
一
、
本
を
読
ま
な
い 

通
勤
の
電
車
の
中
を
見
て
み
る
と
、
新
聞
・
本

を
読
ん
で
い
る
人
が
い
ま
せ
ん
。
新
聞
を
広
げ
て

い
る
人
を
見
る
と
懐
か
し
く
感
じ
ま
す
。
つ
い
少

し
前
ま
で
は
、
新
聞
を
大
き
く
広
げ
て
い
る
人
の

事
を
鬱
陶
し
く
思
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
今

は
、ほ
と
ん
ど
の
人
が
、ス
マ
ホ
を
見
て
い
ま
す
。

イ
ヤ
ホ
ン
を
し
て
２
つ
の
ス
マ
ホ
を
交
互
に
見
て

い
る
人
も
い
ま
す
。 

大
学
の
講
義
で
、
学
生
に
最
近
読
ん
だ
本
を
聞

い
て
み
ま
し
た
。「
漫
画
し
か
読
ん
だ
こ
と
な
い
」

「
四
年
生
だ
が
、
大
学
に
入
学
し
て
、
本
は
一
冊

も
読
ん
で
い
な
い
。
ゼ
ミ
の
時
は
先
生
が
プ
リ
ン

ト
を
用
意
し
て
く
れ
る
か
ら
」な
ど
と
答
え
ま
す
。

教
師
を
目
指
し
て
い
る
子
で
す
。
全
く
と
言
っ
て

い
い
ほ
ど
、
本
を
読
ま
な
い
学
生
が
三
割
ほ
ど
い

ま
し
た
。
き
ち
ん
と
し
た
本
に
限
定
す
れ
ば
、
半

分
以
上
が
読
書
の
習
慣
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
あ

る
学
生
が
「
源
氏
物
語
」
を
最
近
読
ん
だ
と
答
え

た
の
で
「
お
っ
。
そ
う
い
う
学
生
も
い
た
ん
だ
。

す
ご
い
な
。」
と
思
っ
て
聞
い
て
み
る
と
、「
今
と

っ
て
い
る
ゼ
ミ
の
テ
キ
ス
ト
」
と
答
え
た
の
で

す
・
・
・
。 

二
、「
問
い
」
を
持
ち
つ
つ
読
む 

 

本
を
ま
ず
読
み
こ
と
が
必
要
で
す
が
、
力
が
つ

く
本
の
読
み
方
は
、「
問
い
」
を
持
ち
な
が
ら
読
ん

で
い
く
こ
と
で
す
。
本
を
読
む
こ
と
で
、
知
識
は

十
分
に
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
知
識
が

多
い
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
で
す
が
、
知
識
は
思

考
の
た
め
の
材
料
で
す
。
知
識
を
用
い
て
考
え
る

事
が
で
き
な
け
れ
ば
、
た
だ
の
物
知
り
に
終
わ
っ

て
し
ま
い
ま
す
。 

書
き
手
は
、
し
ゃ
べ
り
ま
せ
ん
が
、
書
い
て
い

る
言
葉
は
、
読
者
に
と
っ
て
、
先
生
に
な
っ
て
く

れ
る
の
で
す
。
頭
の
中
で
、
書
き
手
と
い
う
先
生

と
問
答
し
な
が
ら
読
ん
で
い
き
ま
す
。 

本
か
ら
よ
り
深
く
学
ぶ
た
め
に
は
、
大
事
な
箇

所
は
、
線
を
ひ
く
こ
と
で
す
。
横
に
、
自
分
の
考

え
も
書
き
込
み
ま
す
。
実
際
に
線
を
引
く
と
き
に

は
、
勇
気
が
い
り
ま
す
。
自
分
自
身
の
価
値
観
や

判
断
が
そ
こ
に
表
れ
、
印
と
し
て
残
っ
て
し
ま
う

か
ら
で
す
。
こ
の
一
回
一
回
の
積
み
重
ね
が
本
を

読
む
力
を
鍛
え
る
の
で
す
。 

本
を
自
分
の
も
の
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
本

の
中
に
自
分
に
ピ
ン
と
く
る
文
章
を
見
つ
け
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
一
つ
も
ピ
ン
と
く
る
と
こ
ろ
が

な
け
れ
ば
、
そ
の
本
は
自
分
に
縁
が
な
か
っ
た
。

本
を
読
ん
で
い
く
と
、
き
っ
と
共
感
で
き
る
文
章

に
出
合
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

特
に
気
に
入
っ
た
言
葉
や
文
は
本
の
題
名
と
そ

の
ペ
ー
ジ
数
と
一
緒
に
、
ノ
ー
ト
に
書
く
か
、
パ

ソ
コ
ン
に
打
ち
込
ん
で
い
き
ま
す
。そ
う
す
れ
ば
、

こ
の
本
の
ど
こ
に
そ
の
言
葉
が
あ
っ
た
の
か
、
す

ぐ
に
分
か
り
ま
す
。「
こ
れ
は
す
ご
い
本
だ
」
と
思

っ
た
ら
、
か
な
り
丹
念
に
写
す
の
で
、
書
く
量
が

増
え
ま
す
。
こ
の
蓄
積
が
、
自
分
に
と
っ
て
の
理

論
的
な
骨
格
に
な
り
ま
す
。
時
間
を
か
け
た
だ
け

の
力
が
つ
き
ま
す
。
読
み
っ
ぱ
な
し
に
す
る
と
伸

び
て
い
き
ま
せ
ん
。 

三
、
読
書
の
目
的
別
分
類 

 
若
い
教
師
の
た
め
に
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読
む
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学
力
研
常
任
委
員 

深
沢 

英
雄 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
読
書
に
は
二
種
類
あ
り
ま
す
。「
楽
し
み
と
し

て
の
読
書
」
と
「
役
に
立
つ
読
書
」
で
す
。「
楽
し

み
の
読
書
」
は
、
笑
う
・
感
動
す
る
・
ど
き
ど
き

す
る
・
励
ま
さ
れ
る
等
の
効
用
が
あ
り
ま
す
。
役

に
立
つ
読
書
は
、
本
を
読
み
こ
と
か
ら
得
た
情
報

や
知
識
を
実
際
に
活
用
す
る
た
め
の
読
書
で
す
。

教
師
の
読
書
は
、
偏
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
い
い

授
業
が
し
た
い
、
良
い
学
級
づ
く
り
が
し
た
い
と

思
い
、
ネ
タ
や
実
践
方
法
、
教
育
技
術
、
著
名
な

先
生
が
書
い
た
「
教
育
書
」
ば
か
り
読
む
先
生
。

学
校
で
の
仕
事
で
教
育
の
こ
と
考
え
て
い
る
か
ら
、

「
教
育
関
係
の
本
」
は
読
み
た
く
な
い
と
い
う
先

生
も
い
ま
す
。 

 

教
師
に
と
っ
て
の
読
書
は
、技
術
や
ネ
タ
な
ど
、

即
役
立
つ
本
も
読
ま
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
学
校
教
育
の
世
界
と
い
う

狭
い
世
界
の
中
だ
け
の
「
問
い
」
に
な
り
ま
す
。

社
会
の
中
の
学
校
教
育
と
捉
え
た
時
に
、
学
校
教

育
以
外
の
視
点
か
ら
の
学
習
が
必
須
で
す
。
ス
ポ

ー
ツ
や
芸
術
の
世
界
を
見
る
と
、
学
校
教
育
に
も

通
じ
る
点
が
多
く
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
経
済
・
哲

学
・
政
治
・
歴
史
・
心
理
学
・
脳
科
学
・
ビ
ジ
ネ

ス
な
ど
様
々
な
分
野
の
本
を
読
む
こ
と
で
、
幅
広

い
世
界
か
ら
学
校
教
育
を
見
直
し
て
み
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
新
た
な
「
問
い
」
を
見
出
せ
ま
す
。 

 

好
き
な
も
の
ば
か
り
食
べ
て
い
る
と
栄
養
が
偏

る
の
と
同
じ
で
す
。
教
師
は
、
本
と
い
う
栄
養
を

バ
ラ
ン
ス
よ
く
と
っ
て
欲
し
い
も
の
で
す
。 

四
、
理
論
書
と
実
践
書 

大
学
時
代
は
、
実
践
的
な
本
で
は
な
く
、
理
論

的
な
本
や
論
文
を
テ
キ
ス
ト
に
し
て
勉
強
し
た
こ

と
が
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
現
場
に
入
る
と
、

明
日
の
授
業
の
た
め
に
途
端
に
実
践
書
ば
か
り
を

読
ん
で
し
ま
い
ま
す
。 

孫
子
の
言
葉
に「
理
よ
り
入
る
も
の
上
達
早
く
、

鍛
練
よ
り
入
る
も
の
上
達
遅
し
」
と
あ
り
ま
す
。

「
理
」
と
は
理
論
で
す
。「
鍛
練
」
と
は
「
実
践
」

で
す
。
理
論
を
学
ん
で
実
践
す
る
ほ
う
が
、
実
践

し
た
後
に
理
論
を
学
ぶ
も
の
よ
り
も
、
ず
っ
と
上

達
が
早
い
と
い
う
の
で
す
。
ど
っ
ち
が
早
い
遅
い

よ
り
も
、
私
は
、
理
論
と
実
践
の
往
還
が
大
事
だ

と
思
い
ま
す
。 

 

理
論
の
な
い
教
師
は
闇
の
中
に
い
る
の
と
同
じ

で
す
。
理
論
を
学
ぶ
こ
と
は
「
暗
闇
」
の
な
か
に

光
を
点
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

教
師
は
毎
日
、
実
践
し
て
い
ま
す
が
、
理
論
が

な
い
と
自
分
の
実
践
を
評
価
で
き
ま
せ
ん
。
今
や

っ
て
い
る
こ
と
の
意
味
や
今
起
こ
っ
て
い
る
こ
と

の
背
景
が
と
ら
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
ど
う

す
れ
ば
い
い
の
か
の
方
針
も
立
て
ら
れ
な
い
の
で

す
。
理
論
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
実
践
を
総
括
し
、

な
に
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
ど
の
方
向
に

す
す
め
ば
い
い
の
か
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
「
わ

か
る
」
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
す
。
た
と
え
、
で

き
な
く
て
も
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
が
大
事
な
の
で

す
。
理
論
ど
お
り
に
い
か
な
く
て
も
、「
こ
う
あ
る

べ
き
だ
」
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
い
つ

の
日
に
か
、
そ
こ
に
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
あ

る
べ
き
姿
を
知
ら
な
け
れ
ば
永
久
に
そ
こ
に
は
辿

り
つ
け
な
い
の
で
す
。 

落
と
し
穴
は
、「
理
論
は
知
っ
て
い
る
が
、
実
践

が
と
も
な
わ
な
い
」
こ
と
が
お
こ
り
ま
す
。「
頭
で

っ
か
ち
な
人
」
で
す
。
理
屈
ば
か
り
言
う
人
も
い

ま
す
。
人
間
は
多
か
れ
少
な
か
れ
認
識
と
実
践
の

間
に
大
き
な
落
差
が
あ
る
も
の
で
す
。「
わ
か
っ
ち

ゃ
い
る
け
ど
」
で
き
な
い
。
そ
れ
が
人
間
で
す
。 

 

だ
か
ら
こ
そ
、
本
で
読
ん
だ
こ
と
を
実
践
し
て

試
し
、
ま
た
、
理
論
に
立
ち
返
る
と
い
う
「
い
っ

た
り
来
た
り
」
の
試
行
錯
誤
の
中
で
、
一
歩
一
歩

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
し
て
い
く
の
で
す
。 

い
っ
ぱ
い
本
を
「
読
み
」、
い
っ
ぱ
い
実
践
し
て

い
き
ま
し
ょ
う
。 


