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北
海
道
を
車
で
走
る
と
、
真
っ
直
ぐ
な
舗
装

道
路
の
両
側
に
原
生
林
が
続
き
、
忽
ち
非
日
常

を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。
一方
市
街
地
に
入
る
と

住
宅
地
に
厚
み
が
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
従
来
か

ら
の
村
落
を
つ
な
い
で
道
路
を
敷
設
し
た
の
で
は

な
く
、
出
来
た
道
の
両
側
に
家
屋
や
店
舗
が
建

て
ら
れ
た
と
想
像
の
つ
く
街
並
み
な
の
だ
。

　
生
活
必
需
の
店
や
施
設
は
揃
っ
て
い
る
ら
し
い

が
何
か
物
足
り
な
い
。
ど
こ
の
町
や
村
に
も
あ
る

景
色
が
北
海
道
に
は
な
い
。
そ
れ
は
何
だ
ろ
う

と
思
い
を
巡
ら
す
う
ち
答
え
が
見
つ
か
っ
た
。

お
宮
だ
！
確
か
に
神
社
を
目
に
す
る
こ
と
は
少

な
い
。
鎮
守
の
杜
に
守
ら
れ
た
お
社
や
鳥
居

を
滅
多
に
見
か
け
な
い
の
だ
。（
そ
し
て
寺
院
も

同
様
で
あ
る
）

「
蝦
夷
地
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
当
地
は
、
明
治

二
年
新
政
府
に
よ
り
「
北
海
道
」
と
名
付
け
ら

れ
た
。
そ
し
て
開
拓
・
発
展
の
守
護
神
と
し
て

大
國
魂
神
・
大
那
牟
遅
神
・
少
彦
名
神
（
開

拓
三
神
）
の
鎮
座
す
る
お
社
「
札
幌
神
社
」
が

建
て
ら
れ
た
。

「
大
那
牟
遅
神
」
は
出
雲
大
社
の
ご
祭
神
・

大
国
主
命
の
別
名
で
、
国
土
経
営
・
開
発
殖
産

の
神
と
さ
れ
る
。
大
国
主
命
に
は
多
く
の
呼
び

方
が
あ
り
、『
日
本
書
紀
』（
巻
第
一）
に
は
「
亦

の
名
は・・
」と
断
り
書
き
が
あ
って
、大
物
主
神
・

大
己
貴
命
・
葦
原
醜
男
・
八
千
戈
神
・
大
国

玉
神
・
顕
国
玉
神
と
六
通
り
示
さ
れ
て
い
る
。

『
書
記
』
に
は
そ
の
後
に
「
夫
の
大
己
貴
神
と
、

少
彦
名
命
と
、
力
を
戮
せ
心
を
一に
し
て
、
天

下
を
経
営
る
」
と
あ
り
、
近
代
国
家
日
本
の
フ

ロ
ン
テ
ィ
ア
・
北
の
大
地
の
発
展
の
礎
も
こ
の
二

柱
の
神
に
託
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
大
國
魂
神
社
は
東
京
府
中
に
あ
っ
て
今
も
尊

崇
を
集
め
て
い
る
が
、
武
蔵
国
の
守
護
神
と
し

て
二
千
年
近
い
歴
史
を
刻
み
、福
の
神
、縁
結
び
、

厄
除
け
の
神
と
さ
れ
る
。

　
札
幌
神
社
は
戦
後
の
昭
和
三
十
九
年
、
明
治

天
皇
を
ご
祭
神
に
加
え
て
「
北
海
道
神
宮
」
と

改
称
、
今
に
至
って
い
る
。
あ
る
意
味
で
北
海
道

の
歴
史
は
明
治
に
始
ま
っ
た
と
も
言
え
る
訳
で
、

道
内
各
地
の
神
社
も
時
代
と
共
に
次
第
に
根
付

い
て
い
る
よ
う
だ
。（
和
）

碑
の
こ
こ
ろ

　
前
号
で
は
『
橋
を
架
け
る
』
で
、今
号
は
『
教

育
雑
感
』
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
台
湾
。
一
読

者
と
し
て
現
在
の
友
好
関
係
の
礎
と
な
っ
て

く
だ
さ
っ
た
先
達
に
、
感
謝
の
思
い
を
あ
ら

た
に
し
た
次
第
で
す
。

　
今
か
ら
十
五
年
前
、
実
際
に
訪
れ
て
み
て
、

そ
の
文
化
度
、
民
度
の
高
さ
に
驚
か
さ
れ
ま

し
た
。
人
は
親
切
で
、
料
理
が
美
味
く
、
ア
ー

ト
や
武
術
は
本
物
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

四
年
間
暮
ら
し
た
上
海
と
は
、
す
べ
て
が
大

違
い
で
し
た
。

　
そ
し
て
何
よ
り
気
が
合
う
。
台
湾
の
人
々

は
中
国
語
を
話
す
も
の
の
、「
中
国
人
よ
り
も
、

沖
縄
や
八
重
山
諸
島
の
人
々
に
近
い
」
と
感

じ
ま
し
た
。
初
対
面
で
も
、
な
ぜ
か
す
ぐ
に

心
が
打
ち
解
け
、
話
が
弾
む
の
で
す
。
そ
れ

は
日
本
人
と
心
性
に
共
通
点
が
多
い
と
い
う

だ
け
で
な
く
、
先
人
た
ち
の
台
湾
に
お
け
る

尊
い
偉
業
と
、
現
地
の
方
々
と
の
誠
実
な
関

わ
り
が
あ
っ
て
こ
そ
な
の
だ
と
再
認
識
し
て

い
ま
す
。

　
東
日
本
大
震
災
の
際
に
は
い
ち
早
く
義
援

金
を
寄
付
し
て
く
れ
、
日
本
側
も
野
球
の
国

際
試
合
な
ど
で
感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
る
な

ど
、
両
国
は
絆
を
深
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、

経
済
面
で
も
重
要
な
パ
ー
ト
ナ
ー
で
す
。
台

湾
の
面
積
は
九
州
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
な
が

ら
、
半
導
体
や
自
転
車
メ
ー
カ
ー
を
は
じ
め
、

世
界
一
、
あ
る
い
は
世
界
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の

会
社
が
数
多
く
存
在
す
る
。
日
本
企
業
に
と
っ

て
も
学
ぶ
べ
き
点
の
多
い
国
に
成
長
し
た
の

で
す
。

　
今
、
そ
の
台
湾
の
主
権
が
脅
か
さ
れ
て
い

ま
す
。
食
指
を
伸
ば
し
て
い
る
の
は
言
わ
ず

と
知
れ
た
中
国
。
昨
年
一
月
に
報
じ
ら
れ
た

「
米
空
軍
高
官
が
内
部
メ
モ
で
、
台
湾
有
事
が

二
〇
二
五
年
に
起
こ
る
と
予
測
し
て
準
備
を

急
ぐ
よ
う
指
示
し
た
」
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
は

驚
き
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
パ
レ
ス
チ
ナ
の
状
況
と
も

複
雑
に
関
連
し
て
、
台
湾
海
峡
の
緊
張
度
は

日
々
変
化
し
て
い
ま
す
。
友
好
国
と
し
て
、

日
本
は
ど
の
よ
う
な
在
り
方
が
望
ま
し
い
の

か
。
先
人
た
ち
の
声
な
き
声
を
聞
き
な
が
ら
、

深
く
考
え
る
べ
き
時
が
来
て
い
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。

（
元
木
哲
三
）

編

集

余

録

水
崎

　之
子

兼
二
浦
邑
菱
町
三
番
地

8〝
あ
ち
こ
ち
de
寺
子
屋〝

の
ご
案
内
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し
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巻頭言
　
最
近
、
外
国
へ
の
留
学
生
の
減
少
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
我
が
国
の
若
者
の
「
内

向
き
志
向
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
世

論
調
査
の
国
際
比
較
で
も
、
特
に
ア
ジ
ア

諸
国
の
若
者
と
比
較
し
て
、
勉
学
へ
の
意

欲
や
愛
国
心
等
に
お
い
て
極
端
に
低
い

デ
ー
タ
が
出
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
背
景
を
踏
ま
え
、
国
際
感

覚
を
磨
き
、
日
本
人
と
し
て
の
自
覚
を
持

た
せ
る
た
め
に
は
ま
ず
パ
ス
ポ
ー
ト
を
取

ら
せ
、
日
本
を
一
歩
出
て
外
国
の
若
者
と

交
流
す
る
こ
と
が
第
一
歩
で
あ
る
と
考
え
、

大
津
高
校
で
の
校
長
職
最
後
の
年
（
平
成

二
十
三
年
）、
台
湾
へ
の
修
学
旅
行
を
実

施
し
ま
し
た
。

　「
な
ぜ
台
湾
か
？
」
と
い
う
と
、
ま
ず
、

修
学
旅
行
で
最
優
先
に
配
慮
す
べ
き
こ
と

は
、
生
徒
の
安
全
確
保
で
す
。
そ
の
点
、

台
湾
は
親
日
的
な
人
々
が
多
く
治
安
も

良
い
。
ま
た
、
日
本
統
治
時
代
の
建
物
や

遺
跡
が
大
切
に
保
存
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ

ら
を
訪
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
台
湾
の
た
め

に
尽
く
し
た
先
人
の
遺
徳
を
偲
び
、
日
本

人
と
し
て
の
誇
り
と
自
覚
を
深
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
ま
た
、
バ
シ
ー
海
峡
や
台
湾
海
峡
は
日

本
の
死
命
を
制
す
る
シ
ー
レ
ー
ン
で
あ
り
、

地
政
学
的
な
国
際
感
覚
を
養
う
た
め
に

も
最
適
で
あ
る
。
そ
の
他
、
十
二
月
の
台

湾
は
気
候
も
温
暖
で
、
旅
行
費
用
も
各

種
助
成
金
が
活
用
で
き
る
と
い
う
点
な
ど

を
考
慮
し
て
選
定
し
ま
し
た
。

　
さ
て
、
県
立
高
校
に
お
け
る
学
年
単
位

で
の
台
湾
へ
の
修
学
旅
行
は
初
め
て
と
い
う

こ
と
で
、
実
現
ま
で
に
は
か
な
り
の
紆
余
曲

折
が
あ
り
ま
し
た
。
当
時
、
県
教
委
発
出

の
「
修
学
旅
行
に
関
す
る
実
施
基
準
」
の

中
に
は
「
国
外
の
場
合
は
原
則
と
し
て
韓

国
、
中
国
と
す
る
」
と
あ
り
、
海
外
へ
の

修
学
旅
行
先
と
し
て
台
湾
は
前
例
が
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
結
果
的
に
は
県
教
委
へ
の

申
請
か
ら
三
年
目
に
し
て
や
っ
と
実
現
し
た

の
で
す
が
、
あ
ら
た
め
て
当
局
の
「
前
例
踏

襲
主
義
」
と
「
事
な
か
れ
主
義
」
の
壁
の

厚
さ
を
痛
感
し
た
三
年
間
で
し
た
。

　
ち
な
み
に
「
壁
」
の
一
例
を
あ
げ
る
と
、

当
初
の
計
画
で
は
、
こ
の
機
会
に
生
徒
達

に
李
登
輝
元
総
統
に
ご
講
演
を
頂
き
世
界

的
リ
ー
ダ
ー
の
謦
咳
に
触
れ
る
機
会
を
得

さ
せ
た
い
と
思
い
、
李
元
総
統
の
日
本
人

秘
書
早
川
友
久
氏
を
介
し
て
承
諾
を
得

て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
最
終
的
に
県
教

委
の
決
裁
が
下
り
ず
断
念
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
こ
と
で
す
。

　
当
時
、
民
主
党
政
権
下
で
も
あ
り
各

方
面
へ
の
影
響
を
忖
度
し
た
当
局
の
「
事

な
か
れ
主
義
」
の
な
せ
る
結
果
で
あ
っ
た

と
認
識
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
予
定
し

た
時
間
帯
に
、
司
馬
遼
太
郎
の
『
街
道

を
ゆ
く
・
台
湾
紀
行
』
で
「
老
台
北
」

と
し
て
紹
介
さ
れ
た
、
李
元
総
統
と
ご
親

交
の
あ
っ
た
蔡
焜
燦
氏
に
「
台
湾
と
日
本

精
神
〜
日
本
人
よ
胸
を
張
れ
」
と
題
し
て

ご
講
演
を
賜
っ
た
こ
と
は
、
生
徒
達
に
と
っ

て
感
銘
深
い
体
験
と
な
り
ま
し
た
。

　
実
施
が
決
定
す
る
と
、
直
ち
に
見
学

場
所
や
交
流
校
の
選
定
、
生
徒
の
安
全
確

認
の
た
め
私
自
身
数
度
に
わ
た
っ
て
渡
台

し
、
入
念
に
準
備
を
行
い
ま
し
た
。
旅
行

業
者
の
入
札
に
お
い
て
も
、
一
般
的
な
観

光
コ
ー
ス
で
は
な
く
、
先
に
述
べ
た
目
的

を
踏
ま
え
た
コ
ー
ス
案
を
学
校
側
か
ら
業

者
に
提
示
し
、
そ
れ
に
沿
っ
た
プ
ラ
ン
を

提
示
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
特
に
、
日
本

統
治
時
代
の
歴
史
や
残
存
す
る
史
蹟
の
意

義
な
ど
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
旅
行
業

社
の
担
当
者
も
初
耳
で
し
た
の
で
、
学
校

主
導
で
「
説
明
会
」
を
開
い
て
プ
ラ
ン
作

成
に
生
か
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、「
物
見
遊
山
」
の
旅
行
に
終
わ

ら
せ
な
い
た
め
に
、
台
湾
の
歴
史
や
地
理
、

国
情
な
ど
に
つ
い
て
、
事
前
に
し
っ
か
り
学

執
筆
者
紹
介
　
■
白
濱
　
裕（
し
ら
は
ま
　
ひ
ろ
し
）

昭
和
二
十
七
年
、熊
本
県
八
代
市
生
ま
れ
。熊
本
県
立
済
々
黌

高
等
学
校
、熊
本
大
学
法
文
学
部
法
科
卒
業
。平
成
二
十
四
年

三
月
、熊
本
県
立
大
津
高
等
学
校
長
を
最
後
に
定
年
退
職
。（
公

益
社
団
法
人
）国
民
文
化
研
究
会
参
与
。

い
う
の
を
感
じ
て
み
た
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
」

と
語
っ
て
話
題
を
呼
ん
で
い
ま
す
。

　
特
攻
隊
員
へ
の
敬
意
を
素
直
に
表
し
、
平

和
の
有
難
さ
を
実
感
し
た
い
と
の
思
い
で
し
ょ

う
か
ら
、
大
人
た
ち
が
さ
か
し
ら
に
評
論
す

る
の
は
蛇
足
で
し
ょ
う
。
そ
う
言
い
な
が
ら
一
言
つ
け
加
え
さ

せ
て
く
だ
さ
い
。
平
和
の
価
値
を
確
認
し
た
上
で
、
こ
の
平

和
を
守
り
抜
く
た
め
国
民
は
何
を
ど
う
備
え
る
べ
き
か
に
心

を
向
け
て
く
だ
さ
い
。
国
を
守
る
と
は
そ
の
自
覚
を
言
う
の

で
す
、
と
。

志
明
館
の
校
歌
四
番
は
、

四
、
国
難
の 

蒙
古
襲
来
迎
へ
討
ち

　
　
勇
を
奮
ひ
し 

武
士
の
末

　
　
志
明
館
友 

未
来
を
担
は
む

　
で
す
。
七
五
〇
年
前
の一
方
的
な
侵
略
を
命
が
け
で
は
ね
返

し
た
鎌
倉
武
士
の
勇
を
讃
え
、
そ
の
勇
者
の
末
裔
が
君
た
ち

な
ん
だ
よ
と
、
国
の
将
来
を
担
う
国
民
と
し
て
の
自
覚
を
促

す
歌
詞
な
の
で
す
。

元
寇
に
見
る
我
が
国
外
交
の
基
本

　
全
く
一
方
的
な
侵
略
意
思
を
挫
い
て
国
土
を
守
り
通
し
た

元
寇
は
、
近
隣
諸
国
の
脅
威
が
高
ま
る
現
代
日
本
に
大
き
な

教
訓
を
遺
し
て
い
ま
す
。
二
度
に
亘
る
来
襲
の
前
哨
戦
は
文

永
の
役
（
第
一
回
目
）
よ
り
八
年
前
に
届
い
た
国
書
か
ら
始
ま

り
ま
す
。
冒
頭
「
大
蒙
古
国
皇
帝
書
を
日
本
国
王
に
奉
る
」

と
、
皇
帝
と
国
王
を
使
い
分
け
る
の
は
古
代
以
来
中
華
思
想

の
発
現
で
、
我
が
国
に
朝
貢
を
求
め
る
定
石
で
す
。

　
文
面
も
「
親
睦
」「
通
好
」
と
友
好
を
装
い
な
が
ら
最
後

は
「
兵
を
用
ふ
る
に
至
る
は
、
夫
れ
孰
か
好
む
所
な
ら
ん
。

王
其
れ
之
を
図
れ
」
と
、
武
力
行
使
を
ち
ら
つ
か
せ
た
脅
迫

で
終
わ
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
国
書
を
受
け
取
っ
た
大
宰
府
は
す
ぐ
に
鎌
倉
へ
届
け
ま

す
が
、
幕
府
は
朝
廷
に
判
断
を
ゆ
だ
ね
、
後
深
草
上
皇
の
御

所
で
連
日
行
わ
れ
た
評
定
の
結
果
「
返
書
を
送
ら
な
い
」
方

針
に
決
し
ま
す
。「
返
事
を
し
な
い
」
と
は
消
極
的
な
決
定
の

よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
国
交
の
な
い
国
に
返
書
を
出
す
こ
と
自

体
が
相
手
に
阿
る
行
為
に
当
た
る
の
で
す
。
大
宰
府
で
数
ヶ
月

待
っ
た
高
麗
の
使
者
（
す
で
に
日
本
と
国
交
を
持
っ
て
い
た
高

麗
は
、
蒙
古
か
ら
威
圧
的
に
仲
介
を
求
め
ら
れ
て
い
た
）
は
空

し
く
帰
路
に
就
い
た
の
で
す
。

　
そ
の
後
数
度
、
人
を
代
え
て
使
者
を
送
り
続
け
ま
す
が
、

日
本
側
の
態
度
は
一
貫
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の一
方
で
鎌
倉
幕
府

は
九
州
の
御
家
人
た
ち
に
蒙
古
襲
来
に
備
え
て
警
戒
態
勢
に

入
る
よ
う
指
示
し
、
朝
廷
で
は
諸
寺
社
に
異
国
降
伏
の
祈
祷

を
命
じ
て
お
ら
れ
ま
す
。
返
書
を
出
さ
な
い
こ
と
の
帰
結
が
、

国
家
防
衛
の
戦
と
な
る
覚
悟
を
朝
廷
・
幕
府
双
方
が
固
め
て

い
た
の
は
明
ら
か
で
す
。

　
武
力
を
背
景
に
し
た
脅
威
に
屈
せ
ず
対
等
外
交
を
貫
く

―
こ
れ
は
聖
徳
太
子
以
来
我
が
国
外
交
の
基
本
で
す
。
先

の
元
寇
の
例
で
は
、
文
永
の
役
後
に
博
多
湾
沿
い
に
防
塁
を
築

く
と
と
も
に
、高
麗
に
向
け
た
進
攻
を
準
備
し
て
い
た
の
で
す
。

こ
れ
な
ど
は
「
専
守
防
衛
」
か
ら
踏
み
出
し
て
「
敵
基
地
攻

撃
能
力
」保
有
を
明
記
し
た
一
昨
年
の「
国
家
安
全
保
障
戦
略
」

の
手
本
に
も
な
る
史
実
で
す
。

　
毎
年
八
月
に
な
る
と
繰
り
返
さ
れ
る
「
平
和
の
尊
さ
」
主

張
に
、
そ
の
平
和
を
維
持
す
る
た
め
の
「
国
の
護
り
」
議
論

が
加
わ
る
こ
と
を
切
望
し
ま
す
。
長
い
歴
史
を
紡
い
で
き
た
日

本
を
守
り
続
け
る
営
み
を
次
代
に
し
っ
か
り
と
伝
え
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。

（
追
伸
）ア
ン
ケ
ー
ト
を
同
封
し
て
い
ま
す
の
で
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

「
応
援
団
」
ご
加
入
も
歓
迎
し
ま
す
。

白
濱

　裕

教
育
雑
感
⑫

  

〜
台
湾
修
学
旅
行（
そ
の
1
）

習
し
て
臨
む
こ
と
が
必
須
で
あ
る
と
考

え
、
台
湾
出
身
で
日
本
に
帰
化
さ
れ
た
金

美
齢
氏
を
お
招
き
し
、「
二
つ
の
祖
国
〜

日
本
と
台
湾
」
と
題
す
る
ご
講
演
を
頂
き

ま
し
た
。

　
金
氏
は
、
日
本
統
治
下
の
台
湾
で
、
荒

れ
地
を
肥
沃
な
水
田
地
帯
に
す
る
た
め
、

八
田
與
一
技
師
が
当
時
東
洋
一の
「
烏
山
頭

ダ
ム
」
建
設
の
た
め
心
血
を
注
い
だ
こ
と

や
、
台
湾
教
育
に
身
命
を
捧
げ
た
「
六

氏
先
生
」
の
事
績
な
ど
に
つ
い
て
紹
介
し

な
が
ら
、
日
本
と
台
湾
は
運
命
共
同
体
で

あ
り
、
東
日
本
大
震
災
（
こ
の
年
の
三
月

に
発
災
）
に
際
し
て
二
百
億
円
を
超
え
る

世
界
一
の
義
捐
金
が
寄
せ
ら
れ
た
背
景
に

は
、
台
湾
の
た
め
に
血
と
汗
を
流
し
た
こ

れ
ら
日
本
人
の
存
在
が
あ
る
と
話
さ
れ
ま

し
た
。
実
り
あ
る
事
前
学
習
と
な
り
生

徒
の
自
覚
も
深
ま
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
以
上
の
準
備
の
下
に
、
十
二
月
七
日
、

P
T
A
役
員
を
含
め
た
一
学
年
8
ク
ラ
ス

総
員
三
百
数
十
名
を
乗
せ
チ
ャ
ー
タ
ー
し

た
ジ
ャ
ン
ボ
機
は
、
く
ま
モ
ン
の
見
送
り
を

受
け
阿
蘇
く
ま
も
と
空
港
か
ら
台
湾
へ
向

け
て
飛
び
立
ち
ま
し
た
。

こ
く
な
ん

ゆ
う

ふ
る

も
の
の
ふ

す
ゑ

そ

い
づ
れ

み
ら
い

に
な

も
う
こ
し
ゅ
う
ら
い    

む
か

う

パ
リ
五
輪

―
日
本
選
手
の
活
躍

　
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
熱
闘
が
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。
日
本
選
手
は

多
く
の
種
目
で
期
待
を
上
回
る
ほ
ど
の
成
績
を
残
し
ま
し
た

が
、
メ
ダ
ル
獲
得
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
世
界
的
レ
ベ
ル
で
戦
い
続

け
る
ア
ス
リ
ー
ト
た
ち
に
心
か
ら
の
声
援
を
送
り
ま
す
。

　
巷
で
は
日
本
の
劣
化
、
教
育
の
不
振
、
若
者
の
無
気
力
等
々

が
指
摘
さ
れ
続
け
て
い
ま
す
が
、
日
本
人
の
潜
在
力

―
身

体
能
力
、
向
上
心
、
忍
耐
力
、
学
習
能
力
、
平
常
心
な
ど

―
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
て
い
る
彼
ら
を
見
れ
ば
、
日
本
の
将

来
は
決
し
て
悲
観
す
べ
き
で
な
い
と
胸
を
な
で
お
ろ
す
思
い
も

あ
り
ま
す
。

　
ス
ポ
ー
ツ
、
芸
術
、
碁
将
棋
な
ど
で
十
代
の
少
年
の
活
躍
が

脚
光
を
浴
び
る
度
に
、
そ
こ
か
ら
学
ん
で
「
如
何
に
す
れ
ば
我

が
子
を
輝
か
せ
る
か
」
と
世
の
親
た
ち
に
目
覚
め
て
ほ
し
い
と

願
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
メ
ダ
リ
ス
ト
に
な
る
素
質
は
無
く
と

も
、
何
か
の
分
野
で
秀
で
る
可
能
性
を
全
て
の
子
供
は
持
っ
て

い
る
と
の
気
づ
き
が
子
育
て
の
出
発
点
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
「
何
か
」
を
親
子
で
見
つ
け
る
こ
と
と
並
行
し
て
、
ど
の

分
野
に
も
共
通
す
る
心
の
鍛
錬
（
向
上
心
、
忍
耐
力
、
持
続

力
に
加
え
て
素
直
さ
や
協
調
性
な
ど
）
に
取
り
組
め
ば
、
ど
の

子
も
必
ず
自
分
の
得
意
分
野
で
一
流
に
な
り
ま
す
。
志
明
館
の

志
教
育
が
目
ざ
し
て
い
る
の
は
、
正
に
そ
の
勘
所
な
の
で
す
。

メ
ダ
リ
ス
ト
の
発
言

　
卓
球
で
メ
ダ
ル
を
取
っ
た
女
子
選
手
が
「
特
攻
資
料
館
（
知

覧
特
攻
平
和
会
館
）
に
行
っ
て
、
生
き
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て

自
分
が
卓
球
を
で
き
て
い
る
こ
と
が
、
当
た
り
前
じ
ゃ
な
い
と

「
元
寇
」
の
教
訓

代
表
世
話
役

山
口 

秀
範

さ
い
こ
ん
さ
ん

ご
ふ
か
く
さ

お
も
ね
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