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参
考
図
書
・
雑
誌
の
開
架
は
、
こ
こ
数
カ
月
の
間
に
も
、
著
し
く
改
善
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
、
私
の
居
る
金
沢
に
あ
れ
ば
、
数
倍
の
利
用
者
が
あ
ろ
う
と

思
う
が
、
東
京
は
い
い
も
の
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
か
ら
、
こ
の
程
度
で
は
驚
き
も
せ
ず
、

喜
び
も
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
う
い
う
も
の
は
、
利
用
者
の
数
を
問
題

に
す
る
よ
り
も
、
国
文
学
研
究
施
設
の
模
範
と
い
う
か
、
モ
デ
ル
と
い
う
か
、
そ
う

い
う
も
の
を
示
す
と
い
う
こ
と
に
意
味
が
あ
ろ
う
。
限
定
さ
れ
た
ス
ペ
ー
ス
従
っ
て

限
定
さ
れ
た
冊
数
の
中
で
、
何
を
ど
う
整
備
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

任
期
一
年
の
客
員
教
授
と
し
て
、
四
月
以
降
の
わ
ず
か
な
経
験
か
ら
、
一
・
二
の

印
象
を
卒
直
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
日
ご
ろ
学
生
を
相
手
に
す
る
一
．
｝
と
に
慣
れ
切
っ

て
い
る
の
で
、
学
生
が
い
な
い
静
か
さ
は
有
難
い
が
、
押
し
寄
せ
て
来
る
も
の
が
な

い
の
で
物
足
り
な
い
感
じ
も
す
る
。
し
か
し
本
館
に
は
、
利
用
者
と
い
う
も
の
が
あ

る
。
学
生
に
代
る
も
の
は
利
用
者
と
、
そ
う
単
純
に
割
り
切
り
、
私
自
身
も
そ
の
立

場
に
成
り
切
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
点
で
何
が
好
都
合
で
、
何
が
不
都
合
で
あ
る
か
、

そ
う
い
う
「
ユ
ー
ザ
ー
の
声
」
を
挙
げ
て
み
る
。

芸
能
関
係
資
料
の
調
査
収
集
に
つ
い
て

１
１
‐
利
用
者
の
立
場
で
１
１

こ
れ
は
大
謂
な
こ
と
だ
と
思
う
。

し
か
し
私
個
人
に
と
っ
て
嘘
し
い
の
は
、
マ
イ
ク
ロ
資
料
、
特
に
紙
焼
本
の
開
架

で
あ
る
。
こ
れ
は
本
館
の
目
玉
商
品
だ
と
思
っ
て
い
る
。
特
に
嬉
し
か
っ
た
の
は

「
弓
継
」
の
発
見
で
あ
る
。
個
人
的
な
関
心
に
片
寄
り
す
ぎ
る
が
、
以
下
こ
の
本
の

あ
ら
ま
し
に
つ
い
て
、
参
考
ま
で
に
記
し
て
お
こ
う
。

ほ
Ａ
ふ
Ｌ

浄
瑠
璃
の
「
弓
継
」
は
、
五
部
の
本
節
の
一
つ
で
あ
る
《
鴎
鵡
か
杣
」
序
）
。
古

典
的
浄
瑠
璃
の
中
で
も
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ヶ
ス
な
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
浄

瑠
璃
の
毒
」
く
初
期
の
も
の
で
、
滝
野
勾
当
の
節
付
け
と
も
い
う
二
．
色
道
大
鏡
」
巻

八
）
。
現
在
残
っ
て
い
る
本
は
、

Ａ
勝
侠
守
藤
原
吉
次
（
左
内
）
正
本
「
ゆ
み
つ
き
」
正
保
五
年
正
月
京
板

天
理
図
書
館
蔵
「
古
浄
瑠
璃
正
本
集
」
第
一
所
収

Ｂ
奈
良
絵
本
「
ゆ
み
つ
き
」
（
下
巻
の
み
）
天
理
図
書
館
蔵

Ｃ
奈
良
絵
本
「
ゆ
み
つ
き
」
（
上
下
二
冊
〉
髪
応
義
塾
図
書
館
蔵
「
古
浄
瑠

璃
正
本
集
」
第
一
所
収

Ｄ
奈
良
絵
本
雨
み
つ
き
」
（
上
下
二
冊
）
龍
門
文
庫
蔵
笹
野
堅
「
室
町
時
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代
短
篇
集
」
所
収

Ｅ
奈
良
絵
本
「
ゆ
み
つ
き
‐
三
三
冊
）
東
大
国
文
学
研
究
室
蔵

が
あ
る
ｃ
Ａ
は
や
や
新
し
く
、
五
部
の
本
節
時
代
の
．
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
Ｂ
は
Ａ

に
よ
く
似
て
い
て
、
若
狭
守
（
左
内
）
の
も
の
か
、
そ
れ
に
近
ハ
、
。
』
Ｃ
・
Ｄ
は
古
態

を
存
し
て
い
て
、
五
部
の
本
節
の
一
つ
の
よ
う
に
思
え
る
ｃ
し
か
し
、
詞
章
は
中
世

の
語
り
物
に
非
常
に
似
て
い
る
の
で
、
果
し
て
浄
瑠
璃
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
こ
れ

だ
け
で
は
む
ず
か
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
だ
中
世
の
語
り
物
と
近
世
の
そ
れ
と
の

接
点
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。

最
後
の
Ｅ
が
初
め
に
述
べ
た
、
本
館
の
「
弓
継
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
Ｄ
と
合
せ

な
が
ら
読
ん
で
み
る
と
、
Ｄ
と
と
も
に
最
も
古
態
を
存
し
た
語
り
物
で
あ
り
、
し
か

も
Ｄ
よ
り
も
詞
章
が
よ
く
整
一
ゞ
て
い
る
《
．
つ
ま
り
語
り
物
を
正
確
に
筆
写
し
て
い
る

と
い
っ
て
い
い
。
そ
の
点
で
現
存
最
良
の
本
で
あ
る
。
「
図
書
総
目
録
」
に
も
戯
（
．
て

い
な
い
の
で
、
そ
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
本
館
の
お
か
げ
で
、
有
難
・

く
思
っ
て
い
る
。

こ
の
本
は
黒
川
真
道
旧
蔵
本
で
あ
る
が
、
市
古
館
長
に
よ
る
と
、
東
大
に
入
る
時

す
で
に
絵
は
切
り
取
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
従
っ
て
奈
良
絵
本
と
し
て
は
仙
打
の
低

い
も
の
で
あ
る
が
、
紙
焼
本
で
は
そ
の
部
分
が
空
白
（
白
紙
）
に
な
っ
て
い
て
、
事

情
を
知
ら
な
い
と
、
ど
う
し
て
そ
う
な
「
・
た
の
か
不
審
に
思
う
し
、
不
安
で
も
あ
る
ｃ

し
か
も
読
ん
で
い
く
う
ち
に
、
文
章
の
続
か
な
い
と
こ
ろ
が
出
て
く
る
《
．
大
阪
市
大

の
阪
口
弘
之
氏
に
お
願
い
し
て
、
原
本
に
つ
い
て
調
べ
て
も
ら
っ
た
が
、
原
本
に
は

落
丁
等
の
欠
陥
は
な
く
、
こ
ち
ら
の
撮
り
落
と
し
で
あ
る
こ
と
が
分
『
た
。

ほ
か
に
も
読
ん
で
い
て
、
有
難
く
思
っ
た
本
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
も
う
一
つ
例

を
挙
げ
る
と
、
仮
題
「
照
日
の
前
」
と
い
う
珍
品
が
あ
る
。
主
人
公
の
名
を
題
名
に

し
た
の
で
あ
る
が
、
本
文
に
則
し
て
い
え
ば
「
て
る
日
の
姫
仙
一
で
あ
る
。
こ
れ
も
原

本
は
東
大
国
文
学
研
究
室
に
あ
り
、
奈
良
絵
本
二
冊
で
あ
る
。
第
一
冊
か
ら
読
ん
で

い
‐
、
と
、
前
の
部
分
の
欠
け
て
い
る
こ
と
が
直
ぐ
分
る
。
第
二
冊
を
読
む
と
、
第
一

冊
に
続
か
な
い
こ
と
が
分
る
。
読
み
終
る
と
第
一
と
第
二
が
逆
に
な
っ
て
い
る
こ
と

が
分
る
ｃ
し
か
も
そ
の
前
に
も
う
一
冊
分
あ
る
は
ず
で
、
三
冊
の
う
ち
の
二
冊
と
い

う
端
永
で
あ
る
こ
と
も
分
る
、
．

こ
れ
は
中
世
の
語
り
物
で
、
内
容
的
に
は
「
明
石
の
毫
郎
量
天
理
図
書
館
蔵
）
に

比
較
的
似
て
い
る
。
慶
応
の
松
本
隆
僧
氏
に
聞
い
て
も
、
ほ
か
に
な
い
貴
重
な
も
の

で
あ
る
。
「
明
蘭
，
一
は
後
に
浄
瑠
璃
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
同
様
で
は
な

か
ろ
う
か
と
思
っ
て
、
そ
れ
ら
し
い
も
の
を
捜
し
て
い
る
が
、
ま
だ
見
付
か
ら
な
い
。
『

丹
波
少
禄
の
「
日
本
大
版
」
（
従
『
て
播
磨
少
塚
の
「
日
本
Ｆ
代
記
」
の
照
日
の
前
、

卯
殿
隊
の
．
託
託
宣
‐
一
の
照
日
の
前
は
、
い
ず
れ
も
別
人
で
あ
ろ
う
。
新
刊
の

「
義
太
夫
年
表
」
に
よ
る
と
、
享
保
二
年
八
月
、
一
十
・
八
日
豊
竹
座
上
演
の
「
照
月
前

部
姿
」
が
あ
る
。
そ
の
説
明
に
「
だ
理
図
蔵
『
鎌
倉
三
代
紀
壱
の
絵
尽
の
異
本
に
混

入
し
て
い
る
二
丁
か
は
、
本
作
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
な
お
問
題
が
蓑
る
」
と
あ

る
。
こ
の
だ
理
の
本
は
兇
て
い
な
い
が
、
果
し
て
ど
う
だ
ろ
う
か
ｃ

本
館
の
「
照
佃
の
削
」
は
多
妨
女
性
の
諮
り
物
で
あ
ろ
う
《
、
て
る
日
の
姫
と
右
兵

爾
の
性
と
し
す
ゑ
の
悲
恋
物
謡
で
あ
る
が
、
終
り
は
め
で
た
く
葱
っ
て
い
る
ｅ
・
芦
の

主
人
公
を
浄
瑠
璃
姫
と
御
暫
子
に
脳
き
替
え
れ
ば
、
三
河
に
対
し
て
播
磨
の
「
十
二

段
草
子
」
と
も
い
え
そ
う
な
作
品
で
あ
る
。
そ
う
い
う
濃
艶
な
語
り
の
部
分
が
た
っ

ぷ
り
あ
る
。
「
か
る
か
や
‐
一
の
「
高
野
の
巻
」
に
相
当
す
る
部
分
も
あ
る
。
こ
れ
も
珍
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ロ

し
い
・
特
に
加
古
川
か
ら
、
天
王
寺
・
奈
良
を
経
て
、
伏
見
の
里
に
至
る
道
行
は
、

相
当
長
い
も
の
で
あ
る
が
、
い
か
に
も
中
世
的
で
あ
る
。

本
館
の
紙
焼
本
は
、
第
一
と
第
一
読
逆
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
写
真
で
見

る
と
東
大
の
方
の
登
録
番
号
が
写
っ
て
い
て
、
、
、
、
ス
は
こ
ち
ら
の
側
に
あ
る
こ
と
も

分
っ
た
。
さ
ら
に
阪
口
氏
の
調
査
に
よ
る
と
、
原
本
に
は
峡
が
付
い
て
い
て
、
そ
の

題
篭
に
は
一
照
日
の
前
額
敵
繊
鰐
中
下
一
雨
」
と
墨
書
し
て
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
を

な
ぜ
写
し
て
お
か
な
か
っ
た
の
・
か
。
た
っ
た
写
真
一
枚
の
こ
と
で
あ
る
の
に
、
と
思

注

う
の
で
あ
る
。

た
ま
た
ま
気
を
付
け
て
見
た
も
の
に
、
以
上
の
よ
う
な
ミ
ス
が
あ
っ
た
が
、
ほ
か

に
も
相
当
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
撮
影
の
際
の
ブ
レ
の
た
め
に
全
く
読
め
な
い
も
の
、

裏
側
が
う
つ
っ
て
読
み
に
く
い
も
の
（
裏
側
が
見
え
る
の
は
、
本
の
自
然
を
示
し
て

よ
い
の
だ
が
、
そ
れ
も
限
度
が
あ
る
）
、
付
菱
が
あ
る
た
め
に
、
そ
の
部
分
の
本
文
が

読
め
な
い
も
の
等
、
挙
げ
れ
ば
い
く
ら
，
も
あ
る
こ
ポ
ジ
フ
ィ
ル
ム
は
見
て
い
な
い
が
、

恐
ら
く
似
た
よ
う
な
欠
陥
が
あ
ろ
う
ｓ

こ
れ
は
草
創
の
時
の
不
慣
れ
な
仕
事
で
あ
り
、
短
時
間
に
大
蹴
の
撮
影
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
特
別
の
事
情
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
欠
陥
品
で
あ
っ
て
も
、
食
料

品
の
よ
う
に
、
今
直
ぐ
に
重
大
な
結
果
を
招
ノ
、
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
無
い
よ
り
有
っ
た
方
が
は
る
か
に
い
い
の
で
あ
る
か
ら
、
急
に
ど
う
こ
う
す
る

必
要
も
な
い
。
た
だ
こ
の
事
実
を
、
〈
ま
え
て
、
考
え
て
お
く
こ
と
が
あ
り
そ
う
で
ぁ

ヲ
（
や
ｃ

第
一
に
、
右
に
挙
げ
た
「
弓
継
」
や
「
照
日
の
前
」
は
、
東
大
研
究
室
の
水
で
あ

る
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
撮
り
直
し
や
撮
り
足
し
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

中
に
は
、
そ
れ
が
で
き
な
い
も
の
も
あ
り
は
し
な
い
か
＠
時
間
が
た
て
ば
た
つ
ほ
ど
、

そ
う
い
う
も
の
が
増
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
一
回
の
チ
ャ
、
一
ス
を
大
切
に
し
、

仕
事
は
慎
或
に
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
蔵
書
家
は
、
本
を
見
せ
る
と
い
う
こ
と

は
ご
馳
走
で
あ
る
か
ら
、
む
や
み
に
見
せ
た
の
で
は
《
」
馳
走
に
な
ら
な
い
と
言
う
。

私
は
数
回
足
を
運
ん
だ
が
、
一
度
だ
け
絵
巻
物
一
つ
を
借
り
た
に
す
ぎ
な
い
〕
そ
れ

も
他
地
な
の
人
の
依
頓
が
あ
っ
た
か
ら
で
、
異
邦
人
で
な
い
私
は
、
評
」
馳
走
の
要
は

な
い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
考
え
方
の
人
も
あ
っ
て
、
蔵
書
の
撮
影
ま

で
事
を
運
ぶ
に
は
、
相
当
困
難
な
場
合
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
物
分
り
の
い
い
、
所
蔵

者
ば
か
ｈ
で
は
な
い
。
特
に
図
書
館
・
文
庫
と
い
っ
た
大
口
は
次
第
に
望
み
薄
に
な

る
だ
ろ
う
へ
》
だ
か
ら
ハ
、
よ
い
よ
ワ
ン
チ
ャ
・
一
ス
を
大
事
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

右
に
挙
げ
た
い
ろ
ん
噂
．
、
ス
も
、
写
真
屋
の
せ
い
か
、
調
査
員
の
よ
う
な
立
場
の
人

が
不
十
分
な
の
か
、
そ
れ
と
も
本
館
に
問
題
が
あ
る
の
か
、
考
え
ね
ば
な
ら
ね
こ
と

で
あ
る
。
．
》

第
一
に
、
紙
焼
本
（
フ
ィ
ル
ム
も
同
じ
で
あ
る
が
）
を
読
ん
で
い
て
、
不
審
に
ぶ

つ
か
っ
た
場
合
（
例
え
ば
零
本
の
た
め
、
あ
る
い
は
落
丁
の
た
め
、
本
文
が
続
か
な

い
と
い
っ
た
場
合
）
、
そ
れ
を
説
明
す
る
も
の
が
な
い
の
は
不
自
由
で
あ
る
。
ま
た
不

親
切
で
あ
る
。
結
局
も
う
一
度
原
本
に
当
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
で

き
な
い
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。
国
語
、
国
文
の
研
究
は
、
正
確
な
翻
刻
で
大
抵
間

に
会
う
。
影
印
で
ほ
と
ん
ど
間
に
合
う
。
原
本
を
必
要
と
す
る
の
は
特
殊
な
場
合
に

限
ら
れ
る
ｃ
原
本
は
、
そ
れ
も
稀
般
本
の
場
合
は
、
本
の
保
存
の
た
め
に
も
、
そ
れ

に
手
を
つ
け
な
い
方
が
よ
い
。
そ
の
た
め
に
も
マ
ィ
ヶ
ロ
資
料
に
は
、
解
題
を
付
け

る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ
は
読
者
へ
の
丹
Ｉ
ビ
ス
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
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れ
以
上
に
原
本
の
保
存
と
い
う
点
で
意
味
を
持
つ
て
く
る
。

私
が
承
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
天
理
図
書
館
で
は
、
善
本
叢
書
に
戦
せ
た
本

は
、
閲
覧
を
禁
止
し
て
い
る
急
龍
門
文
庫
は
、
閲
覧
を
春
秋
数
日
間
に
制
限
し
て
ｎ
，

る
。
い
ず
れ
も
そ
の
蔵
書
を
保
護
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
ろ
う
。
昨
今
の
状
況
Ｉ
‐
ｉ

国
文
学
の
研
究
者
が
急
増
し
、
そ
れ
が
同
時
に
書
物
破
損
の
犯
人
と
な
ら
ざ
る
を
え

な
い
状
況
で
は
、
あ
る
程
度
の
制
限
は
、
当
然
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
で
掛
け
替

え
の
な
い
書
物
の
保
存
！
！
現
状
維
持
・
と
い
う
こ
と
に
は
、
所
蔵
者
の
み
の
努
力
で

は
不
十
分
で
あ
る
。
本
館
も
そ
の
本
来
の
任
務
か
ら
い
っ
て
、
所
蔵
者
を
助
け
て

（
本
館
も
所
蔵
者
で
あ
る
が
）
、
長
期
的
に
何
が
で
き
る
か
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
も
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
マ
ィ
ヶ
ロ
資
料
に
行
き
届
い
た
配
慮
が
な
さ

れ
、
本
館
の
写
真
と
解
題
を
見
れ
ば
、
特
に
原
本
を
見
る
必
要
が
な
い
と
い
え
る
も

の
を
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
。
原
本
の
所
有
者
も
、
閲
覧
は
本
館
の
写
真
に
ま
か
せ

て
、
保
管
に
責
任
を
持
つ
と
い
う
、
相
互
依
存
の
状
況
を
作
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

そ
の
点
で
本
館
が
指
導
力
と
説
得
力
を
持
つ
に
は
（
そ
れ
を
切
に
願
う
の
で
あ
る
が
）
、

自
ら
の
と
こ
ろ
で
確
か
な
仕
事
を
や
っ
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
↓
、
イ
ヶ
ロ
資
料
の

整
備
は
、
そ
の
面
で
こ
れ
か
ら
の
大
き
な
事
業
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
事
業
は
恐
ら
く
当
館
の
設
立
以
前
か
ら
、
目
的
の
第
一
と
し
て
考
え
て
い
た

と
思
う
ｃ
と
こ
ろ
が
最
近
は
別
の
所
で
矢
継
ぎ
早
に
そ
れ
を
や
っ
て
の
け
、
本
館
の

お
株
を
奪
わ
ん
か
の
勢
い
に
な
っ
て
き
た
。
複
製
本
も
数
多
く
出
た
が
、
芙
理
図
書

館
・
大
東
急
記
念
文
庫
・
岩
崎
文
庫
・
静
嘉
堂
文
庫
・
東
大
・
京
大
を
初
め
と
す
る

大
学
、
そ
れ
に
勉
誠
社
・
雄
松
堂
書
店
・
波
右
書
院
等
が
、
そ
れ
ぞ
れ
タ
イ
ア
ッ
プ

し
、
あ
る
い
は
独
自
に
、
善
本
の
影
印
本
・
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
続
々
と
刊
行
し

て
い
る
倉
こ
の
傾
向
は
今
後
も
と
ど
ま
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
当
館
は
こ
の
情
勢
を

考
迩
に
入
れ
な
が
ら
、
独
自
の
事
業
と
し
て
何
を
や
る
か
．
当
然
営
利
に
合
わ
な
い

方
面
の
、
し
か
も
研
究
音
を
初
め
、
国
文
学
に
関
心
を
持
つ
人
々
に
、
有
難
い
と
思

わ
れ
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
急
が
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
も
あ
ろ
う
し
、
気

長
に
や
ら
ね
ば
な
ら
れ
も
の
も
あ
ろ
う
。
調
査
・
収
集
（
撮
影
）
と
い
っ
て
も
、
一

冊
二
冊
の
本
を
追
う
て
、
高
い
旅
費
を
使
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
が
、
次
第
に

多
く
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
そ
れ
と
と
も
に
、
一
冊
Ｉ
、
に
つ
い
て
の

地
味
な
研
究
参
一
、
長
期
的
に
継
続
し
、
そ
の
成
果
が
万
人
の
も
の
に
な
る
よ
う
な
努

刀
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
ｃ

当
館
に
対
す
る
期
待
は
大
き
い
の
で
あ
る
が
、
最
後
に
そ
の
一
つ
を
挙
げ
る
と
す

る
と
、
地
万
へ
の
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ｃ
「
東
京
の
」
国
立
国
文
学
研
究
資

料
館
で
あ
っ
て
は
限
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ｃ
「
資
料
利
明
案
内
’
一
の
「
奉
仕
内
容
」

の
欄
を
見
る
と
、
閲
覧
・
複
写
・
し
『
・
ア
レ
、
一
ス
サ
‐
‐
ビ
ス
の
ほ
か
に
、
紙
焼
写
真

本
の
一
夜
貸
し
と
い
う
面
白
い
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
戸
越
銀
座
か
ら
余
り
遠
く
な
い

人
々
は
、
そ
の
恩
恵
に
浴
す
る
だ
ろ
う
が
、
地
方
の
住
人
に
は
及
ば
な
い
。
紙
焼
本

の
ご
と
き
は
、
二
部
以
上
作
っ
て
、
ど
人
ど
ん
貸
し
出
し
て
い
い
の
で
は
な
い
か
ｓ

こ
れ
は
小
さ
い
事
で
あ
ろ
う
ｃ
し
か
し
地
方
か
ら
見
る
当
館
は
、
た
だ
取
る
ば
か
り

と
い
う
感
じ
参
一
持
た
れ
て
い
る
。
特
に
蔵
書
家
の
例
か
ら
す
る
と
、
多
額
の
撮
影
料

や
掲
載
料
を
要
求
す
る
事
例
が
多
く
な
っ
て
い
る
か
ら
、
た
だ
研
究
の
た
め
と
い
う

名
目
で
は
、
必
ず
し
も
釈
然
と
す
る
も
の
で
は
な
い
ｃ
そ
こ
に
む
つ
か
し
い
と
こ
ろ

が
あ
る
ｃ

や
は
り
そ
の
研
究
の
実
を
示
し
、
そ
れ
が
各
地
に
均
等
に
行
き
わ
た
る
こ
と
が
必
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注当
初
は
御
指
摘
の
よ
う
な
事
実
が
確
か
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
峡
や
袋
も
撮
り

も
ら
さ
ぬ
よ
う
に
仕
様
を
変
更
し
て
い
る
。
麦
献
資
料
部
）

要
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
、
東
京
で
も
地
方
で
も
、
同
じ
値
段
で
自
由
に
買
え
る

物
を
公
刊
す
る
こ
と
一
ど
あ
る
ｃ
そ
れ
は
国
文
学
に
つ
い
て
の
情
報
で
あ
り
（
例
え
ば

『
国
文
学
年
鑑
」
は
本
館
に
ふ
ざ
わ
し
い
事
業
で
あ
る
）
、
資
料
に
関
す
る
基
礎
的
研

究
の
成
果
で
あ
る
。
「
国
欝
総
目
録
」
の
増
補
改
訂
で
あ
っ
て
も
い
い
し
、
他
で
は
出

せ
な
い
善
本
叢
書
等
、
ｍ
、
ろ
い
ろ
ア
ィ
ー
テ
．
イ
ァ
は
あ
ろ
う
が
、
要
は
永
続
性
の
あ
る

も
の
を
、
手
近
か
な
と
こ
ろ
か
ら
、
早
く
始
め
て
欲
し
い
。
そ
れ
は
い
い
意
味
の
宣

伝
に
も
な
り
、
地
方
の
当
館
に
対
す
る
信
頼
感
を
深
め
、
結
果
的
に
は
本
来
の
目
的

に
ス
ム
ー
ズ
に
到
達
し
う
る
近
道
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。（

第
四
室
室
木
弥
太
郎
）

1

、

I
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