
【書
評
】

浜
田

久
美
子
著

『
日
本
史
を
学
ぶ
た
め
の
図
書
館
活
用
術

　
　
　
　
　
　
　
辞
典
・
史
料
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』

久

住

真

也

　
本
書
に
出
版
元
が
付
し
た
帯
に
は
、
「
大
学
の
レ
ポ
ー
ト
作
成

に
　
日
本
史
の
学
び
直
し
に
　
図
書
館
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
に
　
必

備
の
手

引
き
1
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
本
書
が
単
な
る
日
本

史
の
初
学
者
向
け
の
本
で
は
無
い
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
一
方
、

タ
イ
ト
ル
で
あ
る
「
図
書
館
活
用
術
」
か
ら
、
図
書
館
の
利
用
方

法
の
詳
細
が
分
か
る
本
だ
と
イ
メ
ー
ジ
す
る
と
、
予
想
が
外
れ
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
ま
ず
、
目
次
で
あ
る
。
第
一
章
は
レ
ポ
ー
ト
の
作
成
方
法
、
第

二

章
は
日
本
史
の
辞
典
（
日
本
史
辞
典
、
人
名
辞
典
、
地
名
辞

典
、
年
表
な
ど
）
の
解
説
や
活
用
法
、
第
三
章
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

の

活
用
法
、
第
四
章
は
「
史
料
を
読
み
解
く
」
と
あ
っ
て
漢
和
辞

典
、
国
語
辞
典
、
古
語
辞
典
、
古
文
書
用
語
辞
典
、
く
ず
し
字
辞

典
、
史
料
の
注
釈
書
と
現
代
語
訳
な
ど
に
つ
い
て
解
説
す
る
。
最

後
の
第
五
章
は
、
通
史
や
地
域
史
を
知
る
た
め
の
書
籍
紹
介
と
い

う
構
成
で
あ
る
。
第
一
章
の
レ
ポ
ー
ト
作
成
方
法
は
、
こ
れ
に

沿
っ
て
レ
ポ
ー
ト
が
作
成
で
き
れ
ば
、
か
な
り
高
い
レ
ベ
ル
の
も

の

が
期
待
で
き
そ
う
で
あ
り
、
卒
業
論
文
を
執
筆
す
る
基
礎
と
し

て

も
有
益
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
辞
典
や
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
つ
い

て

の

解
説
が
、
第
二
章
以
下
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
く
と
い
う

の

が
、
本
書
の
流
れ
で
あ
る
。

　
著
者
は
日
本
古
代
史
の
研
究
者
で
も
あ
る
た
め
、
本
書
が
取
り

上
げ

る
の
は
日
本
古
代
・
中
世
史
に
関
連
す
る
書
籍
や
情
報
が
中

心

と
な
る
が
、
目
次
の
詳
細
を
一
覧
す
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
そ

れ

以
外
の

時
代
に
関
心
を
持
つ
人
々
に
も
有
益
な
内
容
で
、
応
用
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が
き
く
事
柄
が
多
い
。
ち
な
み
に
、
評
者
は
日
本
近
世
・
近
代
史

を
専
門
と
す
る
が
、
目
次
に
見
え
る
辞
典
類
や
年
表
、
史
料
集

は
、
馴
染
み
深
い
も
の
や
、
一
度
は
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
も
の
、

ま
た
名
称
だ
け
は
知
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
デ
ー
タ

ベ

ー
ス
に
通
じ
て
い
る
と
言
え
な
い
人
々
に
は
、
き
ち
ん
と
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
に
つ
い
て
勉
強
す
る
機
会
と
も
な
ろ
う
。
ま
さ
に
、
冒

頭
で

紹
介
し
た
帯
に
あ
る
「
日
本
史
の
学
び
直
し
に
」
に
最
適
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
以
下
で

は
、
本
書
の
特
徴
的
な
点
を
列
挙
し
つ
つ
、
若
干
の
論

評
を
加
え
た
い
。

　
ま
ず
、
①
辞
典
や
文
献
解
題
を
中
心
と
す
る
こ
の
手
の
本
で
は

珍

し
く
、
協
力
者
は
い
る
も
の
の
、
著
者
一
人
が
す
べ
て
執
筆
し

て

い

る
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
本
書
の
内
容
は

大
き
く
み
る
と
、
（
ア
）
日
本
史
に
関
わ
る
辞
典
類
の
解
説
、
（
イ
）

デ

ー
タ
ベ
ー
ス
の
説
明
、
（
ウ
）
漢
和
辞
典
・
国
語
辞
典
、
そ
の

他
の
解
説
か
ら
な
る
が
、
こ
れ
ら
を
複
数
人
に
よ
る
分
担
執
筆
で

な
く
、
l
人
で
執
筆
す
る
こ
と
は
、
一
般
に
専
門
分
野
が
細
か
く

分
か
れ
て

い

る
日
本
史
研
究
者
の
状
況
を
考
え
れ
ば
、
特
筆
す
べ

き
こ
と
に
思
わ
れ
る
。

　
本
書
の
よ
う
な
、
廉
価
で
ハ
ン
デ
ィ
な
類
書
で
見
る
と
、
今
評

者
の
手
元
に
、
本
書
と
同
じ
出
版
元
で
あ
る
吉
川
弘
文
館
が
平
成

四
　
（
1
九
九
二
）
年
に
刊
行
し
た
、
中
尾
尭
・
村
上
直
・
三
上
昭

美

編

『
日
本
史
論
文
の
書
き
方
　
レ
ポ
ー
ト
か
ら
卒
業
論
文
ま

で
』
が
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
「
論
文
作
成
便
利
帳
」
と
し
て
、

基
本

的
な
参
考
文
献
や
史
料
集
、
編
纂
物
、
辞
典
を
紹
介
し
た
部

分
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
上
記
の
（
ア
）
　
（
ウ
）
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
に
加
え
て
、
本
書
の
よ
う
に
、
現
在
研
究
上
欠
か
す
こ
と
の

で

き
な
い
（
イ
）
も
載
せ
た
も
の
は
、
管
見
の
限
り
思
い
つ
か
な

い
．
ま
た
、
（
ア
）
　
（
ウ
）
に
つ
い
て
も
、
右
の
本
と
比
較
す
る
と

本
書
が
扱
う
辞
典
や
文
献
の
数
は
厳
選
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
分
詳

し
い
解
説
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
右
の
本
で
は
、
辞
典

類

は
一
九
九
〇
年
一
二
月
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
を
対
象
と
し

て

お
り
、
そ
れ
以
後
現
在
ま
で
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
本
書
の
価
値

は
高
い
。

　
②
辞
典
類
に
つ
い
て
、
編
者
や
出
版
元
、
刊
行
年
な
ど
の
基
本

情
報
や
特
徴
が
記

さ
れ
る
の
は
当
然
と
し
て
も
、
他
に
は
見
ら
れ
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な
い
（
と
思
わ
れ
る
）
情
報
を
付
加
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
例
え

ば
、
「
刊
行
時
の
価
格
」
と
い
う
欄
を
設
け
、
同
時
期
の
他
の
辞

典
類
の

価
格
と
比
較
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
例
は
他
に
あ
る

の

だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
「
歴
史
」
欄
を
設
け
て
、
辞
書
刊
行
に
い

た
る
経
緯
や
印
刷
技
術
の
特
徴
、
出
版
後
の
発
行
部
数
ま
で
記
し

て

い

る
の
も
注
目
さ
れ
る
。
は
っ
き
り
言
え
ば
、
こ
れ
ら
の
情
報

は

無
く
て
も
辞
典
を
利
用
す
る
の
に
何
ら
さ
し
つ
か
え
は
無
い
。

し
か
し
、
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
史
分
野
の
辞
典
類

が
持
っ
た
文
化
的
な
価
値
と
い
う
も
の
が
何
と
な
く
推
測
で
き
る

し
、
そ
の
辞
典
の
「
歴
史
」
を
知
る
こ
と
で
、
辞
典
が
い
か
に
利

用
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
き
た
の
か
が
分
か
る
。
先
人

の
営
み
を
継
承
す
る
学
術
研
究
の
重
要
性
を
認
識
す
る
う
え
で
も

有
益
で
あ
る
。

　
③
本
書
が
読
み
物
と
し
て
も
優
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
例
を
挙

げ

よ
う
。
本
書
は
第
二
章
に
お
い
て
、
地
名
辞
典
を
取
り
上
げ
る

が
、
よ
く
知
ら
れ
る
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
と
平
凡
社
の

『
日
本
歴
史
地
名
大
系
』
に
つ
い
て
、
刊
行
当
初
、
角
川
書
店
創

立

者
の
角
川
源
義
の
「
源
」
と
平
凡
社
の
「
平
」
を
と
っ
て
、

r地
名
辞
典
の
源
平
合
戦
」
と
話
題
に
な
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
て

い

る
（
七
二
頁
）
。
こ
の
よ
う
な
さ
り
げ
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、

こ
の
手
の
本
に
あ
り
が
ち
な
無
味
乾
燥
な
内
容
に
、
読
み
物
と
し

て

の

面
白
さ
を
加
え
て
い
る
。
「
源
平
合
戦
」
を
念
頭
に
、
改
め

て

こ
れ
ら
の
辞
典
を
手
に
取
れ
ば
、
何
と
な
く
新
鮮
な
気
分
に
な

る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
辞
典
の
説
明
の
合
間
に
、
f
コ
ラ
ム
」
が
①

～
⑩
ま
で
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
研
究
書
の
体
裁
に
則
っ
て

注
記
が
付
さ
れ
て
い
る
の
も
、
類
書
に
は
無
い
特
徴
で
あ
る
。
こ

の

よ
う
な
内
容
構
成
の
着
想
を
ど
こ
か
ら
得
た
の
か
、
著
者
に
聞

い
て

み

た
い
も
の
で
あ
る
。

　
④
著
者
が
長
く
国
会
図
書
館
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
業
務
に
携
わ
っ

て

き
た
経
験
か
ら
来
る
と
思
わ
れ
る
、
心
憎
い
配
慮
が
随
所
に
な

さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
平
凡
社
刊
行
の
『
日
本
史
大

事
典
』
に
つ
い
て
の
解
説
中
（
三
〇
～
三
一
頁
）
、
コ
ロ
⊥
知
識
」
と

い

う
欄
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
同
書
の
第
一
～
第
六
巻
ま
で
の
巻
頭

に
あ
る
テ
ー
マ
別
カ
ラ
i
図
版
の
存
在
に
言
及
し
、
授
業
や
図
書

館
の

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
で
の
活
用
に
供
す
る
た
め
に
、
巻
末
に
一
覧

表
を
付
し
て
い
る
（
一
六
⊥
ハ
頁
の
参
考
資
料
1
）
。
辞
典
の
図
版

は
、
意
外
と
見
落
と
さ
れ
や
す
い
が
大
変
有
益
な
も
の
で
あ
る
。

評
者
も
と
き
ど
き
『
国
史
大
辞
典
』
を
開
い
て
い
る
と
意
外
な
図
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版

に
出
会
い
、
し
ば
し
ば
見
入
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ

ら
が
リ
ス
ト
化
さ
れ
て
い
れ
ば
何
と
も
便
利
な
も
の
だ
ろ
う
。
辞

典
が
電
子
化

さ
れ
る
と
、
図
版
は
省
か
れ
易
い
こ
と
を
考
え
る

と
、
紙
媒
体
の
辞
典
の
価
値
を
再
確
認
す
る
機
会
に
な
る
。

　
ま
た
、
「
日
本
史
辞
典
の
王
様
」
と
著
者
が
評
す
る
『
国
史
大

辞
典
』
の
「
チ
ル
ド
レ
ン
」
（
前
者
か
ら
抽
出
し
た
項
目
と
新
規

項
目
か
ら
な
る
テ
ー
マ
別
辞
書
）
に
つ
い
て
の
解
説
も
行
き
届
い

て

い

る
。
著
者
は
詳
細
な
解
説
に
加
え
、
コ
ラ
ム
と
一
覧
表
を
付

し
て
い
る
（
二
七
～
二
九
頁
）
。
そ
こ
で
、
「
チ
ル
ド
レ
ン
」
に
分

類

さ
れ
た
辞
典
に
新
た
に
追
記
さ
れ
た
文
言
や
記
述
を
紹
介
す
る

な
ど
、
研
究
者
に
と
っ
て
必
須
の
情
報
を
提
供
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
各
人
名
辞
典
の
収
録
年
代
を
一
覧
表
に
し
て
情
報
提
供
す
る

な
ど
の
気
配
り
は
（
五
一
頁
）
、
著
者
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
経
験
を

抜
き
に
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

　
⑤
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
や
、
そ
の
他
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
効
用

と
問
題
点
を
的
確
に
説
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ

ジ
に
つ
い
て
言
う
と
、
評
者
が
利
用
し
始
め
た
の
は
遅
く
、
最
近

の
コ

ロ

ナ
禍
の
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
学
生
も

こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
の
内
容
の
レ
ポ
ー

ト
が
作
成
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
大
変
便
利
で
あ
る
こ
と
を
認
識

し
た
が
、
元
と
な
る
紙
媒
体
と
の
相
違
や
、
使
用
す
る
う
え
で
踏

ま
え
て
お
く
べ
き
点
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
知
ら
な
い
ま
ま
と
い

う
状
態
で
あ
っ
た
。

　
例
え
ば
著
者
は
、
先
の
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
の
各
巻
が

「
総
説
」
「
地
名
編
」
「
地
誌
編
」
「
資
料
編
」
か
ら
な
る
の
に
、

ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
「
地
名
編
」
だ
け

で

あ
る
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
い
る
が
（
七
七
頁
）
、
評
者
は
う

か

つ
に

も
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
平
凡
社
の
『
日

本
歴
史
地
名
大
系
』
に
つ
い
て
は
、
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
に
よ
つ

て

検
索
の
幅
が
広
が
っ
た
が
、
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
地
名
が
検
索
で

き
る
こ
と
か
ら
、
各
地
名
の
相
互
連
関
へ
の
認
識
が
失
わ
れ
が
ち

に
な
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
い
る
点
な
ど
も
重
要
だ
ろ
う
（
八

o頁
）
。

　
以
上
の

点
を
考
え
る
と
、
机
の
前
に
座
っ
て
、
パ
ソ
コ
ン
を
操

作
す
る
だ
け
で
事
が
足
り
る
と
は
到
底
言
え
な
い
。
ま
た
、
ジ
ャ

パ
ン

ナ
レ
ッ
ジ
か
ら
の
引
用
の
場
合
は
、
そ
の
旨
を
明
記
し
な
く

て

は
な
ら
な
い
と
す
る
理
由
も
よ
く
理
解
で
き
る
。

　

こ
の
他
に
も
、
本
書
は
多
様
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
つ
い
て
の
最
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新
の
知
識
を
提
供
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
雑
誌
論
文
を
検
索
す
る

う
え
で
誰
も
が
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
Ω
Z
苧
〉
庄
巳
o
ω
（
サ

イ
ニ
ー
）
な
ど
は
、
評
者
も
何
と
な
く
使
い
始
め
、
学
生
に
も
利

用
す
る
よ
う
に
言
っ
て
い
る
が
、
そ
の
使
用
法
に
つ
い
て
分
か
っ

て

い

る
よ
う
で
知
ら
な
い
こ
と
も
多
い
。
も
ち
ろ
ん
、
「
習
う
よ

り
慣
れ
よ
」
で
利
用
し
な
が
ら
マ
ス
タ
ー
で
き
れ
ば
、
そ
れ
で
良

い

と
い
う
考
え
も
あ
る
が
、
最
初
に
知
っ
て
い
る
に
超
し
た
こ
と

は

な
い
。
ま
た
前
述
の
よ
う
に
、
レ
ポ
ー
ト
や
論
文
な
ど
に
出
典

を
記
す
際
に
、
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
を

明
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
と
異
な
り
、
ネ
ッ
ト
か
ら
の
論
文

引
用
に
際
し
て
は
、
「
機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ
名
」
を
記
す
の
で
は
な

V
、
も
と
の
雑
誌
名
・
巻
号
・
刊
行
年
を
記
す
べ
き
と
す
る
理
由

が
、
合
理
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
（
一
〇
三
頁
）
。

　
近

年
、
大
学
で
も
学
生
が
レ
ポ
ー
ト
作
成
に
あ
た
り
、
ネ
ッ
ト

上

で

公

開
さ
れ
た
論
文
や
情
報
に
依
拠
す
る
機
会
が
増
え
て
い

る
。
そ
の
際
、
出
典
表
記
の
方
法
は
ま
ち
ま
ち
で
、
ま
た
な
ぜ
そ

の

よ
う
な
表
記
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
理
解
で
き
て
い
な

い
場
合
が
多
い
。
こ
れ
は
学
生
だ
け
の
責
任
で
は
な
く
、
指
導
す

る
教
員
側
の
認
識
も
問
わ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
評
者
が
知

ら
な
い
だ
け
で
、
実
は
す
で
に
共
通
し
た
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の

よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
仮
に
あ
っ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
が
「
常
識
」
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
い
る
と
は
到
底
思
え

な
い
。
書
籍
の
電
子
化
の
流
れ
や
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
依
拠
す
る
度

合

は
、
今
後
進
行
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
後
退
す
る
こ
と
は
な

い
。

便
利
で

あ
る
こ
と
が
当
た
り
前
に
な
る
な
か
、
今
後
は
本
書

が
示

し
た
内
容
に
つ
い
て
賛
否
両
論
の
観
点
か
ら
議
論
し
、
新
た

な
「
常
識
」
を
作
り
上
げ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　

二

　
最
後
に
本
書
全
体
を
通
じ
て
考
え
た
こ
と
を
記
し
た
い
。
気
に

な
っ
た
の
は
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。
率
直
に
言
え
ば
、
タ
イ
ト
ル
と

本
書
の
内
容
に
は
齪
齪
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
タ
イ
ト
ル
は

「
図
書
館
活
用
術
」
よ
り
も
、
「
辞
典
活
用
術
」
の
方
が
相
応
し
い

と
い
う
印
象
を
受
け
た
。
な
ぜ
「
図
書
館
活
用
術
」
と
し
た
の

か
o
著
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
推
し
量
る
と
、
ネ
ッ
ト
で
は
活

用
で
き
な
い
日
本
史
の
辞
典
類
に
つ
い
て
説
く
こ
と
に
よ
り
、
結

果

と
し
て
図
書
館
に
人
々
の
足
を
向
け
さ
せ
よ
う
と
い
う
狙
い
か
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ら
、
つ
ま
り
最
終
的
な
着
地
点
と
し
て
「
図
書
館
活
用
術
」
と
し

た
と
解
釈
で
き
る
。
著
者
は
本
書
と
は
別
の
と
こ
ろ
で
、
日
本
史

の

史
料
を
読
む
た
め
に
は
、
漢
和
辞
典
や
く
ず
し
字
辞
典
な
ど
が

あ
れ
ば
読
め
る
わ
け
で
は
な
く
、
総
合
的
に
意
味
を
理
解
す
る
た

め

に
多
く
の
史
料
や
論
文
を
読
む
べ
く
図
書
館
を
使
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
説
い
て
い
る
（
「
改
行
の
な
い
レ
ポ
．
＿
＿
ト
ー
『
日
本

史
を
学
ぶ
た
め
の
図
書
館
活
用
術
』
へ
の
想
い
ー
」
『
本
郷
』
一

四

七
、
二
〇
二
〇
年
五
月
、
一
六
頁
）
。

　

そ
れ
は
全
く
も
っ
て
正
し
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
本

書
が
多
く
の
ぺ
ー
ジ
を
割
く
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
、
図
書
館
に
行
か

な
く
て
も
自
宅
で
も
ア
ク
セ
ス
可
能
で
は
な
い
か
？
と
い
う
疑
問

も
生
じ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
著
者
の
回
答
は
本
書
の

中
に
あ
る
。

　

国
会
図
書
館
に
長
く
勤
務
し
た
著
者
は
、
人
文
系
の
レ
フ
ァ
レ

ン

ス

を
担
当
し
た
際
の
こ
と
を
振
り
返
り
、
「
オ
ン
ラ
イ
ン
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
や
電
子
化
さ
れ
た
書
籍
を
利
用
し
て
も
、
紙
の
本
を
見

ず
に
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
を
終
わ
ら
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」
と
述

べ
て

い

る
（
三
頁
）
。
こ
れ
は
高
度
な
職
業
的
経
験
に
裏
打
ち
さ

れ

た
見
解
で
あ
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
の
「
図
書
館
活
用
術
」
1
1

着
地
点
な
の
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
。
最
大
の
情
報
集
積
地
は
や
は

り
図
書
館
だ
と
い
う
の
が
著
者
の
認
識
な
の
で
あ
る
。
図
書
館
を

活

用
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
著
者
や
評
者
の
世
代

に
と
っ
て
は
改
め
て
説
く
ま
で
も
な
い
常
識
で
あ
る
。
し
か
し
、

時
は
流
れ
、
そ
の
常
識
が
揺
ら
い
で
い
る
こ
と
へ
の
憂
慮
が
、
本

書
の
タ
イ
ト
ル
に
現
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
ネ
ッ

ト
が
力
を
持
つ
今
だ
か
ら
こ
そ
、
変
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
「
常

識
」
を
説
く
意
味
が
あ
る
。

　
現
在
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
、
学
生
も
教
員
も
等
し
く
図
書
館
利

用
に
は
大
き
な
制
限
を
受
け
て
い
る
。
過
剰
と
の
印
象
も
拭
え
な

い
利

用
制
限
を
前
に
、
「
図
書
館
活
用
術
」
を
説
く
本
書
の
意
義

は

大
き
い
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
図
書
館
の
仕
事
に

携
わ

る
人
々
に
も
是
非
読
ん
で
欲
し
い
内
容
で
あ
る
。
確
か
に
、

オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
経
験
を
通
じ
て
、
ウ
ェ
ブ
上
の
様
々
な
コ
ン

テ

ン

ツ
が
有
用
な
こ
と
は
評
者
も
分
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
十
分
だ

と
学
生
に
勘
違
い
し
て
欲
し
く
な
い
と
思
う
。
便
利
な
も
の
が
必

要

を
満
た
す
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
歴
史
研
究
は
そ
れ
ほ
ど

甘
く
な
い
。

　
ま
た
、
本
書
は
、
初
学
者
の
み
な
ら
ず
、
現
役
で
研
究
・
教
育
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に

携
わ

る
人
々
に
と
っ
て
も
、
辞
典
に
つ
い
て
の
再
発
見
を
も
た

ら
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
評
者
の
学

生

時
代
は
、
辞
典
や
文
献
の
使
用
方
法
な
ど
は
、
「
何
と
な
く
」

マ
ス

タ
ー
し
た
り
、
先
輩
か
ら
の
「
ロ
コ
ミ
」
で
教
わ
っ
た
も
の

で

あ
り
、
『
大
漢
和
辞
典
』
な
ど
の
引
き
方
は
誰
も
教
え
て
く
れ

な
い
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
見
よ
う
見
ま
ね
で
何
と
な
く
使
え
る

よ
う
に
な
っ
た
部
分
も
多
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
基
本
的
な
情
報
を

見
逃

し
て
い
た
り
、
知
ら
な
か
っ
た
り
す
る
落
と
し
穴
が
あ
る
。

場
合
に

よ
っ
て
は
、
無
意
識
に
使
用
上
の
誤
り
を
犯
し
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
。
「
再
講
習
」
の
良
い
機
会
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
最

後
に
、
特
徴
の
②
で
も
挙
げ
た
よ
う
に
、
著
者
に
よ
る
辞
典

の

「歴
史
」
や
「
コ
ラ
ム
」
を
読
む
と
、
本
書
が
、
辞
典
編
纂
と

い

う
大
変
な
仕
事
に
従
事
し
た
先
人
へ
の
敬
意
に
貫
か
れ
て
い
る

と
の
印
象
を
持
つ
。
現
在
の
日
本
史
研
究
の
土
台
が
、
多
く
の
先

達
に

よ
っ
て
築
か
れ
て
き
た
こ
と
を
、
学
生
に
は
本
書
を
読
む
こ

と
で
是
非
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
。
そ
の
意
味
で
も
、
本
書

は

単

な
る
文
献
案
内
で
は
な
い
。
研
究
者
と
し
て
の
著
者
の
視
点

に

貫
か
れ
た
研
究
書
な
の
で
あ
る
。

　
以

上
、
誤
解
や
的
外
れ
な
点
が
あ
れ
ば
ご
海
容
願
い
た
い
。
史

学

を
志
す
多
く
の
学
生
諸
君
が
本
書
を
手
に
取
る
こ
と
を
願
っ
て

や
ま
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
二
〇
年
三
月
刊
　
吉
川
弘
文
館

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
七
五
頁
　
一
八
〇
〇
円
＋
税
）
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