
も
前
の
は
な
し
に
な
る
。
当
時
は
、
明

治
以
後
の
行
政
文
書
は
、
県
庁
地
下
の
書
庫
に

保
存
さ
れ
て
お
り
、
三
名
ほ
ど
の
文
書
課
職
員

が
整
理
に
あ
た
っ
て
い
た
。
モ
の
頃
の
感
覚
で

は
、
ま
っ
た
く
の
縁
の
下
の
力
も
ち
と
い
っ
た

仕
事
で
、
よ
ほ
ど
の
使
命
感
が
な
い
と
や
り
と

お
せ
な
い
も
の
と
思
っ
た
が
、
職
員
の
み
な
さ

ん
、
と
く
に
係
長
の
方
が
黙
々
と
た
え
ず
流
入

し
て
く
る
文
書
の
整
理
に
当
っ
て
い
た
の
に
は

感
服
の
ほ
か
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
な
が
い
間

の
地
味
な
積
み
か
さ
ね
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、

文
書
館
に
よ
る
保
存
、
公
開
と
い
う
こ
と
が
口

の
目
を
み
る
の
だ
と
思
う
。

　
そ
の
こ
ろ
、
板
目
表
紙
の
仮
装
帳
で
保
存
さ

れ
て
い
た
行
政
文
書
は
、
そ
の
後
文
書
館
が
で

き
て
、
ま
も
な
く
の
頃
訪
れ
た
と
き
に
は
、
す

べ
て
ク
ロ
ー
ス
装
慎
の
本
製
本
に
か
わ
っ
て
い

た
。
館
員
の
森
田
雄
一
氏
に
た
ず
ね
る
と
、
た

ま
た
ま
栗
原
知
事
を
書
庫
に
案
内
し
た
際
、
行

政
文
書
の
保
存
状
態
を
目
に
と
め
て
、
き
ち
ん

と
製
本
を
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
と
の
指
示
が

あ
っ
た
そ
う
だ
。
そ
の
結
果
、
四
十
五
年
度
に

一
千
万
円
の
予
算
が
つ
い
て
、
一
万
二
千
冊
の

製
本
を
完
了
し
、
全
国
的
に
も
例
を
み
な
い
行

政
文
書
の
完
全
保
存
が
可
能
に
な
っ
た
と
の
こ

と
だ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
独
立
し
て
か
ら
の
文
書
館
の
組

織
は
、
館
長
・
副
館
長
の
下
に
、
庶
務
課
・
古

文
書
課
・
行
政
文
書
課
の
三
課
が
あ
る
。
古
文

書
の
収
集
方
法
は
寄
託
・
寄
贈
・
購
入
の
三
つ

の
方
法
が
あ
る
が
、
同
館
で
収
蔵
し
て
い
る
古

文
書
は
五
十
一
年
度
現
在
で
一
九
五
、
二
四
二

点
に
達
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
五
十
一
年
の
一

年
間
で
は
二
、
九
〇
三
点
の
増
を
み
て
い
る
か

ら
現
在
で
は
二
〇
万
点
を
上
ま
お
っ
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
う
ち
八
割
は
寄
託
文
書

で
あ
る
。

　
収
集
さ
れ
た
古
文
書
は
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
箱
に

い
れ
、
家
名
と
旧
村
名
を
記
入
し
た
ラ
ベ
ル
を

は
っ
て
、
書
庫
に
配
架
し
て
あ
る
。
つ
い
で
文

書
一
点
ご
と
の
目
録
カ
ー
ド
を
作
製
し
、
村
番

号
、
家
名
、
文
書
番
号
の
順
に
記
入
し
た
三
段

ラ
べ
ル
を
貼
付
す
る
。
収
蔵
し
た
古
文
書
の
う

ち
、
一
万
点
以
上
の
も
の
に
は
、
会
田
家
文

書
、
野
中
家
文
書
、
埼
玉
銀
行
史
編
纂
資
料
、

五
千
点
以
上
の
も
の
に
、
西
角
井
家
文
書
、
森

田
家
文
書
、
根
岸
家
文
書
な
ど
が
あ
る
。

　
現
物
の
古
文
書
の
ほ
か
に
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

ル
ム
も
九
〇
〇
リ
ー
ル
を
架
蔵
し
て
い
る
が
、

そ
の
な
か
に
は
、
東
大
法
制
史
資
料
室
や
慶
応

大
学
旧
野
村
兼
太
郎
研
究
室
所
収
古
文
書
の
う

ち
埼
玉
県
関
係
文
書
が
九
九
リ
ー
ル
、
群
馬
県

庁
所
蔵
の
秩
父
事
件
関
係
書
類
九
リ
ー
ル
（
『
秩

父
事
件
史
料
』
第
四
巻
で
活
字
化
）
な
ど
が
あ

り
、
ご
く
最
近
で
は
、
前
橋
市
立
図
書
館
所
蔵

の
松
平
藩
記
録
の
う
ち
川
越
の
分
を
マ
イ
ク
ロ

化
し
た
と
の
こ
と
だ
。

　
こ
の
よ
う
に
、
埼
玉
県
立
文
書
館
で
は
、
マ

イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
併
用
す
る
こ
と
で
、
埼
玉

県
関
係
史
料
の
メ
ッ
カ
と
し
て
の
位
置
づ
け
を

も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
目
録
、
史
料
集

の
刊
行
も
活
発
に
す
す
め
て
お
り
、
五
十
二
年

現
在
で
「
近
世
史
料
所
在
調
査
報
告
」
と
銘
う

っ
た
一
三
点
の
文
書
目
録
と
『
埼
玉
の
中
世
文

書
』
、
『
中
山
道
熊
谷
駅
古
今
趣
旨
書
留
』
な

ど
八
冊
の
史
料
集
、
『
埼
玉
県
地
方
金
融
史
目

録
』
な
ど
が
世
に
送
ら
れ
て
い
る
。

　
収
蔵
の
い
ま
ひ
と
つ
の
柱
で
あ
る
行
政
文
書

の
方
は
、
明
治
の
は
じ
め
か
ら
現
在
ま
で
の
県

庁
文
書
を
収
蔵
し
て
い
る
が
、
冊
数
は
二
二
、

四
三
三
簿
冊
、
点
数
に
し
て
九
〇
万
点
に
及
ん

で
い
る
。
収
蔵
の
シ
ス
テ
ム
は
、
第
一
種
永
久

保
存
文
言
は
、
ま
ず
十
年
間
は
文
書
課
で
保
管

し
、
十
年
を
経
過
し
た
も
の
は
自
動
的
に
文
書

館
へ
う
つ
る
。
第
二
種
以
下
の
十
年
、
五
年
、

三
年
保
存
文
書
は
、
廃
棄
の
時
期
に
文
書
課
か

ら
文
書
館
へ
目
録
が
交
付
さ
れ
、
文
書
館
で
は

そ
れ
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
、
将
来
に
わ
た
っ
て
歴

史
的
に
価
値
あ
る
資
料
と
み
と
め
た
も
の
を
引

き
と
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
行
政
文
書
は
学
術
研
究
に
役
立
つ

も
の
に
だ
け
し
ぼ
る
わ
け
に
い
か
ず
、
行
政
上

必
要
と
思
わ
れ
る
も
の
も
の
こ
し
て
い
る
。
一

例
を
あ
げ
れ
ば
、
図
面
と
か
台
帳
な
ど
保
管
場

所
を
大
分
く
う
の
だ
が
、
廃
棄
し
な
い
で
全
部

引
き
と
っ
て
い
る
と
の
こ
と
だ
。

　
ま
た
、
行
政
文
書
は
公
開
を
原
則
と
し
て
い

る
。
非
公
開
な
の
は
、
二
十
年
を
経
過
し
な
い

一
般
文
書
、
五
十
年
を
経
過
し
な
い
人
事
文

書
、
人
権
侵
害
の
お
そ
れ
の
あ
る
文
書
で
あ

る
。
総
合
簿
冊
の
な
か
に
非
公
開
文
書
が
入
っ

て
い
る
場
合
、
そ
の
部
分
だ
け
と
り
だ
し
て
製

本
し
直
す
な
ど
、
き
め
の
こ
ま
か
い
配
慮
を
し

て
い
る
。

　
行
政
文
書
目
録
は
、
昭
和
四
十
四
年
度
以
降

一
年
に
一
冊
ず
つ
刊
行
さ
れ
、
総
目
録
の
第
一

集
と
文
書
件
名
ぼ
録
の
産
業
編
、
県
治
編
（
一

―
三
）
、
社
寺
編
、
学
務
編
一
が
発
行
ず
み
で

あ
る
。
ま
た
五
十
一
年
度
に
は
、
近
代
史
料
集

の
第
一
集
と
し
て
『
埼
玉
県
史
提
要
・
県
治
提

要
・
内
訪
納
議
』
が
出
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
目

録
類
は
県
内
の
行
政
機
関
、
学
校
、
図
書
館
の

ほ
か
、
全
国
の
主
要
大
学
、
図
書
館
に
送
ら
れ

て
い
る
の
で
、
利
用
者
は
直
接
足
を
運
ば
な
く

て
も
、
書
面
に
よ
る
調
査
依
頼
が
可
能
で
あ

る
。
ち
な
み
に
複
写
サ
ー
ビ
ス
は
五
十
一
年
一

年
間
で
九
四
、
五
〇
〇
枚
に
達
し
、
前
年
の
一

・
四
七
倍
と
い
う
伸
び
率
を
示
し
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
調
査
・
研
究
で
あ
る
が
、
現
在
文
書

館
に
は
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協
議
会
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と
埼
玉
県
市
町
村
史
編
さ
ん
連
絡
協
議
会
の
二

つ
の
事
務
局
が
お
か
れ
て
い
る
。
前
者
は
五
十

一
年
一
月
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
で
、
「
行

政
文
書
の
収
集
と
保
存
に
つ
い
て
」
を
テ
ー
マ

と
し
た
研
究
会
を
開
催
し
、
後
者
は
総
会
の
ほ

か
、
講
演
会
・
実
務
研
修
会
な
ど
を
主
催
し
て

い
る
。
ち
な
み
に
、
あ
た
ら
し
い
『
埼
玉
県
史
』

の
編
さ
ん
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
が
、
編
さ
ん

事
務
自
体
は
県
庁
内
の
別
の
組
織
が
担
当
し
て

お
り
、
文
書
館
で
は
館
長
以
下
館
員
が
専
門
委

員
と
い
う
か
た
ち
で
参
加
し
て
い
る
と
の
こ
と

だ
。

　
さ
ら
に
文
書
館
は
、
四
十
八
年
か
ら
四
ヵ
年

間
。
県
下
古
文
書
の
緊
急
調
査
を
実
施
し
た
が
、

つ
い
で
五
十
一
年
に
は
県
総
務
部
地
方
課
と
と

も
に
県
内
の
市
町
村
行
政
文
書
の
保
存
状
況
調

査
を
行
っ
た
。
調
査
の
対
象
と
し
た
行
政
文
書

の
範
囲
は
、
明
治
五
年
（
戸
長
役
場
の
は
じ
め
）

か
ら
昭
和
二
十
二
年
（
地
方
自
治
法
施
行
）
ま

で
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ

た
文
書
数
は
、
明
治
期
一
で
二
二
八
冊
、
大

正
期
四
、
六
六
三
冊
、
昭
和
期
一
五
、
〇
八
五
冊

未
区
分
三
、
六
七
九
冊
、
合
計
三
四
、
六
五
三
冊

と
い
う
膨
大
な
数
に
な
っ
て
い
る
。
現
時
点
で

市
史
編
さ
ん
を
す
す
め
て
い
る
浦
和
市
で
は
、

す
で
に
五
十
一
年
三
月
に
自
己
所
蔵
文
書
の
ほ

か
、
県
立
文
書
館
、
国
会
図
書
幽
所
蔵
埼
玉
新

報
、
そ
れ
に
個
人
の
文
書
を
資
料
と
し
て
、
明

治
期
の
編
年
綱
目
を
ま
と
め
た
『
明
治
史
料
総

目
録
』
を
刊
行
し
て
い
る
が
、
こ
の
県
内
市
町

村
の
状
況
調
査
が
点
数
だ
け
に
終
ら
ず
、
内
容

に
ま
で
立
ち
入
っ
た
も
の
に
な
る
と
、
今
後
の

県
史
編
さ
ん
に
不
可
欠
の
基
礎
資
料
に
な
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
文
書
館
の
啓
蒙
・
普
及
活
動
だ
が
、

文
書
館
は
一
階
の
人
口
を
は
い
る
と
す
ぐ
ロ
ビ

ー
に
な
っ
て
い
て
（
そ
う
広
く
は
な
い
が
）
、

そ
こ
で
三
ヵ
月
位
の
間
隔
で
常
設
展
を
し
て
い

る
（
五
十
一
年
度
は
、
明
治
期
教
科
書
展
、
見

沼
代
用
水
文
書
展
、
修
験
文
書
展
、
藤
井
家
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
展
）
が
、
こ
こ
で
は
場
所
が
狭
い

の
で
、
場
所
を
他
に
求
め
て
、
年
一
回
程
度
の

特
別
展
を
開
催
し
て
い
る
（
埼
玉
の
古
文
書
展
、

埼
玉
の
社
寺
絵
図
展
そ
の
他
）
。

　
類
似
施
設
と
の
機
能
比
較
で
は
、
図
書
館
は

図
書
の
閲
覧
に
供
す
る
と
こ
ろ
、
博
物
館
は
展

示
を
中
心
と
す
る
と
こ
ろ
な
の
に
対
し
、
文
書

館
は
双
方
を
ミ
ッ
ク
ス
し
た
も
の
と
考
え
て
い

る
。
埼
玉
県
の
文
化
施
設
と
し
て
は
、
大
宮
に

人
文
系
の
博
物
館
（
職
員
四
十
余
名
）
の
ほ
か
、

自
然
系
の
博
物
館
も
近
く
で
き
る
し
、
こ
の
こ
は

か
に
も
考
古
学
・
民
俗
学
の
博
物
館
、
畠
山
重

忠
館
趾
の
歴
史
資
料
館
、
民
俗
芸
能
と
伝
統
産

業
を
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
し
た
民
俗
文
化
財
セ
ン

タ
ー
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
中
心
の
美
術
館
な
ど
が
県

内
の
各
地
に
設
立
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
文
化

施
設
の
な
か
で
、
文
書
館
は
直
接
一
般
大
衆
を

対
象
と
す
る
も
の
で
な
い
が
、
一
日
平
均
の
閲

覧
者
数
が
一
五
名
前
後
（
他
館
に
比
較
す
れ
ば

多
い
方
で
あ
る
が
）
で
は
、
な
に
か
と
問
題
に

さ
れ
か
ね
な
い
の
で
、
前
記
の
展
示
会
の
ほ

か
、
講
習
会
・
講
演
会
な
ど
を
定
期
的
に
ひ
ら

い
て
、
文
書
館
を
県
民
が
有
効
に
利
用
で
き
る

よ
う
積
極
的
な
働
き
か
け
を
し
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
文
書
館
が
な
か
っ
た
ら
、
埼
玉
県
史
の
編

さ
ん
は
第
一
歩
の
史
料
調
査
か
ら
は
じ
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
し
、
県
下
市
町
村
史
の
編
さ
ん

に
し
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
今
後
、
県
下
の

業
界
史
や
学
校
史
な
ど
を
記
念
事
業
と
し
て
計

画
す
る
さ
い
、
文
書
館
の
所
蔵
史
料
は
絶
大
な

役
割
を
は
た
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
さ
い
ご
に
、
私
見
と
し
て
、
問
題
点
を
二
、

三
あ
げ
て
お
き
た
い
。

　
第
一
は
、
規
模
の
問
題
で
あ
る
。
延
面
積
一
、

三
二
二
㎡
、
う
ち
書
庫
部
分
八
〇
〇
㎡
の
建
物

は
、
で
き
た
時
分
で
は
ず
い
分
大
き
く
感
じ
ら

れ
た
も
の
だ
が
、
い
ま
と
な
る
と
文
書
収
蔵
の

宿
命
（
ふ
え
る
一
方
で
へ
る
こ
と
は
な
い
）
で
、

す
で
に
収
蔵
能
力
を
こ
え
て
い
る
。
そ
れ
か
ら

啓
蒙
・
普
及
活
動
の
た
め
の
展
示
場
・
集
会
室

・
ホ
ー
ル
が
な
い
の
で
、
ど
う
し
て
も
保
存
管

理
機
関
と
い
う
色
彩
が
つ
よ
く
な
る
。
こ
れ
で

は
発
展
が
の
ぞ
め
な
い
の
で
、
文
書
館
で
は
、

以
上
の
二
点
を
解
消
で
き
る
四
干
㎡
の
広
さ
の

新
館
設
立
を
計
画
済
み
で
あ
る
が
、
今
年
度
は

土
地
の
手
当
が
っ
か
な
い
（
行
政
文
書
の
関
係

で
県
庁
か
ら
あ
ま
り
は
な
れ
ら
れ
な
い
場
所
と

い
う
限
定
が
あ
る
た
め
）
た
め
見
送
ら
れ
た
と

の
こ
と
で
あ
る
が
、
今
後
に
期
待
し
た
い
。

　
第
二
は
、
人
の
問
題
で
あ
る
。
埼
玉
県
の
文

化
施
設
は
さ
い
き
ん
ず
い
分
ふ
え
た
が
、
い
ず

れ
も
研
究
機
関
と
し
て
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

な
い
。
し
た
が
っ
て
職
員
に
は
研
究
職
給
与
表

の
適
用
は
な
い
。
研
究
機
関
だ
と
個
人
研
究
が

中
心
に
な
る
の
で
、
業
務
と
の
か
ね
あ
い
が
む

つ
か
し
い
の
で
ふ
み
き
れ
な
い
の
だ
そ
う
だ

が
、
専
門
職
員
を
育
て
て
い
く
た
め
に
は
、
こ

の
ま
ま
で
は
す
ま
な
い
で
あ
ろ
う
。
後
継
者
の

問
題
も
あ
る
。
ほ
ぼ
十
歳
お
き
位
に
、
つ
ぎ
の

世
代
を
配
置
し
て
お
く
こ
と
が
の
ぞ
ま
し
い

が
、
管
理
職
を
ふ
く
め
て
総
員
十
名
で
は
、
な

か
な
か
大
変
だ
と
思
う
。
県
下
の
教
師
（
歴
史

専
攻
者
）
と
の
交
流
を
は
か
る
な
ど
、
ユ
ニ
ー

ク
な
手
を
う
っ
て
い
る
同
館
だ
け
に
、
と
っ
く

に
考
え
て
お
ら
れ
る
こ
と
と
思
う
が
、
ひ
と
こ

と
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

　
第
三
は
刊
本
資
料
の
こ
と
で
あ
る
。
は
じ
め

図
書
館
付
属
と
い
う
こ
と
で
、
郷
土
資
料
室
と

競
合
を
さ
け
る
た
め
か
、
文
書
目
録
や
市
町
村

史
の
ほ
か
は
印
刷
さ
れ
た
資
料
は
ほ
と
ん
ど
所

有
し
て
い
な
い
が
、
独
立
し
た
こ
と
で
あ
る

し
、
将
来
を
考
え
る
と
、
歴
史
的
な
資
料
と
し

て
使
え
る
も
の
は
収
蔵
し
て
い
く
べ
き
で
な
い

だ
ろ
う
か
。
県
央
の
史
料
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の

い
っ
そ
う
活
発
な
活
動
を
期
待
し
た
い
と
思
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う
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