
連
休
前
、
そ
し
て
面
白
く
て

一
気
に
読
み
通
す
こ
と
が
で
き
た
。
私
は
国
語
、
国
文
学
、
国
史
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を
専
門
に
学
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
が
、
随
分
昔
の
受
験
勉
強
や
、
大
学
時
代
の
講
義
の
な
か
で
、

あ
る
い
は
時

々
の
癌
要
に
迫
ら
れ
て
古
典
文
学

の
世
界
を
垣
間
見
た
こ
と
も
あ

っ
た
。
し
か
し

そ
う
し
た
表
面
的
な
古
典
文
学
の
理
解
と
は
異
な
る
研
究
が
、
こ
の
書
物
の
な
か
に
は
記
さ
れ

て

い

る

。

著
者
は
そ
の
書
名

に
用
い
た

「考
古
学
」
を
、
「『
(具
体
的
な
)
モ
ノ
を
通
し
て
』
過
去
の
文

化
を
考
え
る
学
問
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
」
と
記
す
。
そ
こ
で
こ
の
書
物
が
対
象

と
す
る
の
は
、
「か

つ
て
誰
か
が
手
で
書
き
写
し
た
、
あ
る
い
は
活
字
を
用
い
て
印
刷
し
た
、
具

体
的
な
モ
ノ
と
し
て
の
書
物
で
あ
る
」
と
い
う
。
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
「穏
や
か
な
こ
と
ば
で
過

去

の
日

本

語

の
あ

り
よ

う

を

語

っ
て
み

る
」

こ

と

で
も

あ

る
、

と

も

い
う

。

そ

の
考

え

に

従

っ

て
、
日
本

文

学

の
古
典

作

品

の

い
く

つ
か
を

と

り

あ
げ

、
「
日

本

語

の
あ

り

よ
う

」
を

探

っ
て

い

く

こ
と

に
な

る
。

具

体

的

に

見

て
み

よ
う

。

私
の
机

の
う
え
に
は
数
冊
の
辞
書

・
辞
典
が
の
っ
て
い
る
。
国
語
関
係
で
言
え
ば
、
や
や
古

く
な

っ
た
が

『広
辞
苑
』
(第
二
版
補
訂
版
)
、
『
新
装
改
訂

新
潮
国
語
辞
典
-
現
代
語
・古
語

1
』
の
二
冊
、
漢
字
の
辞
書
は

『
大
修
館

新
漢
和
辞
典

改
訂
版
』
、
そ
れ
に
美
術
作
品
の
落

款
印
章
や
画
賛
を
読
み
解
く
た
め
の
、
『
五
髄
字
類

改
訂
第
二
版
』、
『
必
携

筆
書
印
譜
字

典
』
、
『
必
携
落
款
字
典
』、
そ
し
て
近
頃
使
う
こ
と
が
多
く
な

っ
た
関
連
す
る
古
文
書
を
読
む
た

あ

の

=
く

ず

し
・字
馬

伽

辞

典

普

及
版

』

な

ど

で

あ

る
、

日
本

の
美

術

史

を

あ

つ
か
う

領

域

に

は
最
小
限
の
辞
書
類
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
で
研
究
の
対
象
と
な
る
事
物
に
よ
っ
て
手

元
に
お
く
べ
き
辞
書
類
は
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
私
の
場
合
い
ま

の
と
こ
ろ
こ
れ
ら
の
辞
書

類
は
日
常
的
な
事
柄
を
調
べ
る
の
に
不
足
は
な
い
。

近
年
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
世
界
が
ひ
ろ
が
り
、
ほ
と
ん
ど
の
事
柄
を

「
い
ち
お
う
」
検
索
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
便
利
に
は
な

っ
た
が
、
そ
の
情
報
に
全
幅

の
信
頼
を
寄
せ
る

こ
と
は
、
ま
ず
あ
り
得
な
い
。
古
く
さ
い
と
い
わ
れ
よ
う
が
、
紙
に
書
か
れ
た
あ
る
い
は
印
刷

さ
れ
た
文
字
の
情
報
が
ま
だ
信
頼
で
き
る
。
言
葉

へ
の
関
心
は
常
に
持
ち
つ
づ
け
て
き
た
が
、

そ
れ
以
上
の
こ
と
を
追
求
す
る
方
法
を
避
け
て
き
た
。
や
は
り
餅
は
餅
屋
に
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ

う

。

例
え
ば
第
二
章
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る

『源
氏
物
語
』
の
く
だ
り
が
面
白
い
。
私
た
ち
は

『源

氏
物
語
』
に
つ
い
て
、
そ
の
作
者
は
誰
か
と

い
う
問
い
か
け
に
は
、
だ
れ
も
が

「紫
式
部
」
と

い
う
だ
ろ
う
が
、
で
は
書
い
た
の
は
誰
か
、
と
の
さ
ら
な
る
問
い
か
け
に
は
す
こ
し
躊
躇
し
な

が
ら
も
、
「紫
式
部
」
と
言
え
る
か
ど
う
か
、
は
な
は
だ
こ
こ
ろ
も
と
な
い
。
い
わ
ゆ
る
紫
式
部

自
筆
の

『
源
氏
物
語
』
原
本
が
存
在
し
な
い
、
ま
た
い
つ
か
の
時
代
に
そ
れ
が
あ

っ
た
と
さ
れ

る
記
述
も
な
い
、
と

い
う
こ
と
か
ら
、
現
在
の

『源
氏
物
語
』
は
、
藤
原
定
家
が
か
か
わ

っ
た

写
本
を
「お
そ
ら
く
」
原
本
に
最
も
近
い
と
判
断
し
て
、
翻
字
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
物

語
の
場
合
、
作
者
が
記
述
し
た
の
ち
、
多
く
の
場
合
複
製
が
作
成
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
複
製
か

ら
写
本
が
、
さ
ら
に
写
本
か
ら
複
製
が
と
い
う
風
に
拡
大
し
て
い
く
。
そ
う

い
う
作
業
の
な
か

で
、
「写
し
間
違
い
」
が
生
じ
る
の
は
不
思
議
で
は
な
い
。
細
か
い
と
こ
ろ
は
本
書
に
譲
る
が
、

そ
う
し
た
複
数
の
テ
キ
ス
ト
を
校
正
し
な
が
ら
、
現
在
の

『
源
氏
物
語
』
は
成
立
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
紫
式
部
が

『源
氏
物
語
』
を

「書
い
た
」
と
は
、
だ
れ
も
自
信
を
も
っ

て

言
え

な

い

で
あ

ろ

う
。

こ
の
章
の
さ
い
ご
に
著
者
は
古
典
文
学
で
は
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
が
、
で
は
近
代
文

学
で
は
ど
う
な
の
か
を
検
証
し
て
い
る
。
と
り
あ
げ
た
の
は
夏
目
漱
石
の

『
こ
』
ろ
』
の

一
節

で
、
大
正
三
年
の
単
行
本
と
、
現
在
各
社
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
る
文
庫
本
と
を
比
較
検
討
し
て

今
回
紹
介
す
る
書
物

『
日
本
語
の
考
古
学
』
は
、
そ
の
帯
の
甚
句
に
大
き
な
文
字
で

「過
去

の
日
本
語
の
声
を
聞
く
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
な
に
こ
れ
?
と
思

っ
て
手
に
取
っ
て
み
た
の
が

い
る
。
そ
の
な
か
で
単
行
本
の
な
か
の

「さ
う
し
て
」
と
い
う
語
を
、
あ
る
文
庫
本
は

「そ
し

て
」
に
置
き
換
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
ふ
た

つ
の
語
は
別
の
語
で
あ
り
、
「厳
密
に
い



え
ぱ
『
本
文
』
を
変
え
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
『
作
者
』
を
、
テ
キ
ス
ト
の
改
変
が
で
き
る

唯
一
の
人
と
定
義
す
れ
な
ら
ば
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
作
者
は
誰
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う

か
」
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
近
時
問
題
と
な
っ
て
い
る
コ
ピ
ー
ア
ン
ド
ペ
ー
ス
ト
の
こ
と
も

指
摘
す
る
。

こ
の
ほ
か
本
書
で
取
り
あ
げ
ら
れ
た
古
典
は
、
『
万
葉
集
』
、
『
士
左
日
記
(
士
佐
日
記
)
』
、
『
平

家
物
語
』
な
ど
で
あ
り
、
さ
ら
に
日
本
語
表
記
に
お
け
る
「
行
」
の
問
題
や
和
歌
の
行
替
え
、

誤
写
の
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
「
わ
た
し
た
ち
は
今
生
き
て
い
る
状

況
お
い
て
育
ま
れ
た
価
値
観
に
し
た
が
っ
て
、
抽
象
的
な
面
も
ふ
く
め
て
、
物
事
を
見
た
り
判

断
し
た
り
す
る
。
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
悪
い
と
と
で
は
な
い
が
、
前
提
と
し
て
そ
の

こ
と
を
き
ち
ん
と
自
覚
し
な
い
と
、
つ
ね
に
現
代
を
よ
し
と
し
た
基
準
に
ょ
っ
て
(
過
去
の
事

物
ま
で
含
め
た
)
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
ら
を
判
断
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
現
代
を
基
準
と
し

て
過
去
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
と
、
見
損
な
う
こ
と
も
少
な
く
な
い
」
と
い
う
。
文
学
作
品
だ

け
で
な
く
、
私
の
あ
つ
か
う
美
術
作
品
で
も
、
歴
史
の
な
か
で
論
じ
よ
う
と
す
る
と
き
に
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
姿
勢
で
あ
ろ
う
。
肝
に
銘
じ
て
お
き
た
い
。

二
六
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