
ア
ニ
メ
「
ア
ル
プ
ス
の
少
女
ハ
イ
ジ
」
は
、
一
九
七
四
年
の
初
放
映
以
降
、
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
再
放
送
や
各
種
Ｃ
Ｍ
な
ど
に
よ
っ

て
、
「
サ
ザ
エ
さ
ん
」
や
「
ド
ラ
え
も
ん
」
「
ク
レ
ヨ
ン
し
ん
ち
ゃ
ん
」
な
ど
と
並
び
称
せ
ら
れ
る
ほ
ど
の
国
民
的
な
人
気
、
知
名
度
を
誇

る
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
制
作
に
は
宮
崎
駿
や
高
畑
勲
、
小
田
部
羊
一
ら
が
関
わ
っ
て
お
り
、
現
代
の
日
本
の
ア
）
一
メ
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー

ム
に
繋
が
る
側
面
を
持
つ
作
品
で
も
あ
る
。

知
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
一
九
世
紀
後
半
に
執
筆
さ
れ
た
ヨ
ハ
ン
ナ
・
シ
ュ
ピ
リ
の
児
童
文
学
を
原
作
と
す
る
。
医
師
の
父
と

詩
人
の
母
に
育
ま
れ
た
シ
ュ
ピ
リ
は
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
や
ヒ
ル
ッ
ェ
ル
で
の
生
活
を
通
し
て
、
故
国
ス
イ
ス
を
主
舞
台
と
す
る
物
語
を
紡

ぎ
上
げ
た
。
日
本
に
お
い
て
こ
の
作
品
が
格
段
の
人
気
を
誇
っ
て
い
る
証
左
と
し
て
、
霧
し
い
数
の
翻
訳
が
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ

げ
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
最
も
早
い
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
野
上
弥
生
子
の
手
に
な
る
『
ハ
イ
ヂ
』
（
家
庭
読
物
刊
行
会
）
が

あ
る
。
世
界
少
年
文
学
名
作
集
の
中
の
一
冊
と
し
て
一
九
二
○
（
大
正
九
）
年
に
公
に
さ
れ
た
も
の
で
、
英
語
か
ら
の
重
訳
で
あ
る
が
、

｜
問
題
の
所
在

ハ
イ
ジ
は
ど
ん
な
少
女
か

ｌ
新
旧
の
翻
訳
と
役
割
語
Ｉ

中

村

一

夫

二
○
一
八
年
度
日
本
語
学
ゼ
ミ
生
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筆
力
の
高
い
作
家
に
よ
る
名
文
は
、
後
に
続
く
あ
ま
た
の
翻
訳
や
関
連
作
品
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
の
後
、
野
上
は
一
九
三
三

（
昭
和
八
）
年
二
月
か
ら
翌
年
一
月
ま
で
新
し
い
抄
訳
司
長
編
童
話
ア
ル
プ
ス
の
山
の
娘
ｌ
マ
ダ
ム
・
ス
ピ
リ
に
よ
る
ｌ
」
を
「
婦

人
之
友
」
に
掲
載
し
、
そ
の
連
載
で
省
略
し
た
と
こ
ろ
を
補
っ
た
上
で
、
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
六
月
に
岩
波
文
庫
か
ら
『
ア
ル
プ
ス

人
之
友
」
に
掲
載
し
、
そ
の
連
載
で
省

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
作
品
は
翻
訳
者
の
原
作
の
捉
え
方
を
反
映
し
た
表
現
に
よ
っ
て
組
み
上
げ
ら
れ
る
。
中
で
も
作
中
に
登
場
す
る

人
物
を
ど
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
訳
出
す
る
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
如
実
に
う
か
が
わ
せ
る
部
分
で
あ
る
。
野
上
の
翻

訳
の
う
ち
、
冒
頭
に
ほ
ど
近
い
一
節
を
引
く
。

ハ
イ
ヂ
は
大
悦
び
で
叫
び
ま
し
た
。
「
お
ぢ
い
さ
ん
、
あ
た
し
こ
こ
に
寝
て
よ
。
ふ
か
ふ
か
し
て
と
て
も
い
い
寝
床
よ
・
で
も
シ
ー

ツ
あ
っ
て
。
お
ぢ
い
さ
ん
。
」
「
上
等
の
シ
ー
ツ
が
あ
る
よ
。
」
ア
ル
ム
を
ぢ
さ
ん
は
さ
う
云
っ
て
押
入
か
ら
長
い
羅
紗
の
き
れ
と
、

麻
の
大
き
な
袋
を
と
り
出
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
屋
根
部
屋
に
の
ぼ
っ
て
行
き
ま
し
た
。
（
二
一
頁
・
改
行
位
置
変
更
・
傍
線
稿
者
）

叔
母
の
デ
ー
テ
に
連
れ
ら
れ
て
、
初
め
て
ア
ル
ム
お
ん
じ
の
と
こ
ろ
に
来
た
ハ
イ
ジ
は
、
臆
す
る
こ
と
な
く
お
お
ら
か
に
振
る
舞
っ
て

い
る
。
こ
の
会
話
か
ら
無
邪
気
な
ハ
イ
ジ
の
姿
が
想
起
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
言
葉
使
い
は
お
よ
そ
五
歳
の
幼
児
の
そ
れ
に
は

見
え
な
い
。
特
に
文
末
に
現
れ
る
「
て
」
「
よ
」
な
ど
の
終
助
詞
は
女
性
性
を
強
く
想
起
さ
せ
る
物
言
い
と
な
る
。
た
と
え
ば
『
日
本
国

語
大
辞
典
』
の
「
て
」
の
項
目
に
は
、
「
連
用
形
を
受
け
て
上
昇
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
伴
い
、
質
問
・
反
問
等
を
表
わ
す
女
性
語
。

優
し
さ
と
親
し
み
が
感
じ
ら
れ
る
」
「
連
用
形
を
受
け
て
『
て
よ
』
の
形
で
、
自
分
の
意
見
や
判
断
を
伝
え
る
女
性
語
。
←
っ
て
よ
」
と

あ
り
、
さ
ら
に
「
っ
て
よ
」
の
項
で
は
、
「
形
容
詞
の
連
用
形
に
付
い
て
、
話
し
手
自
身
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
…
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
を
、
あ
ま
り
断
定
的
で
な
く
聞
き
手
に
強
く
言
う
い
い
方
。
東
京
な
ど
で
若
い
女
性
が
用
い
た
。
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
『
よ
』
が
高

い
」
と
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
あ
る
程
度
成
熟
し
た
女
性
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
語
と
し
て
説
明
が
付
さ
れ
て
い
る
。
特
に
「
て
よ
」
は
明
治

時
代
の
女
学
生
が
使
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
て
よ
だ
わ
言
葉
」
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
の
当
時
、
女
性
の
こ
と
ば
と
し
て
広
ま
っ
た
も

の
山
の
娘
（
ハ
イ
ヂ
）
』
を
出
版
し
た
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
作
品
は
翻
訳

－44



影
響
）
に
《

の
で
あ
り
、

の
で
あ
る
。

本
稿
の
も
と
と
な
っ
た
四
年
次
生
対
象
の
演
習
で
は
、
過
去
二
年
間
の
村
上
春
樹
の
翻
訳
に
お
け
る
役
割
語
の
調
査
に
引
き
続
き
、
こ

れ
ら
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
と
結
び
つ
く
特
定
の
表
現
（
役
割
語
や
属
性
表
現
）
に
注
目
し
、
新
旧
の
「
ア
ル
プ
ス
の
少
女
ハ
イ
ジ
」
の
翻

訳
作
品
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
高
い
知
名
度
を
誇
る
作
品
の
表
現
の
あ
り
よ
う
や
日
本
語
が
内
包
す
る
文
化
的
な
分
類
法
（
発
想
や
享
受
、

影
響
）
に
つ
い
て
、
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
。
以
下
の
記
述
は
受
講
生
に
よ
る
報
告
、
質
疑
応
答
、
議
論
の
中
で
見
い
だ
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
ま
た
各
自
の
レ
ポ
ー
ト
と
し
て
提
出
さ
れ
た
内
容
か
ら
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
そ
の
成
果
の
一
部
を
報
告
す
る
も

性
も
あ
る
。

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
代
に
お
い
て
は
極
端
に
戯
画
化
さ
れ
た
り
、
風
刺
的
に
表
現
さ
れ
た
り
す
る
人
物
（
お
嬢
様
、
奥
様
な

ど
）
の
発
言
に
限
ら
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

近
年
、
こ
の
種
の
潜
在
的
イ
メ
ー
ジ
に
根
ざ
す
表
現
を
役
割
語
と
呼
び
、
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
に
関
わ
る
現
象
と
し
て
、
広
く
注
目

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
方
面
の
研
究
を
領
導
し
て
き
た
金
水
敏
は
役
割
語
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

あ
る
特
定
の
言
葉
づ
か
い
（
語
彙
・
語
法
・
言
い
回
し
・
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
等
）
を
聞
く
と
特
定
の
人
物
像
（
年
齢
、
性
別
、
職

業
、
階
層
、
時
代
、
容
姿
・
風
貌
、
性
格
等
）
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
あ
る
い
は
あ
る
特
定
の
人
物
像
を
提
示
さ

れ
る
と
、
そ
の
人
物
が
い
か
に
も
使
用
し
そ
う
な
言
葉
づ
か
い
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
そ
の
言
葉
づ
か
い
を
「
役

割
語
」
と
呼
ぶ
。
（
金
水
敏
『
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
日
本
語
役
割
語
の
謎
』
二
○
○
三
年
）

役
割
語
は
必
ず
し
も
現
実
世
界
で
や
り
と
り
さ
れ
る
日
常
的
な
話
し
方
を
写
し
取
る
も
の
で
は
な
い
。
特
定
の
表
現
が
特
定
の
人
物
像

や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
、
属
性
な
ど
と
結
び
つ
く
と
い
う
知
識
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
点
に
着
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
種
の
類
型
化

さ
れ
た
経
験
知
の
こ
と
を
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
と
言
う
が
、
役
割
語
は
そ
れ
と
強
く
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
類
型
化
、
典
型
化

に
よ
っ
て
物
事
の
本
質
を
暴
く
こ
と
が
あ
る
一
方
で
、
時
に
は
先
入
観
や
固
定
観
念
、
偏
見
な
ど
と
も
容
易
に
結
び
つ
い
て
し
ま
う
危
険
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前
節
で
述
べ
た
と
お
り
、
本
学
文
学
科
日
本
文
学
・
文
化
専
攻
の
日
本
語
学
ゼ
ミ
（
中
村
担
当
）
で
は
、
二
○
一
八
（
平
成
三
○
）
年

度
開
講
の
「
日
本
文
学
・
文
化
演
習
Ⅱ
」
（
四
年
次
生
対
象
）
に
お
い
て
、
翻
訳
さ
れ
た
海
外
小
説
言
冨
自
画
讐
冨
辱
崗
日
置
一
八

八
○
年
〜
一
八
八
一
年
）
に
現
れ
る
役
割
語
や
属
性
表
現
に
関
す
る
共
同
研
究
を
行
っ
た
。
主
た
る
調
査
対
象
は
一
九
三
○
年
代
と
二
○

○
○
年
代
に
刊
行
さ
れ
た
二
つ
の
翻
訳
で
あ
る
。
先
に
記
し
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
に
は
多
く
の
翻
訳
が
あ
る
が
、
本
調
査
で
は
噴
矢
と

も
言
え
る
野
上
弥
生
子
の
作
品
と
近
年
刊
行
さ
れ
た
新
し
い
上
田
真
而
子
の
作
品
を
比
較
対
象
と
し
た
。
二
人
の
翻
訳
家
の
作
品
の
捉
え

方
と
と
も
に
約
七
十
〜
八
十
年
の
時
を
隔
て
た
と
こ
ろ
に
あ
る
二
つ
の
作
品
の
時
代
的
な
特
性
を
も
掬
い
取
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

今
回
の
調
査
に
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
本
文
を
引
用
す
る
際
に
は
旧
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。

野
上
弥
生
子
訳
『
ア
ル
プ
ス
の
山
の
娘
（
ハ
イ
ヂ
）
』
（
岩
波
文
庫
、
一
九
三
四
年
初
版
、
本
調
査
で
は
二
○
○
九
年
三
一
刷
を
使
用
）

上
田
真
而
子
訳
『
ハ
イ
ジ
上
・
下
』
（
岩
波
少
年
文
庫
、
二
○
○
三
年
）

本
年
度
の
調
査
に
参
加
し
た
「
日
本
文
学
・
文
化
演
習
Ⅱ
」
の
受
講
生
は
、
日
本
語
学
ゼ
ミ
に
所
属
す
る
学
部
生
十
名
と
大
学
院
の
交

換
留
学
生
一
名
、
あ
わ
せ
て
十
一
名
で
あ
る
。
以
下
に
彼
ら
の
氏
名
を
記
す
。

青
木
真
澄
・
諫
山
望
・
王
偉
傑
・
鴨
志
田
襟
夏
・
佐
野
な
つ
み
・
舘
和
弥
・
俵
谷
駿
輔
・
福
澤
歩
美
・
三
上
洋
大
・
山
口
東
悟
・
孟

続
い
て
調
査
の
手
順
を
示
す
。

ｌ
野
上
版
と
上
田
版
を
そ
れ
ぞ
れ
受
講
者
で
分
担
す
る
。
新
旧
の
翻
訳
で
同
じ
章
が
対
応
す
る
よ
う
に
し
た
。

２
各
自
の
担
当
す
る
章
か
ら
、
会
話
文
の
中
に
現
れ
る
人
称
詞
と
文
末
の
表
現
に
着
目
し
、
役
割
語
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
思

茜
亜

二
調
査
の
対
象
と
方
法
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と
り
わ
け
役
割
語
と
し
て
よ
く
機
能
す
る
も
の
が
人
称
詞
と
文
末
に
現
れ
る
表
現
で
あ
る
。
『
日
本
語
学
大
事
典
』
（
二
○
一
八
年
）
の

「
役
割
語
」
（
金
水
敏
担
当
）
の
項
目
に
は
、
「
日
本
語
の
場
合
、
一
人
称
代
名
詞
、
お
よ
び
存
在
動
詞
・
断
定
辞
・
ア
ス
ペ
ク
ト
形
式
・

終
助
詞
等
の
述
語
形
式
が
有
力
な
役
割
語
の
指
標
と
な
る
。
そ
れ
以
外
に
も
、
感
動
詞
・
間
投
詞
、
命
令
表
現
等
が
重
要
で
あ
る
。
」
と

記
さ
れ
て
お
り
、
「
私
が
し
ま
す
」
「
僕
が
す
る
よ
」
「
わ
た
く
し
が
い
た
し
ま
す
わ
」
「
俺
が
や
る
ぜ
」
な
ど
の
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
伝
達
さ
れ
る
内
容
は
同
一
で
も
、
そ
れ
を
語
る
人
物
像
は
一
人
称
代
名
詞
と
述
語
形
式
に
よ
っ
て
明
確
に
異
な
る
も
の
が
思
い
起
こ

さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
着
目
し
、
ハ
イ
ジ
や
ペ
ー
タ
ー
、
ク
ラ
ラ
た
ち
が
新
旧
二
つ
の
翻
訳
で
い
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ど
の

４
こ
れ
ら
の
結
果
を
ま
と
め
、
登
場
す
る
人
物
ご
と
に
属
性
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
と
表
現
の
相
関
関
係
を
見
出
だ
し
て
い
く
。
特
に
役

割
語
や
属
性
表
現
と
し
て
認
め
ら
れ
る
表
現
に
つ
い
て
、
考
察
を
加
え
て
い
く
。

今
回
の
調
査
の
た
め
に
作
成
し
た
コ
ー
パ
ス
は
、
翻
訳
の
問
題
や
役
割
語
、
属
性
表
現
な
ど
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
有
益
な
デ
ー
タ
と

な
る
。
過
去
に
構
築
し
た
コ
ー
パ
ス
と
あ
わ
せ
て
、
紙
媒
体
あ
る
い
は
電
子
媒
体
で
公
開
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
。

三
人
を
ど
う
表
現
す
る
の
か

3

正
確
に
把
握
し
て
お
く
。

が
あ
れ
ば
、
そ
れ
も
抜
圭

語
を
含
む
一
文
節
を
取
必

２
で
抽
出
し
た
も
の
を
、

用
で
き
る
形
に
整
え
る
。

わ
れ
る
も
の
を
抽
出
し
て
い
く
。
そ
の
際
、
発
話
者
が
ど
の
よ
う
な
人
物
（
性
別
・
年
齢
・
性
格
・
職
業
な
ど
）
で
あ
る
か
を

正
確
に
把
握
し
て
お
く
。
ま
た
会
話
以
外
の
地
の
文
に
、
特
定
の
人
物
像
や
属
性
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
な
ど
を
う
か
が
わ
せ
る
表
現

が
あ
れ
ば
、
そ
れ
も
抜
き
出
し
て
お
く
。
文
末
の
表
現
に
つ
い
て
は
認
定
の
難
し
い
も
の
も
あ
る
た
め
、
い
わ
ゆ
る
自
立
語
一

語
を
含
む
一
文
節
を
取
り
出
す
よ
う
に
し
た
。

２
で
抽
出
し
た
も
の
を
、
人
称
詞
・
文
末
表
現
・
そ
の
他
と
項
目
ご
と
に
分
け
て
エ
ク
セ
ル
に
入
力
し
、
コ
ー
パ
ス
と
し
て
使
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よ
う
な
人
物
と
し
て
造
形
、
描
出
さ
れ
て
い
る
の
か
を
見
て
い
く
。

本
節
で
は
、
人
物
造
型
を
強
く
印
象
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
作
中
人
物
が
会
話
で
使
用
す
る
人
称
代
名
詞
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

日
本
語
の
一
人
称
代
名
詞
に
は
「
わ
た
し
・
ぼ
く
・
お
い
ら
．
あ
た
し
・
お
れ
・
わ
し
」
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
見
聞
き
す
る
だ
け
で

話
し
手
の
人
物
像
が
思
い
浮
か
ん
で
く
る
だ
ろ
う
。
人
称
代
名
詞
が
導
く
人
物
像
は
、
先
の
金
水
の
役
割
語
の
定
義
に
示
さ
れ
た
よ
う
に

「
年
齢
、
性
別
、
職
業
、
階
層
、
時
代
、
容
姿
・
風
貌
、
性
格
」
な
ど
の
属
性
が
関
わ
っ
て
お
り
、
社
会
的
な
存
在
と
し
て
ど
う
位
置
付

け
ら
れ
る
か
が
炎
り
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
一
人
物
に
異
な
る
人
称
代
名
詞
の
使
用
が
見
ら
れ
た
場
合
、
そ
れ
を

ど
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
か
。
次
に
示
し
た
の
は
、
主
要
登
場
人
物
の
使
用
す
る
人
称
詞
二
人
称
・
二
人
称
）
を
野
上
版

と
上
田
版
で
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
（
登
場
人
物
の
紹
介
は
稿
末
に
記
し
た
）
。
表
中
で
は
漢
字
で
書
か
れ
て
い
る
も
の
は
仮

名
に
開
き
、
ま
た
旧
仮
名
遣
い
は
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
て
表
記
し
た
。

ロ
ツ
テ
ン
マ
イ
ア
ー

ゼ
バ
ス
チ
ャ
ン

ク
ラ
ラ
祖
母

デ

ー

テ

ア
ル
ム
お
ん
じ

ペ

ー

タ

ー

人
称
代
名
詞

登

場

人

物

性

ク
ラ
ッ
セ
ン

ゼ
ー
ゼ
マ
ン

ケ
色
フ
ー
プ

ハ
イ
ジ

女男

わ
た
し
．
わ
れ
わ
れ

ぼ
く
‘
わ
た
し
・
お
れ

ぼ
く
・
わ
た
し
・
お
れ
・
て

~

謀

差

え

ぼわわわ
く したた

・ しし
わ ・ ・
たわわ

したた
く く

しし

あ
た
し
・
あ
た
し
た
ち
・
わ

た
し

わ
た
し
，
わ
た
く
し
ど
も

わ
た
し
・
わ
た
し
た
ち

野
上

一
人
称ぼ

く
わ
た
し
・
ぼ
く

ぼ
く
・
わ
た
し
・
わ
た
く
し
・

お
れ
さ
ま

わ
た
し
・
わ
た
し
た
ち
・
わ

た
く
し

わ
た
し

わ
た
し
・
わ
た
く
し

わ
し

お
れ

わ
た
く
し
・
わ
た
く
し
た
ち

わ
た
し
‘
わ
た
し
た
ち

上
田

あ
な
た

あ
な
た
・
お
ま
え

あ
な
た
‐
お
ま
え

あ
な
た

お
ま
え
さ
ん
・
あ
な
た
さ
ま

お
ま
え
、
あ
な
た

お
ま
え
さ
ん

あ
な
た
・
あ
ん
た

お
ま
え
さ
ん
‘
あ
な
た
・
あ

ん
た

お
ま
え
さ
ん
・
あ
な
た
・
あ

ん
た

野
上

二
人
称あ

な
た
・
あ
ん
た

あ
な
た

あ
な
た
・
あ
な
た
さ
ま

あ
な
た

き
み

き
み
・
あ
な
た
・
お
ま
え

お
ま
え

おお

まま
ええ

上
田
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ペ
ー
タ
ー
、
ペ
ー
タ
ー
、
あ
し
た
は
わ
た
し
た
ち
も
上
へ
行
く
わ
。
そ
し
て
一
日
じ
ゅ
う
い
る
の
よ
！
（
上
田
・
下
一
九
二
）

ｌ
は
初
め
て
訪
れ
た
ア
ル
ム
お
ん
じ
の
山
小
屋
で
の
振
る
舞
い
、
２
は
ク
ラ
ラ
と
と
も
に
山
の
牧
場
へ
で
か
け
る
予
定
を
喜
ぶ
も
の
で
、

い
ず
れ
も
ハ
イ
ジ
の
発
言
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
箇
所
に
限
ら
ず
、
野
上
版
で
は
一
貫
し
て
「
あ
た
し
」
が
使
用
さ
れ
、
上
田
版
で
は
「
わ

た
し
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
女
性
の
一
人
称
代
名
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
る
「
わ
た
し
」
と
「
あ
た
し
」
で
は
、
そ
の
発

話
者
に
対
す
る
印
象
は
異
な
る
も
の
と
な
る
。
「
わ
た
し
」
は
性
別
を
問
わ
ず
一
般
的
に
使
わ
れ
る
一
人
称
代
名
詞
で
あ
る
が
、
「
あ
た
し
」

は
や
や
色
の
付
い
た
表
現
で
あ
る
。
金
水
敏
編
『
役
割
語
小
辞
典
』
（
二
○
一
四
）
の
「
あ
た
し
」
の
項
目
に
は
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ

る
◎

ジ
の
人
称
詞
か
ら
確
認
す
る
。

と
し
た
違
い
を
見
せ
て
い
る
。

２
ペ
ー
テ
ル
、
ペ
ー
テ
ル
、
あ
た
し
た
ち
も
明
日
は
あ
ん
た
と
い
っ
し
ょ
に
山
へ
行
っ
て
、
い
ち
ん
ち
遊
べ
る
の
よ
・

ｌ
あ
た
し
ど
こ
で
寝
る
の
、
お
ぢ
い
さ
ん
（
野
上
・
二
二

（

１

）

わ
た
し
は
ど
こ
で
寝
る
の
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
？
（
上
田
・
上
三
七
）

二
つ
の
翻
訳
で
の
人
称
代
名
詞
の
あ
り
よ
う
を
比
較
す
る
と
、
明
確
な
使
用
法
の
差
異
に
気
付
か
さ
れ
る
。
ま
ず
主
人
公
で
あ
る
ハ
イ

の
人
称
詞
か
ら
確
認
す
る
。
野
上
版
と
上
田
版
と
で
は
自
ら
の
こ
と
を
「
あ
た
し
」
と
す
る
か
、
「
わ
た
し
」
と
す
る
か
で
は
っ
き
り

付
い
て
い
な
い
少
女
や
、
お
転
婆
で
思
っ
た
こ
と
を
な
ん
で
も
口
に
出
す
活
発
な
若
い
女
性
が
多
い
。
（
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
）

役
割
語
と
し
て
は
、
一
般
的
な
女
性
像
を
表
す
〈
女
こ
と
ば
〉
で
あ
り
、
特
に
活
発
、
お
転
婆
な
女
性
像
を
想
起
さ
せ
る
。
女
性
と

し
て
ふ
る
ま
う
人
物
が
、
年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
、
広
く
用
い
る
。
同
様
の
女
性
像
を
担
う
自
称
詞
と
し
て
他
に
「
わ
た
し
」
が
あ
る

が
、
こ
れ
に
比
べ
る
と
「
あ
た
し
」
に
は
堅
苦
し
さ
の
な
い
、
よ
り
向

（
中
略
）
明
治
・
大
正
期
の
小
説
で
は
、
「
あ
た
し
」
を
用
い
る
の
は
、

よ
り
自

’

然
体
の
女
性
像
や
、
幼
さ
、
生
意
気
さ
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
。

幼
く
、
女
性
ら
し
い
落
ち
着
き
や
つ
つ
ま
し
さ
が
ま
だ
身
に

（
野
上
・
二
七
三
）
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こ
の
説
明
に
従
う
な
ら
ば
、
野
上
版
に
描
か
れ
る
ハ
イ
ジ
の
姿
は
、
ま
さ
に
明
治
・
大
正
期
の
「
若
く
」
「
活
発
」
な
「
自
然
体
」
の

「
少
女
」
の
典
型
的
な
姿
を
想
起
さ
せ
る
物
言
い
と
な
っ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
上
田
版
で
は
一
貫
し
て
「
わ
た
し
」

が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
他
の
女
性
た
ち
と
の
差
異
を
生
み
出
す
こ
と
は
な
く
、
そ
の
面
か
ら
は
作
中
人
物
の
個
性
が
際
立
つ
と
こ
ろ
が
な

い
と
い
え
よ
う
。
肝
要
な
の
は
、
同
じ
原
文
か
ら
生
成
さ
れ
る
二
つ
の
翻
訳
の
中
を
生
き
る
少
女
の
あ
り
よ
う
が
、
説
明
さ
れ
る
こ
と
な

く
読
者
に
了
解
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
役
割
語
の
最
大
の
機
能
で
あ
る
。

な
お
野
上
版
の
ハ
イ
ジ
も
「
わ
た
し
」
を
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
彼
女
が
自
ら
を
「
わ
た
し
」
と
称
す
る
の
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル

ト
滞
在
中
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
も
極
め
て
限
定
的
な
も
の
で
あ
る
。

３
で
も
、
わ
た
し
二
匹
だ
け
今
も
っ
て
帰
つ
ち
や
い
け
な
い
こ
と
。
ク
ラ
ラ
の
と
わ
た
し
の
と
、
ね
え
◎
（
野
上
・
八
八
）

４
わ
た
し
す
ぐ
こ
れ
か
ら
行
っ
て
、
神
様
に
あ
や
ま
り
ま
す
わ
。
も
う
決
し
て
神
様
の
こ
と
を
忘
れ
た
り
は
し
ま
せ
ん
わ
。

取
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
あ
た
し
」
と
「
わ
た
し
」
の
使
い
分
け
を
野
上
の
意
図
的
な
も
の
と
す
る
か
は
さ
て
お
き
、
結
果
的
に
自
然
の
中
で
暮
ら
す
ハ
イ
ジ

（

２

）

と
都
会
で
の
ハ
イ
ジ
の
あ
り
よ
う
を
示
唆
す
る
指
標
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

次
に
「
わ
た
く
し
」
で
あ
る
が
、
野
上
版
で
は
ロ
ッ
テ
ン
マ
イ
ア
Ｉ
、
ク
ラ
ラ
祖
母
、
デ
ー
テ
（
ハ
イ
ジ
叔
母
）
が
使
用
し
て
い
る
。

い
ず
れ
も
成
人
し
た
女
性
た
ち
で
あ
り
、
ハ
イ
ジ
や
ク
ラ
ラ
の
よ
う
な
子
供
が
そ
れ
を
使
う
こ
と
は
な
い
。
こ
こ
で
は
年
齢
に
よ
る
位
相

差
を
は
っ
き
り
と
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
上
田
版
に
お
い
て
は
ク
ラ
ラ
も
「
わ
た
く
し
」
を
使
用
し
て
お
り
、
ク
ラ
ラ
の
精
神

的
な
成
熟
の
現
れ
と
同
時
に
そ
れ
を
使
う
こ
と
の
な
い
ハ
イ
ジ
だ
け
が
他
の
女
性
た
ち
と
は
異
な
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
受
け

右
に
述
べ
た
も
の
以
外
で
野
上
版
に
お
い
て
目
に
付
く
の
は
、
二
人
称
代
名
詞
「
あ
ん
た
」
「
お
ま
え
さ
ん
」
で
あ
る
（
上
田
版
で
も

ハ
イ
ジ
が
「
あ
ん
た
」
を
使
用
す
る
）
。
い
ず
れ
も
近
世
前
期
に
上
方
の
遊
里
か
ら
出
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
語
で
あ
り
、
後
代
で
は
庶

（
野
上
・
一
三
二
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（

３

）

民
的
な
下
町
育
ち
を
意
識
さ
せ
る
物
言
い
で
あ
る
。
特
に
「
お
ま
え
さ
ん
」
は
上
田
版
に
は
ま
っ
た
く
見
え
ず
、
野
上
版
で
使
用
す
る
の

も
、
ハ
イ
ジ
、
デ
ー
テ
、
ペ
ー
タ
ー
た
ち
に
限
ら
れ
て
お
り
、
彼
ら
の
置
か
れ
て
い
る
社
会
階
層
（
下
位
）
を
強
く
う
か
が
わ
せ
る
も
の

と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
ゼ
ー
ゼ
マ
ン
家
の
教
育
係
た
る
ロ
ッ
テ
ン
マ
イ
ア
ー
の
使
用
す
る
一
例
が
あ
る
。

５
な
ん
で
す
っ
て
、
帰
る
ん
で
す
っ
て
、
お
前
さ
ん
は
う
ち
へ
帰
り
た
い
ん
で
す
か
。
（
野
上
・
九
八
）

こ
れ
は
突
飛
な
発
言
を
し
た
ハ
イ
ジ
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
場
面
に
お
け
る
特
別
な
感
情
の
揺
ら
ぎ
ゆ
え
の
物
言
い
、
あ
る
い

は
ロ
ッ
テ
ン
マ
イ
ァ
ー
の
本
来
的
な
性
質
に
よ
る
も
の
な
ど
、
文
学
的
な
考
察
の
対
象
と
な
り
え
る
用
例
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
な
お

「
あ
ん
た
」
を
使
う
の
が
女
性
だ
け
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
さ
せ
ら
れ
る
。

次
に
、
男
性
の
も
の
に
も
簡
単
に
触
れ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
ハ
イ
ジ
の
山
で
の
生
活
に
お
い
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
人
物
で
あ
る

羊
飼
い
の
ペ
ー
タ
ー
は
、
野
上
版
で
は
「
ぼ
く
」
、
上
田
版
で
は
「
お
れ
」
を
も
っ
ぱ
ら
使
用
し
て
い
る
。

６
ぼ
く
は
、
あ
の
ぶ
ち
山
羊
の
お
乳
を
飲
む
さ
。
（
野
上
・
三
二
）
お
れ
の
山
羊
か
ら
。
あ
の
プ
チ
か
ら
だ
。
（
上
田
・
上
六
三
）

７
僕
は
出
来
る
よ
。
（
野
上
・
二
四
○
）
お
れ
、
で
き
る
ぞ
！
（
上
田
・
下
一
三
五
）

も
と
も
と
へ
り
く
だ
り
の
自
称
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
「
ぼ
く
」
は
、
明
治
時
代
に
な
っ
て
書
生
が
使
う
こ
と
で
広
く
普
及
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
や
が
て
こ
の
こ
と
ば
は
知
的
な
エ
リ
ー
ト
層
や
若
年
層
の
男
子
に
広
が
り
、
今
に
至
る
。
「
ぼ
く
」
を
使
用
す
る
野
上

版
の
ペ
ー
タ
ー
が
知
的
な
エ
リ
ー
ト
層
で
あ
る
か
は
ひ
と
ま
ず
措
く
と
し
て
、
ど
こ
か
ナ
イ
ー
ブ
で
未
成
熟
か
つ
ひ
弱
な
存
在
で
あ
る
こ

と
を
示
唆
す
る
の
に
、
こ
の
自
称
詞
は
有
効
に
機
能
し
て
い
る
。
一
方
、
こ
う
し
た
「
ぼ
く
」
に
対
し
て
非
知
的
、
野
卑
な
印
象
を
与
え

る
人
称
詞
が
上
田
版
ペ
ー
タ
ー
の
使
用
す
る
「
お
れ
」
で
あ
る
。
上
田
版
で
「
ぼ
く
」
を
使
用
す
る
の
は
、
ゼ
ー
ゼ
マ
ン
、
ク
ラ
ッ
セ
ン
、

ゼ
バ
ス
チ
ャ
ン
と
い
っ
た
都
会
（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
）
の
人
間
ば
か
り
で
あ
り
、
村
（
架
空
の
村
デ
ル
フ
リ
）
に
住
む
少
年
と
は
や
は
り

明
確
な
描
き
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
と
お
ぼ
し
い
。
ま
た
ハ
イ
ジ
の
祖
父
で
あ
る
ア
ル
ム
お
ん
じ
は
、
野
上
版
・
上
田
版
と
も
に
「
わ
し
」

と
い
う
老
人
を
想
起
さ
せ
る
一
人
称
代
名
詞
を
常
用
す
る
が
、
「
わ
し
」
は
老
人
語
や
博
士
語
と
い
っ
た
役
割
語
に
よ
く
見
え
る
も
の
で
、
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年
配
者
の
権
威
あ
る
物
言
い
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
だ
し
、
野
上
版
の
ア
ル
ム
お
ん
じ
は
「
わ
た
し
」
や
「
あ
な
た
」
と

い
っ
た
標
準
的
な
人
称
詞
も
使
用
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
主
に
都
会
の
人
々
を
相
手
に
し
た
時
に
現
れ
て
お
り
、
ア
ル
ム
お
ん
じ
と
い
う

人
物
が
社
会
的
常
識
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
印
象
づ
け
る
役
割
語
と
し
て
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
節
で
は
、
人
称
代
名
詞
と
と
も
に
役
割
語
の
有
力
な
指
標
と
な
る
、
主
に
文
末
に
現
れ
る
表
現
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
も
前
節
と
同
様
の
一
覧
の
形
で
示
す
べ
き
で
あ
る
が
、
い
た
ず
ら
に
種
類
が
多
く
な
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
に
お
い
て
特
徴
的
な

も
の
を
取
り
出
し
て
論
ず
る
こ
と
と
す
る
。

「
あ
ん
た
は
ア
ル
ム
を
ぢ
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
ゐ
た
子
供
だ
ら
う
。
ね
え
・
」
「
え
え
、
さ
う
な
の
。
」
「
ど
う
し
て
帰
っ
て
来
た
ん
だ
ね
、

向
ふ
で
よ
く
し
て
く
れ
な
い
の
か
ね
。
」
「
さ
う
ぢ
や
な
い
わ
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
は
と
て
も
大
事
に
さ
れ
て
た
の
よ
。
」
「
ぢ
や
な

ん
だ
っ
て
舞
ひ
も
ど
っ
て
来
た
り
す
る
の
だ
ね
。
」
「
ヘ
ル
・
ゼ
ー
ゼ
マ
ン
が
暇
を
く
だ
す
つ
た
か
ら
な
の
。
で
な
け
れ
ば
帰
り
た
く

て
も
帰
れ
な
か
っ
た
ん
だ
わ
。
」
（
野
上
・
一
六
四
）

ハ
イ
ジ
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
か
ら
デ
ル
フ
リ
村
に
戻
っ
て
き
た
時
に
、
荷
馬
車
の
駅
者
と
交
わ
し
た
会
話
で
あ
る
。
ど
ち
ら
が
ハ
イ
ジ

の
台
詞
で
あ
る
か
は
自
明
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
可
能
と
す
る
の
は
傍
線
を
付
し
た
「
な
の
」
「
わ
」
「
の
よ
」
「
だ
わ
」
な
ど
の
文
末
の
表

現
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
主
に
女
性
が
用
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
幼
い
少
女
の
話
し
方
と
し
て
は
い
さ
さ
か
ま
せ
た
印
象
が
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
は
野
上
版
だ
け
の
特
徴
で
は
な
く
、
上
田
版
で
も
文
末
の
表
現
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
同
様
の
用
法
が
確
認
で
き
る
。
同
じ
く
だ
り
を
引

用
す
る
。 四

文
末
を
ど
う
締
め
く
く
っ
て
い
る
の
か

~

「
お
ま
え
、
あ
の
上
の
、
ア
ル
ム
じ
い
さ
ん
の
と
こ
に
い
た
子
だ
ろ
う
？
お
じ
い
さ
ん
の
と
こ
に
。
」
「
そ
う
よ
。
」
「
な
ら
、
お
ま
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野
上
版
に
比
べ
る
と
、
全
体
的
に
現
代
の
口
語
に
近
い
も
の
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
「
よ
」
「
の
」
「
わ
」
な
ど
の
終
助
詞
の
使
用
に
つ

い
て
は
変
わ
ら
な
い
。
他
に
も
両
翻
訳
に
共
通
し
て
現
れ
る
「
か
し
ら
」
「
ね
」
「
も
の
（
も
ん
）
」
な
ど
の
終
助
詞
も
女
性
を
感
じ
さ
せ

る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
物
言
い
は
、
個
別
の
人
物
像
を
際
立
た
せ
る
と
い
う
よ
り
は
、
女
性
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
は
写
し
出
す
定
型

的
な
表
現
、
役
割
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
ク
ラ
ラ
や
ロ
ッ
テ
ン
マ
イ
ア
ー
、
ク
ラ
ラ
の
祖
母
、
デ
ー
テ
ら
に

つ
い
て
も
、
ハ
イ
ジ
と
同
様
の
文
末
の
表
現
が
確
認
で
き
た
。

以
下
で
は
新
旧
の
翻
訳
で
異
な
る
も
の
、
あ
る
い
は
特
定
の
人
物
に
の
み
現
れ
て
い
る
も
の
を
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。

８
だ
っ
て
、
書
物
を
読
む
の
は
む
づ
か
し
い
ん
で
す
も
の
。
（
野
上
・
一
二
○
）

９
わ
た
し
、
ひ
と
り
で
行
け
る
わ
。
デ
ル
フ
リ
か
ら
ア
ル
ム
ま
で
の
道
な
ら
、
ち
ゃ
ん
と
知
っ
て
る
も
ん
。
」
（
上
田
・
上
二
九
八
）

８
に
見
え
る
の
は
終
助
詞
「
も
の
」
で
あ
る
。
「
終
止
し
た
文
に
付
加
し
て
、
不
満
の
意
を
こ
め
て
反
論
し
た
り
、
甘
え
の
気
持
を
も
っ

て
自
分
の
意
思
を
主
張
し
た
り
す
る
。
主
と
し
て
女
性
・
子
ど
も
の
表
現
」
（
『
日
国
』
）
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
も
ま
た
典
型
的
な
女

性
を
想
起
さ
せ
る
語
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
上
田
版
で
は
も
っ
ぱ
ら
「
も
の
」
よ
り
も
く
だ
け
た
「
も
ん
」
の
み
が
使

わ
れ
て
お
り
、
よ
り
子
供
ら
し
い
印
象
を
与
え
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

叩
や
が
て
お
ぱ
あ
さ
ま
は
お
帰
り
に
な
る
の
だ
か
ら
、
あ
な
た
は
ゐ
て
頂
戴
。
（
野
上
・
一
二
七
）

Ⅲ
ね
、
云
っ
て
頂
戴
。
あ
な
た
は
勉
強
の
方
は
ど
う
い
う
風
に
し
て
ゐ
ま
す
の
。
（
野
上
・
二
九
）

前
者
は
ク
ラ
ラ
の
、
後
者
は
ク
ラ
ラ
祖
母
の
発
言
で
、
い
ず
れ
も
ハ
イ
ジ
に
向
け
て
の
も
の
で
あ
る
。
動
詞
の
連
用
形
に
助
詞
「
て
」

え
、
遠
く
か
ら
、
ま
た
帰
っ
て
き
た
ん
だ
な
。
な
ん
で
だ
？
い
や
な
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
か
い
？
」
「
う
う
ん
、
そ
う
じ
ゃ
な
い

の
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
暮
ら
し
、
あ
ん
な
い
い
暮
ら
し
は
だ
れ
に
も
で
き
な
い
わ
。
」
「
そ
ん
な
ら
、
な
ん
で
帰
っ
て
き
た
ん
だ
よ
？
」

「
ゼ
ー
ゼ
マ
ン
さ
ん
が
帰
っ
て
い
い
っ
て
お
っ
し
ゃ
っ
た
か
ら
。
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
、
わ
た
し
、
帰
っ
て
こ
な
か
っ
た
わ
。
」

（
上
田
・
上
三
○
○
）
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が
付
き
、
補
助
動
詞
の
命
令
形
の
よ
う
に
用
い
て
、
親
し
み
を
こ
め
て
相
手
に
求
め
る
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
ま
た
女
性
性
を
感
じ
さ

せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
あ
る
種
の
社
会
階
層
（
上
位
）
、
あ
る
い
は
知
識
教
養
を
備
え
た
層
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
役
割
語
と
な
っ
て
い
よ

う
。
そ
う
す
る
と
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
か
ら
デ
ル
フ
リ
村
に
戻
っ
て
き
た
直
後
の
ハ
イ
ジ
が
ペ
ー
タ
ー
に
対
し
て
「
さ
う
し
て
わ
た
し
に

も
今
日
は
を
云
っ
て
頂
戴
よ
」
（
野
上
・
一
七
六
）
と
話
し
て
い
る
の
は
、
「
わ
た
し
」
と
の
共
起
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
図
ら
ず
も
都
会
の

生
活
に
親
し
ん
だ
ハ
イ
ジ
の
姿
を
写
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
な
お
同
様
の
も
の
と
し
て
、
野
上
版
で
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
在
住
時
の

ハ
イ
ジ
の
会
話
に
「
あ
た
し
、
い
つ
だ
っ
て
云
は
れ
て
ゐ
た
の
で
す
わ
」
「
学
校
へ
な
ん
か
あ
が
り
ま
せ
ん
わ
」
な
ど
の
よ
う
な
「
丁
寧

語
十
わ
」
の
使
用
も
見
ら
れ
、
村
で
の
姿
や
振
る
舞
い
と
は
異
な
る
も
の
が
想
起
さ
れ
る
。

一
方
、
両
翻
訳
に
お
い
て
男
性
た
ち
の
会
話
に
は
、
「
か
」
「
か
い
」
「
さ
』
「
ぞ
」
「
だ
」
「
だ
ね
」
「
だ
よ
」
「
よ
」
な
ど
の
助
詞
、
助
動

詞
あ
る
い
は
そ
の
組
み
合
わ
せ
の
類
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
ど
の
表
現
も
男
性
性
に
傾
く
印
象
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

吃
ハ
イ
ヂ
、
お
ま
へ
も
山
羊
と
い
っ
し
ょ
に
山
へ
遊
び
に
行
く
か
い
。
（
野
上
・
二
七
）

お
ま
え
も
い
っ
し
ょ
に
、
牧
場
へ
行
く
か
い
。
（
上
田
・
上
五
二
）

旧
よ
し
、
わ
か
っ
た
。
ｌ
さ
あ
、
可
愛
い
お
友
達
が
帰
っ
て
来
た
。
つ
め
た
い
、
い
い
水
を
持
っ
て
来
て
く
れ
た
か
ね
。

わ
か
っ
た
、
わ
か
っ
た
、
ク
ラ
ラ
。
ほ
ら
、
き
み
の
お
友
だ
ち
が
も
う
も
ど
っ
て
き
た
よ
。
ん
、
く
み
た
て
の
、
お
い
し
い
水
を
も
っ

て
き
て
く
れ
た
か
い
？
（
上
田
・
上
二
一
六
）

吃
は
ア
ル
ム
お
ん
じ
の
ハ
イ
ジ
へ
の
会
話
、
喝
は
ゼ
ー
ゼ
マ
ン
の
ク
ラ
ラ
と
ハ
イ
ジ
へ
の
会
話
で
あ
る
。
「
か
い
」
は
親
し
み
の
気
持

ち
を
こ
め
て
相
手
に
尋
ね
る
も
の
で
あ
り
、
他
方
「
か
ね
」
は
疑
い
な
が
ら
相
手
に
念
を
押
す
意
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
主
に

成
人
男
性
が
対
等
以
下
の
者
に
対
し
て
用
い
る
も
の
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
新
旧
の
翻
訳
に
よ
る
二
人
の
男
性
の
印
象
に
大
き

な
違
い
は
な
い
が
、
「
か
ね
」
は
野
上
版
に
の
み
使
用
が
見
ら
れ
る
語
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
関
係
性
か
ら
照
ら
し
見
て
違
和
感
を
覚
え
る

（
野
上
・
一
○
九
）
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略
ア
デ
ラ
イ
デ
だ
と
呼
び
よ
く
て
よ
ど
ざ
ん
す
ね
。
（
野
上
・
六
八
）

ロ
ッ
テ
ン
マ
イ
ァ
ー
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
や
っ
て
き
た
ハ
イ
ジ
の
名
を
尋
ね
る
く
だ
り
で
の
発
話
で
あ
る
。
「
ご
ざ
ん
す
」
は
「
ご

ざ
り
ま
す
」
の
変
化
し
た
も
の
で
、
近
世
に
な
っ
て
遊
女
の
こ
と
ば
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。

元
緑
期
に
は
上
方
の
町
屋
の
女
性
語
と
し
て
、
江
戸
後
期
に
は
江
戸
の
町
屋
の
女
性
語
と
な
り
、
さ
ら
に
一
般
に
男
性
も
使
用
す
る

Ｍ
橇
が
、
返
り
す
ぎ
て
、
あ
ん
ま
り
遠
く
へ
行
つ
ち
ま
つ
た
ん
で
遅
れ
た
ん
だ
。
（
野
上
・
二
三
二
）

そ
り
が
す
べ
り
す
ぎ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
。
そ
い
で
、
お
そ
く
な
っ
た
。
（
上
田
・
下
二
○
）

肥
す
っ
か
り
出
来
ち
ゃ
っ
た
。
（
中
略
）
山
が
す
っ
か
り
東
つ
ち
ま
っ
た
ん
で
す
よ
。
（
野
上
・
二
三
二

Ｍ
と
肥
は
ペ
ー
タ
ー
の
会
話
か
ら
で
あ
る
。
「
ち
ゃ
う
」
は
両
方
の
翻
訳
で
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
「
ち
ま
う
」
は
野
上
版
だ
け
に
見
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。
ア
ル
プ
ス
に
暮
ら
す
少
年
が
威
勢
の
よ
い
江
戸
っ
子
で
あ
る
か
の
ど
と
く
話
し
て
い
る
が
、
そ
の
種
の
イ
メ
ー
ジ
を

援
用
す
る
形
で
彼
の
会
話
が
構
築
さ
れ
て
い
る
と
お
ぼ
し
い
。
方
言
も
時
に
特
定
の
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
さ
せ
る
役
割
語
と
し
て
機
能
す
る

が
、
右
の
ペ
ー
タ
ー
の
用
例
も
ま
た
同
様
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
と
同
種
の
方
言
の
使
用
法
を
別
の
人
物

で
も
確
認
で
き
る
。
ゼ
ー
ゼ
マ
ン
家
に
雇
わ
れ
て
い
る
ロ
ツ
テ
ン
マ
イ
ア
ー
や
ゼ
バ
ス
チ
ャ
ン
の
発
話
に
は
待
遇
表
現
が
数
多
く
見
ら
れ

る
が
、
特
に
丁
寧
語
（
で
す
。
ま
す
．
ご
ざ
い
ま
す
）
を
多
用
す
る
ロ
ッ
テ
ン
マ
イ
ァ
ｉ
に
「
ご
ざ
ん
す
」
と
い
う
用
例
（
野
上
版
の
み
）

が
現
れ
る
。

も
の
で
は
な
い
。

る
も
の
で
あ
っ
た
。

ハ
イ
ジ
と
行
動
を
と
も
に
す
る
少
年
ペ
ー
タ
ー
に
は
彼
特
有
の
文
末
の
表
現
が
あ
る
。
「
ち
ま
う
」
「
ち
ゃ
う
」
で
あ
る
。
「
ち
ま
う
」

は
、
助
詞
「
て
」
に
動
詞
「
し
ま
う
」
の
付
い
た
「
て
し
ま
う
」
の
変
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
ち
ゃ
う
」
は
そ
の
「
ち
ま
う
」
が
さ
ら

に
っ
づ
ま
っ
た
表
現
で
あ
る
。
「
ち
ま
う
」
「
ち
ゃ
う
」
は
、
と
も
に
東
京
方
言
な
ど
の
や
や
く
だ
け
た
物
言
い
と
し
て
も
広
く
使
用
さ
れ
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こ
の
他
、
ア
ル
ム
お
ん
じ
の
使
う
老
人
語
「
わ
い
」
（
上
田
版
）
や
ゼ
ー
ゼ
マ
ン
の
「
て
く
れ
」
「
て
お
く
れ
」
（
野
上
版
）
な
ど
に
も

触
れ
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
は
省
略
に
従
う
。

て
い
る
と
い
え
る
。

よ
う
に
な
り
、
明
治
の
東
京
語
の
一
部
に
引
き
継
が
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
（
中
略
）
明
治
以
降
の
文
学
作
品
で
は
一
般
の
女
性
の
ほ

か
、
山
の
手
の
裕
福
な
男
性
、
下
町
の
男
性
な
ど
が
使
っ
て
お
り
、
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
も
三
○
年
代
頃
の
東
京
の
「
山
の
手
言
葉
」

に
残
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
（
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
）

ロ
ツ
テ
ン
マ
イ
ア
ー
の
「
ご
ざ
ん
す
」
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
名
家
に
仕
え
る
女
性
を
、
東
京
の
山
の
手
に
住
ま
う
人
の
イ
メ
ー
ジ

で
捉
え
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
先
の
ペ
ー
タ
ー
の
「
ち
ま
う
」
『
ち
ゃ
う
」
と
同
じ
く
方
言
を
役
割
語
と
し
て
巧
み
に
組
み
入
れ

ハ
イ
ジ
は
よ
く
走
っ
て
い
る
。
ま
た
跳
び
は
ね
て
も
い
る
。

Ⅳ
ハ
イ
ヂ
は
ぬ
い
だ
着
物
を
一
ま
と
め
に
そ
こ
へ
積
ん
で
お
き
、
今
度
こ
そ
ペ
ー
テ
ル
に
も
山
羊
に
も
負
け
な
い
気
で
、
ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ

ん
駆
け
て
行
き
ま
し
た
。
（
野
上
・
一
五
）

そ
れ
か
ら
、
ぬ
い
だ
も
の
を
全
部
、
き
ち
ん
と
た
た
ん
で
つ
み
か
さ
ね
る
と
、
ペ
ー
タ
ー
と
な
ら
ん
で
山
羊
た
ち
の
後
ろ
か
ら
、
と

び
は
ね
と
び
は
ね
の
ぼ
り
は
じ
め
ま
し
た
。
（
上
田
・
上
二
五
）

ハ
イ
ジ
の
動
作
を
表
す
表
現
を
抽
出
す
る
と
、
「
走
る
」
「
駆
け
る
」
「
飛
ぶ
」
「
飛
び
上
が
る
」
な
ど
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
れ

る
。
訳
出
に
異
な
る
語
を
選
ぶ
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
こ
れ
は
野
上
版
、
上
田
版
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
は
「
元
気

（

４

）

の
よ
い
少
女
」
を
よ
く
う
か
が
わ
せ
て
い
る
が
、
定
延
（
二
○
一
二
は
あ
る
種
の
行
為
が
動
作
主
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
を
暗
に
示
す
も
の
で

五
属
性
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
を
う
か
が
わ
せ
る
表
現
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あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
れ
を
「
表
現
キ
ャ
ラ
ク
タ
」
と
呼
ん
だ
。
た
と
え
ば
「
ニ
タ
リ
と
ほ
く
そ
笑
む
」
と
い
う
動
作
表
現
は
行
為
の

行
い
手
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
（
Ⅱ
悪
者
）
を
暗
示
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ハ
イ
ジ
の
「
走
る
」
や
「
駆
け
る
」
は
い
さ
さ
か
直
裁

的
で
は
あ
る
が
、
全
編
（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
デ
ル
フ
リ
村
）
を
通
じ
て
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
彼
女
の
人
と
な
り
を
示
す
「
表
現
キ
ャ

ラ
ク
タ
」
に
な
っ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。

ま
た
次
の
よ
う
な
特
徴
的
な
表
現
も
両
翻
訳
に
散
見
さ
れ
る
。

肥
お
お
、
お
ば
あ
さ
ま
、
わ
た
し
い
つ
ま
で
も
此
処
に
ゐ
た
い
わ
・
（
野
上
・
二
五
三
）

岨
お
お
、
ハ
イ
ヂ
、
わ
た
し
も
あ
な
た
み
た
い
に
歩
け
る
と
い
い
ん
だ
わ
ね
え
。
（
野
上
・
二
五
四
）

釦
あ
あ
、
ハ
イ
ジ
、
わ
た
し
も
あ
な
た
と
い
っ
し
ょ
に
歩
き
ま
わ
れ
た
ら
い
い
の
に
！
（
上
田
・
下
一
六
○
）

（

５

）

い
ず
れ
も
ク
ラ
ラ
の
発
話
か
ら
で
あ
る
。
依
田
（
二
○
○
七
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
お
お
．
あ
あ
＋
人
物
」
の
文
型
の
源
泉
は
明
治
時

代
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
、
「
西
洋
文
化
を
基
に
そ
の
表
現
性
を
広
げ
な
が
ら
翻
訳
劇
で
用
い
ら
れ
て
来
た
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

さ
ら
に
「
自
分
の
情
意
を
表
出
さ
せ
な
が
ら
相
手
に
投
げ
か
け
る
表
現
で
あ
り
、
話
者
に
気
高
い
西
洋
人
の
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
す
る
」
も

の
と
し
て
機
能
す
る
。
首
肯
さ
れ
る
指
摘
で
あ
る
。
『
ア
ル
プ
ス
の
少
女
ハ
イ
ジ
』
の
新
旧
の
翻
訳
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
大
正
か

ら
平
成
に
至
る
ま
で
役
割
語
と
し
て
定
型
化
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

今
回
の
調
査
で
は
役
割
語
以
外
の
表
現
、
す
な
わ
ち
多
用
さ
れ
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
や
翻
訳
調
の
外
来
語
な
ど
に
も
考
察
の
範
囲
を
広
げ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿
の
主
た
る
報
告
目
的
か
ら
外
れ
る
た
め
に
、
別
の
機
会
に
提
示
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

二
○
一
六
年
度
、
二
○
一
七
年
度
の
村
上
春
樹
の
翻
訳
に
見
る
役
割
語
の
調
査
に
引
き
続
き
行
っ
た
今
年
度
の
共
同
研
究
で
あ
る
が
、

新
旧
の
『
ア
ル
プ
ス
の
少
女
ハ
イ
ジ
』
に
お
い
て
、
野
上
版
、
上
田
版
と
も
に
役
割
語
に
よ
る
人
物
像
の
形
成
が
行
わ
れ
て
い
る
。
時
に

は
戯
画
的
に
過
ぎ
る
使
用
も
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
翻
訳
内
部
の
論
理
（
あ
る
い
は
世
界
観
）
に
し
た
が
っ
て
役
割
語
が
使

い
分
け
ら
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
同
一
人
物
が
同
じ
よ
う
な
人
物
像
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
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こ
と
が
理
解
さ
れ
た
。
演
習
中
の
限
ら
れ
た
時
間
で
の
調
査
ゆ
え
、
行
き
届
か
な
い
と
こ
ろ
が
残
さ
れ
た
憾
み
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
向

後
の
課
題
と
し
た
い
。
演
習
の
中
で
の
報
告
や
議
論
、
さ
ら
に
は
提
出
さ
れ
た
レ
ポ
ー
ト
で
指
摘
さ
れ
た
も
の
の
す
べ
て
を
こ
こ
に
示
す

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
各
自
が
提
示
し
て
く
れ
た
多
様
な
着
眼
点
は
今
後
の
継
続
的
な
調
査
、
考
察
に
繋
が
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

本
報
告
は
受
講
生
の
取
り
組
み
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
文
責
は
す
べ
て
稿
者
に
あ
る
。

参
考
。
．
「
ア
ル
プ
ス
の
少
女
ハ
イ
ジ
」
登
場
人
物

ハ
イ
ジ
一
歳
の
時
に
両
親
を
亡
く
す
。
五
歳
で
ア
ル
ム
ヘ
。
八
歳
で
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
へ
連
れ
て
行
か
れ
る
が
、
病
を
得
た
た
め
、

（

注

）

（
１
）
本
文
を
引
用
す
る
場
合
は
両
翻
訳
者
の
姓
の
あ
と
に
ペ
ー
ジ
数
を
付
し
て
い
る
。
な
お
上
田
版
は
上
・
下
二
分
冊
な
の
で
、
そ
の

へ

3
…

へ

2
ー

（
４
）
定
延
利
之
『
日
本
語
社
会
の
ぞ
き
キ
ャ
ラ
く
り
』
（
二
○
一
二

（
５
）
依
田
恵
美
「
〈
西
洋
人
語
〉
『
お
お
、
ロ
ミ
オ
！
』
の
文
型
ｌ
そ
の
確
立
と
普
及
’
二
金
水
敏
編
『
役
割
語
研
究
の
地
平
』

二

○

○

七

、

所

収

）

旨
を
書
き
加
え
た
。

加
藤
幸
治
教
授
（
国
士

リ
村
で
は
赤
、
フ
ラ
ン

近
世
後
期
に
「
あ
な
た

え
は
ん
」
「
お
ま
は
ん
」

辞
典
』
「
お
ま
え
さ
ん
」

三
国
士
舘
大
学
文
学
部
史
学
地
理
学
科
）
か
ら
は
、
ア
ニ
メ
『
ア
ル
プ
ス
の
少
女
ハ
イ
ジ
』
に
お
い
て
、
デ
ル
フ

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
は
青
が
そ
れ
ぞ
れ
象
徴
的
な
色
彩
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
の
ご
教
示
が
あ
っ
た
。

「
あ
な
た
」
が
生
ま
れ
て
敬
意
を
下
げ
た
が
、
上
方
で
は
「
お
ま
い
さ
ん
」
、
遊
里
か
ら
生
じ
て
広
ま
っ
た
「
お
ま

ま
は
ん
」
な
ど
多
様
な
形
が
あ
り
、
江
戸
で
は
庶
民
に
「
お
め
へ
さ
ん
」
の
形
で
多
用
さ
れ
た
。
（
『
日
本
国
語
大

の
項
）
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謝
辞
文
学
部
の
同
僚
で
あ
る
加
藤
幸
治
教
授
（
経
済
地
理
学
）
に
は
、
「
日
本
文
学
・
文
化
演
習
Ⅱ
」
に
お
い
て
ス
イ
ス
に
関
す
る
特

別
講
義
を
お
願
い
し
た
。
加
藤
教
授
は
ス
イ
ス
は
も
と
よ
り
「
ア
ル
プ
ス
の
少
女
ハ
イ
ジ
」
に
も
深
い
造
詣
を
示
さ
れ
る
。
今
回

の
共
同
研
究
に
稗
益
す
る
こ
と
の
多
大
で
あ
っ
た
こ
と
を
こ
こ
に
記
し
、
謝
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
加
藤
教
授
に
は
御

著
書
『
ス
イ
ス
の
謎
』
（
春
風
社
、
二
○
一
八
）
が
あ
る
。
つ
い
て
見
ら
れ
た
い
。

ク
ラ
ラ
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
名
家
ゼ
ー
ゼ
マ
ン
家
の
子
女
。
足
を
悪
く
し
て
立
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
ハ
イ
ジ
よ
り
四
歳
年
長
。

ロ
ッ
テ
ン
マ
イ
ア
ー
ゼ
ー
ゼ
マ
ン
家
の
召
使
い
の
監
督
役
。
家
事
一
切
を
取
り
仕
切
る
。
ハ
イ
ジ
に
つ
ら
く
あ
た
る
。
使
用
人
に

ゼ
バ
ス
チ
ャ
ン
と
テ
ィ
ネ
ッ
テ
が
い
る
。

ゼ
ー
ゼ
マ
ン
ク
ラ
ラ
の
父
親
。
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
で
欧
州
中
を
忙
し
く
駆
け
回
っ
て
い
る
。

お
ぱ
あ
さ
ま
（
大
奥
さ
ま
）
ク
ラ
ラ
の
祖
母
（
ゼ
ー
ゼ
マ
ン
の
母
）
。
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
に
住
む
。
ハ
イ
ジ
の
よ
き
理
解
者
。

ク
ラ
ッ
セ
ン
ク
ラ
ラ
の
主
治
医
。
ハ
イ
ジ
の
よ
き
理
解
者
。
の
ち
に
ア
ル
ム
お
ん
じ
と
交
流
を
深
め
る
。

デ
ー
テ
ハ
イ
ジ
の
叔
母
（
母
親
の
妹
）
。
ハ
イ
ジ
が
両
親
を
亡
く
し
た
後
、
一
人
で
彼
女
を
育
て
た
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
働
き

に
出
る
こ
と
に
な
り
、
ハ
イ
ジ
を
祖
父
の
と
こ
ろ
へ
連
れ
て
行
く
。
初
登
場
時
二
六
歳
。

ペ

ー

タ

ー

￥

と

暮

ら

す

。

ケ

ニ

フ

ラ

フ

》
羊

再

び

ア

ル

ム

ヘ

戻

る

。

ア

ル

ム

お

ん

じ

ハ

イ

壷
ハ
イ
ジ

七
十
代
。

飼
い
の
少
年
。
春
か
ら
秋
に
か
け
て
、
村
の
山
羊
を
山
へ
連
れ
て
行
き
、
放
牧
さ
せ
る
。
祖
母
と
母
（
ブ
リ
ギ
ッ
テ
）

の
父
方
の
祖
父
。
昔
は
村
人
た
ち
と
良
好
な
関
係
を
築
い
て
い
た
が
、
今
は
訳
あ
っ
て
一
人
で
山
に
住
む
。
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