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こ
の
一
二
年
来
、
文
学
的
な
本
を
読
む
読
者
の
数
が
ぐ
っ
と
ふ
え
て
い
る

こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
新
し
い
読
者
層
の
何
割
か
が
、

通
俗
読
物
と
文
学
作
品
と
の
本
質
の
区
別
を
知
ら
な
い
ま
ま
に
自
身
の
購
買

力
に
従
っ
て
い
る
と
い
う
現
象
も
、
一
般
に
注
意
を
ひ
い
て
来
て
い
る
。
そ

こ
に
、
今
日
の
文
化
の
地
味
の
問
題
だ
の
文
学
の
成
長
の
可
能
性
の
問
題
が
、

複
雑
な
現
今
の
社
会
生
活
の
一
面
と
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
就
て
、

総
て
の
作
家
が
無
関
心
に
暮
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
と
思
う
。

　
け
れ
ど
も
、
飾
な
い
落
付
い
た
目
で
省
み
る
と
、
こ
の
読
者
層
の
質
の
推

移
と
い
う
こ
と
の
実
際
は
、
昨
今
急
速
に
そ﹅
の﹅
人﹅
た﹅
ち﹅
の
こ
と
か
ら
私
た
ち

の
こ
と
に
ま
で
拡
が
っ
て
来
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
作
家
・
評
論
家
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は
そ
れ
ぞ
れ
各
々
の
読
者
を
も
っ
て
い
る
。
読
者
と
い
う
も
の
を
そ
の
関
係

の
範
囲
に
従
来
ど
お
り
固
定
さ
せ
て
、
そ
の
質
が
推
移
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が

注
目
さ
れ
た
の
は
一
年
余
り
前
か
ら
だ
が
、
今
日
で
は
状
態
が
更
に
動
い
て
、

読
者
層
の
質
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
と
、
私
た
ち
の
生
活
の
中
か
ら
、
作

家
も
評
論
家
も
読
者
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
自
身
が
何
か

の
形
で
誰
か
の
読
者
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
実
際
が
浮
び
上
っ
て
来
て
、

そ
れ
を
も
ひ
っ
く
る
め
た
と
き
初
め
て
読
者
層
の
質
の
問
題
が
現
実
に
即
し

て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
作
家
・
評
論
家
自
身
が
ど
の
よ
う
な
質
の
読
者
と
し
て
今
日
立
ち
あ
ら
わ

れ
て
い
る
か
、
そ
し
て
自
身
の
状
態
を
ど
の
よ
う
に
自
覚
し
て
い
る
か
と
い

う
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
周
囲
に
あ
る
読
者
圏
へ
作
用
し
作
用
さ
れ
つ
つ
、
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文
化
や
文
学
の
明
日
に
影
響
す
る
因
子
を
な
し
て
い
る
と
思
う
。
読
者
の
問

題
は
、
も
う
作
品
を
生
み
出
し
て
ゆ
く
人
々
自
身
が
ど
う
い
う
質
の
読
者
で

あ
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
観
察
さ
れ
る
時
代
に
な
っ
て

い
る
。
そ
し
て
、
近
頃
は
、
そ
の
点
で
い
ろ
い
ろ
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
る
実

例
が
多
い
。
何
故
な
ら
、
二
三
年
前
に
は
文
学
の
仕
事
に
た
ず
さ
わ
る
人
々

は
特
別
な
専
門
に
従
っ
て
特
別
な
本
を
輸
入
も
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
に
つ
い

て
云
わ
ば
種
本
と
も
し
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
ご
ろ
は
、
そ
う
い
う
便
宜
が

次
第
に
失
わ
れ
て
来
て
、
大
掴
み
に
云
え
ば
誰
も
彼
も
が
大
体
に
同
じ
よ
う

な
も
の
を
読
む
し
か
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
は
非
常
に
個
人
的
な
系

統
と
統
一
と
を
も
っ
て
形
づ
く
ら
れ
て
い
た
一
人
の
作
家
・
評
論
家
の
読
書

が
、
近
頃
で
は
そ
の
水
脈
に
さ
し
つ
か
え
が
生
じ
た
と
共
に
、
社
会
の
大
き
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な
動
き
そ
の
も
の
が
お
の
ず
か
ら
こ
れ
ま
で
の
読
書
の
埒
を
は
ず
さ
せ
る
点

も
あ
る
。
大
体
皆
が
同
じ
も
の
を
読
む
こ
と
が
多
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ

れ
に
対
し
て
自
分
た
ち
が
ど
う
い
う
質
の
読
者
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
作

家
・
評
論
家
に
と
っ
て
益
々
重
大
な
意
義
を
も
っ
て
来
る
。
そ
こ
が
、
は
っ

き
り
と
し
て
初
め
て
、
そ
の
人
々
の
読
者
に
と
っ
て
そ
の
作
家
・
評
論
家
が

ど
う
い
う
存
在
で
あ
る
か
と
い
う
点
も
明
瞭
に
つ
か
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

　
例
え
ば
今
大
変
読
ま
れ
て
い
る
本
に
ア
ン
ド
レ
・
モ
ー
ロ
ア
の
『
フ
ラ
ン

ス
敗
れ
た
り
』
が
あ
る
。
こ
の
本
の
読
ま
れ
る
理
由
は
十
分
あ
る
と
思
え
る
。

日
本
の
近
代
文
学
に
フ
ラ
ン
ス
文
学
が
ど
の
よ
う
に
影
響
し
ま
た
風
土
化
さ

れ
た
か
と
い
う
こ
と
迄
を
考
え
な
い
ひ
と
で
も
明
治
以
来
、
日
本
の
文
学
愛
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好
者
の
心
情
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
作
品
は
常
に
一
つ
の
親
愛
な
存
在
と
し
て
感

じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
素
朴
な
空
想
が
加
え
ら
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
フ

ラ
ン
ス
と
き
け
ば
、
芸
術
と
自
由
な
空
気
と
い
う
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
。
現
代
文
学
の
歴
史
の
な
か
で
フ
ラ
ン
ス
は
文
化
の
上
に
お

ち
か
か
る
暴
力
へ
の
抗
議
者
と
し
て
、
様
々
の
矛
盾
を
含
み
な
が
ら
も
動
い

た
こ
と
は
人
々
の
記
憶
に
新
し
い
事
実
で
あ
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
は
今
度
の
第
二
次
大
戦
で
ド
イ
ツ
に
敗
北
し
た
。
そ
の
こ
と
か

ら
与
え
ら
れ
た
衝
撃
は
或
る
意
味
で
は
世
界
的
な
性
質
を
も
っ
て
い
た
と
思

う
。
何
故
フ
ラ
ン
ス
は
敗
れ
た
の
だ
ろ
う
。
疑
問
は
人
々
の
眼
の
色
に
現
わ

れ
、
言
葉
に
あ
ら
わ
れ
て
、
而
も
特
に
日
本
の
条
件
で
は
そ
の
答
え
を
ど
こ

か
ら
も
つ
か
め
な
か
っ
た
。
い
ち
早
く
、
フ
ラ
ン
ス
は
頽
廃
し
た
文
化
主
義
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で
敗
れ
た
と
い
う
よ
う
な
解
説
者
に
対
し
て
、
常
識
は
そ
れ
が
全
部
の
答
え

で
な
い
こ
と
を
直
感
し
て
い
た
。

　
モ
ー
ロ
ア
の
『
フ
ラ
ン
ス
敗
れ
た
り
』
は
こ
の
心
持
に
迎
え
ら
れ
て
出
た

の
だ
か
ら
、
読
ま
れ
た
の
は
当
然
だ
と
思
う
。
お
そ
ら
く
あ
ら
ゆ
る
職
業
と

興
味
の
角
度
か
ら
こ
の
本
は
読
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
。
良
書
紹
介
な
ど
で
こ
の

本
の
名
を
あ
げ
た
人
々
も
尠
く
な
い
。

　
け
れ
ど
も
、
実
際
と
し
て
『
フ
ラ
ン
ス
敗
れ
た
り
』
は
果
し
て
ど
れ
だ
け

の
価
値
あ
る
著
作
で
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
の
小
著
で
通
俗
史
家
、
報
道
員
で
あ

る
モ
ー
ロ
ア
は
果
し
て
ど
ん
な
歴
史
の
本
質
的
な
真
実
に
ふ
れ
得
て
い
る
だ

ろ
う
。
モ
ー
ロ
ア
は
ア
メ
リ
カ
の
上
層
の
貴
族
趣
味
に
向
っ
て
巧
に
自
分
の

フ
ラ
ン
ス
人
と
し
て
の
上
流
的
身
辺
を
仄
め
か
し
な
が
ら
、 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

時
の
人
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々
と
そ
の
人
々
と
の
会
話
の
断
片
を
捉
え
て
、
何
か
具
体
的
め
い
た
、
重
大

な
国
家
の
事
情
や
裏
面
に
精
通
し
た
人
の
よ
う
に
身
振
り
し
て
語
っ
て
い
る

の
だ
が
、
よ
く
読
ん
で
み
れ
ば
、
モ
ー
ロ
ア
は
歴
史
の
厳
粛
な
推
移
の
契
機

に
は
何
一
つ
迫
っ
て
い
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
敗
れ
た
本
質
的
な
理
由
と
し
て

あ
げ
て
い
る
幾
つ
か
の
事
情
も
、
つ
ま
り
は
結
果
と
し
て
現
れ
た
現
象
を
並

べ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
何
故
そ
れ
ら
の
こ
と
は
起
っ
た
の
か
と
い
う
大
切
な

点
に
つ
い
て
彼
の
記
述
は
全
く
史
的
な
洞
察
を
欠
い
て
い
る
。
一
九
三
五
年

の
早
春
の
パ
リ
事
件
の
本
質
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
人
民
の
国
を
愛
す
心
と
別
に

五
年
後
に
フ
ラ
ン
ス
を
敗
れ
さ
せ
る
に
到
っ
た
深
刻
な
事
情
に
つ
い
て
、
モ

ー
ロ
ア
の
多
弁
は
些
か
も
説
明
し
得
な
い
。
終
章
の
モ
ラ
ル
も
、
ジ
ェ
ス
チ

ュ
ア
が
目
立
っ
て
甘
た
る
い
。
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例
え
ば
、
こ
の
ひ
ろ
く
読
ま
れ
た
一
冊
の
本
を
め
ぐ
っ
て
、
今
日
の
読
者

と
し
て
の
作
家
や
評
論
家
は
ど
ん
な
在
り
よ
う
を
反
映
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

あ
れ
が
一
種
の
サ
ロ
ン
の
本
で
あ
る
こ
と
を
率
直
に
評
し
た
人
は
極
め
て
僅

で
あ
っ
た
と
思
う
。
幾
人
か
の
ひ
と
は
、
著
者
が
フ
ラ
ン
ス
の
危
急
に
つ
い

て
そ
れ
だ
け
知
っ
て
い
た
の
に
、
何
の
積
極
な
働
き
も
試
み
な
か
っ
た
こ
と
、

そ
し
て
今
に
な
っ
て
そ
れ
を
喋
々
す
る
態
度
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
の
批
評

は
幾
人
か
の
人
々
が
知
識
人
と
し
て
今
日
の
社
会
に
対
し
て
い
る
良
心
の
あ

ら
わ
れ
で
あ
る
の
だ
け
れ
ど
、
そ
の
半
面
で
は
、
モ
ー
ロ
ア
の
本
質
が
つ
ま

り
ダ
ラ
デ
ィ
エ
や
レ
イ
ノ
ー
と
そ
う
大
し
て
違
っ
た
も
の
で
も
な
い
こ
と
、

そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
現
象
の
説
明
は
皮
相
な
政
界
内
幕
の
域
を
脱
し
得
て
い
な

い
こ
と
、
従
っ
て
、
当
時
の
レ
イ
ノ
ー
に
そ
の
社
会
的
な
矛
盾
紛
糾
を
解
く
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方
策
が
見
出
せ
な
か
っ
た
瞬
間
に
は
モ
ー
ロ
ア
も
一
箇
の
派
手
な
話
の
運
搬

人
と
し
て
の
存
在
で
し
か
あ
り
得
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
真
相
が
十
分
そ
れ

ら
の
評
者
に
把
握
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。

　
他
の
何
人
か
の
人
々
は
、
モ
ー
ロ
ア
の
著
作
に
、
事
実
の
断
片
が
盛
ら
れ

て
い
る
け
れ
ど
も
、
歴
史
の
真
相
は
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に

就
て
ま
る
で
触
れ
な
か
っ
た
。
有
益
な
本
、
考
え
さ
せ
る
点
の
多
い
本
と
推

奨
さ
れ
た
。
あ
ん
な
事
実
の
切
れ
端
を
盛
っ
た
も
の
で
さ
え
、
今
の
私
た
ち

が
世
界
の
実
情
を
知
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
心
の
飢
渇
に
対
し
て
は
、
何
も

の
か
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
え
た
、
そ
れ
ほ
ど
私
た
ち
は
何
も
知
ら
な
い
状

態
に
お
か
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
今
日
の
現
実
は
、
そ
の
場
合
全
く
考
え
ら

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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今
日
、
何
か
を
捉
え
た
い
、
知
り
た
い
と
い
う
読
者
の
心
持
の
強
さ
は
、

モ
ー
ロ
ア
の
本
の
売
れ
行
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
仮
に
モ
ー
ロ
ア
の

述
作
が
真
の
歴
史
の
動
因
を
と
き
あ
か
し
て
い
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
直
感

さ
れ
た
と
し
て
、
読
者
は
ほ
か
に
ど
ん
な
本
を
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
る
の

だ
ろ
う
。
ど
こ
に
よ
り
正
確
な
解
明
を
見
出
す
手
が
か
り
を
さ
が
せ
る
と
い

う
の
だ
ろ
う
。

　
何
か
知
り
た
く
て
一
つ
の
本
を
読
む
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
ど
う
も
不

満
で
、
ま
た
別
の
本
を
さ
が
す
。
つ
づ
け
て
ま
た
別
の
を
、
と
、
今
日
の
本

の
読
ま
れ
か
た
の
多
量
さ
の
う
ち
に
は
、
何
ご
と
か
が
判
っ
た
か
ら
先
へ
進

む
と
い
う
摂
取
の
豊
饒
さ
で
は
な
く
て
、
ど
う
も
分
ら
な
い
か
ら
ま
た
ほ
か

の
を
読
ん
で
見
る
と
い
う
心
理
に
う
な
が
さ
れ
た
気
ぜ
わ
し
さ
、
乱
読
も
相
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当
の
割
合
を
占
め
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
読
者
と
し
て
の
作
家

・
評
論
家
を
大
局
的
に
云
え
ば
決
し
て
そ
の
例
外
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
の
で
あ
る
。
み
ん
な
の
分
ら
な
い
こ
と
は
、
作
家
・
評
論
家
に
し
て
も

大
し
て
よ
り
多
く
分
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
実
際
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
よ

う
な
状
況
か
ら
生
れ
て
来
る
作
品
が
、
そ
れ
で
は
そ
の
幾
多
の
現
実
の
分
ら

な
さ
を
、
分
ら
な
さ
と
し
て
表
現
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
分
ら
な
い
こ
と
は

分
ら
な
い
と
端
的
に
表
現
し
追
求
す
る
こ
と
で
、
人
生
に
積
極
な
何
か
を
も

た
ら
す
芸
術
の
健
全
な
み
の
り
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　
人
間
生
活
と
歴
史
と
は
抽
象
に
在
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
作
家
が
作
品

を
生
ん
で
ゆ
く
心
情
に
し
ろ
、
現
実
と
き
り
は
な
し
て
は
在
り
得
な
い
。
し

ん
か
ら
の
感
興
と
情
熱
と
を
動
か
さ
れ
る
瞬
間
の
う
ち
に
は
、
何
か
の
意
味
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で
今
日
の
歴
史
の
命
が
こ
も
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
例
え
ば
最
近
或
る
文
学

賞
の
候
補
に
一
つ
の
小
説
が
の
ぼ
っ
て
、
多
数
の
投
票
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ

は
生
々
し
い
テ
ー
マ
で
当
選
し
て
も
そ
の
雑
誌
に
発
表
さ
れ
な
い
か
ら
と
い

う
の
が
主
な
理
由
で
そ
の
小
説
は
賞
を
う
け
な
か
っ
た
と
い
う
噂
を
き
い
た
。

他
の
当
り
さ
わ
り
の
な
い
作
品
が
そ
れ
に
代
え
ら
れ
た
。

　
こ
う
い
う
今
日
と
い
う
も
の
の
在
り
よ
う
の
中
で
、
作
者
と
読
者
と
が
互

に
困
難
極
ま
る
一
つ
軸
の
廻
転
の
上
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
な
い

も
の
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
。
作
者
は
、
表
現
し
た
く
欲
す
る
も
の
を
何
と

か
表
現
し
よ
う
と
し
て
あ
の
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
に
、
そ
し
て
不
完
全
に
表

現
し
、
読
者
は
何
か
で
そ
れ
を
捉
え
よ
う
と
あ
れ
を
読
み
こ
れ
を
読
み
、
そ

の
広
い
相
互
関
係
の
端
れ
で
は
作
者
そ
の
人
も
、
何
事
か
を
知
り
た
く
て
知

14今日の作家と読者



り
得
ず
不
安
な
読
者
の
一
人
と
し
て
自
身
を
現
わ
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

る
。

　
今
日
の
文
化
と
文
学
の
問
題
と
し
て
こ
の
苦
し
い
相
互
の
い
き
さ
つ
は
非

常
に
真
面
目
に
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
。
作
者

は
そ
れ
ぞ
れ
沈
潜
勇
往
し
て
、
こ
の
状
況
を
拓
い
て
ゆ
く
た
め
に
労
を
惜
ん

で
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

　
も
し
浅
薄
に
、
旧
い
し
き
た
り
に
準
じ
て
作
家
と
読
者
と
い
う
も
の
を
形

式
上
対
置
し
て
、
今
の
読
者
は
も
の
を
知
ら
な
い
と
い
う
風
な
観
か
た
に
止

れ
ば
宇
野
浩
二
の
よ
う
な
博
識
も
、  
畢    

竟  
ひ
っ
き
ょ
う

明
治
大
正
文
学
の
物
識
り
博

士
た
る
に
止
っ
て
し
ま
う
。

　
先
頃
『
文
芸
』
に
の
っ
た
作
家
と
作
家
の
文
芸
対
談
が
、
よ
そ
め
に
は
そ
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れ
ぞ
れ
見
物
を
予
想
し
て
の
職
業
的
は
っ
た
り
の
利
か
せ
合
い
の
よ
う
で
、

文
学
そ
の
も
の
に
役
立
と
う
と
す
る
つ
つ
ま
し
い
情
熱
が
感
じ
ら
れ
な
か
っ

た
。
対
談
の
作
家
た
ち
が
、
も
し
こ
の
現
実
の
他
面
で
は
自
分
た
ち
が
ど
ん

な
貧
弱
な
読
者
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
痛
感
し
て
い
た
な

ら
、
恐
ら
く
あ
の
調
子
は
変
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
四
一
年
二
月
〕
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青
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：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。

18今日の作家と読者



今日の作家と読者
宮本百合子

２０２０年　７月１３日　初版

奥　付

発行 青空文庫

URL http://www.aozora.gr.jp/
E-Mail info@aozora.gr.jp

作成 青空ヘルパー　　赤鬼@BFSU
URL http://aozora.xisang.top/
BiliBili https://space.bilibili.com/10060483

Special Thanks
　青空文庫　威沙　
　　　

青空文庫を全デバイスで楽しめる青空ヘルパー http://aohelp.club/
※この本の作成には文庫本作成ツール『威沙』を使用しています。

http://tokimi.sylphid.jp/


