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若
者
の
読
書
離
れ
が
指
摘
さ

れ
て
か
ら
久
し
い
が
、
齋
藤
孝

『
読
書
力
』
に
は
「
今
、
若
い

人
の
間
で
は
、
読
書
は 
流  
行 
っ

は 

や

て
い
な
い
。
流
行
っ
て
い
な
い

ど
こ
ろ
か
、
す
っ
か
り 
廃 
れ
て

す
た

し
ま
っ
て
い
る
。」
と
か
、
現
在

は
「
な
ん
で
読
書
し
な
く
ち
ゃ

い
け
な
い
の
？
」
と
い
う
問
い

に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時

代
に
な
っ
て
い
る
、
な
ど
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は

受
験
校
で
著
し
い
が
、
本
校
の

場
合
図
書
館
利
用
者
や
図
書
の

貸
出
状
況
か
ら
判
断
す
る
と
、

司
書
を
中
心
に
し
た
図
書
部
や

生
徒
図
書
委
員
の
協
力
で
、
数

年
前
に
読
書
離
れ
に
歯
止
め
が

か
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
本
校

で
は
そ
の
年
購
入
し
た
書
籍
は
、

生
徒
図
書
委
員
が
そ
の
書
名
を

ワ
ー
プ
ロ
で
打
ち
込
ん
で
「
図

書
館
報
」
に
掲
載
し
、
ど
ん
な

新
刊
書
が
購
入
さ
れ
た
か
こ
れ

を
見
れ
ば
す
ぐ
わ
か
る
よ
う
に

な
っ
て
お
り
、
ま
た
彼
ら
に
年

に
一
・
二
度
、
彼
ら
が
興
味
を

持
っ
て
い
る
書
の
買
出
し
を
担

当
さ
せ
、
読
書
へ
の
関
心
を
高

め
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

　

私
も
図
書
部
に
所
属
し
て
図

書
館
に
行
く
機
会
が
多
く
な
り
、

学
ぶ
こ
と
が
多
か
っ
た
。
昼
休

み
や
部
の
会
議
の
合
間
な
ど
に
、

既
読
未
読
に
関
わ
ら
ず
『
司
馬

遼
太
郎
全
集
』
を
乱
読
し
て
い

た
。
か
っ
て
全
集
を
読
ん
で
そ

の
作
者
の
全
体
像
を
理
解
す
る

方
法
が
主
張
さ
れ
た
こ
と
が

あ
っ
た
が
、
数
十
年
前
に
読
ん

だ
印
象
と
の
違
い
や
『
街
道
を

ゆ
く
』
に
ど
う
反
映
さ
れ
て
い

る
の
か
な
ど
を
知
り
た
か
っ
た

と
と
説
く
。
ま
た
読
書
力
が
あ

る
こ
と
の
基
準
を
文
庫
系
百
冊

新
書
系
五
十
冊
を
読
ん
だ
こ
と

に
お
き
、
中
学
高
校
で
文
庫
系

を
三
、
四
年
で
こ
な
し
、
そ
れ

に
続
い
て
新
書
系
を
こ
な
す
こ

と
と
説
く
。
そ
の
読
書
力
は
日

本
の
含
み
資
産
で
あ
り
、
日
本

の
地
盤
沈
下
を
食
い
止
め
る
最

良
の
手
だ
て
は
、
読
書
力
の
復

活
に
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
現

在
の
倫
理
観
の
低
下
と
い
わ
れ

る
現
象
は
、
読
書
力
の
低
下
と

関
係
づ
け
て
考
え
ら
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ど
示
唆

に
富
む
主
張
が
見
ら
れ
る
。

　

齋
藤
氏
が
強
調
し
て
い
る
こ

と
で
、
本
校
で
も
読
書
力
を
養

成
す
る
た
め
に
考
慮
す
べ
き
こ

と
を
列
挙
す
る
と
、「
朝
の
読

書
」
運
動
（
朝
の
十
分
か
ら
二

十
分
間
を
本
を
よ
む
時
間
に
当

て
る
と
い
う
運
動
）。

　

定
期
試
験
に
読
書
力
を
養
成

す
る
問
題
（
読
書
や
読
書
ク
イ

ズ
、
十
点
分
）
を
組
み
入
れ
る
。

教
師
は
常
に
現
在
進
行
形
で
読

ん
で
い
る
本
を
紹
介
し
続
け
る
。

な
ど
。

　

本
校
で
も
、
四
月
か
ら
図
書

館
の
本
の
貸
出
・
返
却
は
バ
ー

コ
ー
ド
方
式
に
な
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
図
書
館
で
一
番
読
ま
れ

て
い
る
書
名
や
作
者
名
が
す
ぐ

わ
か
り
、
ま
た
読
者
の
図
書
館

に
お
け
る
読
書
歴
も
抽
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
本
校
に
お
け

る
読
書
層
の
拡
大
と
読
書
量
の

増
大
の
た
め
に
努
力
し
た
い
。

榴ケ岡高等学校教諭　稲葉　弘高

か
ら
で
あ
る
。
私
は
『
街
道
を

ゆ
く
』
は
司
馬
文
学
の
集
大
成

で
あ
り
、
こ
の
著
を
書
く
た
め

に
そ
れ
以
前
の
著
が
書
か
れ
た

と
言
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な

い
だ
ろ
う
、
と
思
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
齋
藤
氏
は
「
読
書
力

が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
読

書
習
慣
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、

読
書
が
苦
に
な
ら
ず
に
日
常
で

何
気
な
く
で
き
る
力
が
あ
る
こ

所謂「読書力」の養成
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学
校
法
人
東
北
学
院
の
平
成
十

七
年
度
予
算
が
、
三
月
四
日
の
評

議
員
会
及
び
理
事
会
で
そ
れ
ぞ
れ

承
認
さ
れ
、
成
立
し
た
。

　

今
日
の
教
育
界
を
取
り
巻
く
環

境
は
、
少
子
高
齢
化
、
国
立
大
学

の
独
立
行
政
法
人
化
、
国
や
地
方

公
共
団
体
の
厳
し
い
財
政
状
況
に

よ
る
公
的
補
助
の
見
直
し
な
ど
に

よ
り
年
々
厳
し
さ
を
増
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
時
代
に
お
い
て
も
、

社
会
の
要
請
に
的
確
に
応
え
、
質

の
高
い
教
育
研
究
を
行
う
と
い
う

教
育
機
関
本
来
の
機
能
を
着
実
に

遂
行
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
同
時
に
、
私
学
に
お
い
て
は

長
期
的
な
存
続
を
考
え
る
と
き
、

健
全
な
財
政
運
営
と
財
政
基
盤
の

確
立
は
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き

な
い
極
め
て
重
要
な
問
題
で
も
あ

る
。
こ
れ
ら
を
念
頭
に
お
き
、
本

年
度
も
以
下
の
二
点
を
基
本
方
針

と
し
て
予
算
編
成
を
行
っ
た
。
�

前
年
度
当
初
予
算
比
伸
び
率
ゼ
ロ
、

�
予
算
の
補
正
は
原
則
と
し
て
認

め
な
い
。

　

平
成
十
七
年
度
の
主
な
事
業
と

し
て
、
大
学
部
門
で
は
、
工
学
部

に
お
い
て
は
抜
本
的
な
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
の
見
直
し
を
行
な
い
、
来
年

度
よ
り
新
体
制
と
し
て
出
発
す
る

準
備
を
進
め
る
。
こ
れ
に
関
連
し

て
、
新
し
く
教
育
棟
を
建
築
す
る
。

土
樋
キ
ャ
ン
パ
ス
の
本
館
は
八
十

年
前
の
洋
式
建
築
物
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
維
持
保
存
す
る
た
め
耐
震

補
強
と
同
時
に
、
外
観
を
損
な
わ

ず
に
外
壁
の
補
修
を
行
う
。
狭
隘

な
土
樋
キ
ャ
ン
パ
ス
を
改
善
す
る

た
め
に
東
北
大
学
片
平
南
キ
ャ
ン

パ
ス
を
取
得
す
る
計
画
で
あ
る
が
、

こ
の
た
め
に
本
年
度
も
基
本
金
組

入
を
行
う
。
中
学
・
高
等
学
校
部

門
で
は
、
小
鶴
の
新
キ
ャ
ン
パ
ス

内
に
寄
宿
舎
を
新
築
す
る
た
め
の

予
算
措
置
を
講
じ
た
。
榴
ケ
岡
高

等
学
校
部
門
で
は
平
成
十
九
年
度

に
体
育
館
・
管
理
棟
を
新
築
す
る

計
画
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
の
基

本
金
組
入
を
行
う
。
法
人
部
門
と

し
は
現
在
の
中
・
高
校
校
舎
の
解

体
と
土
地
の
全
面
売
却
を
行
う
。

　

次
に
消
費
収
支
の
概
略
を
説
明

し
た
い
。
本
年
度
の
予
算
で
例
年

と
異
な
っ
て
い
る
点
は
、
現
在
の

中
・
高
校
の
土
地
の
売
却
に
伴
う

帰
属
収
入
の
増
加
で
あ
る
。
例
年

の
帰
属
収
入
は
約
百
六
十
五
億
円

前
後
で
あ
る
が
、
本
年
度
は
そ
れ

が
二
百
三
十
八
億
円
と
な
っ
て
い

る
。
資
産
売
却
差
額
の
七
十
二
億

分
だ
け
膨
ら
ん
で
い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
他
の
収
入
科
目
に
つ
い

て
は
特
に
大
き
な
変
化
は
な
い
。

例
年
は
学
生
生
徒
等
納
付
金
と
補

助
金
の
み
で
帰
属
収
入
の
九
十
二

〜
九
十
三
％
を
占
め
て
い
る
。
学

生
・
生
徒
等
納
付
金
収
入
は
、
学

生
生
徒
等
納
付
金
の
改
定
、
法
科

大
学
院
の
学
年
進
行
に
伴
う
学
生

定
員
の
増
加
、
大
学
に
お
け
る
学

年
進
行
に
伴
う
自
然
増
（
ス
ラ
イ

ド
制
に
よ
る
）
等
に
よ
り
前
年
度

補
正
予
算
に
比
し
若
干
の
増
額
を

見
込
ん
だ
。
手
数
料
収
入
は
志
願

者
の
減
少
を
考
慮
し
、
ま
た
寄
付

金
収
入
は
現
下
の
社
会
経
済
状
況

を
踏
ま
え
減
額
計
上
し
た
。

　

補
助
金
収
入
は
、
国
お
よ
び
宮

城
県
の
財
政
事
情
等
も
あ
る
が
、

政
府
の
政
策
も
、
一
般
補
助
か
ら
、

学
習
機
会
の
多
様
化
や
個
性
化
の

推
進
な
ど
社
会
的
要
請
の
強
い
も

の
、
あ
る
い
は
世
界
水
準
の
私
立

大
学
づ
く
り
を
目
指
す
も
の
へ
、

補
助
対
象
の
重
点
を
移
し
て
い
る

こ
と
も
あ
り
、
増
額
交
付
は
見
込

め
な
い
こ
と
、
ま
た
資
産
運
用
収

入
は
各
部
門
と
も
効
率
的
な
運
用

に
努
め
て
い
る
も
の
の
低
金
利
時

代
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
減
額
計
上
し
た
。
雑
収
入

は
主
と
し
て
退
職
金
の
増
加
に
伴

う
日
本
私
立
学
校
退
職
財
団
か
ら

の
交
付
金
の
増
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。

　

消
費
支
出
の
部
で
最
大
の
費
目

は
人
件
費
支
出
で
あ
る
が
、教
養
学

部
の
改
組
転
換
へ
の
対
応
を
含
め

た
教
員
増
等
の
新
規
採
用
に
よ
り

増
額
と
な
っ
た
。教
育
研
究
経
費
は

中
学
・
高
等
学
校
移
転
事
業
の
完
成

に
と
も
な
い
減
額
と
な
っ
て
い
る

も
の
の
、新
校
舎
の
減
価
償
却
費
の

増
加
に
よ
り
前
年
よ
り
微
増
し
て

い
る
。
管
理
経
費
は
中
学
・
高
等
学

校
移
転
事
業
が
完
成
し
た
た
め
大

幅
な
減
額
と
な
っ
た
。資
産
処
分
差

額
は
中
学
・
高
等
学
校
の
現
校
地
の

売
却
に
伴
い
、既
存
の
校
舎
等
の
処

分
を
行
う
が
、大
幅
な
増
額
と
な
っ

て
い
る
。

　

以
上
、厳
し
い
予
算
と
な
っ
て
い

る
が
、
特
に
教
育
・
研
究
活
動
に
つ

い
て
は
支
障
を
き
た
す
こ
と
の
な

い
よ
う
適
正
な
編
成
に
努
め
た
。

　

ま
た
、
予
算
の
規
模
は
、
別
表

の
通
り
で
あ
り
、
帰
属
収
入
が
約

二
百
三
十
八
億
三
千
万
円
で
、
例

年
よ
り
資
産
（
土
地
）
売
却
差
額

分
だ
け
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
消

費
収
入
は
二
百
三
十
二
億
八
千
万

円
、
消
費
支
出
は
百
七
十
二
億
八

千
万
円
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、

消
費
収
支
差
額
は
五
十
九
億
九
千

万
円
の
収
入
超
過
と
な
る
が
、
累

積
で
は
九
億
五
千
万
円
の
支
出
超

過
と
な
る
見
込
で
あ
る
た
め
、
よ

り
一
層
の
収
入
の
確
保
と
歳
出
の

削
減
に
向
け
て
努
力
を
す
る
所
存

で
あ
る
。

　

な
お
、
資
金
収
支
に
お
い
て
は
、

前
年
度
か
ら
の
繰
越
支
払
資
金
約

百
五
十
八
億
七
千
万
円
を
含
め
、

収
入
合
計
は
約
四
百
十
一
億
円
と

な
り
、
次
年
度
へ
の
繰
越
支
払
資

金
は
前
年
度
か
ら
の
繰
越
支
払
資

金
よ
り
約
五
十
五
億
七
千
万
円
増

え
て
約
二
百
十
四
億
四
千
万
円
と

な
っ
た
。

　

「
わ
た
し
は
復
活
で
あ
り
、命
で

あ
る
。わ
た
し
を
信
じ
る
者
は
、死

ん
で
も
生
き
る
。…
…
こ
の
こ
と

を
信
じ
る
か
。」（
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る

福
音
書
十
一
章
二
十
五
節
）

　

ラ
ザ
ロ
が
重
い
病
気
で
危
篤
状
態
に
あ
る

か
ら
す
ぐ
に
来
て
ほ
し
い
、
と
い
う
知
ら
せ

を
受
け
ま
し
て
も
、
イ
エ
ス
は
す
ぐ
ラ
ザ
ロ

の
と
こ
ろ
に
駆
け
つ
け
よ
う
と
は
さ
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。
む
し
ろ
こ
れ
を
聞
い
て
言
わ
れ

た
こ
と
は
、「
こ
の
病
気
は
死
で
終
わ
る
も
の

で
は
な
い
。
神
の
栄
光
の
た
め
で
あ
る
。
神

の
子
が
そ
れ
に
よ
っ
て
栄
光
を
受
け
る
の
で

あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。「
死
で
終
わ
る

も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
の
は
死
で
終
わ
る

だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
先
に
神
の
栄

光
が
あ
ら
わ
れ
、
死
か
ら
復
活
し
ま
す
、
と

い
う
意
味
の
言
葉
で
す
。

　

イ
エ
ス
が
実
際
に
ラ
ザ
ロ
の
と
こ
ろ
に
行

か
れ
ま
し
た
の
は
、
ラ
ザ
ロ
が
死
ん
で
葬
ら
れ
、

す
で
に
四
日
も
経
っ
て
か
ら
で
し
た
。
そ
の
よ

う
な
イ
エ
ス
を
人
々
は
ど
の
よ
う
な
気
持
ち

で
迎
え
た
で
し
ょ
う
か
。
姉
妹
の
マ
ル
タ
は
、

「
主
よ
、
も
し
こ
こ
に
い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た

ら
、
わ
た
し
の
兄
弟
は
死
な
な
か
っ
た
で
し
ょ

う
に
」
と
言
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
今
と
な
っ
て

は
、
も
う
手
遅
れ
で
す
。
も
っ
と
早
く
に
、
生

き
て
い
る
う
ち
に
駆
け
つ
け
て
来
て
ほ
し

か
っ
た
の
で
す
、
と
い
う
不
満
と
絶
望
の
気
持

ち
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
不
満
と
あ
き
ら
め
の
気
持
ち

で
い
る
マ
ル
タ
を
、
イ
エ
ス
は
懸
命
に
励
ま

し
て
表
記
の
御
言
葉
を
言
わ
れ
ま
し
た
（
ヨ

ハ
ネ
福
音
書　

章　

節
）。
マ
ル
タ
は
、
こ
の

１１

２５

イ
エ
ス
の
励
ま
し
に
答
え
て
「
は
い
、
主
よ
、

あ
な
た
が
世
に
来
ら
れ
る
は
ず
の
神
の
子
、

メ
シ
ア
で
あ
る
と
わ
た
し
は
信
じ
て
お
り
ま

す
」
と
言
い
ま
す
。

　

最
初
は
、
不
満
と
あ
き
ら
め
の
気
持
ち
だ

け
で
あ
っ
た
マ
ル
タ
の
心
の
中
に
、
イ
エ
ス

は
人
を
死
か
ら
救
う
メ
シ
ア
で
あ
る
と
い
う

信
仰
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
主
イ

エ
ス
は
、
こ
の
信
仰
に
こ
た
え
る
か
た
ち
で

こ
の
あ
と
、
ラ
ザ
ロ
を
死
か
ら
復
活
さ
せ
ら

れ
る
の
で
す
。

〈
中
学
・
高
校
宗
教
主
任　

樋
口　
　

誠
〉

ラ
ザ
ロ
の
復
活

大
学
前
期
学
納
金
に
つ
い
て

納
入
期
限
は
５
月　

日
１４

　

平
成
十
七
年
度
の
東
北
学
院

大
学
前
期
学
生
納
付
金
（
二
年
、

三
年
、
四
年
生
）
の
納
入
期
限

は
五
月
十
四
日
と
な
り
ま
す
。

学
生
納
付
金
振
込
用
紙
は
四
月

上
旬
に
保
護
者
宛
に
郵
送
し
ま

す
の
で
、
最
寄
り
の
銀
行
か
ら

振
り
込
み
く
だ
さ
い
。

　

お
問
い
合
わ
せ
は
財
務
部
会

計
課
（
�
０
２
２
―
２
６
４
―

６
４
４
１
）
ま
で
お
願
い
し
ま

す
。
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