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良
い
〈
読
み
〉
と
は

「
小
説
や
物
語
は
作
者
の
手
か
ら
離
れ
て
独
り
歩

き
す
る
の
で
、
読
者
が
好
き
な
よ
う
に
〈
読
ん
〉
で

よ
い
」
と
い
う
言
い
方
が
、
か
つ
て
は
よ
く
聞
か
れ

た
。
批
評
や
鑑
賞
な
ら
そ
れ
で
構
わ
な
い
の
だ
が
、

研
究
と
な
る
と
そ
う
は
い
か
な
い
。
書
か
れ
た
当
時

の
時
代
性
、
作
者
の
帰
属
し
て
い
た
社
会
の
意
識
な

ど
作
品
の
背
景
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
音
読
す
る
こ
と
も
〈
読
む
〉、
黙
読

す
る
こ
と
も
〈
読
む
〉、
作
品
の
背
景
を
深
く
理
解

す
る
こ
と
も
〈
読
む
〉
と
い
う
。「
君
は
〈
読
み
〉

が
深
い
ね
」
な
ど
と
い
う
の
が
そ
れ
で
、
深
く
も
浅

く
も
〈
読
む
〉、
作
者
の
発
信
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
に

肉
薄
す
る
立
場
で
あ
っ
て
も
読
者
側
か
ら
批
評
・
鑑

賞
す
る
立
場
で
あ
っ
て
も
〈
読
む
〉
と
言
っ
て
し
ま

う
言
葉
の
不
自
由
さ
が
あ
る
。

わ
た
く
し
は
、
多
く
の
要
素
が
つ
な
が
っ
て
見
え

て
く
る
の
が
、「
良
い
〈
読
み
〉」
だ
と
考
え
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
三
行
目
に
出
て
く
る
語
句
は
ど
の
よ
う
に

で
も
解
釈
で
き
そ
う
な
の
に
、
一
六
行
目
の
表
現
と
合

わ
せ
て
考
え
る
と
こ
う
考
え
る
し
か
な
い
、
な
ど
と
。

点
と
点
が
つ
な
が
っ
て
線
に
な
り
、
線
と
線
が
つ
な

が
っ
て
面
に
な
り
、
面
と
面
が
つ
な
が
っ
て
立
体
的
に

立
ち
上
が
っ
て
く
る

―
そ
ん
な
〈
読
み
〉
が
「
良
い

〈
読
み
〉」
だ
と
考
え
て
い
る
。
本
書
で
は
、
語
釈
レ
ベ

ル
で
二
説
に
分
か
れ
て
い
る
も
の
を
い
く
つ
か
紹
介
し

て
い
る
が
、
そ
の
ど
ち
ら
の
説
を
採
用
す
る
か
と
い
う

こ
と
も
、
じ
つ
は
〈
読
み
〉
と
関
わ
っ
て
い
る
。

良

い
〈
読

み
〉
と
は

「
小
説
や
物
語
は
作
者
の
手
か
ら
離
れ
て
独
り
歩
き

す
る
の
で
、
読
者
が
好
き
な
よ
う
に
〈
読
ん
〉
で
よ
い
」

と
い
う
言
い
方
が
、
か
つ
て
は
よ
く
聞
か
れ
た
。
批
評

や
鑑
賞
な
ら
そ
れ
で
構
わ
な
い
の
だ
が
、
研
究
と
な
る

と
そ
う
は
い
か
な
い
。
書
か
れ
た
当
時
の
時
代
性
、
作

者
の
帰
属
し
て
い
た
社
会
の
意
識
な
ど
作
品
の
背
景
を

考
え
る
必
要
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
音
読
す
る
こ
と
も
〈
読
む
〉、
黙
読
す
る

こ
と
も
〈
読
む
〉、
作
品
の
背
景
を
深
く
理
解
す
る
こ
と

も
〈
読
む
〉
と
い
う
。「
君
は
〈
読
み
〉
が
深
い
ね
」
な

ど
と
い
う
の
が
そ
れ
で
、
深
く
も
浅
く
も
〈
読
む
〉、
作

者
の
発
信
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
肉
薄
す
る
立
場
で
も
読

者
側
か
ら
批
評
・
鑑
賞
す
る
立
場
で
も
〈
読
む
〉
と
言

っ
て
し
ま
う
言
葉
の
不
自
由
さ
が
あ
る
。

わ
た
く
し
は
、
多
く
の
要
素
が
つ
な
が
っ
て
見
え
て

く
る
の
が
、「
良
い
〈
読
み
〉」
だ
と
考
え
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
三
行
目
に
出
て
く
る
語
句
は
ど
の
よ
う
に
で

も
解
釈
で
き
そ
う
な
の
に
、
一
六
行
目
の
表
現
と
合
わ

せ
て
考
え
る
と
こ
う
考
え
る
し
か
な
い
、
な
ど
と
。
点

と
点
が
つ
な
が
っ
て
線
に
な
り
、
線
と
線
が
つ
な
が
っ

て
面
に
な
り
、
面
と
面
が
つ
な
が
っ
て
立
体
的
に
立
ち

上
が
っ
て
く
る―

―

そ
ん
な
〈
読
み
〉
が
「
良
い
〈
読

み
〉」
だ
と
考
え
て
い
る
。
本
書
で
は
、
語
釈
レ
ベ
ル
で

二
説
に
分
か
れ
て
い
る
も
の
を
い
く
つ
か
紹
介
し
て
い

る
が
、
そ
の
ど
ち
ら
の
説
を
採
用
す
る
か
と
い
う
こ
と

も
、
じ
つ
は
〈
読
み
〉
と
関
わ
っ
て
い
る
。点 点

線

線 面

立 体

点

面

　
「
那
須
与
一
」
は
、
源
平
合
戦
の
時
代
、
四
国
の
屋
島
で
平
家
方
が
差
し
出
し
た
扇
の
的
を
源
氏
方
武

将
の
那
須
与
一
が
み
ご
と
射
ぬ
い
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
話
に
つ
い
て
、
学
校
の
先
生
の
間
で
も
、

「
昔
の
戦
争
は
の
ん
び
り
し
て
い
た
の
で
す
ね
」
と
か
「
戦
場
で
も
遊
戯
を
忘
れ
な
い
優
雅
さ
が
あ
り
ま

し
た
」
な
ど
と
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
し
、
こ
れ
を
解
説
し
た
本
で
は
「
戦
場
に
お
け
る
一
服
の
清
涼

剤
」「
こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
コ
ー
ヒ
ー
ブ
レ
イ
ク
」
の
よ
う
な
章
段
だ
と
書
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
と
こ
ろ

が
よ
く
読
む
と
、
尻
込
み
し
て
一
度
は
辞
退
し
た
り
、
射し

ゃ
せ
ん扇

に
失
敗
し
た
ら
馬
上
で
切
腹
す
る
と
ま
で

誓
っ
た
り
し
た
与
一
の
追
い
詰
め
ら
れ
た
心
境
も
み
え
る
。
こ
れ
を
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の

だ
ろ
う
か
。
悠
長
な
話
な
の
か
切
迫
感
に
満
ち
た
物
語
な
の
か

─
そ
れ
が
ぶ
れ
る
ほ
ど
に
「
那
須
与

一
」
は
き
ち
ん
と
読
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
扇
の
的
を
射
る
こ
と
の
意
味
や
、
与
一
が
鏑
矢
を
用
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
を
解
き
明
か
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
こ
の
射し

ゃ

技ぎ

が
ど
れ
ほ
ど
の
困
難

を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
か
を
想
定
復
元
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

第
一
節　

鏑か
ぶ
ら

矢や

と
は

那
須
与
一
が
扇
の
的
を
射
る
の
に
用
い
た
鏑
矢
と
は
、
ど
の
よ
う
な
矢
な
の
だ
ろ
う
か
。
征そ

や矢
（
普
通
の
戦

闘
用
の
矢
、
矢
尻
の
尖
っ
た
矢
）
と
違
っ
て
、
鏑
矢
は
先
端
に
雁か

り

股ま
た

と
い
う
矢
尻
（
鏃
）
と
鏑
が
付
い
て
い
る
。
こ

の
セ
ッ
ト
を
、
一
般
に
は
鏑
矢
と
い
う
。
雁
股
、
鏑
の
そ
れ
ぞ
れ
を
詳
し
く
見
て
ゆ
き
た
い
。
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良
い
〈
読
み
〉
と
は

「
小
説
や
物
語
は
作
者
の
手
か
ら
離
れ
て
独
り
歩

き
す
る
の
で
、
読
者
が
好
き
な
よ
う
に
〈
読
ん
〉
で

よ
い
」
と
い
う
言
い
方
が
、
か
つ
て
は
よ
く
聞
か
れ

た
。
批
評
や
鑑
賞
な
ら
そ
れ
で
構
わ
な
い
の
だ
が
、

研
究
と
な
る
と
そ
う
は
い
か
な
い
。
書
か
れ
た
当
時

の
時
代
性
、
作
者
の
帰
属
し
て
い
た
社
会
の
意
識
な

ど
作
品
の
背
景
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
音
読
す
る
こ
と
も
〈
読
む
〉、
黙
読

す
る
こ
と
も
〈
読
む
〉、
作
品
の
背
景
を
深
く
理
解

す
る
こ
と
も
〈
読
む
〉
と
い
う
。「
君
は
〈
読
み
〉

が
深
い
ね
」
な
ど
と
い
う
の
が
そ
れ
で
、
深
く
も
浅

く
も
〈
読
む
〉、
作
者
の
発
信
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
に

肉
薄
す
る
立
場
で
あ
っ
て
も
読
者
側
か
ら
批
評
・
鑑

賞
す
る
立
場
で
あ
っ
て
も
〈
読
む
〉
と
言
っ
て
し
ま

う
言
葉
の
不
自
由
さ
が
あ
る
。

わ
た
く
し
は
、
多
く
の
要
素
が
つ
な
が
っ
て
見
え

て
く
る
の
が
、「
良
い
〈
読
み
〉」
だ
と
考
え
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
三
行
目
に
出
て
く
る
語
句
は
ど
の
よ
う
に

で
も
解
釈
で
き
そ
う
な
の
に
、
一
六
行
目
の
表
現
と
合

わ
せ
て
考
え
る
と
こ
う
考
え
る
し
か
な
い
、
な
ど
と
。

点
と
点
が
つ
な
が
っ
て
線
に
な
り
、
線
と
線
が
つ
な

が
っ
て
面
に
な
り
、
面
と
面
が
つ
な
が
っ
て
立
体
的
に

立
ち
上
が
っ
て
く
る

―
そ
ん
な
〈
読
み
〉
が
「
良
い

〈
読
み
〉」
だ
と
考
え
て
い
る
。
本
書
で
は
、
語
釈
レ
ベ

ル
で
二
説
に
分
か
れ
て
い
る
も
の
を
い
く
つ
か
紹
介
し

て
い
る
が
、
そ
の
ど
ち
ら
の
説
を
採
用
す
る
か
と
い
う

こ
と
も
、
じ
つ
は
〈
読
み
〉
と
関
わ
っ
て
い
る
。

良

い
〈
読

み
〉
と
は

「
小
説
や
物
語
は
作
者
の
手
か
ら
離
れ
て
独
り
歩
き

す
る
の
で
、
読
者
が
好
き
な
よ
う
に
〈
読
ん
〉
で
よ
い
」

と
い
う
言
い
方
が
、
か
つ
て
は
よ
く
聞
か
れ
た
。
批
評

や
鑑
賞
な
ら
そ
れ
で
構
わ
な
い
の
だ
が
、
研
究
と
な
る

と
そ
う
は
い
か
な
い
。
書
か
れ
た
当
時
の
時
代
性
、
作

者
の
帰
属
し
て
い
た
社
会
の
意
識
な
ど
作
品
の
背
景
を

考
え
る
必
要
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
音
読
す
る
こ
と
も
〈
読
む
〉、
黙
読
す
る

こ
と
も
〈
読
む
〉、
作
品
の
背
景
を
深
く
理
解
す
る
こ
と

も
〈
読
む
〉
と
い
う
。「
君
は
〈
読
み
〉
が
深
い
ね
」
な

ど
と
い
う
の
が
そ
れ
で
、
深
く
も
浅
く
も
〈
読
む
〉、
作

者
の
発
信
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
肉
薄
す
る
立
場
で
も
読

者
側
か
ら
批
評
・
鑑
賞
す
る
立
場
で
も
〈
読
む
〉
と
言

っ
て
し
ま
う
言
葉
の
不
自
由
さ
が
あ
る
。

わ
た
く
し
は
、
多
く
の
要
素
が
つ
な
が
っ
て
見
え
て

く
る
の
が
、「
良
い
〈
読
み
〉」
だ
と
考
え
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
三
行
目
に
出
て
く
る
語
句
は
ど
の
よ
う
に
で

も
解
釈
で
き
そ
う
な
の
に
、
一
六
行
目
の
表
現
と
合
わ

せ
て
考
え
る
と
こ
う
考
え
る
し
か
な
い
、
な
ど
と
。
点

と
点
が
つ
な
が
っ
て
線
に
な
り
、
線
と
線
が
つ
な
が
っ

て
面
に
な
り
、
面
と
面
が
つ
な
が
っ
て
立
体
的
に
立
ち

上
が
っ
て
く
る―

―

そ
ん
な
〈
読
み
〉
が
「
良
い
〈
読

み
〉」
だ
と
考
え
て
い
る
。
本
書
で
は
、
語
釈
レ
ベ
ル
で

二
説
に
分
か
れ
て
い
る
も
の
を
い
く
つ
か
紹
介
し
て
い

る
が
、
そ
の
ど
ち
ら
の
説
を
採
用
す
る
か
と
い
う
こ
と

も
、
じ
つ
は
〈
読
み
〉
と
関
わ
っ
て
い
る
。点 点

線

線 面

立 体

点

面
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１　
雁
股
と
は

矢
尻
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
が
あ
り
、
常
識
的
に
考
え

れ
ば
先
端
の
尖
っ
た
ほ
う
が
殺
傷
能
力
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

先さ
き
ぼ
そ細

な
ど
と
呼
ば
れ
る
矢
尻
が
、
そ
の
代
表
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
う
で
は
な
い
幅
広
の
矢
尻
が
あ
る
。
楯た

て
わ
り破

、
鎧

よ
ろ
い
ど
お
し通

（
尖
と
が
り

根ね

）、
雁
股
と
称
す
る
矢
尻
群
で
あ
る
。
多
様
な
形
態

の
矢
尻
が
存
在
す
る
の
は
、
用
途
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。

楯
破
は
楯
を
破
り
、
鎧
通
は
鎧
の
札さ

ね

を
貫
通
す
る
た
め
の
矢

尻
で
あ
る
。
蟇ひ

き

目め

と
い
っ
て
矢
尻
の
付
い
て
い
な
い
矢
も
あ

る
が
、
そ
れ
は
犬
に
射
当
て
る
な
ど
し
て
弓
射
の
訓
練
を
行

う
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
人
馬
を
貫
通
さ
せ
殺
傷

す
る
の
か
、
楯
や
鎧
を
破
損
さ
せ
る
の
か
な
ど
、
弓
射
の
目

的
に
よ
っ
て
矢
尻
が
選
択
さ
れ
た
。

与
一
が
射
た
鏑
矢
の
先
端
に
付
い
て
い
る
雁
股
は
、
先
が

二
ま
た
に
分
か
れ
て
い
て
、
内
側
に
刃
が
付
い
て
い
る
の
で
、

飛
ぶ
鳥
や
走
っ
て
い
る
獣
の
足
を
射
切
る

0

0

0

の
に
適
し
て
い
る
。

「
ひ
い
ふ
つ
と
ぞ
射
切
つ
た
る

0

0

0

0

0

」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、

図 1　おもな矢尻の種類　

矢
尻
が
雁
股
で
あ
る
こ
と
と
符
合
し
て
い
る
。
人
馬
を
殺
傷
す
る
た
め
の
先
細
の
よ
う
な
尖
り
矢
と
違
っ
て
、

雁
股
の
殺
傷
能
力
は
低
い
。
足
を
止
め
さ
せ
る
こ
と
が
優
先
さ
れ
る
か
ら
だ
。

２　
鏑
と
は

鏑
は
、
鹿
の
角
を
く
り
ぬ
い
て
中
を
空
洞
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
の
ち
に
朴ほ

う

な
ど
木
製
の
も
の
も
現
れ
た
が
、

与
一
の
鏑
は
鹿
の
角
で
で
き
て
い
た
。
そ
う
断
言
で
き
る
の
は
、「
ぬ
た
目
」
と
書
か
れ
て
あ
る
か
ら
だ
。
こ

れ
は
、
鹿
の
角
の
波
紋
状
の
模
様
が
残
る
よ
う
に
削
り
出
し
た
鏑
の
こ
と
で
あ
る
。
鹿
の
角
の
断
面
は
木
の
年

輪
に
似
た
同
心
円
状
の
模
様
が
あ
り
（
木
の
年
輪
ほ
ど
細
か
く
は
な
い
が
）、
そ
れ
を
活
か
し
た
も
の
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
美
し
さ
に
も
こ
だ
わ
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。

一
般
に
、
鏑
に
は
「
四よ

つ
め目

鏑
」「
八や

つ
め目

鏑
」
な
ど
と
い
う
名
称
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
鏑
の
先
端
に
四
つ
な
い
し

は
八
つ
の
穴
が
開
い
て
い
る
。
鏑
矢
が
空
中
を
飛
ぶ
と
、
鏑
が
笛
の
よ
う
に
鳴
る
。
鳴
ら
す
音
に
よ
っ
て
魔
物

を
退
散
さ
せ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。『
平
家
物
語
』
巻
五
「
物も

っ
け
の
さ
た

怪
之
沙
汰
」
に
、
音
を
出
す
蟇
目
を
射
て
、
魔

物
を
退
散
さ
せ
よ
う
と
す
る
話
が
あ
る
。
蟇
目
は
鏑
矢
の
仲
間
で
あ
る
（
先
端
に
雁
股
が
付
い
て
い
な
い
か
た
ち
）。

「
鏑
」（
テ
キ
）
と
い
う
漢
字
が
存
在
す
る
よ
う
に
古
代
中
国
か
ら
鏑
矢
は
使
わ
れ
て
い
た
。『
史
記
』（
紀
元

前
九
一
年
ご
ろ
原
型
成
立
）
第
一
一
〇
巻
「
匈
奴
列
伝
」
に
「
鳴め

い
て
き鏑

を
作
為
す
」
と
あ
る
の
が
、
玉
状
の
カ
ブ
ラ

を
装
着
し
た
、
わ
れ
わ
れ
の
い
う
鏑
の
初
見
で
あ
る
。
た
だ
し
、
辞
書
『
説
文
解
字
』（
西
暦
一
〇
〇
年
ご
ろ
成

立
）
の
「
鏑
」
は
、
音
の
出
な
い
、
た
ん
な
る
尖と

が

り
矢
の
意
で
あ
っ
た
。
成
立
年
次
は
『
説
文
解
字
』
の
ほ
う

が
後
だ
が
、
お
そ
ら
く
通
常
の
尖
り
矢
の
ほ
う
が
本
源
的
な
意
味
で
あ
っ
て
（
辞
書
は
規
範
的
で
前
時
代
的
な
意


