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１
　
私
と
読
書

私
は
ど
ん
な
に
忙
し
く
て
も
、
毎
週
一
度
や
二
度
は
最
寄
り
の
本
屋
に
立
寄
る
こ
と
と
し
て
お
る
。
そ
し
て
た

い
て
い
の
場
合
、
二
、
三
冊
の
新
刊
書
を
求
め
て
帰
る
こ
と
に
し
て
お
る
。
本
屋
の
書
架
で
私
の
足
を
止
め
さ
せ

る
と
こ
ろ
は
、
政
治
、
経
済
、
法
律
等
と
か
い
て
あ
る
と
こ
ろ
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
歴
史
、
社
会
、
随
筆
等

の
書
架
で
あ
る
。
そ
こ
に
毎
週
、
新
た
に
持
込
ま
れ
る
新
刊
書
の
新
鮮
な
香
り
と
、
そ
れ
を
手
に
し
た
柔
か
い
触

覚
は
、
た
ま
ら
な
く
う
れ
し
い
も
の
で
あ
る
。
生
き
る
悦
び
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
瞬
間
で
あ
る
。

せ
っ
か
く
求
め
た
本
は
読
ま
な
け
れ
ば
も
っ
た
い
な
い
。
ま
た
読
む
た
め
に
こ
そ
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
実
際
に
は
、
読
書
に
割
愛
す
る
時
間
が
十
分
で
な
い
ば
か
り
か
、
頭
が
散
文
的
に
な
っ
て
い
て
根
気
も
ま
た
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十
分
で
は
な
い
。
ま
ず
一
わ
た
り
目
次
を
見
渡
し
て
、
そ
の
う
ち
興
味
を
惹
く
節
を
読
ん
で
み
る
。
順
序
を
追
わ

な
い
で
読
ん
で
い
る
う
ち
に
全
部
読
了
す
る
本
も
あ
る
し
、
一
節
だ
け
で
止
め
て
し
ま
う
本
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

日
本
人
の
も
の
し
た
本
も
あ
れ
ば
、
訳
本
（
そ
れ
も
多
く
は
欧
米
人
の
も
の
）
も
あ
る
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
訳

本
の
方
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。

日
本
人
の
本
よ
り
は
、
ど
う
し
た
も
の
か
、
訳
本
の
方
が
読
み
応
え
の
す
る
本
が
多
い
よ
う
に
思
う
。
構
想
の

壮
大
さ
、
方
法
論
の
雄
渾
さ
、
引
例
の
豊
富
さ
、
筆
致
の
勢
い
等
に
お
い
て
、
西
欧
物
の
方
が
す
ぐ
れ
て
お
る
も

の
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
欧
米
人
が
自
ら
築
き
あ
げ
た
欧
米
文
化
に
誇
り
と
自

信
と
を
も
っ
て
い
る
せ
い
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
支
那
の
古
典
も
、
欧
米
の
そ
れ
と
は
全
く
異
質
の
も
の

で
は
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
わ
れ
わ
れ
の
肺
腑
を
う
つ
力
を
も
っ
て
お
る
。
そ
こ
に
は
欧
米
人
の
思
想
の
紹
介
も
な

け
れ
ば
受
売
り
も
な
い
。
支
那
人
固
有
の
思
想
が
大
胆
に
吐
露
さ
れ
て
、
迫
真
の
魅
力
を
も
っ
て
お
る
。
そ
れ
ら

に
比
し
て
日
本
人
の
も
の
に
は
、
こ
の
東
西
両
文
明
の
流
れ
の
い
ず
れ
か
に
沿
っ
て
、
よ
く
い
え
ば
そ
の
忠
実
な

紹
介
、
悪
く
い
え
ば
そ
の
模
倣
と
い
う
域
を
、
未
だ
十
分
に
は
抜
け
出
て
い
な
い
怨
み
が
あ
る
。
つ
ま
り
み
ず
か

ら
の
文
化
に
対
す
る
誇
り
と
自
信
に
乏
し
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
い
ず
れ
に
も
決
め
き
れ
ず
、
ユ
ニ
ー
ク
な
み

ず
か
ら
の
姿
も
発
見
し
き
れ
ず
、
東
西
の
間
を
無
闇
に
彷
徨
し
つ
つ
老
い
て
ゆ
き
つ
つ
あ
る
の
が
、
多
く
の
日
本

人
の
姿
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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古
老
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
明
治
維
新
の
お
り
、
日
本
に
は
大
学
北
校
と
大
学
南
校
が
あ
っ
た
そ
う
だ
。

北
校
は
四
書
五
経
を
軸
と
し
た
修
身
斉
家
治
国
の
学
問
を
主
と
し
て
教
え
、
南
校
は
西
洋
の
学
問
を
輸
入
し
て
こ

れ
を
教
え
こ
む
こ
と
を
主
た
る
任
務
と
し
て
お
っ
た
。
と
こ
ろ
が
明
治
政
府
は
、
こ
の
南
校
を
学
問
の
メ
ッ
カ
に

す
る
と
い
う
重
大
な
選
択
を
行
な
っ
て
、
そ
れ
が
今
の
東
京
大
学
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
近
代

日
本
の
学
問
の
重
心
は
、
洋
学
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
日
本
の
近
代
化
に
そ
れ
な

り
の
大
き
い
貢
献
を
し
て
き
た
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
事
実
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
洋
学
偏
重
と
い
う
こ
と

が
、
日
本
の
物
質
的
近
代
化
の
面
で
は
多
彩
な
花
を
咲
か
せ
た
が
、
そ
の
根
底
に
あ
る
西
洋
思
想
の
本
体
が
、
ど

こ
ま
で
日
本
人
の
血
肉
と
な
り
、
そ
の
実
生
活
を
嚮
導
す
る
の
に
役
立
っ
て
お
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
ま

こ
と
に
心
細
い
感
じ
を
脱
し
き
れ
な
い
、
と
い
う
の
が
偽
ら
な
い
今
日
的
告
白
で
は
な
か
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
に
か
け
て
の
日
本
の
近
代
化
過
程
の
裏
に
あ
っ
て
も
、
支
那
思
想
の
研
究
は

た
ゆ
み
な
く
つ
づ
け
ら
れ
、
そ
の
学
燈
が
消
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
否
、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
の
実
生
活
を
規

律
す
る
思
想
的
公
準
の
多
く
の
も
の
は
、
こ
の
支
那
思
想
に
源
流
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
れ
に
し

て
も
、
こ
の
二
つ
の
大
き
い
思
想
的
潮
流
の
渦
中
に
投
げ
こ
ま
れ
て
、
右
往
左
往
し
て
き
た
日
本
で
あ
っ
た
。
そ

の
こ
と
は
戦
後
に
お
い
て
も
変
り
が
な
い
ば
か
り
か
、
戦
後
に
お
け
る
日
本
の
特
異
な
精
神
情
況
は
、
そ
の
平
和

回
復
の
過
程
と
の
関
連
に
お
い
て
、
よ
り
多
く
西
洋
思
想
の
側
に
揺
れ
動
い
て
き
た
と
も
い
え
よ
う
。

春風秋雨／希望と憂愁



と
こ
ろ
が
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
精
神
の
渇
き
は
、
こ
う
い
う
過
程
を
通
し
て
い
っ
こ
う
に
癒
さ
れ
る
こ
と
も
な

く
、
み
ず
か
ら
の
思
想
と
生
活
の
投
錨
点
を
ど
こ
に
見
出
す
べ
き
か
も
決
め
き
れ
ず
、
依
然
と
し
て
彷
徨
と
苦
悶

を
重
ね
て
お
る
有
様
で
あ
る
。
真
に
日
本
的
な
も
の
、
わ
れ
わ
れ
が
誇
り
と
自
信
を
も
ち
得
る
固
有
な
日
本
思
想

は
、
い
っ
た
い
何
か
と
い
う
課
題
は
、
政
治
に
お
い
て
も
、
経
済
に
お
い
て
も
、
さ
ら
に
は
よ
り
深
く
文
化
の
世

界
に
お
い
て
も
、
発
掘
さ
れ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
現
況
で
あ
る
。
こ
の
苦
悶
は
日
本
人
に
根
深
い
焦
躁
心
を
か
り

立
て
て
い
る
と
見
え
て
、
日
本
ほ
ど
刊
行
物
の
多
い
国
は
な
い
。
新
刊
書
籍
は
正
に
汗
牛
充
棟
、
応
接
に
い
と
ま

が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
自
然
、
日
本
人
は
乱
刊
乱
売
乱
読
と
な
る
。
そ
の
後
に
沈
澱
す
る
も
の
は
、
大
い
な
る
誇

り
で
も
な
け
れ
ば
自
信
で
も
な
く
ま
た
満
足
で
も
な
い
。
空
ろ
な
精
神
の
渇
き
だ
け
が
、
い
つ
ま
で
も
残
る
と
い

う
始
末
で
あ
る
。

そ
こ
で
私
が
、
近
来
切
実
に
考
え
て
お
る
こ
と
は
、
乱
読
を
ま
ず
慎
も
う
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
歴
史
の
風
雪
に
耐
え
て
、
し
か
も
依
然
強
い
光
彩
と
生
命
力
を
放
つ
少
数
の
書
籍
を
、
自

分
の
実
生
活
の
伴
侶
と
し
て
、
よ
く
読
み
よ
く
消
化
し
、
よ
く
実
践
す
る
と
い
う
生
き
方
を
と
ら
な
い
限
り
、
わ

れ
わ
れ
の
精
神
の
渇
き
は
癒
す
べ
く
も
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
字
は
書
く
の
で
は
な
く
彫
る
も
の
だ
」
と

道
破
し
た
哲
人
が
あ
っ
た
。
読
書
に
は
狭
い
が
、
歴
史
や
時
世
の
理
解
と
物
事
の
決
断
に
誤
ら
な
い
人
が
い
る
も

の
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
書
架
に
積
ま
れ
た
書
籍
の
数
の
多
き
を
誇
る
べ
き
で
は
な
い
。
み
ず
か
ら
の
実
生
活
に
不
動
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の
自
信
と
光
明
を
も
た
ら
す
、
珠
玉
の
よ
う
な
数
冊
の
書
が
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。
一
日
書
庫
に
入
り
、
玉
書
を

得
て
寝
食
を
忘
れ
、
か
つ
読
み
か
つ
写
す
ほ
ど
の
値
う
ち
の
あ
る
本
が
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。
読
書
の
効
用
は
文

章
の
彫
琢
錬
磨
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
の
生
活
実
践
の
光
明
を
見
出
す
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
し
た
苦
吟
を
通
し
て
、
日
本
人
み
ず
か
ら
の
生
活
に
と
け
込
み
、
こ
れ
を
規
律
し
、
こ
れ
を
鼓
舞
す
る
思

想
は
、
そ
の
源
流
が
洋
の
東
西
い
ず
れ
で
あ
ろ
う
と
も
、
日
本
人
の
血
と
な
り
、
や
が
て
そ
れ
が
成
長
し
て
、
日

本
人
み
ず
か
ら
の
壮
大
な
思
想
と
生
活
と
文
化
を
生
む
契
機
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
近
時
少
閑
を
得
て
、

私
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
お
る
。

（
昭
四
〇
・
八
）
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