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私
は
、
本
を
読
む
こ
と
が
好
き

で
す
が
、
本
を
読
ん
で
い
る
時
「
あ

れ
、
こ
れ
い
い
な
」
と
、
心
に
残

る
言
葉
・
話
を
見
つ
け
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
時
は
、
忘
れ
な

い
よ
う
に
メ
モ
し
て
お
き
ま
す
。 

 

そ
の
メ
モ
の
中
か
ら
、
い
く
つ

か
を
ご
披
露
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
ま
ず
自
殺
し
よ
う
と
し
て
い
る

若
者
と
い
う
か
小
・
中
学
生
に
送

り
た
い
。 

・
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
国
の
格
言
で
「
生

き
て
い
る
限
り
望
み
が
あ
る
」 

・
車
の
ラ
ジ
オ
で
聞
い
た
、
政
治

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
座
右
の
銘 

「
死
ぬ
こ
と
以
外
は
か
す
り
傷
」 

み
ん
な
も
っ
と
強
く
な
っ
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。 

「
〈
幸
福
〉
と
は
、
こ
ん
な
当

た
り
前
の
暮
ら
し
が
出
来
る
と
こ

ろ
に
あ
る
と
思
う
。 

○
住
み
慣
れ
た
家
と
町
で 

○
見
知
っ
た
人
た
ち
と 

○
慣
れ
た
お
店
で
買
い
物
を
し 

○
複
数
の
人
た
ち
と
食
事
を
し 

○
同
窓
会
に
参
加
し 

○
相
談
で
き
る
人
た
ち
が
い
る
」 

『
カ
ル
メ
ン
』
を
書
い
た
メ
リ

メ
の
言
葉
に
「
猫
と
女
は
呼
ぶ
と

逃
げ
る
。
そ
し
て
、
呼
ば
な
い
と

き
や
っ
て
く
る
」 

こ
ん
な
言
葉
も
あ
り
ま
す
「
10

年
頑
張
れ
ば
神
様
が
ご
褒
美
を
く

れ
る
」
「
行
く
言
葉
が
美
し
く
て
こ

そ
、
来
る
言
葉
も
美
し
い
」「
子
供
泣

か
す
な
来
た
道
じ
ゃ
。
年
寄
り
笑

う
な
行
く
道
じ
ゃ
」
「
悠
々
自
適

は
５
年
で
ボ
ケ
る
。
あ
く
せ
く
自

適
は
医
者
い
ら
ず
」 

一
時
期
ブ
ー
ム
に
な
り
ま
し
た

『
日
本
一
短
い
「
母
」
へ
の
手
紙
』

よ
り 

 
・
お
母
さ
ん
、
雪
の
降
る
夜
に
私

を
生
ん
で
下
さ
っ
て
あ
り
が
と

う
。
も
う
す
ぐ
雪
で
す
ね
。 

 
 

 
 

 
 

 
(

51
歳 

男
性) 

・
母
さ
ん
あ
り
が
と
う
。
母
さ
ん 

 

が
私
を
信
じ
て
く
れ
た
か
ら
こ 

そ
、
私
も
娘
を
信
じ
ぬ
け
ま
す
。 

(

39
歳 

女
性) 

・
お
ふ
く
ろ
、
死
ぬ
な
よ
。
い
い

と
い
う
ま
で
死
ぬ
な
よ
。
親
孝

行
が
全
部
終
わ
る
ま
で
死
ぬ
な

よ
。 

 
 

 
(

28
歳 

男
性) 

 
 

昨
年
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ
で

話
題
を
呼
ん
だ
、
戦
国
時
代
の
軍

師
、
黒
田
官
兵
衛
が
残
し
た
と
さ

れ
る
言
葉
に
「
草
履

ぞ

う

り

片
々

か
た
が
た

、
木
履

ぼ

く

り

片
々
」
が
あ
り
ま
す
。
人
は
時
に

は
片
方
の
足
に
草
履
、
も
う
片
方

に
木
履(

ゲ
タ)

と
い
う
、
走
り

に
く
い
状
態
で
も
走
り
出
さ
な
け

れ

ば
い
け
な
い
。
目
的
を
果
た

す
に
は
、
時
期
を
逃
さ
ず
に
行
動

す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
説
い
た
言

葉
で
す
。 

中
学
生
の
時
に
出
会
っ
た
、
心

に
残
っ
た
最
初
の
言
葉
は
世
阿
弥

の
「
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
」
で
す
。 

私
の
人
生
も
、
終
盤
に
か
か
っ

て
い
ま
す
。
残
り
少
な
い
人
生
を
、

悔
い
の
無
い
よ
う
に
生
き
た
い
も

の
で
す
。
そ
こ
で
最
後
に
、
某
ス

ー
パ
ー
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
を
一

字
変
え
て
「
人
生
も
終
盤
戦
が
面

白
い
」
。 

 
 

 
 

 (

編
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心
に
残
っ
た
言
葉
・
話 

島
田 

敏
晃 
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印
旛
沼
地
域
に
は
龍
神
伝
説
が

あ
る
。
私
が
こ
の
龍
神
伝
説
に
興

味
を
ひ
か
れ
て
久
し
い
。 

 

先
日
久
し
ぶ
り
に
龍
角
寺
と
龍

腹
寺
を
尋
ね
た
。
房
総
の
村
へ
寄

る
と
、
そ
こ
で
『
龍
の
き
た
道
』

五
十
嵐
行
男
著
と
い
う
本
が
５
０

０
円
で
売
ら
れ
て
い
た
。 

 

４
冊
購
入
し
、
パ
ラ
パ
ラ
と
ペ

ー
ジ
を
め
く
っ
て
み
る
と
、
大
野

政
治
著
『
下
総
国 

龍
角
寺
・
龍

腹
寺
・
龍
尾
寺
三
山
縁
起
に
つ
い

て
』
（
以
下
『
三
山
縁
起
』
）
の
復

刻
と
『
法
華

ほ

っ

け

験
記

け

ん

き

』
『
今
昔
物
語
』

『
四
条

畷
な
わ
て

市
龍
尾
寺
縁
起
』
『
白

井
市
薬
王
寺
縁
起
』
等
が
追
加
さ

れ
て
い
た
。 

 

『
三
山
縁
起
』
は
昭
和
42
年
に

２
０
０
部
し
か
発
行
さ
れ
ず
現
在

は
貴
重
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（
私
は
偶
然
に
も
こ
の
本
を
２
冊

所
持
す
る
幸
運
を
得
て
い
た
） 

 

私
は
面
識
等
一
切
な
い
が
、
衝

動
的
に
印
西
市
に
あ
る
五
十
嵐
氏

宅
を
訪
れ
た
。
ご
自
宅
の
前
に
は

表
札
の
出
て
い
な
い
黒
塗
り
の
堅

固
な
長
屋
門
。
大
声
を
上
げ
て
呼

び
か
け
た
が
、
立
派
な
長
屋
門
に

声
は
、
は
ね
返
さ
れ
る
だ
け
。
携

帯
電
話
で
電
話
番
号
を
調
べ
、
電

話
を
す
る
と
ご
在
宅
。
来
意
を
告

げ
る
と
、
ご
自
宅
に
招
か
れ
て
お

話
を
伺
う
こ
と
が
で
き
た
。 

 

こ
の
本
は
「
一
冊
５
０
０
円
だ

が
、
こ
れ
だ
け
で
足
が
出
て
い
る
。

販
売
す
る
と
手
数
料
が
２
０
０
円

も
か
か
る
。
現
在
ま
だ
残
部
が
あ

る
」
等
。 

 
ま
た
「
大
野
政
治
さ
ん
と
の
約

束
や
こ
れ
ま
で
研
究
し
て
き
た
龍

神
伝
説
の
集
大
成
の
つ
も
り
で
昨
年

出
版
し
た
」
と
の
こ
と
。
何
の
気
負
い

も
な
く
淡
々
と
話
す
。
そ
の
ほ
か
龍

神
伝
説
に
つ
い
て
色
々
お
話
を
お

伺
い
し
、
１
時
間
ほ
ど
で
辞
去
す

る
。 

 

思
う
、
こ
の
よ
う
に
貴
重
な
郷

土
資
料
を
自
費
出
版
し
、
郷
土
研

究
を
支
え
て
い
る
こ
と
を
。
以
上

私
の
拙
い
文
を
以
っ
て
同
書
を
市

民
の
皆
様
に
推
奨
す
る
次
第
で
す
。 

 
 

 
 

 
 

（
石
川 

西
崎 

正
夫
） 

   

８
月
８
日
、
立
秋
は
過
ぎ
た
と

は
い
え
、
ま
だ
ま
だ
暑
い
日
が
続

い
て
い
ま
す
。
日
本
の
夏
は
蒸
し

暑
い
の
が
特
徴
で
す
ね
。 

南
の
国
か
ら
の
旅
行
者
も
、
こ

の
国
の
暑
さ
は
、
か
っ
て
経
験
し

た
こ
と
が
な
い
と
い
っ
て
い
ま
す
。 

 

と
は
い
え
日
差
し
は
確
実
に
傾

い
て
き
て
い
ま
す
。 

田
ん
ぼ
の
稲
は
黄
金
色
を
増
し

て
刈
り
取
り
の
と
き
を
、
今
か
今

か
と
待
っ
て
い
ま
す
。 

私
は
田
ん
ぼ
の
風
景
が
大
好
き

で
す
。 

春
、
桜
の
花
が
咲
く
こ
ろ
畦
道

が
整
備
さ
れ
、
田
ん
ぼ
は
耕
さ
れ

て
一
面
に
水
が
張
ら
れ
、
田
植
え

を
待
っ
て
い
ま
す
。 

や
が
て
、
早
苗
が
植
え
ら
れ
、

冬
の
田
ん
ぼ
か
ら
景
色
は
一
変
し

ま
す
。
電
車
の
窓
か
ら
見
る
こ
の

風
景
は
た
ま
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て

苗
は
成
長
し
ま
す
。 

梅
雨
が
明
け
て
、
水
を
十
分
吸

っ
た
苗
は
夏
の
日
差
し
で
、
ぐ
ん

ぐ
ん
成
長
し
ま
す
。
苗
か
ら
稲
に

な
る
過
程
で
は
風
に
吹
か
れ
て
ゆ

れ
る
。
そ
の
姿
は
、
田
ん
ぼ
が
波

打
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

苗
が
稲
に
成
長
し
て
穂
が
出
て
花

が
咲
き
実
を
結
び
ま
す
。 

「
実
る
程 

こ
う
べ
を
垂
れ
る

稲
穂
か
な
」
そ
の
姿
は
人
生
訓
を

想
わ
せ
ま
す
ね
。 

そ
し
て
刈
り
取
り
で
す
。
今
は

コ
ン
バ
イ
ン
で
た
ち
ま
ち
米
に
成

り
ま
す
が
、
刈
り
取
っ
た
稲
を

「
オ
ダ
」
に
掛
け
て
干
し
ま
し
た
。

こ
ん
な
風
景
を
見
て
育
ち
ま
し
た
。 

 

田
ん
ぼ
の
最
後
は
刈
り
取
っ
た

稲
の
切
り
株
で
す
。
落
ち
穂
を
つ

い
ば
む
鳥
た
ち
が
来
て
い
ま
す
。 

一
年
は
あ
っ
と
い
う
間
で
す
。

私
の
人
生
も
あ
っ
と
い
う
間
に
前

期
高
齢
者
。 

若
さ
を
保
つ
た
め
市
民
カ
レ
ッ

ジ
に
通
い
、
楽
し
い
毎
日
を
過
ご

し
て
い
ま
す
。 

 

（
上
志
津 

志
津 

憲
司
） 

龍
神
伝
説
へ
の
想
い

私
の
好
き
な
風
景 
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文
京
区
に
「
こ
ん
に
ゃ
く
閻
魔

え

ん

ま

」

(

注)

と
言
う
の
が
あ
り
ま
す
。 

カ
ミ
さ
ん
か
ら
「
こ
ん
に
ゃ
く

閻
魔
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
こ
ん

に
ゃ
く
好
き
の
私
が
、
今
か
ら
約

30
年
前
に
文
京
区
か
ら
佐
倉
に
引

っ
越
し
て
き
た
と
き
、
タ
イ
ミ
ン

グ
よ
く
自
宅
近
く
に
家
庭
菜
園
を

借
り
ら
れ
た
の
で
、
「
よ
っ
し
ゃ
！

芋
か
ら
手
作
り
で
こ
ん
に
ゃ
く
を

作
ろ
う
！
」
と
思
い
立
ち
、
こ
ん

に
ゃ
く
栽
培
が
始
ま
り
ま
し
た
。 

し
か
し
、
何
の
知
識
も
な
く
、

芋
を
植
え
て
お
け
ば
自
然
に
大
き

く
な
る
と
思
っ
て
い
た
の
が
、
大

き
な
間
違
い
で
し
た
。 

も
と
も
と
こ
ん
に
ゃ
く
は
山
間

の
半
日
陰
の
畑
で
育
つ
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
だ
っ
た
の
で
す
が
、
日
当

り
の
良
い
津
田
農
園
で
は
８
月
末

か
ら
９
月
の
声
を
聞
く
と
、
芋
が

大
き
く
な
る
晩
秋
を
待
た
ず
に
、

葉
っ
ぱ
が
夏
枯
れ
を
し
て
茎
が
倒

れ
て
し
ま
っ
た
り
、
掘
上
げ
た
芋

を
家
の
中
に
取
り
込
ん
で
春
ま
で

保
存
し
て
い
る
間
に
カ
ビ
が
生
え

た
り
と
、
な
か
な
か
思
う
よ
う
に

は
い
き
ま
せ
ん
。 

 

そ
こ
で
、
数
年
前
か
ら
土
の
中

で
越
冬
さ
せ
た
り
、
こ
ん
に
ゃ
く

芋
を
木
陰
に
植
え
た
り
、
友
人
が

農
家
か
ら
借
り
て
い
る
山
の
畑
に

分
散
し
て
植
え
た
り
と
、
あ
の
手

こ
の
手
の
工
夫
を
し
て
い
ま
す
。 

 

い
ろ
い
ろ
悩
み
な
が
ら
も
自
分

で
育
て
た
芋
か
ら
作
っ
た
こ
ん
に

ゃ
く
は
、
そ
ん
じ
ょ
そ
こ
ら
の
こ

ん
に
ゃ
く
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な

い
食
感
と
お
い
し
さ
で
す(

と
思

っ
て
い
ま
す)

。 

 

そ
の
お
い
し
い
こ
ん
に
ゃ
く
を

食
べ
た
時
に
、
ま
た
新
し
く
栽
培

意
欲
が
わ
い
て
く
る
ん
で
す
。 

 

こ
ん
に
ゃ
く
バ
ン
ザ
イ
！ 

(

注)

「
浄
土
宗
常
光
山 
源
覚
寺
」 

 

（
稲
荷
台 

津
田 

博
徳
） 

     

 

   

私
は
佐
倉
か
ら
東
京
・
中
央
区 

の
会
社
ま
で
通
勤
し
て
い
る
。
今

日
は
、
秋
の
青
空
が
広
が
り
、
銀

座
の
柳
に
も
涼
し
い
風
が
吹
き
抜

け
て
い
る
。 

今
年
の
夏
が
ま
だ
、
暑
か
っ
た

頃
の
こ
と
で
す
。
私
は
晴
海
通
り

を
有
楽
町
か
ら
三
越
に
向
か
っ
て

歩
い
て
い
た
。
銀
座
西
五
番
街
通

り
の
角
に
あ
る
ブ
ロ
ン
ズ
の
キ
ュ

ー
ピ
ッ
ト
像
の
と
こ
ろ
を
通
り
か

か
っ
た
。
そ
の
日
の
キ
ュ
ー
ピ
ッ

ト
に
は
、
女
児
用
の
可
愛
ら
し
い

麦
わ
ら
帽
子
が
被
さ
れ
て
い
た
。

強
い
日
差
し
の
中
、
涼
し
げ
に
そ

し
て
ほ
ほ
え
ま
し
く
思
い
、
通
り

過
ぎ
た
。
な
ぜ
か
そ
の
日
の
夕
方

の
帰
宅
時
に
は
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ト
の

頭
に
は
麦
わ
ら
帽
子
は
な
か
っ
た
。 

翌
朝
の
通
勤
時
、
キ
ュ
ー
ピ
ッ

ト
に
差
し
か
か
っ
た
と
き
、
前
を

歩
い
て
い
た
30

代
と
思
わ
れ
る
男

性
が
、
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ト
に
近
づ
い

て
、
頭
を
な
で
て
行
っ
た
。 

 

そ
の
男
性
の
祈
る
よ
う
な
仕
草

に
、
私
は
き
っ
と
男
性
の
心
の
中

は
「
私
の
意
中
の
女
性
の
ハ
ー
ト

に
矢
を
射
っ
て
下
さ
い
」
と
お
願

い
し
た
よ
う
に
思
え
た
。
私
も
通

り
過
ぎ
る
と
き
に
「
あ
の
男
性
の

思
い
を
か
な
え
て
ね
」
と
念
じ
た
。 

 

そ
れ
か
ら
麦
わ
ら
帽
子
も
、
か

の
男
性
も
お
目
に
か
か
る
こ
と
は

な
い
が
、
今
朝
、
真
っ
青
な
秋
空

の
下
、
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ト
を
見
て
、

ふ
と
恋
の
行
方
が
気
に
な
っ
た
。 

 

銀
座
か
ら
築
地
に
向
か
う
。
最

近
は
早
朝
か
ら
築
地
市
場
を
目
指

し
て
歩
く
外
国
人
観
光
客
の
数
が

多
く
な
っ
た
。
特
に
東
南
ア
ジ
ア

か
ら
来
た
人
が
目
立
つ
。
地
図
や

Ｇ
Ｐ
Ｓ
機
能
付
き
携
帯
等
を
持
っ

て
い
て
、
交
差
点
や
商
店
の
写
真

を
撮
っ
た
り
し
て
い
る
。
時
に
道

に
迷
っ
て
い
る
よ
う
な
観
光
客
に

は
声
を
か
け
る
が
、
ほ
ぼ
築
地
市

場
が
行
き
先
だ
。
世
界
一
の
魚
市

場
だ
。
行
き
た
く
な
る
の
だ
ろ
う
。 

 

私
は
歩
き
な
が
ら
「
外
国
人
観

光
客
が
佐
倉
に
行
き
た
く
な
る
も

の
は
な
ん
だ
ろ
う
」
と
考
え
る
。 

  
 

（
藤
治
台 

高
塚 

国
義
） 

こ
ん
に
ゃ
く
と
私 

銀
座
の
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ト 



－４－ 

先
日
の
歴
史
探
索
の
折
り
、
雷

電
の
墓
の
周
辺
に
か
わ
い
ら
し
く

ひ
っ
そ
り
と
咲
く
秋
海
棠
（
シ
ュ

ウ
カ
イ
ド
ウ
）
の
花
を
見
つ
け
た
。 

秋
海
棠
は
、
中
国
原
産
で
江
戸

時
代
初
期
に
渡
来
し
た
帰
化
植
物

で
す
。
そ
の
名
の
如
く
秋
を
告
げ

る
花
と
し
て
昔
か
ら
親
し
ま
れ
て

い
ま
す
。
晩
夏
か
ら
秋
に
か
け
て

２
～
３
㌢
程
度
の
淡
紅
色
の
花
を

咲
か
せ
る
。
ベ
ゴ
ニ
ア
の
仲
間
で

花
弁
は
よ
く
似
て
い
る
が
、
小
さ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さ
く
ら
道 

 

 

地
方
の
人
口
が
減
少
し
流
出
し

て
地
方
が
消
え
て
し
ま
い
、
大
都

市
に
だ
け
人
が
集
ま
る
将
来
の
社

会
を
「
極
点
社
会
」
と
い
っ
て
い

る
そ
う
で
す
が
、
２
０
５
０
年
時

点
で
誰
も
住
ま
な
く
な
る
割
合
を

地
域
別
に
示
し
た
図
表
（
『
国
土
の

長
期
展
望
』）
が
あ
り
ま
す
。 

 

首
都
圏
の
８
・
５
％
が
一
番
少

な
い
ケ
ー
ス
で
す
が
、
一
番
多
い

北
海
道
は
何
と
52
・
３
％
、
ほ
ぼ

半
分
が
無
人
の
土
地
に
な
る
と
予

想
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

佐
倉
市
は
都
心
か
ら
40
㌔
圏
内

に
あ
る
地
の
利
を
活
か
し
て
戦
後
、

主
と
し
て
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
ベ
ッ

ド
タ
ウ
ン
と
し
て
急
速
に
人
口
を

増
や
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

最
近
は
伸
び
悩
み
17
万
余
で
足
踏

み
を
続
け
て
い
ま
す
。 

 

兎
に
角
、
日
本
全
体
で
は
人
口

減
少
時
代
に
入
る
わ
け
で
す
か
ら

少
し
で
も
減
ら
さ
な
い
た
め
に
人

を
呼
び
込
む
政
策
が
、
重
要
課
題

の
一
つ
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。 

 

（
金
井 

義
彰
） 

く
垂
れ
て
少
し
下
向
き
に
咲
く
姿

が
な
ぜ
か
可
憐
で
趣
が
あ
る
。
松

尾
芭
蕉
も
「
秋
海
棠
西
瓜
の
色
に

咲
き
に
け
り
」
と
詠
ん
で
い
る
。 

実
は
、
９
月
上
旬
、
那
須
旅
行

の
帰
り
に
、
秋
海
棠
の
群
生
地
で

あ
る
栃
木
市
の
出い
ず

流る

町
「
出
流
ふ

れ
あ
い
の
森
」
を
訪
れ
た
。
出
流

山
の
渓
流
沿
い
に
た
く
さ
ん
の
秋

海
棠
が
群
れ
咲
い
て
い
た
。
花
は

優
し
く
、
可
憐
で
、
と
て
も
綺
麗

だ
っ
た
。
秋
の
到
来
を
感
じ
る
ひ

と
時
で
あ
っ
た
。 （

鵜
澤 

和
良
） 

１１月の黒板 
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