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◆
読
み
物
の
使
い
方

「
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
読
み
物
に
出
会
わ
せ
た
い
」

と
い
う
先
生
方
の
ご
要
望
か
ら
、
各
学
年
一
つ
ず
つ
読

み
物
を
入
れ
ま
し
た
。『
聞
き
耳
ず
き
ん
』（
三
上
）
を

例
に
、
三
つ
の
タ
イ
プ
の
扱
い
方
を
紹
介
し
ま
す
。

①
「
読
み
の
力
」
を
使
っ
て

一
人
読
み

『
三
年
と
う
げ
』（
三
上
）の
「
た
い
せ
つ
」（
63
ペ
ー

ジ
）
で
学
習
し
た
お
話
の
「
お
も
し
ろ
さ
の
発
見
」

を
参
考
に
し
て
、『
聞
き
耳
ず
き
ん
』
で
は
一
人
読
み

を
さ
せ
ま
す
。
一
人
読
み
を
も
と
に
交
流
す
る
こ
と

で
、
さ
ら
に
読
み
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
表
現
の
工
夫
を
使
っ
て

音
読
発
表
会

『
き
つ
つ
き
の
商
売
』（
三
上
）で
学
習
し
た
音
読
の

工
夫
を
生
か
し
て
、「
た
い
せ
つ
」（
21
ペ
ー
ジ
）
の

「
聞
き
手
に
分
か
り
や
す
く
」
を
参
考
に
音
読
発
表
会

や「
語
り
」を
し
ま
す
。

音
読
発
表
会
の
ほ
か
に
紙
芝
居
や
音
読
劇
な
ど
、
表

現
方
法
に
よ
っ
て
場
面
分
け
の
必
要
な
活
動
も
あ
り

ま
す
。

三
（
上
）
63
ペ
ー
ジ
「
た
い
せ
つ
」

三
（
上
）
21
ペ
ー
ジ
「
た
い
せ
つ
」

「
言
葉
の
森
」
の
使
い
方

そ
の
際
に
は
、
場
面
分
け
を
す
る
た
め
に
、
場
や

時
、
出
来
事
、
人
物
の
気
持
ち
の
移
り
変
わ
り
を
読
み

取
る
な
ど
、
こ
れ
ま
で
に
身
に
つ
け
た
「
読
み
の
力
」

を
発
揮
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

③
「
話
す
・
聞
く
力
」
を
使
っ
て

「
地
域
に
伝
わ
る
昔
話
」
を
見
つ
け
よ
う

「『
分
類
』
と
い
う
こ
と
」（
三
上
）
で
学
習
し
た
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
の
方
法
を
使
っ
て
、
地
域
の
大
人
か
ら
そ

の
辺
り
に
伝
わ
る
昔
話
に
つ
い
て
聞
い
た
り
、
分
類
・

整
理
し
た
り
し
ま
す
。
日
本
の
典
型
的
な
昔
話
で
あ
る

『
聞
き
耳
ず
き
ん
』
を
も
と
に
、
似
て
い
る
話
が
あ
る

か
ど
う
か
尋
ね
る
な
ど
、
質
問
事
項
を
作
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

比
べ
読
み

『
三
年
と
う
げ
』
と
の
共
通
点
や
相
違
点
を
見
つ
け

る
こ
と
で
、
昔
話
の
特
徴
や
、
物
語
の
構
造
を
理
解
さ

せ
ま
す
。
教
科
書
本
文
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
、
二

つ
の
作
品
を
比
べ
読
み
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
発
展
読
書
と

は
異
な
り
ま
す
。「
比
べ
読
み
」
の
観
点
に
は
、
登
場

人
物
の
性
格
や
役
割
、
出
来
事
（
事
件
）、
結
果
、
中

心
人
物
の
変
容
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
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昔
話
を
読
も
う

『
三
年
と
う
げ
』
の
発
展
と
し
て
、「
昔
話
を
読
も

う
」
と
い
う
読
書
活
動
を
仕
組
み
ま
す
。
子
ど
も
た
ち

に
「
読
も
う
」
と
呼
び
か
け
て
い
る
だ
け
で
は
、
読
書

に
は
つ
な
が
り
ま
せ
ん
。
楽
し
い
昔
話
が
ま
ず
は
一
つ
、

全
員
に
保
障
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
子
ど
も
を
読
書
へ

と
誘
う
た
め
に
と
て
も
大
切
な
こ
と
な
の
で
す
。

◆
言
葉
を
豊
か
に
す
る
学
習
材
の
使
い
方

単
に
語
彙
量
を
増
や
す
だ
け
で
な
く
、
言
葉
の
質
を

高
め
た
り
、
広
げ
た
り
、
語
感
を
磨
い
た
り
す
る
な
ど
、

言
語
感
覚
を
養
う
こ
と
が
大
切
で
す
。『
言
葉
の
お
う

え
ん
だ
ん
』（
四
下
）
も
、
国
語
の
学
習
と
子
ど
も
の

日
常
の
言
語
生
活
と
を
つ
な
ぐ
学
習
材
で
す
。

『
い
ろ
い
ろ
な
意
味
を
も
つ
言
葉
』（
四
下
）
や
『
言

葉
遊
び
の
世
界
』（
四
下
）
な
ど
の
言
語
教
材
と
関
連

を
も
た
せ
た
さ
ま
ざ
ま
な
学
習
展
開
が
考
え
ら
れ

ま
す
。

「
言
葉
図
鑑
」
を
作
ろ
う

独
立
し
た
言
語
単
元
と
し
て
「
言
葉
図
鑑
」
を
作
ら

せ
ま
す
。
自
分
で
設
定
し
た
場
や
状
況
に
あ
っ
た
言
葉

を
考
え
て
図
鑑
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

例
え
ば
、
試
合
で
ミ
ス
を
し
た
選
手
に
対
し
、
観
客

や
チ
ー
ム
メ
イ
ト
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
「
は
げ
ま

し
言
葉
」
を
か
け
て
い
る
場
面
、
物
を
壊
し
て
「
謝
り

言
葉
」
を
言
っ
て
い
る
場
面
な
ど
、
よ
く
見
ら
れ
る
生

活
場
面
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
子
ど
も
た
ち
の
言
葉
が
き
つ
い
」「
表
現
力
に
乏
し

い
」
と
い
っ
た
現
状
か
ら
、
言
語
生
活
に
直
結
す
る
学

習
の
必
要
感
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。「
あ
い
さ
つ
言
葉
」

「
は
げ
ま
し
言
葉
」「
お
礼
言
葉
」「
謝
り
言
葉
」
な
ど
、

場
に
応
じ
た
表
現
は
ぜ
ひ
取
り
上
げ
た
い
も
の
で
す
。

●
発
展
的
な
学
習
内
容
の
使
い
方

『
心
で
パ
チ
リ
』（
四
下
）
の
よ
う
に

の

マ
ー
ク
が
つ
い
た
も
の
は
、
言
葉
を
豊
か
に
す
る
学
習

材
の
中
で
も
「
発
展
的
な
学
習
内
容
」
と
し
て
子
ど
も

の
興
味
や
実
態
に
即
し
て
、
指
導
者
の
ア
イ
デ
ア
で
自

由
に
扱
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

四（下）106、107ページ「心でパチリ」

文
語
の
扱
い
は
高
学
年
の
指
導
事
項
で
あ
る
た
め
、

「
発
展
的
な
学
習
内
容
」
と
さ
れ
ま
す
が
、
俳
句
は
子

ど
も
た
ち
に
も
な
じ
み
深
い
も
の
で
す
。
先
に
示
し
た

『
言
葉
の
お
う
え
ん
だ
ん
』
と
同
様
、
言
語
単
元
と
関

連
さ
せ
て
扱
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

「
マ
イ
俳
句
集
」
を
作
ろ
う

写
真
と
と
も
に
名
句
を
味
わ
い
、
季
語
や
音
数
な

ど
、
俳
句
の
決
ま
り
ご
と
を
知
り
ま
す
。
自
分
で
詠
ん

だ
俳
句
や
、
俳
句
カ
ル
タ
な
ど
を
通
し
て
気
に
入
っ
た

名
句
を
「
マ
イ
俳
句
集
」
に
ま
と
め
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、

俳
句
日
記
、
句
会
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
が
考
え
ら

れ
ま
す
。
い
ず
れ
も
俳
句
を
通
し
て
言
語
文
化
に
親
し

む
態
度
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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