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桃
か
ら
生
ま
れ
た
桃
太
郎
は
鬼
が

島
の
征
伐
を
思
い
立
っ
た
。
思
い
立
っ
た

訳
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
彼
は
お
爺
さ

ん
や
お
婆
さ
ん
の
よ
う
に
、
山
だ
の
川

だ
の
畑
だ
の
へ
仕
事
に
出
る
の
が
い
や

だ
っ
た
せ
い
で
あ
る
。

こ
れ
は
芥
川
龍
之
介
の
『
桃
太
郎
』

で
す
。
皆
さ
ん
が
知
っ
て
る
昔
話
の

桃
太
郎
と
は
少
し
様
子
が
違
う
で
し

ょ
う
？

芥
川
の
『
桃
太
郎
』
は
、
『
戦
争

と
文
学
』
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
の
第
５

巻
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
『
戦
争

と
文
学
』
は
、
〈
戦
争
文
学
〉
を
集

め
た
計
二
十
巻
に
及
ぶ
シ
リ
ー
ズ
で

す
。
桃
太
郎
が
鬼
ヶ
島
に
ゆ
く
場
面

を
読
め
ば
、
な
ぜ
、
こ
れ
が
〈
戦
争

文
学
〉
の
中
に
入
っ
て
い
る
の
か
、

そ
の
所
以
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

「
戦
争
」
や
「
平
和
」
に
つ
い
て

考
え
る
場
合
、
日
本
も
参
加
し
た
第

二
次
大
戦
を
念
頭
に
置
く
人
が
多
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
文
脈

で
は
た
い
て
い
「
二
度
と
こ
の
戦
争

の
悲
劇
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に･

･
･

」

と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
語
ら
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
、
戦
争
は
第
二
次
大
戦
だ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
後
も
（
今

も
）
様
々
に
戦
争
に
苦
し
ん
だ
（
で

い
る
）
人
が
い
ま
す
。
な
の
に
、
こ

の
現
実
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
は
少

な
く
な
い
で
す
か
？

「
そ
ん
な
勝
手
に･･････

、
送
り
返

す
と
か
そ
ん
な
こ
と
っ
て
あ
り
え

る
ん
で
す
か
？
」

勝
手
に
？
何
を
言
い
出
す
の
か
、

向
こ
う
は
国
と
法
律
を
握
っ
て
い

る
手
強
い
相
手
だ
と
い
う
の
に
。

（
「
９
・
１
１
変
容
す
る
戦
争
」
日

本
の
難
民
認
定
の
問
題
を
扱
っ
た

『
サ
ラ
ム
』
シ
リ
ン
・
ネ
ザ
マ
フ
ィ
）

だ
が
考
え
て
見
れ
ば
、
ス
パ
イ

・
ブ
ー
ム
に
な
る
前
だ
っ
て
、
同

じ
屋
根
の
下
に
い
る
家
族
を
完
全

に
信
用
仕
切
っ
て
い
た
人
間
な
ん

て
、
ひ
と
り
も
い
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
な
か
っ
た

に
違
い
な
い
。
（
中
略
）
人
間
と
は

そ
う
い
う
も
の
な
の
だ
。

（
「
冷
戦
の
時
代
」
『
台
所
に
い
た
ス

パ
イ
』
筒
井
康
隆
）

「
戦
争
と
文
学
」
は
様
々
な
テ
ー

マ
で
（
「
女
性
た
ち
の
戦
争
」
「
戦
時

下
の
青
春
」
な
ど
）
戦
争
を
と
ら
え
、

そ
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
文
学
が
集
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
物
語
と
し
て
も
短

編
で
興
味
深
い
作
品
ば
か
り
で
す
。

北
野
高
校
の
図
書
館
に
全
巻
あ
り
ま

す
。
こ
の
夏
、
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ

で
「
戦
争
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

カ
ズ
オ

イ
シ
グ
ロ

著

『
日
の
名
残
り
』

（
早
川
書
房
）[

]

933
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旅
を
し
て
い
る
と
き

に
、
ガ
ン
ジ
ス
川
を
眺
め

て
い
た
り
、
ス
ペ
イ
ン
の

台
地
を
一
人
歩
い
た
り
し

て
い
る
と
、
い
つ
も
と
異

な
る
時
間
が
な
が
れ
て
い

る
こ
と
を
楽
し
め
る
と
き

が
あ
る
。

い
く
つ
か
の
小
説
を
読

む
と
き
に
も
同
様
の
感
覚
を
得
る
こ

と
が
あ
り
、
カ
ズ
オ
・
イ
シ
グ
ロ
の

『
日
の
名
残
り
』
を
読
ん
だ
と
き
に

は
、
作
品
全
体
に
流
れ
る
上
質
な
寂

寥
感
と
で
も
い
う
よ
う
な
感
覚
が
、

ゆ
っ
た
り
と
流
れ
て
い
く
時
間
を
楽

し
む
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
作
品
は
第
二
次
大
戦
後
の
イ

ギ
リ
ス
を
舞
台
に
、
戦
間
期
に
貴
族

の
館
で
執
事
と
し
て
働
い
て
い
た
主

人
公
が
、
旅
の
中
で
か
つ
て
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
貴
族
社
会
の
華
や
か
だ
っ
た

時
期
を
回
顧
す
る
物
語
で
あ
る
。

主
人
公
は
、
ナ
チ
ス
の
台
頭
に
よ

る
戦
乱
の
危
機
を
英
仏
独
の
上
流
階

級
の
間
で
の
交
渉
に
よ
っ
て
回
避
し

よ
う
と
す
る
貴
族
た
ち
の
活
動
を
、

貴
族
社
会
の
最
後
の
輝
か
し
い
日
々

読 書 案 内

と
し
て
回
顧
す
る
。

し
か
し
実
際
に
は
そ
の
よ
う
な
貴

族
文
化
は
す
で
に
実
体
的
な
効
力
を

失
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
（
チ
ェ
ン

バ
レ
ン
首
相
の
対
独
宥
和
政
策
が
失

敗
に
終
わ
っ
た
よ
う
に
、
）
彼
ら
の

熱
意
や
信
念
は
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
を
利

し
た
だ
け
に
終
わ
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
実
際
の
歴
史
的
事
実
か
ら
目
を
背

け
る
、
主
人
公
に
よ
る
貴
族
文
化
へ

の
懐
古
的
な
態
度
は
、
小
説
技
法
と

し
て
の
「
信
頼
で
き
な
い
語
り
手
」

の
効
果
を
十
分
に
発
揮
し
、
作
品
の

味
わ
い
深
さ
を
形
作
っ
て
い
る
。

映
画
化
も
さ
れ
て
い
て
人
気
の
作

品
だ
が
、
小
説
の
文
体
が
こ
の
作
品

の
価
値
を
形
成
し
て
い
る
よ
う
に
思

う
。
日
々
の
社
会
の
速
度
か
ら
離
れ

て
、
遠
い
時
代
に
思
い
を
馳
せ
る
時

間
を
、
味
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
。

Eddie
Jones

著

『
ハ
ー
ド
ワ
ー
ク

勝
つ
た
め
の
マ

イ
ン
ド
・
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
』（
講
談
社
）

大
学
卒
業
の
際
、
大
学
の
野
球

部
の
監
督
か
ら
「
い
わ
ゆ
る
『
ハ
ー

ド
ワ
ー
ク
』
無
く
し
て
個
人
の
成
長

や
チ
ー
ム
の
勝
利
は
あ
り
得
な
い
」

と
い
う
言
葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
言
葉
は
今
の
自
分
の
支
え
で
あ

り
、
無
意
識
の
う
ち
に
心
の
中
で
繰

り
返
さ
れ
て
い
る
言
葉
で
す
。
あ
る

時
ふ
と
本
屋
さ
ん
に
立
ち
寄
っ
た
際

に
、
こ
の
本
を
偶
然
見
つ
け
、
自
然

と
手
に
取
っ
て
い
ま
し
た
。
『
ハ
ー

ド
ワ
ー
ク
』
と
は
何
な
の
か
、
自
分

が
取
り
組
ん
で
い
る
『
ハ
ー
ド
ワ
ー

ク
』
は
目
標
達
成
に
つ
な
が
っ
て
い

る
の
か
、
著
者
の
考
え
る
『
ハ
ー
ド

ワ
ー
ク
』
と
は
何
な
の
か
、
タ
イ
ト

ル
か
ら
様
々
な
疑
問
が
生
ま
れ
、
今

後
の
『
ハ
ー
ド
ワ
ー
ク
』
の
参
考
に

な
れ
ば
と
思
い
な
が
ら
読
み
ま
し

た
。た

だ
そ
の
瞬
間
を
一
生
懸
命
に

こ
な
す
こ
と
が
『
ハ
ー
ド
ワ
ー
ク
』

な
の
で
は
な
い
。
勝
つ
た
め
に
、
成

功
す
る
た
め
に
、
何
が
必
要
な
の
か
。

そ
れ
は
、
起
こ
り
得
る
あ
ら
ゆ
る
状

況
を
予
想
し
、
そ
の
一
つ
一
つ
に
対

し
て
対
策
を
考
え
、
頭
の
中
で
十
分

な
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
し
、
練
習

を
何
度
も
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て

得
る
こ
と
が
で
き
る
、
絶
対
的
な
自

信
で
あ
る
。
そ
の
絶
対
的
な
自
信
を

得
る
ま
で
の
過
程
こ
そ
が
『
ハ
ー
ド

ワ
ー
ク
』
だ
と
、
こ
の
本
を
読
ん
で

自
ら
の
考
え
を
整
理
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

た
と
え
負
け
て
も
、
失
敗
し
て

も
、
勝
利
や
成
功
に
向
け
て
取
り
組

ん
だ
『
ハ
ー
ド
ワ
ー
ク
』
は
非
常
に

価
値
の
あ
る
こ
と
で
、
必
ず
今
後
の

人
生
の
糧
に
な
る
、
そ
の
よ
う
な
こ
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( 2 )
と
を
身
に
沁
み
て
感
じ
ま
し
た
。
頑

張
っ
て
い
る
の
に
上
手
く
い
か
な

い
、
何
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
わ
か
ら

な
い
、
そ
ん
な
人
に
読
ん
で
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
だ
ま
さ
し

著

『
解
夏
』
（
幻
冬
舎
）

げ

げ

知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
知
る
と
、

楽
し
く
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
後
に

忘
れ
て
も
知
識
を
得
た
体
験
そ
の
も

の
が
私
は
楽
し
い
。
一
方
で
自
分
の

見
識
の
狭
さ
を
思
い
知
っ
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
短
編
小
説
は
ベ
ー
チ

ェ
ッ
ト
病
を
患
っ
た
青
年
が
主
人
公

で
あ
る
。
潰
瘍
や
発
疹
が
口
腔
内
や

下
腹
部
な
ど
に
で
き
、
失
明
に
至
る
。

し
か
し
そ
の
症
状
は
個
人
差
が
大
き

い
。
主
人
公
は
母
や
婚
約
者
、
友
人

た
ち
に
支
え
ら
れ
、
あ
る
寺
で
知
り

合
っ
た
老
僧
に
も
見
守
ら
れ
て
、
病

と
共
に
生
き
て
い
る
。
時
に
感
情
の

乱
れ
を
顕
わ
に
し
て
嘆
く
。
視
力
が

衰
え
る
中
で
、
一
人
で
道
に
迷
っ
て

良
か
っ
た
と
思
う
心
境
が
切
な
い

（
周
囲
に
心
配
を
か
け
ず
に
済
ん
だ

か
ら
で
あ
る
）
。
そ
し
て
近
づ
く
予

感
の
中
で
、
彼
は
遂
に
『
解
夏
』
を

迎
え
た
。
出
版
は

年
。
少
し
古
い

2002

小
説
で
あ
る
。
当
時
、
映
画
化
も
さ

れ
て
い
る
。

私
は
「
疾
病
」
と
い
う
言
葉
を
知

ら
ず
、
初
め
て
見
た
時
も
『
し
つ
び

ょ
う
』
と
読
ん
で
し
ま
っ

た
。
調
べ
て
み
る
と
ベ
ー

チ
ェ
ッ
ト
病
の
他
に

の
330

疾
病
が
難
病
に
指
定
さ

れ
、
医
療
費
助
成
制
度
が

あ
る
。
こ
れ
を
知
ら
な
か

っ
た
ら
、
私
は
ど
ん
な
人
間

の
ま
ま
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

こ
の
世
界
に
は
医
療
だ

け
で
は
な
く
、
科
学
技
術
、
あ
る
い

は
文
学
や
歴
史
、
芸
術
な
ど
、
あ
ら

ゆ
る
分
野
で
満
ち
て
い
る
。
生
徒
の

皆
さ
ん
も
き
っ
か
け
は
ご
自
由
に
、

偶
然
に
で
も
任
せ
て
気
ま
ぐ
れ
に
図

書
館
で
何
か
の
本
を
手
に
と
っ
て
み

よ
う
。
あ
ふ
れ
る
ほ
ど
の
出
会
い
が

皆
さ
ん
を
待
ち
構
え
て
い
ま
す
。

デ
ー
ル
・
カ
ー
ネ
ギ
ー
著

山
口
博[

訳]

『
人
を
動
か
す
』(

創
元
社)

学
年
が
あ
が
る
に
つ
れ
、
部
活
の

中
で
人
の
前
に
立
ち
、
後
輩
に
指
示

を
出
し
た
り
何
か
を
教
え
た
り
す
る

と
い
う
機
会
が
増
え
、
そ
れ
に
戸
惑

っ
て
い
る
人
は
少
な
く
な
い
だ
ろ

う
。
集
団
の
中
で
生
活
し
て
い
る
と

そ
ん
な
場
面
は
少
な
か
ら
ず
あ
る
は

ず
だ
。
本
書
に
は
、
そ
ん
な
際
に
ヒ

読 書 案 内

ン
ト
に
な
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る

か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
本
は
い
わ
ゆ
る
自
己
啓
発

書
で
あ
り
、
今
世
に
あ
る
自
己
啓
発

書
の
原
点
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
私

が
集
団
を
動
か
す
こ
と
に
つ
ま
ず
い

て
い
る
時
に
参
考
と
な
っ
た
本
で
あ

る
。本

の
中
で
人
を
動
か
す
３
原
則

の
ひ
と
つ
に
こ
の
よ
う
な
も
の
が
あ

る
。
“
盗
人
に
も
五
分
の
理
を
認
め

る
”
何
事
も
初
め
か
ら
否
定(

批
判)

か
ら
入
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
そ

の
人
の
言
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
よ

う
。
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
を
動

か
す
立
場
に
な
る
と
、
人
の
欠
点
ば

か
り
が
見
え
て
し
ま
う
こ
と
や
粗
探

し
を
し
て
注
意
を
し
よ
う
と
い
う
考

え
方
に
偏
り
が
ち
で
あ
る
。
だ
が
本

書
で
は
そ
う
で
は
な
く
良
い
と
こ
ろ

を
誉
め
、
長
所
を
伸
ば
す
こ
と
を
考

え
な
さ
い
と
い
う
捉
え
方
に
当
時
、

心
の
琴
線
に
触
れ
る
感
覚
を
受
け
た

こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

本
書
は
、
こ
の
よ
う
な
適
切
な

人
間
関
係
を
築
く
上
で
大
切
な
原
理

・
原
則
を
偉
人
や
一
般
の
人
々
を
例

に
挙
げ
な
が
ら
説
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
原
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て

も
う
一
度
本
書
を
読
ん
で
み
た
が
、

読
む
際
の
気
持
ち
の
あ
り
か
、
心
情

等
に
よ
っ
て
ま
た
新
し
く
発
見
の
あ

る
本
で
あ
る
。
座
右
に
置
い
て
し
ば

し
ば
手
に
取
り
た
い
本
の
う
ち
の
ひ

と
つ
だ
。

教
育
実
習
生

「
お
す
す
め
の
本
」

キ
ー
ス
・
デ
ブ
リ
ン

著

『
興
奮
す
る
数
学-

世
界
を
沸
か
せ

る
７
つ
の
未
解
決
問
題
』

 

科
学
が
素
晴
ら
し
く
発
達
し
た
時

代
で
あ
る
が
、
数
学
の
問
題
の
中
に

は
人
類
が
未
だ
解
け
て
い
な
い
問
題

が
あ
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
有
名
な

も
の
が
、
７
つ
の
「
ミ
レ
ニ
ア
ム
問

題
」
だ
。

 
 

今
か
ら
遡
る
こ
と

年
前
、
西

17

暦

年
に
、
ク
レ
イ
数
学
研
究
所
は

2000
パ
リ
に
お
い
て
今
後

年
の
数
学
の

100

方
針
を
指
針
づ
け
る
た
め
、
７
つ
の

未
解
決
問
を
発
表
し
た
。
そ
し
て
１

問
に
つ
き

万
ド
ル
の
賞
金
を
懸
け

100

た
。

こ
れ
ら
７
つ
の
問
題
は
、
ト
ポ
ロ
ジ

ー
や
整
数
論
、
素
粒
子
物
理
学
、
暗

号
理
論
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
科
学
、
流

体
力
学
と
い
う
数
学
の
広
い
分
野
に

関
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
解
決
は
現
代

数
学
の
流
れ
を
方
向
付
け
る
重
要
な

鍵
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
本
は
、
そ
の
７
つ

の
問
題
の
背
景
か
ら
詳
し
く
丁
寧
な

解
説
が
あ
り
、
中
学
生
レ
ベ
ル
の
数

学
知
識
が
あ
れ
ば
十
分
に
、
こ
れ
ら

の
世
界
最
高
峰
の
数
学
問
題
が
ど
ん

な
も
の
な
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
高
校
数
学
を
受
験
向
き
に
勉
強

す
る
と
同
時
に
、
数
学
研
究
の
最
先

端
に
触
れ
て
み
る
の
も
よ
い
か
と
思

う
。

住
野
よ
る

著

『
君
の
膵
臓
を
た
べ
た
い
』［

］

913
S100
1

す
ご
く
衝
撃
的
な
タ
イ
ト
ル
で
す

が
そ
こ
に
隠
さ
れ
た
想
い
と
意
味
深

さ
に
と
て
も
感
動
し
ま
し
た
。

主
人
公
と
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
の
女
の
子

と
の
や
り
と
り
は
楽
し
く
読
め
ま

す
。
が
、
楽
し
く
読
ん
で
い
る
と
、

ラ
ス
ト
に
意
表
を
つ
か
れ
ま
す
。

「
君
」
に
な
り
た
い
と
思
い
続
け
た

主
人
公
が
、
影
響
を
受
け
変
わ
っ
て

い
く
様
子
に
涙
も
溢
れ
ま
し
た
。

明
日
が
あ
る
こ
と
が
当
た
り
前
で
は

な
く
な
り
、
「
一
日
一
日
を
後
悔
な

く
生
き
よ
う
」
そ
う
思
わ
せ
て
く
れ

る
物
語
で
す
。
ぜ
ひ
読
ん
で
み
て
く

だ
さ
い
。
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( 3 )

＜外国語から第二言語へ＞
初めに

初めまして、図書館サポーターです。本日は、僕が今、図書館サポーターとして進めている、洋書普及キャン

ペーンの一環としてこの場をお借りしました。主に、洋書と縁の薄い人達に向けて書きました。ぜひ目を通してく

ださい。

方針

まず、洋書を読むことで皆さんが得られることについて述べます。それは、第二言語です。つまり、英語です。

少し、この表現に違和感を抱くかもしれません。今、皆さんは英文を見た時、どのように思いますか。もしかす

ると、苦手に感じるのではないでしょうか。そこで、まさに今この文章を読む感覚と比べてください。和文なら

ば、感覚など意識しないほどスラスラと読めるはずです。なぜなら、日本語が皆さんにとって外国語ではなく、

第一言語だからです。僕が皆さんに身に着けてもらいたいのは、外国語としての英語ではなく、自然に使える第

二言語としての英語です。

では、これを身に着けるために洋書をどのように使うべきなのか、そのプロセスの例を説明していきます。

三つのステップ

・まず初めに、洋書をよむことの習慣化に取り組んでください。はじめから、ハリーポッターのような分厚いものを

読む必要はありません。チャレンジ精神は歓迎しますが、その方向を誤ると、挫折の原因となります。最初は、F

０シリーズのレベル１～７から読み進めてみてください。いずれも、１０分以内で読み終えることができます。そ

のため、就寝前の１０分間、毎日一冊読んでください。目的は、習慣化することで、脳を英文に慣れさせることで

す。慣れるということは、苦手意識をなくすのに役立ちます。

・次に、習慣化ができた人達に、多読、つまり量を重視して読む世界に飛び込んでもらいたいと思います。ここでは、

特にオススメの本は示しません。図書館にある、厚みの薄い洋書をすべて読む勢いで臨んでください。誇張はして

いません。このステップで重要なことは、とにかく、とにかく、読むことです。

・これが、ここで紹介する最後のステップです。ここでは、皆さんの成長を確認します。一度、自分が話の展開をき

ちんと理解し、次を予測できるか試してください。これは普段、和書を読むときにで自然と誰もが行っていること

です。これができるということは、脳が英語を日本語と同じように自然に使える言語として受け入れていることを

示します。

以上、三つのステップについて書きました。僕は、「ここで述べたのはあくまで一例です。」や、「効果には個人差

があります。」などの、無責任なことはいいません。なぜなら、英語が言語である以上、量を積めば誰でも使いこ

なせるようになるからです。 断言します、誰でも使いこなせるようなります。

このような機会を下さり、支援してくださった、図書館の先生に、感謝します。
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