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　「
遅
読
が
過
ぎ
た
」
読
了
直
後
の
素
直
な
感
想
で
あ
る
。
本
書
は
二
〇
一

一
年
三
月
に
発
災
し
た
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
災
者
、
被
災
地
へ
の
綿
密

な
取
材
を
も
と
に
構
成
さ
れ
二
〇
一
七
年
八
月
末
に
イ
ギ
リ
ス
で
出
版
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
反
響
は
大
き
く
二
ヶ
月
後
に
は
ア
メ
リ
カ
で
、
半
年
も
経

た
な
い
う
ち
に
邦
訳
も
刊
行
さ
れ
た
。
書
評
に
あ
た
り
邦
訳
を
対
照
さ
せ
な

が
ら
読
み
進
め
た
こ
と
も
遅
読
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
主

な
理
由
で
は
な
い
。
濃
密
な
情
報
量
と
見
事
な
描
写
は
そ
の
文
字
を
飲
み
込

む
た
め
反
芻
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ま
た
、
冒
頭
ペ
ー
ジ
に
配
さ
れ
た
地

図
に
よ
っ
て
登
場
人
物
の
住
地
域
が
確
認
で
き
る
。
本
書
を
読
む
上
で
津
波

到
達
時
間
の
地
域
差
や
避
難
経
路
の
想
像
は
必
須
で
あ
り
、
当
地
を
訪
れ
た

こ
と
の
な
い
人
へ
の
理
解
の
助
け
と
な
る
。
そ
し
て
も
し
、
悲
し
み
が
可
視

化
で
き
る
な
ら
、
悲
し
み
の
雨
に
打
た
れ
続
け
る
よ
う
な
読
書
体
験
と
な
る

だ
ろ
う
。
ど
う
や
っ
て
速
読
で
き
よ
う
か
。
以
下
に
ペ
ー
ジ
数
以
上
に
読
み

応
え
の
あ
る
内
容
の
紹
介
を
し
た
い
。

　
著
者
、
英
国
出
身
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
イ
ド
・
パ
リ
ー
は
「
ザ
・
タ
イ
ム

ズ
」
誌
の
東
京
支
局
長
。
日
本
在
住
二
十
年
以
上
で
、
著
者
自
身
が
体
験
し

た
二
〇
一
一
年
三
月
の
東
京
の
風
景
か
ら
幕
が
上
が
る
。

　
本
書
の
最
大
の
特
徴
は
複
数
の
ル
ポ
が
小
気
味
よ
く
同
時
に
進
行
す
る
こ

と
で
あ
る
。
大
部
分
は
東
日
本
沿
岸
被
災
地
の
中
で
も
最
大
の
死
者
を
生
ん

で
し
ま
っ
た
宮
城
県
石
巻
市
の
遺
族
た
ち
へ
の
取
材
か
ら
立
ち
上
が
る
個
人

的
な
物
語
で
あ
る
。
そ
の
遺
族
全
員
を
つ
な
ぐ
関
係
性
は
「
大
川
小
学
校
」

に
子
供
を
通
わ
せ
、
学
校
の
杜
撰
な
避
難
指
示
に
よ
り
命
を
落
と
し
た
と
い

う
事
実
で
あ
る
。
同
じ
経
験
を
し
た
遺
族
ら
は
「
子
供
た
ち
が
ど
の
よ
う
に

死
ん
だ
の
か
（p. 1

1
4

、
一
四
七
頁
）」
を
知
る
た
め
行
政
を
相
手
に
集
団
訴
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訟
を
起
こ
し
、
裁
判
結
審
へ
の
あ
ゆ
み
が
描
写
さ
れ
る
。
こ
の
道
の
り
は
平

坦
で
な
く
、
ど
の
遺
族
も
被
災
直
後
か
ら
同
じ
経
験
を
し
て
い
る
人
が
い
な

い
こ
と
が
必
然
的
に
浮
か
び
上
が
る
た
め
、
遺
族
同
士
が
誰
一
人
と
し
て
完

全
に
は
分
か
り
合
え
な
い
自
覚
に
至
る
皮
肉
な
過
程
で
も
あ
っ
た
。
時
間
の

経
過
と
取
材
の
進
展
に
よ
っ
て
「
我
が
子
の
最
期
を
知
り
た
い
」「
過
失
を

認
め
な
い
行
政
を
糾
弾
す
る
」
と
い
う
共
通
の
目
的
は
次
第
に
分
裂
し
て
い

く
。

　
本
書
が
こ
の
阿
鼻
叫
喚
を
著
述
し
切
っ
た
要
因
に
つ
い
て
は
、
複
数
あ
る

と
考
え
る
。
そ
れ
は
著
者
が
取
材
対
象
者
か
ら
信
頼
を
得
て
い
た
こ
と
、
遺

族
の
重
い
気
持
ち
を
引
き
受
け
て
な
お
、
行
政
と
の
間
で
中
立
な
立
場
で
丹

念
に
取
材
を
続
け
た
こ
と
。
加
え
て
、
次
の
二
種
の
第
三
者
性
に
ポ
イ
ン
ト

が
あ
る
と
考
え
る
。

　
ま
ず
、
一
つ
目
は
「
外
国
人
か
ら
見
た
日
本
」
と
い
う
著
者
の
当
然
の
立

場
が
度
々
強
調
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
を
マ
ク
ロ
視
点
と
名
付
け
た
い
。

例
え
ば
、
東
京
が
世
界
有
数
の
地
震
リ
ス
ク
に
晒
さ
れ
な
が
ら
人
々
が
暮
ら

し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
「
破
壊
と
生
命
の
喪
失
を
ど
こ
か
深
層
の
レ
ベ
ル

で
感
受
し
て
い
る
都
市
（p. 1

5
8

、
一
九
七
頁
）」
と
い
う
評
論
を
引
用
し
、

理
解
が
難
し
い
と
い
う
態
度
を
と
る
。
ま
た
、
も
っ
と
直
截
的
に
著
者
は
除

霊
を
引
き
受
け
る
僧
侶
の
態
度
に
業
を
煮
や
す
。「
私
と
し
て
は
、
日
本
人

の
受
容
精
神
に
は
も
う
う
ん
ざ
り
だ
っ
た
。
過
剰
な
ま
で
の
我
慢
に
も
飽
き

飽
き
し
て
い
た
（p. 2

4
1

、
二
九
一
頁
）」。
怒
り
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
が

仏
教
で
あ
る
こ
と
に
理
解
を
示
し
な
が
ら
も
、
消
え
な
い
悲
し
み
と
折
り
合

い
を
つ
け
る
た
め
に
、
た
だ
受
容
す
る
こ
と
を
説
く
こ
と
が
非
業
の
死
に
直

面
し
続
け
て
い
る
遺
族
に
と
っ
て
本
当
に
正
し
い
こ
と
な
の
か
、
読
者
へ
問

い
直
し
て
い
る
。
我
が
子
の
死
の
真
相
を
追
い
求
め
る
た
め
に
立
ち
上
が
っ

て
い
る
人
々
は
、
怒
り
に
満
ち
、
行
政
に
批
判
的
で
、
毅
然
と
し
て
い
る
こ

と
を
記
録
し
つ
つ
、
著
者
自
身
は
理
解
し
難
い
日
本
人
僧
侶
の
言
葉
を
何
と

か
受
容
し
よ
う
と
す
る
葛
藤
が
見
え
る
。
英
語
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
と
い
う
外

部
性
を
保
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
視
点
は
、
本
書
の
魅
力
を
増
し
て
い
る
。

　
二
つ
目
は
、
反
対
に
現
場
の
小
さ
な
声
か
ら
震
災
を
見
る
と
い
う
ミ
ク
ロ

視
点
で
あ
る
。
日
本
で
二
〇
一
二
年
の
流
行
語
大
賞
候
補
に
も
な
っ
た

「
絆
」
や
「
頑
張
ろ
う
」
の
言
葉
は
、
被
災
者
に
と
っ
て
メ
デ
ィ
ア
の
中
心

か
ら
発
せ
ら
れ
る
極
め
て
抑
圧
的
な
言
葉
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
自
然
災
害
直

後
に
起
こ
る
共
助
の
精
神
は
二
〇
〇
九
年
に
「
災
害
ユ
ー
ト
ピ
ア
」（
レ
ベ
ッ

カ
・
ソ
ル
ニ
ッ
ト
）
と
名
付
け
ら
れ
て
お
り
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
層
に
よ
っ
て

東
日
本
大
震
災
発
災
直
後
に
も
当
て
は
ま
る
現
象
だ
と
の
説
明
が
な
さ
れ
た
。

（
レ
ベ
ッ
カ
・
ソ
ル
ニ
ッ
ト
氏
も
二
〇
一
二
年
三
月
に
来
日
し
宮
城
県
沿
岸
を
視
察
、

評
者
も
同
行
し
意
見
交
換
を
し
た
。）
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
大
き
な
言
葉
に
よ
っ

て
小
さ
な
苦
悩
が
覆
い
隠
さ
れ
続
け
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
さ
ら
に
著
者

は
、
東
北
の
人
々
が
日
本
の
中
で
も
特
に
我
慢
強
く
「
強
欲
と
商
業
主
義
の

ウ
ィ
ル
ス
や
都
会
の
醜
さ
に
犯
さ
れ
て
い
な
い
〝
村
社
会
〞
を
意
味
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
外
向
き
の
単
純
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
内
に
根
付
い
た
保
守
主
義
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を
隠
す
も
の
で
あ
っ
た
（p. 1

8
3

、
二
二
六
頁
）」
と
示
す
。
こ
の
よ
う
な
指

摘
は
、
大
川
小
学
校
を
取
り
ま
く
遺
族
を
取
材
す
る
中
で
発
見
し
、
子
ど
も

を
亡
く
し
た
遺
族
の
様
々
な
思
い
、
訴
え
、
軋
轢
を
直
視
し
て
き
た
結
果
で

あ
る
。
大
川
小
学
校
に
関
連
す
る
遺
族
間
の
問
題
は
、
当
事
者
同
士
で
語
り

合
わ
れ
る
こ
と
が
目
減
り
し
、
安
心
で
き
る
第
三
者
に
漏
ら
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
マ
ク
ロ
と
ミ
ク
ロ
の
両
方
の
視
点
が
織
り
な
さ
れ
て
、
大
震
災
の

影
響
は
肯
定
的
な
も
の
ば
か
り
で
な
い
こ
と
や
、
全
員
の
悲
し
み
が
異
な
る

と
い
う
気
づ
き
は
、
評
者
の
復
興
支
援
活
動
経
験
か
ら
も
首
肯
で
き
る
結
論

の
一
つ
だ
。

　
最
後
に
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
「G

hosts

」
の
示
す
内
容
に
つ
い
て
言
及
し
て

お
き
た
い
。「G

hosts

」
は
一
貫
し
て
「
霊
た
ち
」
と
邦
訳
さ
れ
て
い
る
。

日
本
人
に
と
っ
て
の
「
霊
」
を
詳
説
す
る
紙
幅
は
な
い
が
、
本
書
で
は
「
津

波
の
引
き
起
こ
し
た
問
題
群
」
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
遺
族
に
と
っ
て
（
そ
れ
が
い
か
に
悲
惨
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
）
我

が
子
が
ど
の
よ
う
に
亡
く
な
っ
た
の
か
を
知
る
こ
と
（H

ow

）
は
グ
リ
ー
フ

ケ
ア
に
直
結
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
見
た
く
な
い
も
の
が
見
え
る
「
霊
」
で

は
な
く
、
夢
の
中
で
も
、
い
や
、
私
が
死
ん
で
で
も
会
い
た
い
対
象
の
こ
と

を
「G

hosts

」
と
呼
ん
で
い
る
。
因
果
の
説
明
が
つ
か
な
い
怪
奇
現
象
を
標

題
と
し
た
の
は
、
最
後
のPart 5 

だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
全
編
に
わ
た
っ

て
現
世
に
生
き
る
人
間
の
死
者
へ
の
名
残
惜
し
さ
、
後
悔
や
慚
愧
の
念
の
表

象
で
あ
る
「G

hosts

」
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
津
波
の
引
き
起
こ
し
た

問
題
群
は
時
間
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
遺
族
の
忍
耐
に
よ
っ

て
蓋
を
さ
れ
平
生
が
装
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
ち
な
み
に
仏
教
で
は
、

こ
の
現
世
の
こ
と
をsahā

（
娑し
ゃ
ば婆
／
忍に
ん
ど土
）
と
呼
ぶ
。

　
東
日
本
大
震
災
か
ら
十
年
を
越
え
た
。
今
後
、
大
震
災
に
言
及
す
る
メ

デ
ィ
ア
も
一
気
に
減
少
す
る
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
中
で
も
当
時
の
息
吹
（
喪
失

感
、
嫌
悪
感
、
や
る
せ
な
さ
、
そ
れ
ら
を
抑
え
込
む
た
め
の
冷
静
さ
）
を
、
そ
の

ま
ま
保
存
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
貴
重
な
書
で
あ
る
。
ま
た
「
十
年
を
越
え

た
」
と
い
う
事
実
は
被
災
さ
れ
た
人
々
に
と
っ
て
何
の
薬
に
も
な
ら
な
い
。

何
年
経
っ
て
も
津
波
記
録
の
動
画
は
も
ち
ろ
ん
、
震
災
関
連
本
や
津
波
を
想

起
さ
せ
る
よ
う
な
ア
ー
ト
に
も
触
れ
ら
れ
な
い
ま
ま
と
い
う
友
人
も
い
る
。

生
き
残
っ
た
申
し
訳
な
さ
を
抱
え
た
ま
ま
亡
く
な
っ
た
知
り
合
い
も
増
え
て

き
た
。
子
供
の
み
な
ら
ず
被
災
者
の
ト
ラ
ウ
マ
の
ケ
ア
は
、
実
際
の
と
こ
ろ

ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
本
書
は
東
日
本
大
震
災
を
知
ら

な
い
世
代
に
は
強
く
勧
め
た
い
。
ま
た
、
評
者
の
知
る
大
川
小
学
校
横
の
旧

北
上
川
河
口
は
、
穏
や
か
な
も
の
で
あ
る
。
淡
水
が
じ
ん
わ
り
と
追
波
湾
の

海
水
に
流
れ
込
む
よ
う
に
、
い
つ
の
日
か
東
日
本
大
震
災
で
被
災
さ
れ
た
方

に
も
本
書
の
存
在
を
お
伝
え
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

＊ 

邦
訳
『
津
波
の
霊
た
ち

―
３
・
11 

死
と
生
の
物
語
』（
濱
野
大
道
訳
、
早
川
書
房
、

二
〇
一
八
年
）
の
該
当
ペ
ー
ジ
を
漢
数
字
で
表
記
し
た
。
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