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今
、
わ
た
し
は
読
書
論
の
本
の
最
終
仕
上
げ
に
と
り
か
か
っ

て
い
ま
す
。
タ
イ
ト
ル
は
『
読
書
の
教
科
書
⒝
⒝
精
読
の
す

す
め
』
で
す
。
こ
れ
で
わ
た
し
が
書
く
「
教
科
書
」
は
３
冊

目
に
な
り
ま
す
。
全
体
は
四
部
構
成
で
す
。

第
一
部
は
読
書
論
と
し
て
、
読
書
と
は
何
な
の
か
根
本
か

ら
考
え
ま
し
た
。
第
二
部
が
文
の
読
み
方
の
基
本
で
す
。
短

い
文
を
て
い
ね
い
に
読
む
読
み
方
に
つ
い
て
書
き
ま
し
た
。

第
三
部
は
短
い
文
章
の
読
解
法
で
す
。
日
本
国
憲
法
「
前
文
」
、

ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
書
い
た
Ｓ
Ｆ
小
説
『
一
九
八
四

年
』
の
付
録
「
ニ
ュ
ー
ス
ピ
ー
ク
」
と
い
う
恐
怖
の
言
語
政

策
、
若
山
牧
水
の
紀
行
文
、
ス
ペ
イ
ン
の
哲
学
者
オ
ル
テ
ガ

の
芸
術
論
、
ニ
ー
チ
ェ
の
原
因
論
な
ど
の
総
合
的
な
読
み
方

を
取
り
あ
げ
ま
し
た
。
第
四
部
は
「
道
具
箱
」
と
称
し
て
、

読
書
に
役
立
つ
「
道
具
」
を
取
り
そ
ろ
え
て
お
き
ま
し
た
。

こ
の
間
、
い
ろ
い
ろ
な
読
書
論
の
本
を
読
ん
で
き
ま
し
た
。

お
そ
ら
く
数
十
冊
に
な
る
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
本
当
に

読
書
の
た
め
に
役
に
立
つ
よ
う
な
本
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
ら
、
わ
た
し
た
ち
は

本
の
読
み
方
を
教
わ
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
学
校
で
習
っ

た
の
は
、
本
の
読
み
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
教
科
書
に
収
録

さ
れ
た
文
章
の
読
み
方
な
の
で
す
。

本
の
読
み
方
と
言
っ
た
ら
、
本
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う

か
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
わ
た
し
は
、
専
門
学
校

で
は
、
本
の
開
き
方
か
ら
教
え
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
ん

な
こ
と
は
小
学
生
の
こ
ろ
に
教
わ
る
く
ら
い
で
し
ょ
う
。
お

と
な
は
、
本
の
読
み
方
な
ど
わ
か
っ
て
い
る
つ
も
り
で
い
ま

す
。
は
た
し
て
本
当
に
本
が
読
め
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

わ
た
し
た
ち
は
読
書
法
を
文
章
の
読
み
方
と
し
て
学
校
で

習
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
「
三
読
法
」
と
よ
ば
れ
る
読
み
方
で

す
。
「
通
読
」
「
精
読
」
「
味
読
」
と
い
う
三
段
階
の
読
み

方
で
す
。
お
そ
ら
く
、
た
い
て
い
の
人
が
そ
れ
を
お
と
な
に

な
っ
て
も
続
け
て
い
ま
す
。

学
校
で
習
っ
た
「
通
読
」
は
、
一
般
の
読
書
法
で
い
う
な

ら
ば
「
速
読
」
で
す
。
現
代
社
会
で
は
、
た
く
さ
ん
本
を
読

む
こ
と
を
目
標
に
し
て
、
速
読
が
流
行
っ
て
い
ま
す
。
と
こ

ろ
が
、
「
精
読
」
や
「
味
読
」
に
つ
い
て
は
十
分
に
書
か
れ

た
本
が
あ
り
ま
せ
ん
。
速
読
に
対
抗
し
て
、
「
遅
読
」
な
ど

と
い
う
言
い
方
も
出
て
き
て
い
ま
す
が
、
発
想
の
お
も
し
ろ

さ
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。
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●
読
書
論
・
読
書
法
・
読
書
術

本
の
読
み
方
に
つ
い
て
は
、
三
つ
の
分
野
が
あ
り
ま
す
。

読
書
論
・
読
書
法
・
読
書
術
の
三
段
階
で
す
。
一
般
の
読
書

の
本
で
は
、
こ
の
三
つ
が
入
り
混
じ
っ
て
い
ま
す
。
「
読
書

論
」
で
は
、
読
書
の
意
義
や
目
的
が
語
ら
れ
ま
す
。
「
読
書

法
」
と
い
う
の
は
、
基
本
的
な
読
書
の
方
法
で
す
。
た
と
え

ば
、
黙
読
か
音
読
か
、
速
く
読
む
か
ゆ
っ
く
り
読
む
か
、
メ

モ
や
ノ
ー
ト
を
ど
の
よ
う
に
取
る
か
な
ど
の
方
法
で
す
。
そ

し
て
、
「
読
書
術
」
と
は
、
実
際
に
本
を
読
む
と
き
に
、
ど

う
や
っ
て
読
む
の
か
と
い
う
実
践
的
な
技
術
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
一
般
の
読
書
の
本
は
、
読
書
論
か
ら
読
書
法

ま
で
は
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
実
践
に
必
要
な
「
読
書

術
」
が
あ
り
ま
せ
ん
。
読
書
の
方
法
を
示
し
て
も
、
技
術
が

不
明
な
の
で
す
。
技
術
と
い
う
の
は
思
想
の
具
体
化
で
す
。

そ
の
か
わ
り
、
自
分
の
読
ん
だ
本
を
た
く
さ
ん
な
ら
べ
て
読

書
の
感
想
文
の
よ
う
な
も
の
で
お
茶
を
濁
し
て
い
ま
す
。

わ
た
し
が
書
こ
う
と
思
っ
た
の
は
、
読
書
論
か
ら
始
ま
っ

て
読
書
術
に
ま
で
具
体
化
さ
れ
た
読
書
の
本
で
す
。
そ
れ
は
、

ほ
と
ん
ど
前
例
の
な
い
本
で
す
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
考
え
て
書

き
方
に
苦
労
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
じ
つ
に
単
純
な
こ
と
に

気
が
つ
き
ま
し
た
。
本
を
読
む
こ
と
の
根
本
が
分
か
り
ま
し

た
。
本
を
読
む
こ
と
は
文
章
を
読
む
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、

文
章
を
読
む
た
め
に
は
文
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
一
般
の
読
書
の
本
で
は
、
文
や
文
章
が
読
め
る

の
は
当
た
り
前
の
こ
と
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
て
、
も
っ

ぱ
ら
本
の
中
身
を
問
題
に
し
ま
す
。
本
の
読
み
方
の
根
本
に

つ
い
て
目
が
届
い
て
い
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
長
い
文
章
を
引

用
し
て
お
い
て
「
お
も
し
ろ
い
で
し
ょ
う
」
「
い
い
文
章
で

す
ね
」
な
ど
と
感
想
を
言
う
だ
け
で
済
ま
し
て
い
ま
す
。
ど

う
読
む
か
、
そ
の
読
み
方
が
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。

引
用
文
が
途
中
で
出
て
き
た
ら
、
た
い
て
い
の
人
は
そ
こ

を
読
ま
ず
に
飛
ば
す
も
の
で
す
。
文
章
の
流
れ
と
は
異
質
な

内
容
な
の
で
す
か
ら
、
と
て
も
読
む
気
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

文
章
を
書
く
人
に
も
、
本
を
読
む
こ
と
に
つ
い
て
理
解
が
不

足
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
文
章
と
い
う
も
の
は
、
一
文
一
文

が
順
を
追
っ
て
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
す
。

●
読
書
に
よ
る
読
書
術
の
訓
練

わ
た
し
が
最
終
的
に
た
ど
り
着
い
た
書
き
方
は
、
本
を
読

む
こ
と
そ
れ
自
体
が
読
書
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
な
る
よ
う
な
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本
で
す
。
つ
ま
り
、
わ
た
し
の
本
を
読
む
う
ち
に
、
い
つ
の

間
に
か
読
書
の
方
法
が
身
に
つ
い
て
し
ま
う
よ
う
な
本
で
す
。

そ
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
の
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
哲
学
者
で
あ

る
ホ
セ
・
オ
ル
テ
ガ
・
イ
・
ガ
セ
ッ
ト
が
語
る
哲
学
の
講
演

で
す
。
『
オ
ル
テ
ガ
著
作
集
全
８
巻
』
（
白
水
社1

9
7
0

）
に

収
録
さ
れ
て
い
る
「
哲
学
の
起
源
（
第
1
巻)

」
「
哲
学
と

は
何
か(

第
６
巻)

」
な
ど
を
読
ん
で
い
る
と
、
そ
の
場
で
実

際
に
講
義
を
聴
い
て
い
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

日
本
で
は
近
ご
ろ
、
オ
ル
テ
ガ
の
著
書
『
大
衆
の
反
逆
』

と
い
う
現
代
文
明
論
の
本
が
話
題
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

こ
れ
が
オ
ル
テ
ガ
の
代
表
作
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
は
困
り

ま
す
。
オ
ル
テ
ガ
の
本
領
は
、
哲
学
の
近
代
を
切
り
開
い
た

ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
を
受
け
継
い
で
、
さ
ら
に
根
本
か
ら
哲
学

を
問
い
直
し
て
い
る
哲
学
者
な
の
で
す
。

わ
た
し
は
オ
ル
テ
ガ
の
語
り
か
ら
、
「
本
を
読
む
こ
と
と

考
え
る
こ
と
と
は
同
じ
で
す
よ
」
と
教
え
ら
れ
た
よ
う
な
気

が
し
ま
す
。
た
し
か
に
、
読
書
の
過
程
で
オ
ル
テ
ガ
と
と
も

に
、
哲
学
に
つ
い
て
根
本
か
ら
考
え
て
い
る
の
で
す
。

わ
た
し
は
自
分
の
本
も
そ
の
よ
う
な
も
の
に
し
た
い
と
思
っ

た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
本
全
体
が
一
通
り
見
渡
せ
る
よ
う
に

な
っ
た
段
階
の
と
き
で
し
た
。
そ
の
と
き
、
以
前
に
塾
で
作

成
し
て
い
た
学
習
プ
リ
ン
ト
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
わ
た
し

が
作
成
し
た
の
は
、
文
章
を
読
ん
で
い
く
と
き
に
浮
か
ん
で

く
る
疑
問
を
、
順
序
ど
お
り
に
設
問
と
し
た
も
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
魯
迅
「
故
郷
」
の
書
き
出
し
の
一
文
で
す
。

「
厳
し
い
寒
さ
の
中
を
、
二
千
里
の
果
て
か
ら
、
別
れ
て
二

十
年
に
も
な
る
故
郷
へ
、
わ
た
し
は
帰
っ
た
。
」

こ
れ
に
つ
い
て
、
「
季
節
は
い
つ
か
？
」
「
ど
の
く
ら
い

遠
く
か
ら
来
た
の
か
？
」
「
何
日
く
ら
い
か
か
っ
た
の
か
？
」

「
わ
た
し
の
年
齢
は
い
く
つ
く
ら
い
か
？
」
と
い
っ
た
問
題

を
並
べ
て
い
く
の
で
す
。
今
か
ら
考
え
る
と
、
そ
れ
こ
そ
文

章
を
読
む
こ
と
の
基
本
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

さ
て
、
い
よ
い
よ
わ
た
し
は
原
稿
の
最
終
仕
上
げ
に
か
か

り
ま
す
。
わ
た
し
の
思
う
通
り
に
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
読
書

の
本
が
仕
上
が
る
か
ど
う
か
多
少
の
不
安
も
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
み
な
さ
ん
が
こ
の
本
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
書

の
能
力
が
身
に
つ
け
ら
れ
る
本
に
し
た
い
の
で
す
。
そ
れ
は

こ
れ
か
ら
の
わ
た
し
の
努
力
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、

い
ま
ま
で
に
な
い
読
書
の
本
を
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
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