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獨
協
大
学
山
口
ゼ
ミ

「
旅
の
図
書
館
」を
訪
問
す
る
獨
協
大
学
山
口
ゼ
ミ

　
い
ま
か
ら
1
2
0
年
あ
ま
り
前
に
設
立
さ
れ

た
「
喜
賓
会
」
は
、
多
数
の
欧
文
出
版
物
を
刊

行
し
、
訪
日
外
国
人
客
の
誘
致
に
尽
力
し
ま
し

た
。
そ
の
一
つ
、U

seful N
otes and Itineraries 

for Travelling in Japan

に
は
、
い
ま
も
有
名

な
観
光
地
だ
け
で
な
く
、
す
で
に
消
滅
し
た
観

光
施
設
、
サ
ー
ビ
ス
、
商
品
な
ど
が
紹
介
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
こ
の
喜
賓
会
の
英
文
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
着
目

し
た
獨
協
大
学
外
国
語
学
部
交
流
文
化
学
科
の

山
口
ゼ
ミ
で
は
、
現
在
、「
1
0
0
年
前
の
観

光
を
観
光
す
る
」
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
は
第
12
回
・
た
び
と
し

ょ
カ
フ
ェ
（
2
0
1
8
年
2
月
開
催
）
お
よ
び

『
観
光
文
化
』
第
2
3
6
号
で
報
告
さ
れ
た
ツ

ー
リ
ズ
ム
・
リ
テ
ラ
シ
ー
の
実
践
で
あ
り
、
今

号
の
座
談
会
で
取
り
上
げ
た
古
書
を
活
用
し
た

大
学
教
育
の
実
例
で
も
あ
り
ま
す
。

　
学
生
た
ち
は
喜
賓
会
の
英
文
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

か
ら
自
分
で
研
究
対
象
を
選
び
、
「
旅
の
図
書

館
」
や
大
学
図
書
館
で
調
査
を
重
ね
、
古
書
が

伝
え
る
「
消
え
た
観
光
」
の
価
値
を
考
察
し
た

一
文
を
著
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
ゼ
ミ
の
研
究

成
果
か
ら
、
2
つ
の
作
品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

い
ず
れ
も
喜
賓
会
の
英
文
ガ
イ
ド
に
掲
載
さ
れ

た
広
告
の
う
ち
、
①
は
「
金
幣（
金
兵
衛
）写
真

館
」、
②
は
「
軽
井
沢
ホ
テ
ル
」
に
つ
い
て
調

べ
た
も
の
で
す
。

　
日
本
と
西
洋
が
出
会
い
交
流
し
て
生
ま
れ
た

観
光
文
化
は
、
い
わ
ゆ
る
和
洋
折
衷
や
和
魂
洋

才
と
は
異
な
る
水
準
の
自
律
し
た
文
化
で
あ
り
、

「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
」
や
「
ハ
ー
フ
」
で
は
な
く
「
第

三
文
化
（T

hird C
ultures

）」
と
し
て
位
置

付
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
、

1
0
0
年
前
の
「
消
え
た
観
光
」
の
価
値
を
論

じ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
研
究
成
果
の
骨
子
は
、
観
光
学
術
学

会
・
第
7
回
大
会
の
学
生
ポ
ス
タ
ー
発
表
の
部

で
発
表
し
、
最
優
秀
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。
い

ま
だ
試
行
錯
誤
を
重
ね
て
い
る
途
中
で
す
が
、

今
後
も
「
旅
の
図
書
館
」
の
研
究
資
源
を
活
用

さ
せ
て
い
た
だ
き
、
さ
ら
な
る
研
究
の
深
化
に

努
め
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　 

（
山
口 

誠
）

　
い
ま
も
横
浜
の
港
街
の
中
心
部
を
つ
ら
ぬ

く
、
日
本
大
通
り
。
1
5
0
年
前
、
こ
こ
は

日
本
と
西
洋
の
境
界
線
だ
っ
た
。
そ
の
通
り

の
向
こ
う
に
広
が
る
外
国
人
居
留
地
で
、
あ

る
「
J
A
P
A
N
」
が
生
ま
れ
た
。

　
そ
れ
は
西
洋
出
身
の
写
真
家
F
．
ベ
ア
ト

が
1
8
6
3
年
ご
ろ
か
ら
手
が
け
た
、
日
本

の
人
物
や
風
景
を
撮
影
し
て
着
色
し
た
写
真

で
あ
り
、
の
ち
に
横
浜
写
真
と
呼
ば
れ
た
観

光
土
産
で
あ
る
。
西
洋
の
ま
な
ざ
し
を
色
濃

く
反
映
し
た
「
J
A
P
A
N
」
の
イ
メ
ー
ジ

は
居
留
地
で
流
行
し
、
横
浜
写
真
は
多
数
の

写
真
館
で
制
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
や
が
て
1
8
8
1
年
、
あ
る
日
本
人
が
写

真
館
を
開
業
し
た
。
ベ
ア
ト
の
直
弟
子
で
、

そ
の
「
ま
な
ざ
し
」
を
吸
収
し
た
日
下
部
金

兵
衛
だ
っ
た
。
フ
ジ
ヤ
マ
、
サ
ム
ラ
イ
、
ゲ

イ
シ
ャ
な
ど
典
型
的
な
演
出
写
真
を
得
意
と

し
、
鮮
や
か
な
絵
具
で
着
色
さ
れ
た
金
兵
衛

の
横
浜
写
真
は
、
師
を
超
え
る
成
功
を
み
た
。

だ
が
写
真
史
で
は
、
西
洋
へ
の
媚
売
り
、
ま

た
は
偽
物
の
日
本
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
長
ら

く
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
た
し
か
に
金
兵
衛
の
写
真
は
、
あ
り
の
ま

ま
の
日
本
の
姿
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
西

洋
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
媚
び
る
だ
け
の

「
J
A
P
A
N
」
と
も
言
い
難
い
。
日
本
と

西
洋
の
境
界
線
に
長
ら
く
生
活
し
た
彼
は
、

そ
の
二
つ
の
「
ま
な
ざ
し
」
を
血
肉
化
し
、

若
い
こ
ろ
学
ん
だ
焼
物
の
絵
付
の
着
色
技
法

を
駆
使
し
て
、独
自
の「
N
I
P
P
O
N
」を

表
現
し
た
。そ
れ
は「
日
本
」で
も「
J
A

P
A
N
」で
も
な
い
、第
三
文
化（T

h
ird 

「
１
０
０
年
前
の
観
光
」を
観
光
す
る

古
書
を
活
用
し
た
大
学
教
育
の
実
例

❶
「
N
I
P
P
O
N
」と

出
会
う
大
通
り

き  

ひ
ん 

か
い

く
さ  

か   

べ  

き
ん

べ    

え
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「
金
幣（
金
兵
衛
）写
真
館
」の
広
告（
第
5
版
、1
9
0
7
年
）

「
軽
井
沢
ホ
テ
ル
」の
広
告（
下
半
分
、第
5
版
、1
9
0
7
年
）

観
光
学
術
学
会
・
第
7
回
大
会

（
2
0
1
8
年
7
月
）で
の
研
究
発
表

U
seful N

otes and Itineraries for Travelling in Japan

（
第
8
版
、1
9
1
0
年
）

C
ultures

）と
し
て
の「
N
I
P
P
O
N
」だ
っ

た
と
い
え
る
。

　
も
ち
ろ
ん
金
兵
衛
の
写
真
に
映
し
出
さ
れ

た
「
N
I
P
P
O
N
」
は
、
ど
こ
に
も
な
い
。

そ
こ
に
足
を
運
ぶ
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ

で
も
、
あ
る
い
は
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
居
留

地
の
外
国
人
た
ち
は
彼
の
写
真
館
を
訪
れ
、

ベ
ア
ト
仕
込
み
の
西
洋
の
写
真
術
と
日
本
の

伝
統
的
な
彩
色
技
術
が
交
流
し
て
生
み
出
し

た
、
息
を
呑
む
よ
う
な
色
彩
を
湛
え
た

「
N
I
P
P
O
N
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
求
め
た

の
だ
ろ
う
。

　
そ
の
居
留
地
も
、
金
兵
衛
の
写
真
館
も
、

も
は
や
消
え
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
日
本
大

通
り
は
、
い
ま
も
ま
だ
あ
る
。
そ
こ
は
か
つ

て
日
本
と
西
洋
の
境
界
線
だ
っ
た
が
、
い
ま

は
過
去
と
現
在
の
境
界
線
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
大
通
り
の
向
こ
う
に
広
が
る
世
界
を
想

像
し
な
が
ら
観
て
歩
け
ば
、
彼
方
に
消
え
た

「
N
I
P
P
O
N
」
と
出
会
う
こ
と
が
で
き

る
は
ず
だ
。

　
　（
中
植 

渚
、
片
山
さ
つ
き
、
榊
原
瑠
美
）

　
日
本
を
代
表
す
る
避
暑
地
、
軽
井
沢
。
そ

の
原
点
に
は
、
カ
ナ
ダ
人
宣
教
師
A
・
C
・
シ

ョ
ー
が
西
洋
式
の
別
荘
を
建
て
、
重
要
な
役

割
を
果
た
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
だ

が
軽
井
沢
に
は
個
人
所
有
の
別
荘
だ
け
で
な

く
、
ホ
テ
ル
も
存
在
し
て
い
た
。
喜
賓
会
の

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
広
告
を
掲
載
し
た
「
軽
井

沢
ホ
テ
ル
」
も
、
そ
の
一
つ
だ
っ
た
。

　
中
仙
道
の
宿
場
町
と
し
て
江
戸
期
に
栄
え

た
軽
井
沢
に
は
、
本
陣
を
は
じ
め
多
数
の
旅

館
が
あ
っ
た
。
明
治
期
に
鉄
道
が
敷
設
さ
れ

た
影
響
で
軽
井
沢
宿
は
ひ
と
た
び
廃
れ
た
が
、

外
国
人
や
洋
行
帰
り
の
日
本
人
が
集
う
国
際

的
な
避
暑
地
と
し
て
再
生
し
た
同
地
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
別
荘
に
加
え
て
、
客
室
に
ベ
ッ

ド
や
洗
面
台
や
浴
室
を
備
え
た
西
洋
式
の
ホ

テ
ル
も
建
設
さ
れ
た
。
な
か
で
も
旧
軽
井
沢

宿
の
本
陣
の
主
が
1
9
0
0
年
に
開
業
し
た

「
軽
井
沢
ホ
テ
ル
」
は
、
新
し
い
ア
イ
デ
ア

を
高
次
に
実
現
し
た
こ
と
で
、
人
気
を
博
し

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
の
ア
イ
デ
ア
と
は
、
広
縁
の
あ
る
客
室

だ
っ
た
。
広
縁
は
、
客
室
の
窓
辺
の
小
さ
な

空
間
で
あ
り
、
客
室
内
に
作
ら
れ
た
縁
側
の

一
種
と
も
い
え
る
。
旅
館
や
社
寺
な
ど
伝
統

的
な
日
本
建
築
で
は
珍
し
く
も
な
い
広
縁
だ

が
、
そ
れ
を
ベ
ッ
ド
や
浴
室
を
備
え
た
西
洋

式
ホ
テ
ル
の
客
室
に
取
り
入
れ
た
こ
と
で
、

宿
泊
者
は
広
縁
の
椅
子
で
談
笑
し
、
室
内
に

い
な
が
ら
窓
の
外
に
広
が
る
庭
や
、
そ
の
後

方
に
開
け
た
景
色
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
室
外
と
室
内
を
明
解
に
切
り
分
け
、
頑
丈

な
壁
で
仕
切
ら
れ
た
ホ
テ
ル
の
居
室
に
慣
れ

た
西
洋
人
に
と
っ
て
、「
軽
井
沢
ホ
テ
ル
」

の
広
縁
が
実
現
し
た
内
と
外
の
融
合
空
間
は
、

独
特
な
価
値
を
発
揮
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
日
本
の
伝
統
旅
館
で
も
、
ま
た
西
洋

を
模
倣
し
た
ホ
テ
ル
で
も
な
く
、
そ
の
両
者

を
交
流
さ
せ
て
実
現
し
た
第
三
文
化

（T
hird C

ultures

）
の
ホ
テ
ル
だ
っ
た
。

　
い
ま
は
も
う
「
軽
井
沢
ホ
テ
ル
」
は
現
存

し
な
い
が
、
そ
こ
で
育
ま
れ
た
ア
イ
デ
ア
は

日
本
各
地
の
ホ
テ
ル
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。

時
を
経
て
、
久
し
ぶ
り
の
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の

活
況
に
沸
く
現
在
、
新
た
な
第
三
文
化
の
ホ

テ
ル
が
誕
生
す
る
こ
と
も
、
期
待
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
。

　（
山
木
満
莉
奈
、
阿
部
美
咲
、
志
村
琴
乃
）

❷
「
消
え
た
ホ
テ
ル
」か
ら

観
え
る
未
来


