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本
来
は
高
校
時
代
に
読
む
べ
き
本
と
で
も
し
た
ほ
う
が

よ
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
人
そ
れ
ぞ
れ
好
み
や
受
け

取
り
方
は
違
う
の
で
、
と
り
あ
え
ず
私
が
玉
高
時
代
に
読

ん
だ
本
を
紹
介
し
ま
す
。 

 

高
校
の
頃
の
私
は
、
戦
国
時
代
や
幕
末
に
限
ら
ず
、
歴

史
小
説
が
好
き
で
し
た
。
高
１
の
夏
は
、
『
三
国
志
』
に
は

ま
り
ま
し
た
。
教
室
の
後
ろ
に
置
い
て
あ
っ
た
横
山
光
輝

の
漫
画
を
見
て
興
味
を
持
ち
、
吉
川
英
治
の
『
三
国
志
』
を

文
庫
本
で
読
み
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
気
持
ち
が
治
ま
ら
ず
、

漢
文
の
三
国
志
（
上
の
方
に
漢
文
、
下
の
方
に
書
き
下
し

文
が
つ
い
て
い
た
。
）
を
読
み
ま
し
た
。
か
な
り
古
く
分
厚

い
本
で
、
わ
か
ら
な
い
漢
字
ば
か
り
で
し
た
が
、
あ
ら
す

じ
が
わ
か
っ
て
い
る
の
で
お
お
よ
そ
の
意
味
は
掴
め
ま
し

た
。
同
じ
内
容
で
も
、
漢
文
で
読
む
と
趣
が
異
な
り
、
格
調

の
高
さ
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。（
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
漢
文

が
特
に
得
意
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
・
・
・
） 

 

高
２
に
な
る
と
司
馬
遼
太
郎
に
の
め
り
込
み
ま
し
た
。

著
名
な
方
な
の
で
、
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
と
い
う
人
も
多

い
で
し
ょ
う
。
『
梟
の
城
』
、
『
項
羽
と
劉
邦
』
、
『
燃

え
よ
剣
』
、
『
花
神
』
、
『
坂
の
上
の
雲
』
な
ど
、
夢
中

に
な
っ
て
読
み
ま
し
た
。
タ
イ
ト
ル
だ
け
で
感
じ
る
こ
と

で
す
が
、
最
近
流
行
っ
て
い
る
ア
ニ
メ
『
鬼
滅
の
刃
』
や

『
キ
ン
グ
ダ
ム
』
が
好
き
な
方
な
ら
、
こ
れ
ら
の
作
品
を

き
っ
と
楽
し
く
読
め
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

今
回
の
『
考
人
』

で
は
、
司
馬
遼
太
郎

の
作
品
の
中
か
ら
特

に
中
高
生
の
間
に
読

ん
で
欲
し
い
本
と
し

て
『
竜
馬
が
ゆ
く
』

を
紹
介
し
ま
す
。 

私
は
高
２
の
夏
に
読
み
ま
し
た
。
文
庫
本
で
全
８
冊
で

す
が
、
一
気
に
読
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。 

江
戸
や
京
か
ら
遠
く
離
れ
た
土
佐
の
下
級
武
士
（
郷
士
）

の
次
男
坊
と
し
て
生
ま
れ
た
竜
馬
の
生
涯
は
、
幕
末
維
新

史
上
の
奇
跡
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
で
の
剣
術
修
行

後
、
脱
藩
し
、
浪
人
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
大
動
乱
期

に
幕
臣
勝
海
舟
に
師
事
、
海
援
隊
を
設
立
し
、
長
州
の
桂

小
五
郎
や
薩
摩
の
西
郷
隆
盛
と
も
に
「
薩
長
同
盟
」
や
「
大

政
奉
還
」
等
、
卓
越
し
た
仕
事
を
成
し
遂
げ
ま
し
た
。 

 

こ
の
作
品
は
、
史
実
に
基
づ
き
な
が
ら
、
司
馬
遼
太
郎

の
人
間
竜
馬
に
対
す
る
丁
寧
な
研
究
を
も
と
に
描
か
れ
て

い
ま
す
。
今
回
、
数
十
年
ぶ
り
に
読
み
返
し
て
み
ま
し
た

が
、
忘
れ
て
い
る
こ
と
も
多
く
、
歴
史
と
は
思
え
な
い
物

語
の
よ
う
な
内
容
で
、
楽
し
く
読
む
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。 

 

高
校
生
の
頃
と
同
じ
よ
う
に
「
薩
長
同
盟
」
や
「
大
政
奉

還
」
と
は
、
令
和
の
時
代
で
は
ど
の
よ
う
な
出
来
事
に
値

す
る
の
か
、
竜
馬
が
存
在
し
な
か
っ
た
ら
、
明
治
維
新
は

違
っ
た
も
の
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
等
、
改
め
て
考
え

さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。 

 

一
方
で
、
高
校
生
の
時
に
は
感
じ
な
か
っ
た
こ
と
で
す

が
、
今
回
は
書
か
れ
て
い
る
事
柄
が
史
実
な
の
か
、
作
者

が
創
作
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
と

て
も
気
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
作
品
が
書
か
れ
た

五
十
年
前
に
は
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
と
い
う
言
葉
は
な
か
っ

た
は
ず
で
す
が
、
作
者
が
竜
馬
の
中
に
、
現
代
の
若
者
に

求
め
ら
れ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
持

っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
新
し
い
発
見
も
あ
り
ま
し
た
。 

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
、
薩
長
両
藩
に
よ
る
武
力
に
よ
る

倒
幕
を
主
張
す
る
中
岡
慎
太
郎
に
、「
し
か
な
い
、
と
い
う

も
の
は
世
に
な
い
。
人
よ
り
も
一
尺
高
く
物
事
を
見
れ
ば
、

道
は
常
に
行
く
通
り
も
あ
る
」
と
、
大
政
奉
還
を
働
き
か

け
る
竜
馬
の
言
葉
が
強
く
印
象
に
残
り
ま
し
た
。 

鎖
国
状
態
の
幕
末
と
い
う
混
沌
と
し
た
時
代
の
中
、
常

識
に
と
ら
わ
れ
ず
常
に
前
を
向
き
、
不
可
能
な
こ
と
を
一

つ
ひ
と
つ
実
現
し
て
い
く
姿
か
ら
、
今
の
時
代
で
生
き
る

我
々
も
学
ぶ
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

ま
だ
読
ん
だ
こ
と
が
な
い
と
い
う
人
は
、
中
高
生
の
う

ち
に
是
非
読
ん
で
、
こ
の
本
を
楽
し
む
と
と
も
に
こ
れ
か

ら
の
自
分
自
身
の
生
き
方
を
考
え
て
欲
し
い
で
す
。 

皆
さ
ん
の
中
に
は
、
勉
強
や
部
活
動
な
ど
、
や
る
べ
き

こ
と
が
多
い
中
学
・
高
校
生
活
の
中
で
、
読
書
か
ら
遠
ざ

か
っ
て
い
る
人
も
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
幸
い
本
校
に
は

蔵
書
数
八
万
九
千
冊
を
誇
る
、
県
下
で
も
有
数
の
素
晴
ら

し
い
図
書
館
が
あ
り
ま
す
。
（
私
が
入
学
す
る
ち
ょ
っ
と

前
に
出
来
た
も
の
で
す
。
） 

人
生
の
中
で
誰
と
巡
り
会
う
か
と
同
じ
く
ら
い
、
ど
の

よ
う
な
本
と
巡
り
合
う
か
は
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
き
っ
か
け
は
ど
う
で
あ
れ
、
本
を
手
に
取
っ
て

く
だ
さ
い
。
皆
さ
ん
が
、
中
学
生
・
高
校
生
の
多
感
な
時
期

に
、
逢
う
べ
き
本
に
出
逢
え
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。 

 

〇
最
後
に
数
学
科
の
教
員
と

し
て
本
校
の
図
書
館
に
お
い

て
あ
る
数
学
の
本
を
紹
介
し

ま
す
。 

高
木
貞
二
の
『
解
析
概
論
』

な
ど
、
上
の
写
真
の
よ
う
に
玉

名
高
校
に
は
専
門
的
な
本
も

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。 

高
校
数
学
の
向
こ
う
側
を

の
ぞ
い
て
み
た
い
人
は
手
に

と
っ
て
挑
ん
で
く
だ
さ
い
。 

 

 

 


