
中
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る
漢
文
教
材
と
し
て
の
「
春
望
」

は
じ
め
に

ヨ
MUE

科
川
ソ
チ
仁

《
教
育
出
版
》
《
一

る
Q

五
社
が
共
通
し
て
採
り
上
げ
て
い
る
漢
文
教
材
は
意
外
に
少
な

く
、
わ
ず
か
に
で
庁
濡
」
(
司
韓
非
子
』
)
だ
け
で
あ
る
の
「
矛
盾
」
に

次
い
で
、
《
光
村
》
以
外
の
四
社
、
が
採
り
上
げ
て
い
る
教
材
に
社
甫

「
春
望
」
が
あ
る
。
自
社
が
「
春
謹
一
一
」
を
教
材
と
し
て
採
用
し
て
い

る
の
は
、
中
学
校
三
年
の
古
文
教
材
と
し
て
松
尾
芭
蕉
『
お
く
の
ほ

そ
道
』
で
平
泉
」
の
条
が
あ
り
、
そ
こ
に
「
思
破
れ
て
山
河
あ
り
、

域
春
に
し
て
革
青
み
た
り
」
と
い
う
「
春
謹
一
の
冒
頭
二
匂
を
踏
ま

え
た
表
現
が
見
え
る
こ
と
が
、
そ
の
理
由
の
一
つ
に
な
っ
て
い
よ
う
。

《
光
村
》
は
「
平
泉
」
を
採
り
上
げ
て
い
る
が
、
「
春
望
」
は
設
に
引

(
4
)
 

用
す
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。
士
一
年
生
と
は
い
え
、
注
に
官
官
か
れ

て
い
る
詩
を
読
ん
で
、
の
内
容
を
理
解
さ
せ
よ
う
と
い
う

。〉

あ

に
つ
い
て

大

橋

腎只

の

は

、

て

い

よ

う

。

や

は

り

、

生

徒

の

理

解

を

描
い
、
深
め
る
た
め
に
は
、
四
社
の
よ
う
に
教
材
と
し
て
「
春
望
」

を
採
り
上
げ
る
べ
き
で
あ
る
。

今
後
も
古
文
教
材
と
し
て
「
平
泉
」
が
教
科
書
に
採
り
上
げ
ら
れ

続
け
る
限
り
、
「
春
望
」
も
ま
た
教
材
と
し
て
、
よ
み
つ
が
れ
て
い

く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
た
だ
、
四
社
の
「
春
望
ご
に
対
す
あ
扱

い
方
を
見
比
べ
て
み
る
と
、
書
き
下
し
文
、
口
語
訳
、
注
釈
な
ど
に

い
く
つ
か
の
違
い
が
あ
り
、
特
に
口
語
訳
や
注
釈
な
ど
に
関
し
て
は

教
科
書
の
記
述
と
し
て
、
い
さ
さ
か
不
十
分
な
点
が
一
部
あ
る
よ
う

に
患
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
教
科
書
会
社
の
本
文
、
並
び
に
そ
れ
ら
が

出
典
と
し
て
い
る
素
材
を
比
較
考
察
す
る
こ
と
で
、
漢
文
教
材
と
し

て
「
春
望
」
を
採
れ
ソ
上
げ
る
場
合
の
問
題
点
、
特
に
表
記
や
送
り
仮

名
と
い
っ
た
基
本
約
な
事
柄
、
ま
た
訓
読
の
仕
方
と
語
句
の
解
釈
な

ど
に
つ
い
て
検
討
し
、
ど
の
よ
う
な
点
を
改
善
す
る
べ
き
か
、
と
い

(29) 



う
こ
と
に
つ
い
て
私
見
を
述
ぺ
て
み
よ
う
と
患
う
。

下
し
文
に
お
け
る
表
記
、
送
り
仮
名
及
び
振
り
仮

名
に
つ
い
て

各
社
が

@
黒
川
洋

の
出
典
と
し
て
挙
げ
て
い
る
も
の
は
、

〔

5
)

『
杜
講
』
(
岩
波
書
活
、
一
九
五
七
年
)日

《
学
問
凶
》

@
朱
本
吋
社
工
部
集
』
巻
九

一
九
六
五
年
)

5
《
教
育

γ
《
三
省
堂
》

〈
続
古
逸
一
叢
書
留
所
収
)

@
隠
加
問
誠
司
社
甫
』
(
集
英
社
、

け
付
《
東
設
問
》

の

…

出

典

と

し

て

挙

げ

て

い
る
司
社
工
部
集
b

は
、
で
も
無
く
原
文
だ
け
が
載
っ
て
い

る
も
の
で
あ
り
、
《
東
敢
闘
》
が
仰
に
よ
っ
て
書
き
下
し
文
を
記
し
た

の
か
は
、
教
科
書
及
び
指
導
蓄
に
不
さ
れ
て
い
な
い
。
《
東
寄
》
の

教
科
書
編
集
部
に
問
い
合
わ
せ
を
し
た
と
こ
ろ
、
鈴
木
虎
雄
司
社
少

(
7
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陵
詩
集
』
(
自
民
文
庫
刊
行
会
、
一
九
二
八
年
)
を
参
考
に
し
つ
つ
、

編
集
委
員
、
が
書
き
下
し
を
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
自
加
田

本
が
成
本
と
し
て
い
る
も
の
は
、
構
、
仇
兆
繁
司
社
詩
詳
註
h

巻
閉

で
あ
る
。
黒
川
本
、
が
氏
一
本
と
し
て
い
る
も
の
は
特
に
記
さ
れ
て
い
な

い
の
で
わ
か
ら
な
い
が
、
本
文
に
つ
い
て
は
『
杜
工
部
集
』
と
の
間

ず〉

で
あ
る
。

。〉

の
異
同
は
な
い
。
以
下
、
『
社
工
部
集
』
に
よ
り
「
春
望
」

全
文
を
、
匂
数
を
付
し
て
司
記
し
て
お
く
。

。コ

ー
盟
破
山
河
在

3
感
時
花
機
一
夜

5
燥
火
連
三
月

7
白
頭
掻
吏
短

2
域
春
草
木
深

4
規
則
的
鳥
驚
心

6
家
骨
一
一
議
抵
高
金

8
揮
欲
不
勝
饗

「
春
望
」
は
テ
キ
ス
ト
拐
に
字
の
異
向
が
ほ
と
ん
ど
無
く
、
一
一
句

自
の
「
春
}
に
つ
い
て
、
宋
の
察
夢
弼
司
社
工
部
草
堂
詩
築
』
会
ど

に
「
春
一
作
荒
」
と
い
う
性
記
が
見
え
る
程
度
で
あ
る
。
従
っ
て
、

教
科
書
本
文
に
お
け
る
字
の
異
開
に
つ
い
て
は
特
に
問
題
は
無
い
の

だ
が
、
た
だ
漢
字
表
記
と
送
り
仮
名
に
つ
い
て
は
、
出
典
と
教
科
書

本
文
の
間
に
違
い
の
あ
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。
以
下
、
各
教
科

蓄
と
出
典
の
記
述
を
ま
と
め
た
〈
表
一
〉
〈
表
二
〉
(
お
・
ぬ
貰
)
を

参
照
し
な
が
ら
、
各
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
こ
う

G

漢
字
表
記
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
先
に
挙
げ
た
各
社
が

た
本
文
で
は
、
出
字
体
が
使
わ
れ
て
い
る
が
(
た
だ
黒
川

下
し
文
で
は
新
字
体
を
使
っ
て
い
る
)
、
四
社
い
ず
れ
も

て
い
る
の
こ
う
し
た
書
き
換
え
は
、
中
学

そ
う
せ
ぎ
る
を
得
な
い
い
え
る
。

(30) 
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た

だ

、

が

書

き

下

し

文

に

お

い

て

、

の

句
自
の
「
抵
」
、
七
匂
自
の
「
掻
ヘ
八
匂
自
の
一
ぷ
ど

仮
名
に
改
め
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
適
切
な
配
慮
と
は
一
一

い
の
「
減
」
、
「
掻
」
、
平
仲
」
の
三
学
は
「
常
用
漢
字
表
」
に
ム

な
い
表
外
漢
字
で
あ
る
。
ぺ
抵
」
と
「
勝
」
は
常
用
漢
字
で
は
あ
る
が
、

4
M
P

小
zム

「
常
用
漢
字
表
」
に
は
「
抵
た
る
」
「
勝
ふ
」
と
い
う
訓
読
み
が
記
さ

れ
て
い
な
い
。
《
東
寄
》
は
、
「
常
用
漢
字
表
」
を
基
準
と
す
る
こ
と

で
、
こ
れ
ら
の
字
は
書
き
下
し
文
に
す
る
際
に
、
平
仮
名
に
改
め
た

の
だ
ろ
う
の
…
方
で
、
「
春
望
」
に
は
「
機
」
「
撮
」
「
揮
」
以
外
に
も
、

五
句
障
の
「
燥
」
、
八
匂
院
の
「
線
開
」
と
い
っ
た
常
用
漢
字
表
の
表

外
漢
字
が
二
字
含
ま
れ
て
い
る

Q

こ
の
二
字
は
名
訴
と
し
て
音
読
み

し
て
い
る
た
め
に
、
漢
字
表
記
の
ま
ま
に
し
た
の
だ
ろ
う
が
、
と
す

れ
ば
、
「
減
」
「
撮
」
「
揮
」
も
ル
ピ
を
振
る
こ
と
で
、
番
き
下
し
文

も
漢
字
表
記
に
し
た
ま
ま
で
構
わ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
平
仮
名
に
改

め
た
か
ら
と
い
っ
て
、
現
解
し
や
す
く
な
る
と
い
う
わ
け
で
も
あ
る

ま
い
。
む
し
ろ
、
漢
字
表
記
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
ほ
う
が
、
生
徒

に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
字
の
持
つ
意
味
を
盟
解
す
る
手
が
か

り
と
な
り
得
る
は
ず
で
あ
る
。

次
に
、
送
り
仮
名
に
つ
い
て
で
あ
る
、
が
、
四
匂
尽
の
「
相
似
」
、
六

匂
自
の
「
抵
」
、
八
句
自
の
「
揮
」
に
つ
い
て
各
社
に
違
い
が
見
ら

れ
る
。
「
恨
」
に
つ
い
て
は
《
東
書
》
が
「
恨
み
て
」
と
よ
ん
で
い

いを
難平六

る
の
に
対
し

い
る
の

「
恨
ん
と
膏
使
化
し
て
よ
ん
で

の

ν
て
み
る
と
、
鈴
木
本
は
「
恨
み
て
」

と
よ
ん
で
い
る
が
、
-
間
口
加
田
本
は
「
恨
ん
で
」
と
よ
ん
で

お
り
、
各
社
、
出
典
に
従
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
抵
」
に
つ

い
て
は
、
平
飯
名
に
改
め
て
い
る
《
東
京
事
以
外
は
、
《
学
図
》
《
三

省
堂
》
《
光
村
》
が
「
抵
る
」
と
、
《
教
育
》
が
「
抵
た
る
」
と
し
て

い
る
。
こ
の
様
所
に
つ
い
て
、
鈴
木
本
は
「
抵
す
」
と
、
悶
加
田
本

あ
と

は
「
抵
る
」
と
し
て
お
り
、
《
東
骨
一
一
同
》
《
教
育
》
と
も
に
出
典
に
従
っ

て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
の
《
東
書
》
が
鈴
木
本
に
従
っ
て
い
な
い

の
は
、
恐
ら
く
ぷ
?
に
対
応
す
る
「
連
」
が
、
「
連
す
」
と
サ
変

動
鵠
化
し
て
よ
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
「
連
な
る
」
と
割
で
よ
ま
れ
て

い
る
こ
と
が
理
自
の
一
つ
に
な
っ
て
い
よ
う
。
こ
う
し
た
出
典
の
改

変
は
、
中
学
生
閥
的
の
教
科
書
と
し
て
そ
う
せ
ざ
る
得
な
い
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
、
ご
活
り
仮
名
の
付
け
方
」
(
昭
和
四
十
八
年
、
市
内
額
告
示
)

を
み
る
と
、
「
当
た
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
許
容
と
い
う

形
で
「
当
る
」
も
ま
た
載
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
従
え
、
ば
、
ど
ち
ら
の

送
り
仮
名
も
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
送
り
仮
名
に
つ
い
て
は
、
各

社
が
適
宜
判
断
を
し
て
構
わ
な
い
も
の
と
い
え
る
。
た
だ
、
《
教
育
》

の
よ
う
に
出
典
を
改
め
て
、
送
り
仮
名
を
付
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
教

{
9
}
 

科
書
内
で
は
い
ず
れ
も
「
当
た
る
」
に
統
一
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

続
い
て
援
ワ
妓
名
付
行
ル
ど
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

(31) 

各
社



の
出
典
は
い
ず
れ
も
総
ル
ピ
に
な
っ
て
い
る
が
、
教
科
書
で
は
、
出

典
を
改
め
部
分
的
に
ル
ピ
が
ふ
ら
れ
て
い
る
。
一
二
匂
患
の
「
綴
」
、

五
匂
自
の
「
燐
」
、
七
勾
自
の
「
掻
」
、
八
匂
自
の
「
揮
」
や
、
「
酌

た
る
」
「
勝
ふ
」
と
い
う
「
常
用
漢
字
表
」
に
誤
読
み
が
一
記
さ
れ
て

い
な
い
も
の
に
対
し
て
、
ル
ピ
を
付
し
て
い
な
い
教
科
書
は
な
い
。

ま
た
、
九
勾
患
の
「
吏
」
を
「
さ
ら
」
と
耕
じ
る
の
を
学
ぶ
の
は
、

中
学
校
に
進
学
し
て
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
字
に
つ
い
て
は
、

各
教
科
書
会
社
に
よ
っ
て
既
習
の
字
か
否
か
異
な
る
だ
ろ
う
か
ら
、

各
社
に
よ
っ
て
ば
ら
つ
き
が
で
て
し
ま
う
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

問
題
は
そ
れ
以
外
の
字
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
基
準
で
ル
ピ
を
つ
け

る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
山
河
」
や
「
在
」
、
「
一
探
」
「
'
白
頭
」

で
力
金
」
な
ど
に
つ
い
て
は
、
音
訓
に
つ
い
て
学
習
済
み
で
あ
る
こ

と
を
踏
ま
え
る
と
、
必
ず
し
も
ふ
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
の
こ
う
し

た
学
に
ル
ピ
が
付
さ
れ
る
の
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
理
由
が
あ
る
の
か
も

{
M
W
)
 

し
れ
な
い
が
、
特
に
意
図
が
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
新
出
の
字
以
外

ふ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
か
、
あ
る
い
は
総
ル
ピ
に
し
て
よ
み
方
を
明

示
す
る
か
、
ど
ち
ら
か
に
し
て
…
貫
性
を
持
た
せ
る
べ
き
だ
と
患
う
っ

訓
読
と
口
語
訳
に
つ
い
て

て
各
社
の
対
誌
を
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
の
違
い

が
最
も
顕
著
な
も
の
は
、
五
句
自
の
〔
一
一
一
月
」
で
あ
る
の

は
全
体
の
口
語
訳
を
つ
け
て
い
る
が
、
五
匂
自
に
つ
い
て
は
「
戦
い

の
の
ろ
し
の
火
は
三
月
に
な
っ
て
も
ま
だ
上
げ
ら
れ
」
と
一
訳
し
て
い

る
つ
ま
た
、
《
東
主
与
は
口
語
訳
を
付
し
て
い
な
い
が
、
「
三
月
に
連

き
ゅ
う
れ
き

な
り
」
の
注
と
し
て
、
「
春
三
月
(
出
暦
)
に
な
っ
て
も
、
ま
だ
続

い
て
い
て
」
と
訳
語
を
補
っ
て
お
り
、
《
学
密
》
も
《
東
書
》
も
「
三

月
」
を
春
三
月
の
意
と
し
て
い
る
。

対
す
る
《
教
育
》
、
《
三
省
堂
》
、
並
び
に
《
光
村
》
に
は
「
さ
ん

げ
つ
(
傍
点
筆
者
ご
と
ル
ピ
が
付
さ
れ
て
い
る
。
《
教
育
》
は
更
に
さ
一

月
」
の
注
に
お
い
て
「
三
か
月
。
ま
た
は
、
長
い
期
間
」
と
記
し
て

お
り
、
《
三
省
堂
》
は
「
蜂
一
火
三
月
に
連
な
り
」
に
対
す
る
注
と
し

て
「
戦
乱
が
三
月
続
い
て
。
(
中
略
〉
「
三
月
」
は
三
か
月
間
」
と
記

し
、
《
教
青
》
向
様
、
「
一

4

一
か
月
一
と
解
し
て
い
る
。

各
教
科
書
会
社
の
出
典
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
《
学
問
問
》
の
出

典
で
あ
る
黒
川
本
は
、
「
一
一
一
月
」
に
対
し
て
「
陽
春
三
月
。
一
年
の

う
ち
も
っ
と
も
美
し
い
季
節
で
あ
る
。
一
説
に
は
一
一
一
か
月
間
と
す

る
」
と
注
を
付
し
、
ァ
っ
ち
つ
づ
く
の
ろ
し
火
は
三
月
に
な
っ
て
も

ま
だ
や
も
う
と
も
せ
ず
」
と
訳
し
て
い
る
。
ま
た
、
《
教
育
》
《
三
省

の
出
典
と
す
る

g
加
問
本
は
「
連
一
一
一
月
」
に
対
し
、
「
一
説
に

戦
争
が
去
年
以
来
、
こ
の
三
月
ま
で
つ
づ
い
て
な
お
や

ま
た
:
誌
に
は
燐
火
、
が
こ
の
一
一
一
か
月
間
ひ
き
つ
づ
い
て

る
つ
後
説
に
従
う
」
と
注
を
し
た
上
で
、
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陽春一…

ま
ぬ
と
し
、

会主
る



乱
の
危
急
を
知
の
ろ
し
火
は
こ
の
か
月
も
つ
づ
い
て
や
ま

ず
」
と
『
訳
し
て
い
る
の
自
加
田
本
が
な
ぜ
後
者
の
解
釈
を
と
っ
た
の

か
は
判
然
と
し
な
い
。
《
東
書
》
、
が
参
照
し
た
と
い
う
鈴
木
本
は
「
速

三
月
」
の
注
に
「
欝
説
に
一
一
一
月
と
は
春
の
第
一
一
一
月
を
い
ひ
、
一
一
一
箇
汚

を
い
ふ
に
非
ず
と
い
へ
り
。
然
れ
ど
も
速
三
月
と
し
三
丹
を
三
銭
丹

と
解
し
得
ざ
る
に
非
ず
、
議
し
作
者
は
一
悲
し
…
徳
一
冗
裁
の
極
末
期
に
長
安

に
入
り
こ
み
し
な
る
べ
く
、
そ
の
家
族
と
別
れ
て
以
後
の
計
算
と
み

れ
ば
暮
春
の
月
ま
で
三
錨
月
に
て
可
な
り
」
と
記
し
た
上
で
、
「
燥

く

わ

主

え

い

主

ぐ

わ

っ

川

U
A
1

あ

ひ

る

か

げ

つ

火
は
前
か
ら
今
の
三
月
の
節
ま
で
(
或
は
三
箇
月
)
つ
づ
い
て
ゐ
る
」

と
、
春
三
月
説
を
支
持
し
な
が
ら
も
三
銭
月
説
を
紹
介
し
て
い
る
。

な
お
、
古
川
幸
次
郎
吋
社
甫
詩
投
h

巻
…
一
…
(
筑
摩
書
房
、

…
九
七
九
年
、
一
一

O
O一
員
)
は
、
五
句
自
の
ご
一
一
月
」
に
つ
い
て
、

三
筋
月
説
を
唱
え
た
の
は
越
次
公
、
対
す
る
春
一
二
月
設
を
唱
え
た
の

(
日
}

は
策
鶴
で
あ
る
と
指
摘
し
た
上
で
、
黄
鶴
に
従
っ
て
い
る
。
そ
の
理

由
と
し
て
、
初
唐
王
勃
の
「
物
色
は
三
月
に
連
な
り
、
風
光
は
四
隣

を
繰
る
」
(
「
仲
春
郊
外
」
)
と
い
う
匂
を
先
例
と
し
て
あ
げ
、
「
仲
春

一
一
月
き
さ
ら
ぎ
の
嵐
物
が
、
次
の
一
一
一
月
や
よ
い
に
も
連
想
す
る
の
を

(
~
刊
以
}

い
う
』
と
説
明
す
る
。

右
の
よ
う
に
、
各
教
科
書
会
社
は
そ
れ
ぞ
れ
出
典
に
従
っ
て
、
「
春

一
一
一
月
」
あ
る
い
は
、
ご
一
一
一
箆
月
」
の
意
味
で
解
し
、
後
者
の
場
合
は

特
に
ル
ど
を
付
し
て
そ
の
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
二
苓
望
」
が
古

い
く
つ
か
の
解
釈
が
あ
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と

で
あ
る
し
、
む
解
釈
が
い
く
つ
か
に
わ
か
れ
る
こ
と
が
さ
典
の

魅
力
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
、
教
科
書

に
採
り
上
げ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
教
科
書
ご
と
に
解

釈
が
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
や
や
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

偲
人
的
に
は
、
題
名
が
「
春
望
」
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
吉
川
氏
が
指

摘
す
る
よ
う
に
先
行
例
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
や
は
り
「
春

一
二
月
」
と
解
す
る
ほ
う
が
自
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
教
科
書
に
載
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
中
学
校
の
段
階
で
は
解
釈
を

統
一
す
る
か
、
あ
る
い
は
二
種
類
の
解
釈
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を

指
摘
し
て
お
い
た
ほ
う
が
無
難
で
あ
ろ
う
。
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関
連
、
解
説
、
挿
し
絵
な
ど
に
つ
い
て

脚
注
に
つ
い
て
問
題
、
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
ま
ず
詩
題
の
「
春
望
」

が
挙
げ
ら
れ
る
。
《
教
育
》
《
三
省
堂
》
《
東
帯
一
一
回
》
の
三
社
は
脚
注
に
「
春

望
」
を
あ
げ
、
い
ず
れ
も
「
春
の
眺
め
」
と
い
う
注
を
つ
け
て
い

(UV 
る
二
方
《
学
関
》
だ
け
は
、
こ
の
語
句
を
注
に
あ
げ
て
い
な
い
。
《
尚
子

図
》
は
本
文
を
引
用
し
た
後
に
口
語
訳
を
載
せ
る
が
、
詩
題
の
口
語

訳
は
載
せ
て
い
な
い
。
「
常
用
漢
字
表
」
で
は
、
「
望
」
に
は
「
の
ぞ

む
」
と
い
う
説
、
が
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
「
眺
望
」
と
し
て
の
「
な
が
め
」

と
い
う
割
は
な
い
っ
一
望
」
が
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ

{
な
が
め
」



中
学
生
に
と
っ
て
あ
ま
り
な
じ
み
が
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、

や
は
り
詑
を
つ
け
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
令
詩
題
は
作
品
の
本
文
に

入
っ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
作
品
の
一
部
と
し
て
本
文
と
同
じ
よ
う

に
扱
う
べ
き
で
あ
る
つ

次
に
問
題
が
指
摘
で
き
る
詩
句
は
、
「
城
」
と
対
に
な
っ
て
い
る

…
句
罰
の
「
箆
」
で
あ
る
。
《
学
図
》
は
「
国
」
に
一
対
し
「
習
の
首
都
、

長
安
。
当
時
、
反
乱
が
恕
き
て
首
都
は
破
壊
さ
れ
て
い
た
」
と
記
す
。

ち

ょ

う

あ

ん

あ

ゐ

ろ

て

ざ

ん

他
の
三
社
は
「
留
破
れ
て
」
に
対
し
、
〔
盟
都
長
安
が
、
安
禄
山
の

乱
の
た
め
に
破
壊
さ
れ
て
」
宗
教
育
》
)
、
「
閣
の
都
が
破
壊
さ
れ

dht，
う

あ

ん

，

/
!
T
Y

て
J

(
《
三
省
堂
》
)
、
「
腐
の
都
長
安
(
今
の
西
安
市
)
は
反
乱
軍

に
攻
め
破
ら
れ
て
」
(
《
東
番
》
)
と
注
記
し
て
い
る
の
各
出
典
の
注

釈
を
見
て
み
る
と
、
鈴
木
本
、
慰
問
山
川
本
、
国
加
田
本
の
い
ず
れ
も
「
国
」

に
対
し
て
性
を
付
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
「
鶴
都
を
い
ふ
」
「
留
都
、

長
安
の
こ
と
」
「
間
都
」
と
記
し
て
い
る
か
ら
、
教
科
書
の
注
は
い

ず
れ
も
出
典
に
従
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
「
国
」
に
つ
い
て
の
解
釈

で
あ
る
が
、
先
に
挙
げ
た
い
白
川
司
社
甫
詩
投
』
や
…
海
知
義
吋
漢
詩

…
日
一
首
春
夏
h

(

平
凡
社
、
…
九
七
六
年
)
な
ど
が
指
擁
し
て

い
る
よ
う
に
、
こ
れ
が
明
ら
か
に
長
安
城
を
指
す
「
城
」
と
対
比
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
を
一
城
」
と
同
じ
よ
う
に

と
い
う
大
き

首
聯
が
対

る
こ
と
は
、

と
ら
え
て

と
解
釈
す
る
よ
り
も
、

な
単
位
で
解
釈
す
る
ほ
う
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

え
』
ら
に
、

匂
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
こ
句
自
で
城
が
「
草
木
」
と
い
う
小

さ
な
も
の
に
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
留
が
よ
り
大
き
な

{
山
河
」
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
ス
ケ
!
ル

の
大
き
な
対
比
が
引
き
立
ち
、
首
聯
二
句
の
対
比
が
よ
ワ
鮮
や
か
に

な
る
だ
ろ
う
。
出
典
の
解
釈
に
知
る
事
も
大
切
で
は
あ
る
が
、
対
句

と
い
う
修
辞
を
、
効
果
的
に
生
徒
に
説
明
す
る
た
め
に
は
、
「
国
」

を
「
回
出
家
」
と
解
釈
す
る
べ
き
で
あ
る
。

「
国
」
に
対
応
す
る
「
域
」
も
ま
た
、
中
学
生
に
と
っ
て
は
理
解

し
が
た
い
語
句
の
一
っ
と
患
わ
れ
る
。
多
く
の
中
学
生
が
「
城
」
を

み
て
真
っ
先
に
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
城
壁
で
盟
ま
れ
た
街
で
は

な
く
、
「
大
坂
城
}
な
ど
の
よ
う
な
、
建
造
物
と
し
て
の
日
本
独
特

の
域
で
あ
ろ
う
っ
《
教
青
》
以
外
は
、
「
城
」
を
脚
注
に
取
り
上
げ
て
、

宮
市
争
中
国
の
都
市
は
、
長
安
を
は
じ
め
城
壁
で
屈
ま
れ
て

(
《
学
関
》
)
、
で
留
ま
れ
た
都
市
。
「
国
」
「
城
」
は
と

の
都
、
の
険
西
省
関
安
市
を
指
す
)
」
(
《
一
一
…

昔
の
中
間
の
都
市
。
ま
た
、
町
の
中
。

一
東
蓄
さ
と
い
う
注
を
付
し
て
い
る
。

一
の
脚
設
は
つ
け
る
べ
き
で
あ
る
令

で
あ
る
が
、
こ
の
語
句
に
つ
い
て

注
に
取
り
上
げ
て
い
る
。
の
毛

い
ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
。
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い
た
」

こ
こ
で
は
、
長
安
の
町
の

に
関
し
て
は
屯

こ
の

f乃

がは
総
/ 
¥ 

な
イフ

は



(
山
川
}

を
髪
に
留
め
る
た
め
の
ど
ン
の
よ
う
な
も
の
」
宗
教
育
》
)
、

く
替
を
挿
す
こ
と
も
で
き
な
い
ほ
ど
だ
の
「
轡
」
は
こ
こ
で
は

留
め
る
ピ
ン
の
こ
と
」
(
《
三
省
堂
》
)
、
「
全
く
、
髪
を
結
っ
て
も
、

か
ん
む
り

線
開
(
怨
を
回
定
さ
せ
る
た
め
の
ピ
ン
)
で
冠
を
と
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
く
ら
い
で
あ
る
〕
(
《
東
舎
と
と
、
各
社
い
ず
れ
も
句
の
全
訳

を
挙
げ
た
上
で
、
轡
を
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。
《
尚
子
図
)
V

は
恐
ら

く
全
訳
を
載
せ
て
い
る
か
ら
注
に
取
り
上
げ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、

た
だ
挿
し
絵
を
脚
注
部
分
に
載
せ
て
い
る
。
最
近
の
教
科
書
は
、
傾

向
と
し
て
、
グ
ラ
ビ
ア
を
多
く
取
り
入
れ
、
ほ
と
ん
ど
の
べ

i
ジ
を

カ
ラ

i
に
し
て
い
る
の
《
教
育
》
は
本
文
の
背
景
に
夕
暮
れ
ど
き
の

湖
畔
の
風
景
を
載
せ
る
が
、
そ
う
し
た
工
夫
を
す
る
ぐ
ら
い
な
ら
、

む
し
ろ
《
学
図
》
の
よ
う
な
w

の
髪
形
を
載
せ
る
方
が
、

理
解
を
助
け
る
よ
う
に
思
う
。

ま
と
め

中
学
校
の
教
材
と
し
て
を
採
り
よ
、
げ
る
事
の
是
非
に
関

し
て
は
、
例
え
ば
、
安
東
俊
六
氏
が
、
こ
の
詩
が
、
社
甫
の
四
十
六

歳
の
時
の
作
品
で
、
中
学
生
と
年
齢
が
限
た
っ
て
い
る
と
き
む
作
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
現
在
の
日
本
が
平
和
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
「
果
た
し
て
今
日
の
中
学
生
に
ど
れ
ほ
ど

の
共
惑
を
も
っ
て
、
こ
の
詩
は
読
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

べ
て
い
る
。
氏
、
が
い
う
よ
う
に

に
と
っ
て
、
難
易
度
が
高
く
、
必
ず
し
も
適
切
な
教
材

と
は
い
え
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
氏
の
い
う
難
問
制
度
か

ら
す
れ
ば
、
葛
藤
が
四
十
五
歳
の
と
き
の
旅
を
綴
っ
た
『
お
く
の
ほ

そ
道
』
も
ま
た
、
中
学
生
と
年
齢
が
格
段
に
離
れ
た
と
き
に
警
か
れ

た
も
の
と
い
う
点
で
、
社
議
「
春
望
」
と
同
じ
で
あ
る
。
中
学
生
が

共
感
で
き
る
か
で
き
な
い
か
と
い
う
基
準
を
も
っ
て
教
材
を
選
ぶ
と

す
れ
ば
、
吉
典
は
も
と
よ
り
現
代
の
も
の
で
さ
え
、
現
在
教
科
書
に

載
る
ほ
と
ん
ど
の
作
品
を
、
再
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
だ

ろ
う
っ

lま

に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
春
望
」
が
中
学
生
の
濁
語
教
材
と

し
て
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
芭
蕉
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
「
平

泉
」
が
教
材
に
な
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
周
知
の
通

り
、
「
平
泉
」
は
、
奥
州
藤
原
氏
の
出
跡
を
訪
れ
た
芭
蕉
の
、
平
安

末
期
に
栄
華
を
強
め
た
藤
原
氏
の
面
影
が
す
っ
か
り
な
く
な
っ
た
こ

と
に
対
す
る
感
慨
が
記
さ
れ
て
い
る
条
で
あ
る
。
「
春
胡
一
一
一
」
の
冒
頭

は
、
栄
枯
惑
衰
を
繰
り
返
す
人
間
と
、
そ
の
こ
と
と
は
無
縁
で
あ
る

か
の
よ
う
に
存
在
す
る
自
然
が
鮮
や
か
に
対
比
さ
れ
て
い
る
佳
匂
で

あ
る
つ
「
平
泉
」
で
は
、
こ
う
し
た
内
容
が
凝
縮
さ
れ
た
二
句
が
引

用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
唐
代
の
中
国
で
あ
ろ
う
と
、
江
戸
期
の
日

本
で
あ
ろ
う
と
、
普
還
的
に
人
間
と
い
う
も
の
の
存
在
自
体
の
は
か

(35) 



な
さ
が
巧
み
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
芭
蕉
が
、
し
ば
し
ば
中
層
の
詩

を
引
用
す
る
意
図
は
、
様
々
な
視
点
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
が
、
と
も
か
く
、
苦
蕪
の
表
現
方
法
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
中
学
校
の
授
業
に
お
い
て
、
他
者
の
文

を
引
用
す
る
こ
と
の
効
果
に
つ
い
て
、
線
か
く
分
析
さ
せ
る
必
要
は

な
い
ま
で
も
、
表
現
効
果
を
考
え
さ
せ
る
と
い
う
点
で
は
、
「
一
半
泉
」

は
格
好
の
材
料
と
い
え
よ
う
っ

そ
も
そ
も
、
中
学
校
で
漢
文
が
教
材
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
の
は
、
日
本
の
吉
山
内
文
学
と
の
関
わ
り
か
ら
で
あ
る
。
「
一
平
泉
」

が
教
材
と
し
て
採
用
さ
れ
続
け
る
眠
り
、
約
〕
夜
一
の
理
解
を
深
め
る
た

め

も

、

お

け

る

日

本

人

の

τ注

《
教
育
出
版
》

(
筑
波
大
学
附
鵜
中
学

グ〉

1m 

社
に
つ
い
て
は
、
以
下
、
《
学
園
》
・
《
教
育
》
・
《
東
書
》
・
《
光
村
》

と
略
称
す
る
。

(
2
)

「
矛
窟
」
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
中
学
校
母
語
教
科
書
に

お
け
る
教
材
と
し
て
の
「
矛
盾
」
に
つ
い
て
一
(
『
新
し
い
漢
字
漢
文

教
育
』
三
九
号
、
一
一

C
C由
年
)
に
論
じ
た
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照

し
て
い
た
だ
き
た
い
c

(
3
)
な
お
、
漢
詩
は
、
教
材
と
し
て
各
社
が
必
ず
採
り
上
げ
て
い
る
。
「
春

望
一
」
以
外
に
つ
い
て
ほ
、
李
白
「
黄
鵠
楼
送
孟
浩
然
之
広
陵
」
を
《
教

育
》
(
三
年
)
・
《
東
書
》
(
一
一
一
年
)
・
《
光
村
》
(
二
年
)
が
、
社
甫
「
結
句
」

を
《
三
省
堂
》
(
二
年
了
《
光
村
》
(
一
一
年
)
が
、
主
維
「
送
元
二
使

安
西
}
を
《
学
関
》
(
三
年
)
が
、
孟
浩
然
「
春
暁
」
を
三
省
堂
(
一
一

年
)
・
《
光
村
》
(
二
年
)
が
、
李
白
「
静
夜
患
」
を
《
尚
子
図
》
(
一
一
一
年
)

が
採
っ
て
い
る
。

(
4
)
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判
中
学
校
留
語
3
b
(
《
学
図
》
)
、
明
中
学
一
回
語
伝

宗
教
育
》
)
、
『
現
代
の
国
語
2
b
(
《
三
省
堂
》
)
、
司
新

〈
《
東
選
》
)
、
『
鹿
諾
3
』
(
《
光
村
》
)
で
、
い
ず
れ
も

し
い
間
接

二
0
0
4
…

(
5
v
以
下
、
こ
の
本
に
つ
い
て
は
黒
川
本
と
略
称
す
る
。

(
6
)
《
一
二
省
蛍
告
が
出
典
一
と
し
て
い
る
も
の
は
司
漢
詩
選
九
社
首
』
(
集

英
社
、
&
九
九
六
年
)
で
、
名
称
が
異
な
る
が
、
中
身
は
明
漢
詩
大

系

9

社内一
m

b

(

集
英
社
、
一
九
六
五
年
)
に
伺
じ
。
以
下
室
こ
の

本
に
つ
い
て
は
野
知
山
田
本
と
略
称
す
る
。

(
7
〉
以
下
、
鈴

〈
口
三
漢
字
表
記

に
記
す
こ
と
に

さ
ら
に

対

す

る

班

解

を

深

め

る

た

め

に

も

、

を

外

す

わ

け

に

は
い
か
な
い
は
ず
で
あ
る
。
今
後
も
の
理
解
を
深
め
る
た

め
に
、
「
春
望
…
」
が
教
材
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
、

改
め
る
べ
き
点
は
改
め
、
よ
り
よ
い
教
科
書
作
り
を
し
て
い
か
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
思
う
の



し
た
。

(
9
〉
《
教
育
》
に
は
、
例
え
ば
「
石
が
彼
の
足
に
当
た
っ
た
}
(
辻
仁

成
叶
新
開
少
年
の
歌
」

A

年
、
待
。
三
賀
)
3
7
ミ
ッ
ト
の
上
手
に
当

た
っ
た
ら
し
い
」
(
赤
瀬
川
態
「
一
塁
手
の
生
還
ん
三
年
、
二
…
…
…
寅
)

と
い
う
よ
う
に
「
あ
た
る
」
の
例
が
み
え
る
や
そ
れ
ぞ
れ
の
出
典
を

み
る
と
、
前
者
は
仮
名
表
記
に
な
っ
て
い
て
(
吋
そ
こ
に
僕
は
い
た
b

角
川
寄
席
、

4

九
九
二
年
〉
、
後
者
は
教
科
書
本
文
の
表
記
に
一
致

し
て
い
る
(
句
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
四
季
』
新
潮
社
、
.
九
八
九
年
)
。

こ
の
よ
う
に
《
教
育
》
は
出
典
を
改
め
る
場
台
、
「
あ
た
る
」
に
つ

い
て
は
「
た
る
」
と
送
る
よ
う
に
統
一
し
て
い
る
。

(
印
)
例
え
ば
、
「
山
河
」
に
「
さ
ん
が
」
と
ル
ピ
を
ふ
る
の
は
《
教
育
》

の
…
社
、
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
出
典
の
自
加
盟
本
が
「
さ
ん
か
(
傍

点
筆
者
ご
と
清
音
で
よ
ん
で
い
る
の
を
改
め
た
か
ら
だ
ろ
う
っ

(
日
)
古
川
氏
は
越
次
公
、
裁
鶴
の
注
文
自
体
は
載
せ
て
い
な
い
号
越

次
公
は
「
考
此
詩
作
於
天
費
十
五
戦
之
正
月
、
蓋
安
議
出
皮
於
十
四

載
之
十
月
、
一
A
K

是
別
機
火
連
三
月
」
と
述
べ
て
い
る
(
『
杜
詩
地
相
次

公
先
後
解
輯
校
b
k
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
四
年
)
。
一
方
、
黄

鶴
は
「
嘗
是
葉
徳
二
毅
三
月
綿
織
禁
時
作
」
と
述
べ
て
い
る
(
黄
鶴

補
注
『
集
千
家
注
分
類
社
工
部
詩
』
社
詩
叢
刊
第
一
輯
)
。

(
は
)
こ
の
こ
と
は
す
で
に
仇
兆
繁
『
杜
詩
詳
註
』
が
指
摘
し
て
い
る
。

(
日
)
《
東
京
込
だ
け
が
「
眺
め
」
と
ル
ピ
を
ふ
っ
て
い
る
令
な
お
、
「
眺
」

は
常
用
漢
字
で
、
「
表
」
に
「
な
が
!
め
る
」
と
い
う
-
耕
、
が
あ
る
か
ら
、

ル
ピ
を
ふ
る
必
要
は
な
い
字
で
あ
る
。

(
は
)
吉
川
氏
は
「
国
家
の
組
織
の
破
壊
を
〔
思
破
る
〕
と
い
う
」
(
一
九

頁
)
と
、
ま
た
、
海
氏
は
土
問
破
」
に
つ
い
て
。
関
都
長
安
の

破
壊
と
す
る
説
、
家
機
械
併
の
崩
壊
と
す
る
説
な
ど
が
あ
る
。
(
中

略
)
牡
甫
以
前
の
こ
の
誌
の
用
例
や
、
「
顕
」
と
「
域
」
と
の
対
応

て
、
後
説
、
が
よ
い
で
あ
ろ
う
」
(
関
東
)

と
述
べ
て
い
る
う

(
日
)
《
:
一
省
堂
》
は
、
「
長
安
」
や
「
活
安
」
な
ど
を
現
代
中
日
出
誇
音

に
基
づ
い
て
ル
ゼ
者
ふ
っ
て
い
る
が
、
盟
諸
の
教
科
書
で
あ
る
か
ら
、

現
代
中
関
誇
音
に
基
づ
く
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
《
学
関
》
《
教
育
》

の
よ
う
に
「
長
安
」
は
「
ち
ょ
う
あ
ん
」
と
音
で
よ
む
べ
き
で
あ
る
。

《
東
舎
》
は
「
長
安
い
に
つ
い
て
は
「
ち
ょ
う
あ
ん
」
と
、
「
西
安
」

に
つ
い
て
は
「
シ

i
ア
ン
」
と
ル
ピ
を
ふ
る
。
あ
く
ま
で
も
現
代
中

国
語
音
に
拘
泥
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
程
度
に
収
め
て
お
く
べ
き
だ
ろ

う
。
な
お
、
地
名
の
ル
ピ
一
に
つ
い
て
は
、
注
二
で
あ
げ
た
拙
稿
で
も

若
干
触
れ
た
の

(
日
)
《
教
育
》
は
、
「
揮
」
を
除
く
「
欲
不
勝
管
」
の
注
で
あ
る
。

(
げ
)
「
中
学
校
に
お
け
る
漢
文
教
育
の
再
検
討
(
続
ご
(
『
岐
阜
大
学

母
語
爵
文
学
』
二
九
号
、
ニ

O
O
二
年
)
。
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表

}
※
《
光
村
》
は
、
「
春
胡
一
点
」
を
「
平
泉
」
の
条
に
注
と
し
て
引
用
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
左
端
に
参
考
と
し
て
載
せ
た
。

教
科
書
名

《
学
図
》

《
教
育
》

《
一
一
一
省
堂
》

《
東
響
》

《
光
村
》 本

文
一
①盤

破
山
河
在

frif関
;在お破

りれ

て
I-l.l 

河川~
在川政
りれ

て
!Jj 

{ilJ IfID 
在破
りれ

て

1.11 

②
 

域
春
草
木
深

城
春
に
し
て

草
木
深
し

城
春
に
し
て

草
木
深
し

城
一
春
に
し
て

草
木
深
し

関
破
れ
て
山
一
城
春
に
し
て

河
在
り

riiJ I主j
拾三 {波
り jも

て
j.lj 

城
春
に
し
て

草
木
深
し

③
 

感
時
花
滋
涙

をは時
器支i::rt に
ぎに感

もじ
涙て

を は 持
寄与三花に
さに J@

もじ
涙て

をは H寺
滋~1t ~こ
ぎに感

もじ
涙て

u寺をは
そi花
をわこ
さiち

時
に
感
じ
て

③
 

恨
別
鳥
驚
心

別
れ
を
恨
ん

で
は
鳥
に
も

心
を
驚
か
す

別
れ
を
保
ん

で
は
鳥
に
も

心
を
驚
か
す

⑤
 

蜂
火
連
三
月

@
 

家
一
堂
開
抵
護
金

さ
ん金

に

⑦
 

自
頭
掻
更
短

頭ミ
掻外主

it 
1ま

更
に
短
く

白
頭
掻か

け
ば

更
に
短
く

吏自
に頭
短掻か
¥け

{ま

③
 

濯
欲
不
勝
審

勝た揮せ

ざて
ら
んに

と
欲
す

と勝之揮す
欲さへべ

す ざ て

ら
ん

と勝た揮す
欲;うへべ

す ざ て

ら
ん

頭

zl 
lま

とたiすi
欲三へiべi
すぎ てi

ら饗よ
/ν に

と )J券宍 j壊寸

欲三へベ

すぎて

ら
んに
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{表
A

一
〕
※
出
典
と
し
て
い
る
教
科
書
名
を
括
弧
に
い
れ
て
取
に
ふ
し
た
今

J
Jれ
H
皆、

L
L
A
H
r
 

鈴
木
本

(
《
東
書
》
)

黒
川
本

(
《
学
問
》
〉

国
加
田
本

(
《
教
育
》

《
三
省
堂
n

》〉 本
文
一
①

関
破
山
河
在

②
 域

春
草
木
深

③
 

感
時
詑
滋
涙

④
 

捜
部
鳥
驚
心

器
家
警
抱
寓
金

⑤
 蜂

火
連
一
一
一
月

問、、j翠la
在'">破三
りれ

-て

割安i
春号

し
て

河か
在ぁ破2
りれ

て

草切史上
木?
深れこ
レし

て

⑦
 

白
頭
播
更
短

③
 

漂
欲
不
勝
欝

金え 金

に

九徐

忽芝k

lこ

も自?
更ミ頭5
~;:_み掻か
?引け
¥ど

更5自T
tこも頭f
短t掻h

¥け

lま

むに
と勝立て
紙三へ

すざ

ら

と j務た揮す

欲ミへべ
すざて

ら

んに

と i惨た揮す
欲ミヘベ
す ざ て

ら替え
んに る
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