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1 第３回「某社長の読書」 

 
  

 

・読書とはほかの人の財産をもらうこと 

・まず手間暇がかけられた書物に感心する 

・わくわく短文探し 

・朝の床入り 
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 読
書
と
は
ほ
か
の
人
の
財
産
を
も
ら
う
こ
と 

彼
は
、
杜
会
が
構
造
的
に
変
わ
っ
て
い
る
な
か
で
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
が
ど
の
よ
う
に
な
り

自
分
の
会
社
の
事
業
や
経
営
を
ど
の
よ
う
に
変
え
て
い
っ
た
ら
良
い
か
を
考
え
る
た
め
、
経
済

関
係
の
書
籍
を
多
方
面
に
わ
た
っ
て
、
こ
こ
２
年
程
貪
欲
な
ま
で
に
読
み
続
け
て
来
た
。
し
か

し
、
こ
れ
と
い
っ
た
答
え
を
ま
だ
つ
か
む
こ
と
が
出
来
ず
、
ス
ト
レ
ス
と
い
う
よ
り
は
も
や
も

や
し
た
気
分
が
ま
す
ま
す
強
く
な
る
日
々
を
過
し
て
い
た
。 

 

彼
は
い
つ
頃
か
ら
か
「
本
を
書
け
る
程
の
人
の
話
し
を
聞
け
る
機
会
は
そ
ん
な
に
沢
山
持 

て
る
訳
で
は
な
い
。
本
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
最
大
限
活
か
さ
な
く

て
は
」
と
い
う
考
え
方
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
「
読
書
は
、
ほ
か
の
人
の
経
験

や
創
造
し
た
も
の
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
人
類
の
知
的
財
産
を
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
出
来
、

自
分
の
人
生
を
広
げ
て
く
れ
た
り
楽
し
み
を
増
や
し
て
く
れ
た
り
す
る
」
と
い
う
読
書
観
を
持

ち
、
比
較
的
読
書
を
良
く
す
る
部
類
の
人
間
で
あ
る
。 

 
 

そ
の
彼
が
、
最
近
の
読
書
に
疲
れ
を
感
じ
出
し
て
い
た
。
結
果
的
に
は
ビ
ジ
ネ
ス
の
ハ
ウ
ツ

ー
的
な
も
の
ば
か
り
を
読
ん
で
い
た
な
ぁ
と
苦
笑
し
な
が
ら
、
大
分
以
前
に
「
面
白
い
よ
」
と

知
人
が
わ
ざ
わ
ざ
持
っ
て
来
て
く
れ
机
の
右
端
に
置
い
て
い
た
６
冊
の
「
ロ
ー
マ
の
人
の
物
語
」

を
気
分
転
換
も
含
み
な
が
ら
読
み
出
し
た
。 
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ま
ず
手
間
暇
が
か
け
ら
れ
た
書
物
に
感
心
す
る 

 
こ
の
本
は
歴
史
書
で
あ
る
。
ま
あ
、
時
々
行
く
と
こ
ろ
で
も
あ
る
こ
と
だ
し
、
ロ
ー
マ
の

歴
史
を
知
っ
て
お
く
の
も
訪
問
し
た
と
き
の
楽
し
み
が
増
え
て
良
い
と
い
っ
程
度
の
気
持
ち

で
読
み
始
め
た
彼
で
あ
っ
た
が
、
す
ぐ
に
の
め
り
込
む
読
み
方
に
変
っ
て
し
ま
っ
た
。
と
に
か

く
、
膨
大
な
資
料
を
調
べ
色
々
な
角
度
か
ら
徹
底
的
に
分
析
し
た
り
考
え
た
り
し
て
書
か
れ
て

い
る
こ
と
に
も
感
心
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
以
上
に
驚
い
た
の
は
、
史
実
を
く
ど
く
ど
書
い
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
論
理
的
で
、
「
な
る
ほ
ど
、
な
る
ほ
ど
」
と
納
得
し
な
が
ら
読
め
る
こ
と

に
感
心
さ
せ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
の
め
り
込
む
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
史
実
の
説
明
の
中
で
、
時
々

自
分
の
受
止
め
方
や
考
え
を
短
文
で
き
ら
っ
と
書
い
て
い
る
。
ほ
か
の
人
に
は
大
し
た
こ
と
で

は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
彼
に
は
こ
の
短
文
が
気
に
な
っ
て
、
ま
た
次
は
ど
こ
で
ど

の
よ
う
な
短
文
が
出
て
来
る
の
か
、
わ
く
わ
く
し
な
が
ら
読
む
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う

で
あ
る
。 

  わ
く
わ
く
短
文
探
し 

彼
は
、
「
わ
く
わ
く
短
文
」
に
遭
遇
し
て
、
自
分
な
り
の
解
釈
を
し
、
領
い
た
り
色
々
な
こ

と
を
思
い
出
し
た
り
連
想
発
想
し
て
は
楽
し
ん
だ
。 

 『
人
は
他
に
心
を
傾
け
る
も
の
が
な
い
と
、
そ
れ
ま
で
の
も
の
に
よ
り
強
く
す
が
り
つ
く
の
が
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 常
で
あ
る
。
』 

 

そ
う
だ
よ
ね
。
自
分
に
し
て
も
社
員
に
し
て
も
、
な
に
か
挑
戦
し
て
い
な
い
と
、
ど
う
し
て

も
過
去
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
そ
れ
が
良
か
っ
た
と
か
拙
か
っ
た
と
か
を
頻
り
に
話
題
に
し
て
、

前
向
き
な
話
に
な
ら
な
い
こ
と
が
多
い
な
ぁ
と
苦
笑
し
て
し
ま
っ
た
。 

 『
無
理
強
い
は
、 

永
続
に
と
っ
て
は
最
大
の
敵
な
の
で
あ
る
。』 

製
造
設
備
が
高
額
化
し
、
２
４
時
間
フ
ル
に
稼
働
さ
せ
な
い
と
償
却
で
き
な
い
と
考
え
、 

二
交
代
制
に
移
行
す
る
こ
と
を
心
に
決
め
た
時
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
あ
の
と
き
は
、
新
鋭

設
備
が
入
る
の
と
同
時
に
「
二
交
代
勤
務
制
を
来
月
か
ら
行
う
。
」
と
発
表
し
た
。
そ
の
途
端

に
反
対
者
が
続
出
し
、
大
量
の
退
職
者
を
出
て
、
社
内
が
混
乱
し
収
拾
が
つ
か
な
く
な
っ
た
。

二
交
代
制
の
導
入
は
撤
団
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
撤
回
し
た
後
で
も
混
乱
は 

結
構
長
引
き
、
二
交
代
制
導
入
の
機
会
が
持
て
ず
に
数
年
が
経
過
し
て
い
る
事
を
思
い
だ
し
、 

そ
う
だ
っ
た
な
ぁ
と
領
い
た
。 

 

『
妥
協
と
は
、
折
り
合
い
を
つ
け
る
こ
と
で
あ
り
、 

参
加
者
全
員
が
歩
み
寄
っ
て
（
一
致

点
（
平
た
く
言
え
ば
落
と
し
ど
こ
ろ
）
を
見
つ
け
、
そ
れ
を
そ
の
事
業
の
目
標
と
定
め
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
う
し
た
場
合
は
、
参
加
者
は
い
ず
れ
も
、
何
ら
か
の
不
満
を
い
だ
く
結
果
に
終
わ

り
や
す
い
。
） 

彼
は
皆
の
意
見
を
取
り
纏
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
「
妥
協
」
は
し
な
い
よ
う
心
が
け
て
き
た
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 こ
と
は
良
か
っ
た
と
再
確
認
し
た
。
そ
し
て
、
時
間
が
か
か
っ
て
も
「
納
得
」、
で
き
れ
ば 

「
想

い
」
や
「
理 

念
」
を
共
有
し
た
取
り
組
み
を
今
後
も
大
切
に
し
て
い
く
こ
と
を
心
に
決
め
た
。 

 
『
知
性
と
は
、
知
識
や
教
養
だ
け
で
は
な
い
。
「
多
く
の
人
が
見
た
い
と
欲
す
る
現
実
し
か

み
な
い
」
と
い
う
現
実
を
見
据
え
る
才
能
で
あ
る
と
思
う
が
、
見
据
え
る
だ
け
で
は
充
分
で
は

な
い
。
見
据
え
た
後
で
、
そ
れ
が
ど
の
方
向
に
向
か
う
の
が
最
善
の
道
と
理
解
し
て
こ
そ
、
真

の
知
性
と
言
え
る
の
だ
と
思
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
創
造
性
を
欠
く
現
実
認
識
力
は
、
百
点
満

点
の
知
性
で
は
な
い
。』 

彼
は
こ
の
短
文
で
、「
知
性
」
の
定
義
に
興
味
を
持
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。「
多
く
の
人

が
見
た
い
と
欲
す
る
現
実
し
か
み
な
い
と
い
う
現
実
を
見
据
え
る
」
と
い
う
箇
所
と
、
「
創
造

性
を
欠
く
現
実
認
識
力
」
と
い
う
箇
所
に
気
を
引
か
れ
た
。
自
分
も
ま
た
「
見
た
く
な
い
こ
と

を
見
な
い
」
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
が
問
題
を
起
こ
し
て
い
る
。
ま
た
「
ど
の
方
向
に
向
か
う
」

か
予
測
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
「
最
善
の
道
」
か
ど
う
か
を
考
え
る
よ
う
な
「
現
実
認
識
」
を

し
て
い
な
か
っ
た
事
に
気
づ
か
さ
れ
た
。
確
か
に
、
経
営
者
た
る
べ
き
者
は
、
予
測
す
る
だ
け

で
な
く
、
人
間
社
会
に
と
っ
て
最
善
か
を
考
え
た
経
営
を
行
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
改

め
て
自
覚
し
た
。
ま
た
、「
現
実
認
識
は
た
し
か
に
「
未
来
」
の
た
め
に
行
う
こ
と
で
あ
り
、
本

来
「
創
造
性
」
が
な
い
と
意
味
が
な
い
と
真
面
目
に
思
っ
た
。 

 

『
人
間
と
は
責
任
感
と
自
負
心
を
持
っ
た
と
き
に
最
も
よ
く
働
く
。 

使
う
側
か
ら
言
え
ば
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 駆
使
で
き
る
。』 

 
彼
は
い
つ
も
気
楽
に
使
っ
て
い
る
こ
れ
ら
の
言
葉
に
つ
い
て
、
何
か
無
性
に
辞
書
で
確
認

し
た
く
な
っ
た
。
彼
は
、
身
近
に
あ
っ
た
辞
書
で
こ
の
二
つ
の
言
葉
を
調
べ
た
。 

「
責
任
感
」
と
は
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
努
め
、
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
貴
め
を
重
ん

じ
る
気
持
ち
」
、
「
自
負
心
」
と
は
「
自
分
で
自
分
の
才
能
・
学
問
仕
事
な
ど
に
自
信
を
持
ち
、

誇
る
心
」
と
あ
っ
た
。 

彼
は
社
員
に
「
責
任
感
を
持
て
」
と
良
く
言
っ
て
い
る
自
分
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
自
分
が

滑
稽
に
見
え
だ
し
た
。「
責
任
感
を
持
て
」
と
言
う
の 

で
は
な
く
、
如
何
に
「
責
任
を
持
つ
」

よ
う
な
状
況
に
置
い
て
や
る
か
が
肝
心
な
ん
だ
と
言
う
こ
と
に
気
づ
い
た
。
何
か
重
要
な
こ
と

を
発
見
し
た
よ
う
に
感
じ
、
や
は
り
自
分
は
凄
い
人
間
だ
と
思
え
た
。
し
か
し
、
そ
の
考
え
も

束
の
間
で
、
特
に
取
り
立
て
て
言
う
ほ
ど
の
こ
と
で
も
な
く
「
当
た
り
前
」
な
の
で
あ
る
。
な

ぜ
か
気
に
か
か
る
「
わ
く
わ
く
短
文
」
と
し
て
受
け
止
め
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
を
苦
々
し
く
思
い

な
が
ら
も
充
実
感
を
感
じ
る
の
だ
っ
た
。 

 

『
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
重
要
性
へ
の
認
識
と
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
資
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と

は
、
そ
の
民
族
の
活
力
を
計
る
基
準
だ
。』 

 

彼
は
こ
の
短
文
を
読
ん
で
、
こ
れ
は
「
民
族
の
活
力
」
の
話
し
だ
け
で
な
く
、「
企
業
の
力
」

に
つ
い
て
も
同
じ
だ
と
思
っ
た
。
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
と
は
創
造
し
た
り
設
け
た
も
の
（
機
能
）
を

当
初
の
意
図
通
り
に
維
持
す
る
事
を
だ
と
捉
え
た
彼
は
、
「
５
Ｓ
（
整
理
・
整
頓
・
清
掃 

清
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 潔
・
躾
）
が
徹
底
で
き
て
い
な
い
」
こ
と
や
「
決
め
た
こ
と
が
守
ら
れ
な
い
」
我
が
社
の
風
土

が
、
や
は
り
企
業
力
が
弱
い
こ
と
の
大
き
な
要
因
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。

こ
の
「
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
」
の
た
め
に
経
営
資
源
と
い
う
資
力
を
も
っ
と
積
極
的
に
投
入
す
る
こ

と
を
考
え
る
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
役
割
を
も
っ
と
積
極
的
に
総
務
部
に
も
取
り
組
ま
せ
よ

う
と
考
え
た
。 

 『
人
は
し
ば
し
ば
自
分
と
は
反
対
の
性
格
の
持
ち
主
の
方
を
好
む
。』 

 

彼
は
、
今
ま
で
に
考
え
た
こ
と
の
な
い
面
白
い
見
方
で
あ
る
と
思
っ
た
。
ど
う
し
て
も
、
自

分
が
経
営
す
る
に
当
た
っ
て
、
自
分
と
同
質
と
い
う
か
同
類
と
い
う
か
、
自
分
を
理
解
し
て
く

れ
る
人
々
と 

の
付
き
合
い
、
意
識
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
異
質
の
人
々
と
の
交
流

を
避
け
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
。 

「
性
格
」
は
「
価
値
観
」
と
は
異
な
る
。
自
己
弁
護
す
る
の
で
は
な
く
、
少
し
異
質
の
人
々 

と
も
付
き
合
い
、
自
分
を
広
げ
て
み
よ
う
と
思
っ
た
。 

 『
高
度
な
緊
張
を
要
す
る
生
活
を
す
る
人
は
、
消
化
器
系
が
弱
く
な
る
ほ
ど
の
ス
ト
レ
ス
の
連

続
な
の
だ
。
こ
の
状
態
を
生
き
抜
く
た
め
に
必
要
な
資
質
は
、
第
一
に
、
自
ら
の
能
力
の
限
界

を
知
る
こ
と
も
含
め
て
、
見
た
い
と
欲
し
な
い
現
実
ま
で
も
見
据
え
る
冷
徴
な
認
識
力
で
あ
り
、 

第
二
に
は
、
一
日
一
日
の
労
苦
の
積
み
重
ね
こ
そ
成
功
の
最
大
要
因
と
信
じ
て
そ
の
労
を
厭
わ

な
い
持
続
力
で
あ
る
。
第
三
は
適
度
の
楽
観
性
で
あ
り
、
第
四
は
、
い
か
な
る
こ
と
で
もk

極
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 端
に
捉
え
な
い
バ
ラ
ン
ス
感
覚
で
あ
る
と
思
う
。』 

一
日
一
日
の
労
苦
の
つ
み
重
ね
こ
そ
成
功
の
最
大
要
因
と
信
じ
」、
ま
た
「
適
度
の
楽
観
性
」

は
身
に
付
け
て
い
る
と
頷
き
な
が
ら
も
、
「
自
ら
の
能
力
の
限
界
を
知
り
」
、
「
極
端
に
捉
え
な

い
バ
ラ
ン
ス
感
覚
」
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
自
分
を
考
え
る
。
そ
れ
で
も
こ
の
激
動
の
時
代
の

経
営
者
と
し
て
自
分
は
や
っ
て
い
け
る
し
、
や
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
、
と
言
い

聞
か
せ
て
い
る
自
分
が
い
た
。 

 

『
持
続
す
る
意
志
自
体
は
、
賞
め
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
性
向
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
が
、
血
の

継
続
に
こ
こ
ま
で
執
着
す
る
様
を
見
せ
ら
れ
る
と
、
も
は
や
「
執
着
」
よ
り
「
執
念
」
で
あ
り
、 

さ
ら
に
は
「
執
念
」
を
越
え
て
「
妄
執
」
に
さ
え
映
る
。「
妄
執
」
は
、
悲
劇
し
か
生
ま
な
い
の

だ
。
古
代
の
人
の
考
え
で
は
、
あ
く
ま
で
も
運
命
を
自
分
の
思
い
通
り
に
し
よ
う
と
す
る
態
度

は
謙
虚
を
忘
れ
さ
せ
、
そ
れ
ゆ
え
に
神
々
か
ら
復
讐
さ
れ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。』 

古
代
の
人
間
だ
け
で
な
く
、
人
間
に
と
っ
て
こ
れ
は
「
業
」
み
た
い
な
も
の
で
は
な
い
の
か

と
思
っ
た
。
自
分
も
含
め
て
中
小
企
業
の
経
営
者
は
、
ど
う
も
自
分
の
息
子
に
後
を
継
が
せ
た

い
欲
望
を
捨
て
き
れ
な
い
。
彼
は
自
分
の
息
子
を
客
観
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
が
あ
れ

ば
と
い
つ
も
思
う
。 

素
晴
ら
し
い
経
営
者
に
な
っ
て
く
れ
そ
う
だ
と
思
う
こ
と
が
あ
る
反
面
、
こ
ん
な
人
間
に
う

ち
の
会
社
を
任
せ
た
ら
１
、
２
年
で
潰
し
て
し
ま
い
兼
ね
な
い
と
思
う
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、

や
は
り
自
分
の
後
を
継
い
で
欲
し
い
し
、
そ
の
た
め
に
無
意
識
の
う
ち
に
、
息
子
を
甘
や
か
し
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 て
し
ま
っ
て
い
る
。
も
う
少
し
後
を
継
ぎ
た
く
な
る
会
社
に
す
る
こ
と
が
先
決
だ
と
改
め
て
考

え
直
し
た
。 

 
『
征
服
者
に
対
す
る
非
征
服
者
の
不
満
は
、
個
々
の
人
が
持
つ
限
り
は
爆
発
ま
で
は
至
ら
な

い
。
爆
発
す
る
の
は
、
指
導
者
を
得
た
と
き
で
あ
る
。
ま
た
、
征
服
者
に
対
し
て
被
征
服
民
族

の
支
配
層
が
不
満
を
持
つ
の
は
、
征
服
さ
れ
る
前
に
自
分
達
が
持
っ
て
い
た
権
力
が
、
征
服
者

に
侵
害
さ
れ
た
と
感
じ
た
と
き
な
の
だ
。』 

彼
は
こ
れ
か
ら
吸
収
合
併
す
る
会
社
の
こ
と
を
思
っ
た
。
会
社
や
経
営
者
の
事
情
は
ど
う
で

あ
れ
、
吸
収
さ
れ
る
会
社
の
社
員
は
被
征
服
者
の
立
場
に
な
る
。
征
服
さ
れ
る
側
の
不
満
に
つ

い
て
は
注
意
深
い
関
心
と
配
慮
を
怠
ら
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
と
思
っ
た
。 

こ
の
吸
収
合
併
す
る
会
社
の
経
営
者
は
、
吸
収
後
も
会
社
に
残
っ
て
貰
う
こ
と
だ
け
は
決
め

て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
経
営
者
の
立
場
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
彼
は
こ
れ
で
行
こ
う
と
い
う
確

固
た
る
考
え
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
短
文
を
読
ん
で
経
営
者
の
一
員
と
し
て

技
術
の
分
野
を
見
て
貰
う
こ
と
に
し
よ
う
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

『
法
と
は
誰
よ
り
も
上
に
立
つ
者
が
守
っ
て
こ
そ
、
下
に
あ
る
者
に
も
強
い
る
こ
と
が
出
来

る
。』 

ル
ー
ル
が
守
ら
れ
に
く
い
風
土
に
な
っ
て
い
る
根
元
的
な
要
因
は
確
か
に
自
分
に
あ
る 

と
彼
は
思
っ
た
。
社
員
に
は
言
え
な
い
見
え
な
い
激
務
の
過
ご
し
方
を
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、 
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 こ
れ
く
ら
い
が
良
い
だ
ろ
と
思
っ
て
ル
ー
ル
に
反
す
る
よ
う
な
粗
っ
ぽ
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の

を
自
分
で
も
以
前
か
ら
感
じ
て
い
っ
た
。
こ
の
際
、
自
分
か
ら
姿
勢
を
正
す
こ
と
に
し
よ
う
と

肝
に
銘
じ
た
。 

  

朝
の
床
入
り 

こ
の
素
晴
ら
し
い
本
を
贈
っ
て
く
れ
た
友
人
を
思
い
出
す
。
友
人
は
彼
に
「
あ
な
た
と
よ
く

似
た
考
え
を
し
て
い
る
本
が
あ
り
ま
す
よ
」
と
言
っ
て
贈
っ
て
く
れ
た
こ
と
を
思
い
出
し
苦
笑

い
を
し
な
が
ら
、
「
ま
だ
ま
だ
見
開
を
広
め
て
、
よ
り
社
会
の
た
め
に
な
る
事
業
を
行
っ
て
下

さ
い
」
と
陰
で
激
励
し
て
く
れ
て
い
る
友
人
に
感
謝
し
た
。 

朝
の
新
聞
の
配
達
の
音
が
し
た
。

も
う
土
曜
日
が
始
ま
っ
た
の
か
と
思
い
な
が
ら 

今
日
は
一
寝
入
り
し
て
か
ら
新
聞
を
読
む
こ

と
に
し
て
、
寝
床
に
入
っ
た
。 

 
 


