
　
　
　
地
方
文
学
館
・
徳
田
秋
聲
記
念
館
の
現
在

 

薮
　
田
　
由
　
梨
　
　

 

（
徳
田
秋
聲
記
念
館 

学
芸
員
）　
　

　

徳
田
秋
聲
記
念
館
は
、
平
成
十
七
年
四
月
に
開
館
し
、
今
年
で
九
年
目
を
迎

え
る
個
人
文
学
館
で
あ
る
。
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
三
代
を
小
説
一
筋
に
生
き

た
〝
自
然
主
義
文
学
の
大
家
〟
徳
田
秋
聲
を
顕
彰
す
る
た
め
、
彼
の
郷
里
で
あ

る
石
川
県
金
沢
市
の
そ
の
生
家
ほ
ど
近
い
場
所
に
、
金
沢
市
に
よ
り
設
置
さ
れ

た
。

　

同
市
に
は
秋
聲
の
ほ
か
、
昭
和
三
十
年
代
か
ら
地
元
で
そ
う
呼
び
慣
わ
さ
れ

る
と
い
う
〝
金
沢
の
三
文
豪
〟「
泉
鏡
花
」
と
「
室
生
犀
星
」
が
お
り
、
そ
れ

ぞ
れ
生
家
跡
に
記
念
館
が
建
っ
て
い
る
。
ま
た
、
文
学
に
限
ら
ず
記
念
館
（
相

当
施
設
）
と
い
う
意
味
で
は
、
次
に
挙
げ
る
全
十
八
施
設
が
さ
ほ
ど
遠
く
な
い

位
置
関
係
で
金
沢
市
に
よ
り
設
置
さ
れ
、
広
く
歴
史
と
伝
統
文
化
を
ハ
ー
ド
面

か
ら
保
存
・
継
承
す
る
と
と
も
に
、
県
内
外
に
向
け
、
そ
れ
ら
を
重
ん
じ
る
街

「
金
沢
」
と
い
う
性
格
付
け
の
ア
ピ
ー
ル
に
も
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
。

　

①
金
沢
市
立
中
村
記
念
美
術
館
（
昭
和
41
年
～
）　　
　

　

②
金
沢
市
立
安
江
金
箔
工
芸
館
（
昭
和
49
年
～
）　

　

③
寺
島
蔵
人
邸　
　
　
　
　
　

 

（
昭
和
49
年
～
）

　

④
金
沢
く
ら
し
の
博
物
館　
　

 

（
昭
和
53
年
～
）　

　

⑤
金
沢
市
老
舗
記
念
館　
　
　

 

（
平
成
元
年
～
）　　

　

⑥
金
沢
卯
辰
山
工
芸
工
房　
　

 

（
平
成
元
年
～
）
★

　

⑦
金
沢
ふ
る
さ
と
偉
人
館　
　

 

（
平
成
５
年
～
）　　

　

⑧
泉
鏡
花
記
念
館　
　
　
　
　

 

（
平
成
11
年
～
）

　

⑨
金
沢
湯
涌
夢
二
館　
　
　
　

 

（
平
成
12
年
～
）

　

⑩
金
沢
蓄
音
器
館　
　
　
　
　

 

（
平
成
13
年
～
）

　

⑪
前
田
土
佐
守
家
資
料
館　
　

 

（
平
成
14
年
～
）

　

⑫
室
生
犀
星
記
念
館　
　
　
　

 

（
平
成
14
年
～
）

　

⑬
金
沢
21
世
紀
美
術
館　
　
　

 

（
平
成
16
年
～
）
★

　

⑭
徳
田
秋
聲
記
念
館　
　
　
　

 

（
平
成
17
年
～
）

　

⑮
金
沢
文
芸
館　
　
　
　
　
　

 

（
平
成
17
年
～
）

　

⑯
金
沢
能
楽
美
術
館　
　
　
　

 

（
平
成
18
年
～
）
★

　

⑰
金
沢
湯
涌
江
戸
村　
　
　
　

 

（
平
成
22
年
～
）

　

⑱
鈴
木
大
拙
館　
　
　
　
　
　

 

（
平
成
23
年
～
）　

　
　

※
（　
　

）
内
は
開
館
年

　
　

※ 
運
営
は
公
益
財
団
法
人 

金
沢
文
化
振
興
財
団
（
指
定
管
理
者
／
平
成

25
年
現
在
）。
★
印
は
公
益
財
団
法
人 

金
沢
芸
術
創
造
財
団
（
同
上
）。
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金
沢
城
址
公
園
、
兼
六
園
を
は
じ
め
、
最
近
で
は
現
代
ア
ー
ト
を
牽
引
す
る

金
沢
21
世
紀
美
術
館
な
ど
が
全
国
的
に
も
そ
の
名
を
馳
せ
、
新
旧
文
化
の
共
存

す
る
一
大
観
光
都
市
と
し
て
の
「
金
沢
」
の
認
知
度
は
急
激
に
上
昇
し
て
い
る

よ
う
だ
。
そ
し
て
そ
う
書
け
ば
、
文
化
を
育
み
保
存
継
承
し
て
い
く
土
壌
に
驚

く
ほ
ど
恵
ま
れ
（
実
際
そ
の
点
に
関
し
て
は
疑
う
余
地
が
な
い
）、
そ
の
象
徴

で
あ
る
と
こ
ろ
の
各
施
設
と
も
活
動
は
順
風
満
帆
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
受
け

取
ら
れ
か
ね
な
い
。
が
、
一
方
で
、
そ
の
内
実
必
ず
し
も
順
風
満
帆
と
ば
か
り

言
え
な
い
一
面
を
も
抱
え
て
い
る
。

　

そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
公
的
施
設
に
つ
き
も
の
で
あ
る
日
々
の
利
用
者
数
の
問

題
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
金
沢
市
独
特
の
悩
み
と
し
て
、
こ
れ
だ
け
の
施
設
が
存

在
す
る
こ
と
を
魅
力
に
観
光
客
を
誘
致
し
な
が
ら
、
こ
れ
だ
け
の
施
設
が
近
接

し
て
存
在
す
る
こ
と
で
か
え
っ
て
熾
烈
な
集
客
合
戦
を
喚
起
し
て
い
る
と
い
う

現
状
が
あ
る
。
観
光
客
と
す
れ
ば
だ
い
た
い
が
二
～
三
日
の
旅
行
日
程
に
お
い

て
、
さ
て
ど
の
施
設
か
ら
回
ろ
う
か
─
─
言
い
換
え
れ
ば
、
ど
の
施
設
を
後
回

し
に
し
よ
う
か
、
と
い
う
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
そ
れ
こ
そ
が
、
一
見
し
て
地
味
な
幾

つ
か
の
施
設
に
と
っ
て
は
命
取
り
と
な
る
の
で
あ
る
。　

　

市
と
し
て
は
そ
う
い
っ
た
孤
立
を
防
ぐ
た
め
、
共
通
観
覧
券
（
図
１
）
や

「
カ
ル
チ
ャ
ー
ポ
イ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
」（
図
２
）
と
い
う
前
掲
の
施
設
を
繋
ぐ
方

策
を
練
っ
て
は
い
る
が
、
そ
う
い
っ
た
措
置
の
う
え
に
も
、
充
実
し
た
展
示
や

催
事
の
企
画
立
案
と
い
っ
た
各
館
の
自
助
努
力
だ
け
で
は
賄
え
な
い
ほ
ど
に
競

争
が
加
熱
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
施
設
数
だ
け
見
て
も
容
易
に
想
像
で
き
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
各
館
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
や
内
的
熱

量
、
外
的
人
気
度
と
い
う
根
本
的
な
要
素
に
加
え
、「
金
沢
」
と
い
う
街
全
体

に
お
い
て
ど
う
い
っ
た
地
位
を
獲
得
し
得
る
か
、
と
い
う
今
に
な
っ
て
改
め
て

各
館
が
向
き
合
う
こ
と
と
な
っ
た
非
常
に
大
き
な
課
題
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

（
図
１
）
共
通
観
覧
券

　

１
日
・
３
日
・
１
年
間
パ
ス
ポ
ー
ト
の
購
入
に
よ
り
、
各
施
設
を
効
率
的
に

観
覧
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
各
施
設
受
付
に
て
案
内
・
販
売
し
て
い
る
。

（
図
２
）
カ
ル
チ
ャ
ー
ポ
イ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス

　

各
施
設
１
回
観
覧
ご
と
に
１
ポ
イ
ン
ト
。
集
め
た
ポ
イ
ン
ト
に
応
じ
て
、

各
館
オ
リ
ジ
ナ
ル
グ
ッ
ズ
な
ど
の
記
念
品
と
交
換
で
き
る
。
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と
は
い
え
、
良
き
同
僚
で
あ
り
ラ
イ
バ
ル
で
も
あ
る
と
こ
ろ
の
各
館
同
士
、

う
ま
く
連
携
し
て
相
乗
効
果
を
生
む
こ
と
が
最
善
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
そ
の
取
り
組
み
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
共
同
展
・
巡
回
展
の
類
が
推
奨
さ

れ
、
こ
れ
ま
で
に
も
当
館
を
含
め
い
く
つ
か
の
施
設
で
実
践
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
施
設
規
模
の
大
き
な
金
沢
21
世
紀
美
術
館
を
除
き
、
お
し
な
べ
て
各
館

学
芸
員
一
人
と
い
う
人
員
配
置
の
中
、
当
館
で
は
年
に
三
回
、
多
い
と
こ
ろ
で

は
五
回
六
回
と
開
催
さ
れ
る
企
画
展
の
サ
イ
ク
ル
の
な
か
に
そ
れ
ら
を
組
み
込

ん
で
い
く
の
は
、
正
直
な
と
こ
ろ
か
な
り
の
体
力
を
要
す
る
。
通
常
で
は
一
～

二
年
ほ
ど
前
か
ら
相
互
に
図
り
、
計
画
的
に
企
画
・
遂
行
し
て
い
く
べ
き
も
の

で
あ
り
、
県
外
の
施
設
に
企
画
展
開
催
二
ヶ
月
前
に
よ
う
や
く
資
料
借
用
の
依

頼
を
し
て
驚
か
れ
て
い
る
よ
う
な
現
状
で
、
積
極
的
に
連
携
を
計
っ
て
い
く
こ

と
の
負
担
の
大
き
さ
に
ま
ず
第
一
歩
が
踏
み
出
せ
な
い
。

　

ま
た
、
そ
れ
に
加
え
て
常
に
活
動
し
て
い
る
館
と
し
て
の
魅
力
を
Ｐ
Ｒ
す
る

た
め
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
の
ブ
ロ
グ
の
開
設
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
へ
の
参
入

の
ほ
か
、
文
字
通
り
企
画
展
の
合
間
を
埋
め
ん
ば
か
り
に
、
講
演
会
、
コ
ン

サ
ー
ト
、
朗
読
会
、
文
学
・
歴
史
散
歩
そ
の
他
、
各
館
か
ら
競
う
よ
う
に
次
々

と
イ
ベ
ン
ト
事
が
繰
り
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
人
の
動
く
週
末
を
狙
え

ば
当
然
日
程
が
重
な
る
こ
と
も
多
く
、
連
携
ど
こ
ろ
か
こ
れ
で
は
ま
る
で
入
館

者
の
奪
い
合
い
と
い
っ
た
本
末
転
倒
な
事
態
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
そ
う
い
っ
た
イ
ベ
ン
ト
の
な
か
に
は
─
─
こ
れ
は
自
戒
も
含
め
て
─

─
果
た
し
て
本
当
に
そ
の
館
で
催
す
べ
き
な
の
か
、
と
、
そ
も
そ
も
の
開
催
の

意
義
を
問
わ
れ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
入
り
口
は
な
る
べ
く
広

く
、
と
い
う
考
え
方
も
否
定
出
来
な
け
れ
ば
、
各
分
野
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ

ン
が
た
と
え
当
初
は
こ
じ
つ
け
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
顕
彰
対
象
に
と
っ
て
ま
っ

た
く
無
利
益
で
あ
る
と
も
言
え
な
い
。
し
か
し
主
催
す
る
側
と
し
て
、
対
象
の

本
質
を
歪
め
て
は
い
な
い
か
、
と
折
に
触
れ
葛
藤
す
る
こ
と
も
ま
た
し
ば
し
ば

で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
公
共
施
設
の
活
発
化
に
有
効
な
セ
オ
リ
ー
と
し
て
、「
子
ど
も
」

層
の
獲
得
、
ひ
い
て
は
親
世
代
へ
の
拡
充
と
い
う
こ
と
は
よ
く
言
わ
れ
る
が
、

す
べ
て
の
館
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
。
と
い
う
の
は
、
当
館
の
ケ
ー
ス
で
言
え

ば
、
秋
聲
作
品
そ
れ
自
体
が
完
全
に
大
人
向
け
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
世
界
を

子
ど
も
た
ち
に
開
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
大
変
困
難
な
作
業
で
あ
る
か
ら

だ
。
と
同
時
に
、
秋
聲
文
学
の
魅
力
を
伝
え
る
者
と
し
て
の
抵
抗
も
あ
る
。
過

去
に
参
加
し
た
研
修
の
な
か
で
こ
う
し
た
こ
と
が
議
題
に
上
っ
た
と
き
、
海
外

の
某
詩
人
の
文
学
館
で
、
同
様
に
作
品
世
界
は
大
人
向
け
で
あ
る
け
れ
ど
、
詩

の
言
葉
を
分
解
し
、
再
構
築
す
る
と
い
う
作
業
を
「
遊
び
」
の
な
か
で
子
ど
も

た
ち
に
伝
え
る
と
い
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
実
施
例
の
紹
介
を
受
け
た
こ
と
が

あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
を
や
る
べ
き
、
出
来
る
は

ず
だ
、
と
い
っ
た
意
味
で
な
く
、
見
方
を
変
え
れ
ば
い
ろ
い
ろ
な
切
り
口
が
あ

る
、
と
い
う
一
例
の
紹
介
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
を
頭
か
ら
拒
否
す
る
こ
と
が
学
芸

員
と
し
て
の
怠
慢
で
あ
る
と
言
わ
れ
れ
ば
否
定
出
来
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
や
は
り
ど
こ
か
腑
に
落
ち
な
い
部
分
が
残
っ
た
の
は
、
こ
の
館
で
や
る
べ

き
か
、
と
い
う
、
こ
と
に
よ
れ
ば
ま
っ
た
く
個
人
的
な
、
主
観
的
な
抵
抗
感
に

よ
る
も
の
だ
。

　

あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
対
象
を
照
ら
す
べ
き
、
と
の
思
い
と
、
今
は
触
れ
な
く

て
い
い
と
い
う
世
界
の
存
在
が
許
さ
れ
る
は
ず
、
と
の
思
い
が
激
し
く
交
錯
す

る
な
か
で
、
秋
聲
記
念
館
で
こ
そ

0

0

0

0

0

0

0

0

や
る
べ
き
こ
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
を
常

に
抱
え
な
が
ら
、
需
要
と
供
給
の
バ
ラ
ン
ス
を
計
っ
て
い
る
。

　

そ
う
い
っ
た
面
か
ら
言
え
ば
、
明
確
な
需
要
に
ひ
と
つ
答
え
る
形
で
、「
偉

人
教
育
」
へ
の
参
画
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
郷
土
出
身
の
「
偉
人
」
た
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ち
、〝
三
文
豪
〟
を
は
じ
め
、
文
学
に
限
ら
ず
各
方
面
で
活
躍
し
た
彼
ら
の
業

績
に
つ
い
て
の
学
習
を
推
進
す
る
市
の
方
向
性
に
則
り
、
学
校
の
要
望
に
応

じ
、
ま
た
館
の
側
か
ら
も
積
極
的
に
働
き
か
け
て
市
内
小
中
学
校
に
出
前
授
業

に
赴
く
な
ど
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
。「
偉
人
」
教
育
で
あ
る
の
で
、
極
力
「
作

品
」
を
噛
み
砕
く
と
い
う
方
向
性
で
な
く
、
郷
里
の
生
ん
だ
作
家
・
徳
田
秋
聲

と
い
う
「
人
間
」
を
紹
介
す
る
と
い
う
手
法
で
も
っ
て
、
ジ
レ
ン
マ
を
解
消
し

つ
つ
、
だ
。
当
然
、
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
機
会
は
ひ
と
つ
で
も
多
い
ほ
う

が
良
い
。
そ
れ
を
拒
否
す
る
と
い
う
選
択
肢
は
有
り
得
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う

い
っ
た
ご
縁
の
な
か
で
、
秋
聲
作
品
を
子
ど
も
に
ど
う
教
え
れ
ば
よ
い
か
わ
か

ら
な
い
、
と
先
生
方
か
ら
ご
相
談
い
た
だ
く
こ
と
も
多
く
な
っ
た
。
そ
の
結
果

と
し
て
、
今
夏
敢
え
て
、
秋
聲
が
若
か
り
し
頃
、
下
積
み
時
代
に
残
し
た
子
ど

も
向
け
作
品
だ
け
を
集
め
た
企
画
展
の
開
催
（
図
３
）
と
『
秋
聲
少
年
少
女
小

説
集
』（
図
４
）
の
刊
行
を
決
め
た
。
当
然
、〝
自
然
主
義
文
学
の
大
家
〟
徳
田

秋
聲
の
本
領
で
な
く
、
本
来
館
で
行
う
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
か
と
い
う
迷
い
と

い
さ
さ
か
の
主
張
を
籠
め
て
、
企
画
展
に
は
「
徳
田
秋
聲
ら
し
か
ら
ぬ
！
～

し
ゅ
う
せ
い
と
こ
ど
も
む
け
よ
み
も
の
～
」
と
い
う
捻
く
れ
た
タ
イ
ト
ル
を
つ

け
た
。

　

分
か
る
人
だ
け
分
か
れ
ば
い
い
、
好
き
な
人
だ
け
来
れ
ば
い
い
、
と
い
っ
た

「
待
つ
」
文
学
館
の
時
代
は
も
う
終
わ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
地
域
の
差
や
、

私
設
・
公
設
の
別
等
そ
の
館
の
設
置
事
情
・
性
格
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
方

が
あ
る
中
で
、
少
な
く
と
も
金
沢
市
に
お
け
る
文
化
施
設
は
、
現
在
、
そ
の
在

り
方
な
り
方
向
性
を
厳
し
く
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
方
向
性
を
考
え

る
た
め
の
大
前
提
と
し
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
決
し
て
大
き
く
は
な
い
個
々
の

館
が
そ
れ
ぞ
れ
何
か
ら
も
独
立
し
た
点
で
な
く
、
あ
く
ま
で
「
金
沢
」
と
い
う

土
地
に
根
差
し
、
か
つ
他
の
施
設
と
の
関
係
性
の
な
か
で
一
体
ど
の
役
割
を
担

（
図
３
）
企
画
展
「
徳
田
秋
聲
ら
し
か
ら
ぬ
！
～
し
ゅ
う
せ
い
と
こ
ど
も
む
け

よ
み
も
の
～
」
チ
ラ
シ

（
図
４
）
オ
リ
ジ
ナ
ル
文
庫
第
７
弾
『
秋
聲
少
年
少
女
小
説
集
』（
８
４
０
円
）

　

館
で
は
絶
版
の
相
次
ぐ
秋
聲
作
品
普
及
の
た
め
、
お
お
よ
そ
年
に
１
冊
の

ペ
ー
ス
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
文
庫
と
し
て
代
表
作
そ
の
他
を
刊
行
し
て
い
る
。
館

の
み
の
販
売
。
通
販
可
。
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う
べ
き
か
を
改
め
て
意
識
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
と
考
え
る
。　

　

そ
し
て
そ
う
考
え
た
と
き
、
前
言
と
矛
盾
す
る
よ
う
だ
が
、
街
に
唯
一
の
公

共
施
設
な
ら
ま
だ
し
も
、
こ
れ
だ
け
文
化
施
設
の
点
在
す
る
土
地
に
あ
っ
て
、

不
相
応
な
こ
と
は
そ
れ
相
応
の
施
設
に
委
ね
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と

い
っ
た
思
考
に
立
ち
戻
り
も
す
る
。
無
理
に
形
を
歪
め
て
手
を
繋
ぎ
、
す
べ
て

を
受
け
容
れ
、
す
べ
て
に
開
こ
う
と
し
て
い
く
の
で
な
く
、
あ
る
い
は
そ
う

い
っ
た
連
携
の
形
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
怠
慢
と
見
せ
な
い
努
力
こ

そ
、
い
ま
各
館
が
す
べ
き
こ
と
な
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

た
と
え
ば
各
施
設
が
挙
っ
て
子
ど
も
を
対
象
と
し
た
企
画
に
知
恵
を
絞
る
な

か
、
や
は
り
当
館
の
性
質
と
し
て
そ
れ
は
難
し
い
と
主
張
す
る
た
め
に
は
、
そ

れ
を
そ
う
と
納
得
さ
せ
る
だ
け
の
積
み
重
ね
が
必
要
な
の
だ
。
そ
れ
は
子
ど
も

向
け
の
企
画
に
限
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
方
向
性
に
お
い
て
、
な
る
ほ
ど
こ
の
施
設

で
は
可
能
だ
が
、
こ
の
施
設
で
は
そ
ぐ
わ
な
い
、
と
内
部
の
人
間
で
な
く
、
外

部
か
ら
判
断
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な
独
自
の
カ
ラ
ー
を
具
体
的
な
形
で

0

0

0

0

0

0

、
施
設

の
林
立
す
る
こ
の
地
で
あ
る
か
ら
こ
そ
よ
り
強
く
打
ち
出
し
て
い
か
ね
ば
な
ら

な
い
。

　

平
成
二
十
六
年
春
、
北
陸
新
幹
線
開
業
に
向
け
て
、
各
方
面
で
金
沢
市
の
取

り
組
み
は
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
中
に
も
文
化
都
市
「
金
沢
」
を
支
え
る
最

先
鋒
と
し
て
の
文
化
施
設
で
あ
り
、
同
時
に
全
国
に
唯
一
の
記
念
館
で
あ
り
た

い
。
そ
の
た
め
に
は
、
い
つ
ま
で
も
創
設
理
念
だ
け
掲
げ
て
い
た
の
で
は
も
は

や
間
に
合
わ
な
い
。
こ
れ
ま
で
に
築
い
て
き
た
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
独
自
の
方

法
で
築
き
上
げ
て
い
く
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
文
学
館
像
が
必
要
だ
。
そ
の
上
で
、
こ

れ
だ
け
の
施
設
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
揃
っ
て
同
じ
方
向
を
向
く
の
で
は
な
く
、
そ

れ
ぞ
れ
の
個
性
を
銘
々
最
大
限
に
引
き
だ
し
、
全
方
向
で
補
完
し
合
え
る
関
係

こ
そ
真
に
意
義
あ
る
連
携
で
あ
り
、「
金
沢
」
と
い
う
街
全
体
を
唯
一
と
す
る

武
器
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

明
治
四
十
年
前
後
、
秋
聲
を
は
じ
め
と
す
る
自
然
主
義
文
学
作
家
た
ち
の
隆

盛
か
ら
お
よ
そ
一
〇
〇
年
、
徳
田
秋
聲
が
読
ま
れ
る
時
代
は
終
わ
っ
た
。
ど
ん

な
に
庇
っ
て
み
た
く
と
も
、
書
店
か
ら
は
次
々
と
そ
の
代
表
作
の
姿
が
消
え
つ

つ
あ
る
の
が
現
状
だ
。
一
方
で
、
当
時
自
然
主
義
文
学
勃
興
の
陰
に
隠
れ
た
と

い
う
〝
三
文
豪
〟
の
ひ
と
り
、
泉
鏡
花
の
現
代
に
お
け
る
勢
い
は
す
さ
ま
じ
い
。

映
画
、
舞
台
、
絵
画
と
文
学
に
留
ま
ら
ぬ
多
方
面
へ
と
そ
の
影
響
力
は
及
び
、

若
い
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
も
創
作
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
て
い
る
。
そ

れ
に
引
き
替
え
、
鏡
花
だ
け
で
な
く
、
他
の
作
家
連
、
他
の
分
野
と
比
較
し
て

も
、
秋
聲
は
起
爆
力
の
あ
る
タ
イ
プ
で
は
な
い
。
そ
れ
こ
そ
代
表
作
『
黴
』
の

よ
う
に
静
か
に
地
を
伝
い
、
じ
わ
じ
わ
と
い
つ
の
間
に
か
心
の
中
を
侵
蝕
し
て

一
度
侵
さ
れ
た
な
ら
二
度
と
除
去
し
き
れ
な
い
、
地
味
だ
が
根
深
い
の
が
そ
の

魅
力
の
本
質
で
あ
る
。
ま
つ
り
ご
と
に
不
向
き
な
秋
聲
は
秋
聲
ら
し
く
、
ご
く

身
近
な
低
い
と
こ
ろ
か
ら
地
道
に
し
か
し
着
実
に
胞
子
を
ば
ら
撒
き
、
そ
し
て

も
う
一
〇
〇
年
後
に
必
ず
そ
の
名
を
伝
え
る
た
め
に
、
徳
田
秋
聲
記
念
館
の
葛

藤
し
模
索
す
る
現
在
が
在
る
の
で
あ
る
。

 

（
や
ぶ
た
・
ゆ
り
）
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