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特
集
　
読
む
と
い
う
こ
と
　
著
者
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
電
子
メ
ー
ル
に
よ
っ
て
行
っ
た
）

（
ひ
つ
じ
）
読
み
に
お
け
る
国
文
学
研
究
の
特
権
性
を
、
開
放
し
た
場
合
、
大
学
な
ど
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
優
位
性

は
、
全
く
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
質
問
に
は
二
つ
の
意
図
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
国
文
学
研

究
者
を
排
出
し
て
い
る
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
特
権
性
は
な
く
な
る
べ
き
な
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
研
究
に
よ
っ

て
た
ぶ
ん
規
定
さ
れ
て
い
る
中
学
・
高
校
な
ど
の
国
語
教
育
な
る
も
の
は
、
な
く
な
る
べ
き
な
の
か
。
も
う
一
つ
は
、

そ
も
そ
も
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
よ
る
読
解
は
、
人
々
の
読
み
を
規
定
す
る
ほ
ど
の
優
位
性
を
持
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う

か
。

（
和
田
）
具
体
的
な
後
の
方
の
問
い
か
ら
お
答
え
し
た
い
の
で
す
が
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
よ
る
読
解
は
、
私
た
ち
の

読
み
を
規
定
す
る
力
を
も
っ
て
き
た
し
、
現
在
で
も
持
っ
て
い
る
と
考
え
ま
す
。

　
た
だ
、
そ
れ
が
決
定
的
な
読
み
の
決
定
要
因
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
実
際
に
は
学
校
、
教
科
書
、

と
い
っ
た
狭
義
の
「
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
よ
る
読
解
」
で
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
す
。
諸
種
の
メ
デ
ィ
ア
が

情
報
の
「
解
読
の
仕
方
」
教
育
を
し
て
い
ま
す
し
、
歴
史
学
で
あ
れ
社
会
学
で
あ
れ
、
読
み
を
規
定
す
る
教
育
を
し
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て
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
前
の
方
の
問
い
に
も
ど
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
が
、
た
だ
単
に
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
優
位
性
を
否
定
し
て

い
る
の
で
は
な
い
し
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
で
そ
れ
ら
が
な
く
な
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
私
が
批
判
し
て
い
る
の

は
、
あ
る
読
み
方
、
読
解
方
法
を
自
明
と
す
る
思
考
で
す
。
読
み
方
そ
の
も
の
を
国
文
学
と
い
う
分
野
に
と
ら
わ
れ

ず
に
広
い
視
野
か
ら
考
え
る
、
と
い
う
こ
と
を
求
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
読
み
に
つ
い
て
考
え
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス

が
、
分
野
を
越
え
る
手
が
か
り
に
も
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
国
語
教
育
が
な
く
な
れ
と
か
、
国
文
学
研

究
者
が
な
く
な
れ
と
か
い
っ
て
る
ん
で
は
な
く
て
、
そ
う
し
た
問
題
意
識
を
求
め
て
い
る
の
で
す
。
現
在
の
「
国
語

教
育
」
や
「
国
文
学
研
究
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
分
野
が
、
こ
の
問
題
意
識
に
無
関
係
で
も
不
要
と
い
う
わ
け
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。

（
ひ
つ
じ
）
国
語
科
で
あ
れ
ば
、
教
科
書
に
収
録
さ
れ
る
べ
き
作
品
が
、
あ
る
程
度
決
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ

る
わ
け
で
す
。
読
み
方
と
同
時
に
ど
う
い
う
文
章
を
読
む
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
限
定
が
あ
っ
た
し
、
今
で
も

あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
二
つ
お
聞
き
し
ま
す
。
一
つ
は
、
そ
う
や
っ
て
教
科
書
に
載
る
文
学
作
品
と

い
う
位
置
づ
け
が
、
文
学
作
品
に
と
っ
て
ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
。
載
る
文
学
作
品
と
載
ら

な
い
文
学
作
品
の
間
に
境
界
線
が
引
か
れ
た
場
合
、
文
学
活
動
自
体
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
の
か
と
い
う
こ
と

で
す
。
も
う
一
つ
は
、
国
語
科
の
場
合
、
文
学
教
育
が
選
ば
れ
た
こ
と
に
何
ら
か
の
必
要
性
が
あ
っ
た
の
か
、
と
い

う
こ
と
で
す
。
国
民
の
文
書
を
読
む
能
力
を
高
め
る
と
い
う
の
が
、
国
語
科
の
使
命
だ
っ
た
と
し
た
ら
別
に
、
「
芸

術
的
な
価
値
」
が
あ
る
文
章
で
あ
る
必
要
は
、
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

（
和
田
）
ま
た
後
の
方
か
ら
答
え
ま
し
ょ
う
。
国
民
の
読
み
書
き
の
「
能
力
を
高
め
る
」
、
と
い
う
言
い
方
で
質
問
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さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
す
で
に
価
値
尺
度
が
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
能
力
が
高
い
、
低
い
、
を
誰
が
何
を
基
準
に

し
て
は
か
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
場
合
に
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
規
範
的
な
も
の
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
常
に
そ
う
し
た

規
範
は
機
能
し
て
い
る
の
で
す
。
文
学
と
い
う
領
域
の
自
立
と
、
そ
の
領
域
の
社
会
的
な
評
価
の
高
ま
り
に
応
じ
て
、

そ
の
領
域
が
規
範
と
し
て
機
能
し
た
の
は
不
思
議
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
む
ろ
ん
、
歴
史
的
に
見
れ
ば
文
学
テ
ク
ス

ト
以
外
に
規
範
が
求
め
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
文
学
と
い
う
領
域
の
自
立
と
教
育
言
説
の
関

わ
り
に
つ
い
て
は
、
す
ぐ
に
図
式
化
せ
ず
に
よ
り
詳
細
な
調
査
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
最
初
の
問
い
に
も
言
え
る
こ
と
で
す
。
「
文
学
活
動
」
と
言
い
ま
す
が
、
こ
れ
自
体
非
常
に
広
範
な
問
題

を
含
ん
で
い
ま
す
し
、
さ
ら
に
そ
の
教
育
の
領
域
と
の
歴
史
的
な
依
存
関
係
は
そ
う
と
う
複
雑
で
広
範
で
す
。
教
科

書
定
番
の
小
説
や
作
家
は
、
読
者
が
そ
の
本
を
手
に
入
れ
る
こ
と
も
容
易
だ
し
、
研
究
者
も
研
究
書
も
多
い
し
、
例

え
ば
解
説
等
の
仕
事
も
多
い
、
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
ま
た
全
集
を
出
し
た
り
、
知
名
度
を
上

げ
た
り
、
各
種
メ
デ
ィ
ア
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
れ
ば
需
要
も
増
え
ま
す
。
ま
た
、
そ
う
し
た
場
合
、
教

科
書
と
い
う
あ
る
意
味
で
非
常
に
特
殊
な
無
菌
パ
ッ
ク
と
も
言
え
る
よ
う
な
規
制
枠
が
あ
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
ず
に
、

評
価
が
一
人
歩
き
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
諸
々
の
問
題
は
現
在
十
分
に
調
べ
ら
れ
て
も
い
な

い
し
、
は
っ
き
り
と
問
題
化
さ
れ
て
さ
え
い
な
い
の
が
現
状
で
す
か
ら
、
い
ず
れ
に
せ
よ
調
査
、
検
討
が
今
後
必
要

だ
と
思
い
ま
す
。

（
ひ
つ
じ
）
最
後
の
質
問
で
す
。
読
み
の
対
象
、
あ
る
い
は
批
評
の
対
象
は
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
で
も
文
学
界
と
呼
ば

れ
て
い
る
も
の
で
も
、
紙
に
書
か
れ
た
文
学
作
品
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
読
む
対
象
は
、

も
っ
と
拡
大
さ
れ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
、
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン
グ
ゲ
ー
ム
や
様
々
な
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア

タ
イ
ト
ル
が
あ
り
、
テ
レ
ビ
で
放
映
さ
れ
て
い
る
ド
ラ
マ
が
あ
り
ま
す
。
コ
ミ
ッ
ク
の
類
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
通
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常
に
は
作
品
と
見
な
さ
れ
て
い
な
い
新
聞
の
紙
面
や
雑
誌
の
記
事
な
ど
も
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
も
の
へ
、

読
み
の
対
象
を
広
げ
て
い
く
こ
と
が
、
可
能
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
読
み
の
対
象
と
し
た
場
合
、

今
ま
で
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
や
批
評
は
変
わ
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
？

（
和
田
）
批
評
の
対
象
は
現
在
で
も
す
で
に
拡
大
し
て
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
文
芸
雑
誌
以
外
に
目
を
向
け
れ
ば
、

読
み
の
対
象
は
現
在
で
も
き
わ
め
て
多
様
で
す
し
、
文
学
の
領
域
で
も
そ
う
し
た
傾
向
は
顕
著
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

た
だ
重
要
な
の
は
、
研
究
対
象
の
拡
大
や
多
様
化
が
、
研
究
領
域
自
体
の
変
貌
に
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
す
。
具
体
的
に
言
え
ば
漫
画
や
映
画
を
研
究
対
象
に
し
た
だ
け
で
文
学
の
研
究
が
変
わ
る
と
い
う
の
は
当

然
の
こ
と
な
が
ら
幻
想
で
す
。
漫
画
に
し
ろ
、
映
画
に
し
ろ
、
そ
の
対
象
の
論
じ
方
自
体
が
旧
態
依
然
と
し
た
文
学

研
究
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
の
っ
と
っ
た
も
の
で
し
か
な
い
批
評
を
私
た
ち
は
数
多
く
目
に
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
多

様
な
情
報
の
型
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
て
い
る
の
は
ま
さ
に
そ
の
読
み
方
そ
の
も
の
な
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
情

報
と
、
情
報
の
受
け
入
れ
方
、
読
み
方
自
体
を
も
視
野
に
入
れ
た
ス
タ
ン
ス
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ

れ
は
ま
た
現
在
の
文
学
研
究
の
方
法
的
な
限
界
を
露
呈
す
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
例
え
ば
一
つ
の
紙
面
の
受
容
に

つ
い
て
考
え
る
場
合
に
も
、
私
た
ち
の
知
覚
や
情
報
処
理
過
程
に
つ
い
て
多
く
の
分
野
で
研
究
さ
れ
て
い
る
仕
事
を

無
視
で
き
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
望
ま
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
い
さ
さ
か
逆
説
め
い
た
言
い
回
し
に
な

り
ま
す
が
、
扱
う
研
究
対
象
の
拡
大
は
、
そ
の
研
究
領
域
自
体
の
方
法
的
な
限
界
に
気
づ
い
て
し
ま
う
よ
う
な
や
り

か
た
で
扱
っ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
意
味
を
持
つ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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発
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