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三
十
一 

他
山
の
石 

 

猛
暑
に
負
け
ず
お
元
気
に
お
過
ご
し
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
小
生
は
、
イ
チ
ジ
ク
な
ど
水
を
ほ
し
が
る

果
樹
や
野
菜
の
世
話
に
汗
を
流
し
て
い
ま
す
。
さ
て
、
先
だ
っ
て
興
味
深
い
体
験
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
は

こ
ち
ら
に
は
ね
か
え
っ
て
く
る
問
題
を
含
む
こ
と
が
ら
で
す
。
小
生
の
考
え
が
ど
の
く
ら
い
妥
当
か
聞
い

て
い
た
だ
く
た
め
に
、
考
え
を
巡
ら
せ
な
が
ら
語
っ
て
み
ま
す
。
い
つ
も
の
よ
う
に
と
り
と
め
が
な
く
な

る
こ
と
を
恐
れ
ま
す
が
、
が
ま
ん
づ
よ
い
貴
兄
な
ら
聞
い
て
く
だ
さ
る
で
し
ょ
う
。 

  

三
十
代
の
中
国
の
友
人
を
わ
が
家
に
招
待
し
て
、
山
口
県
を
案
内
し
ま
し
た
。
関
門
橋
の
た
も
と
か
ら

海
峡
を
見
下
ろ
し
て
、
そ
こ
で
あ
っ
た
二
つ
の
戦
争
、
壇
の
浦
の
戦
い
と
四
国
連
合
艦
隊
と
の
戦
い
を
説

明
し
、
こ
こ
で
戦
闘
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
う
一
つ
の
戦
争
に
か
か
わ
る
対
岸
の
春
帆
楼
を
指
さ
し
ま
し

た
。
そ
れ
か
ら
山
口
で
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
カ
リ
ブ
海
へ
の
航
海
以
前
に
建
て
ら
れ
た
瑠
璃
光
寺
五
重
の
塔

と
、
中
国
へ
渡
航
し
て
絵
画
を
勉
強
し
た
雪
舟
の
プ
ラ
ン
に
な
る
常
栄
寺
の
庭
を
見
物
し
ま
し
た
。
翌
日

は
萩
へ
。
城
址
や
幕
末
の
事
跡
を
訪
れ
て
、
歴
史
に
関
心
の
あ
る
彼
に
、
昨
日
の
話
に
補
足
す
る
よ
う
に
、

日
本
の
近
代
化
の
苦
闘
を
か
な
り
解
説
し
ま
し
た
。
彼
は
、
近
代
に
な
っ
て
ど
う
し
て
中
国
と
日
本
の
進



2 

展
に
差
が
生
じ
た
の
か
考
え
る
ふ
う
で
し
た
。
小
生
は
、
日
本
の
封
建
制
の
中
央
集
権
的
な
中
華
帝
国
と

の
違
い
を
説
明
し
、
動
き
が
生
じ
や
す
い
分
権
体
制
と
そ
こ
で
主
導
的
な
機
会
を
と
ら
え
た
人
々
の
行
動

の
し
や
す
さ
な
ど
が
一
つ
の
要
因
だ
っ
た
と
思
う
と
話
し
ま
し
た
。
こ
の
体
制
の
違
い
を
、
日
本
で
も
よ

く
理
解
し
て
い
る
人
は
少
な
い
の
で
す
が
、
彼
は
知
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

次
の
日
は
本
州
西
端
の
海
を
見
な
が
ら
下
関
へ
。
唐
戸
市
場
で
す
し
を
買
っ
て
、
海
峡
を
眺
め
な
が
ら

昼
食
。
行
き
交
う
船
の
な
か
に
中
国
船
も
あ
る
の
に
気
づ
い
た
よ
う
で
す
。
物
流
で
今
の
中
国
の
勢
い
を

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
十
九
世
紀
後
半
の
関
門
海
峡
で
は
欧
米
船
が
目
立
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
最
後

の
見
学
場
所
が
春
帆
楼
。
日
清
戦
争
の
講
和
条
約
が
結
ば
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。
全
権
大
使
の
総
理
大
臣
伊

藤
博
文
と
清
の
全
権
大
使
李
鴻
章
の
写
真
や
書
な
ど
が
展
示
し
て
あ
り
ま
す
。
交
渉
の
テ
ー
ブ
ル
が
再
現

さ
れ
、
条
約
文
の
重
要
な
条
項
が
大
き
く
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
初
か
ら
こ
う
だ
っ
た
の
か
知
り
ま
せ
ん

が
、
比
較
的
客
観
的
な
展
示
の
仕
方
だ
と
思
い
ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
日
本
人
に
は
気
づ
き
に
く
い
け
れ

ど
、
ど
の
国
で
も
あ
る
よ
う
に
、
戦
勝
者
の
側
の
語
り
口
が
潜
ん
で
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

小
生
は
、
上
海
か
ら
の
客
人
に
、
上
海
交
通
大
学
の
東
大
門
を
入
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト

の
話
を
し
ま
し
た
。
下
関
＝
馬
関
条
約
の
翌
年
、
清
の
高
官
た
ち
が
光
緒
帝
に
提
出
し
た
上
奏
文
の
全
文

を
、
身
の
丈
を
越
え
る
石
版
を
並
べ
て
刻
ん
だ
も
の
で
す
。
そ
の
上
奏
文
は
、
日
本
の
諸
藩
が
西
洋
列
強

に
よ
っ
て
馬
関
や
鹿
児
島
で
苦
杯
を
な
め
た
あ
と
青
年
を
西
洋
に
派
遣
し
た
こ
と
に
触
れ
、
清
で
も
人
材
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育
成
の
必
要
を
説
い
て
大
学
の
設
立
を
求
め
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
登
場
す
る
馬
関
の
名
は
、
前
年
の
苦
い

敗
北
を
想
起
さ
せ
強
い
効
果
を
も
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
上
奏
文
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
大
学
の
後
身
が

建
て
た
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
前
で
、
小
生
の
身
が
ぞ
く
っ
と
し
た
の
は
、
百
年
以
上
も
前
に
蒔
か
れ
た
種
が

今
花
開
い
た
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
中
国
は
、
購
買
力
平
価
で
評
価
す
る
経
済
力
で
、
ま
も
な
く
ア
メ
リ

カ
合
州
国
を
追
い
ぬ
く
そ
う
で
す
。
国
家
百
年
の
計
と
は
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
の
で
し
ょ
う
。 

  

そ
の
馬
関
に
あ
る
春
帆
楼
の
わ
き
か
ら
、
李
鴻
章
道
と
名
づ
け
ら
れ
た
小
道
が
山
の
斜
面
に
続
き
ま
す
。

困
難
な
交
渉
を
し
て
い
た
李
鴻
章
は
、
日
本
人
に
銃
で
撃
た
れ
て
け
が
を
し
、
そ
の
出
来
事
の
あ
と
は
、

春
帆
楼
わ
き
の
小
道
を
通
っ
て
宿
舎
の
寺
か
ら
往
復
し
た
の
だ
そ
う
で
す
。
外
に
出
た
友
人
は
、
予
習
し

て
い
た
の
で
し
ょ
う
、
李
鴻
章
道
を
奥
の
方
ま
で
独
り
で
た
ど
り
ま
し
た
。
相
手
の
全
権
大
使
は
狙
撃
さ

れ
て
け
が
で
す
み
ま
し
た
が
、
こ
ち
ら
の
全
権
大
使
は
、
の
ち
に
中
国
東
北
地
方
で
狙
撃
さ
れ
て
命
を
落

と
し
ま
し
た
。
日
清
戦
争
で
支
配
権
を
争
わ
れ
た
朝
鮮
は
、
清
の
冊
封
体
制
か
ら
脱
し
て
大
韓
帝
国
に
な

っ
た
も
の
の
つ
い
に
は
日
本
の
統
治
権
に
服
す
る
よ
う
に
な
り
、
初
代
統
監
に
就
い
た
人
が
民
族
主
義
者

に
撃
た
れ
た
の
で
し
た
。
二
人
の
全
権
大
使
の
狙
撃
は
、
帝
国
主
義
に
染
め
ら
れ
て
い
っ
た
東
ア
ジ
ア
の

歴
史
の
一
こ
ま
で
す
が
、
そ
れ
は
ま
だ
十
分
に
過
去
の
出
来
事
に
な
り
き
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

 

日
本
に
滞
在
中
の
友
人
は
、
感
慨
深
げ
に
見
物
し
、
世
話
に
な
っ
て
い
る
日
本
の
人
た
ち
と
歴
史
を
話
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題
に
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
あ
な
た
と
な
ら
率
直
に
話
せ
る
と
自
分
の
考
え
を
語
り
ま
し
た
。
自
分
の
習

っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
中
国
は
日
清
講
和
条
約
に
よ
っ
て
日
本
の
沖
縄
領
有
を
承
認
し
た
は
ず
で
、
条
約
の

条
項
に
あ
る
は
ず
だ
が
、
展
示
さ
れ
て
い
る
条
文
に
そ
れ
が
な
い
の
が
お
か
し
い
と
。
そ
れ
ま
で
日
本
は

沖
縄
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
彼
の
理
解
で
し
た
。
小
生
は
、
琉
球
王
国
に
つ
い

て
の
出
来
事
、
す
な
わ
ち
、
一
六
〇
〇
年
代
初
頭
以
来
の
鹿
児
島
藩
の
実
質
的
な
支
配
と
、
一
八
七
〇
年

代
に
明
治
新
政
府
が
琉
球
王
国
を
廃
し
て
日
本
国
に
編
入
し
た
こ
と
と
の
二
つ
を
挙
げ
、
実
態
的
な
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
が
古
い
こ
と
を
話
し
ま
し
た
。 

 

そ
の
晩
、
関
門
ト
ン
ネ
ル
を
歩
い
て
渡
っ
た
友
人
が
無
事
に
帰
り
着
い
た
か
尋
ね
る
メ
ー
ル
で
、
日
清

講
和
条
約
中
の
澎
湖
諸
島
の
地
理
に
つ
い
て
小
生
が
混
乱
し
て
い
た
こ
と
を
追
伸
に
添
え
ま
し
た
。
す
る

と
お
礼
の
メ
ー
ル
が
来
て
、
中
国
の
歴
史
書
は
甲
午
の
戦
争
で
琉
球
を
失
っ
た
と
は
書
い
て
い
な
い
と
修

正
し
、
し
か
し
、
日
本
政
府
が
全
琉
球
を
支
配
し
た
の
が
戦
争
の
あ
と
だ
と
い
う
の
は
事
実
だ
と
書
い
て

い
ま
し
た
。
小
生
は
、fa

ct

と
い
う
不
用
意
な
言
葉
を
見
過
ご
し
で
き
ず
、
改
め
て
鹿
児
島
藩
の
侵
攻
と

明
治
政
府
の
琉
球
併
合
の
正
確
な
年
を
告
げ
（
琉
球
人
に
同
情
す
る
け
れ
ど
も
と
い
う
コ
メ
ン
ト
を
付
け

た
の
で
す
が
）
、
学
ぶ
者
は
、
中
日
両
政
府
の
手
に
な
る
文
書
で
は
な
く
客
観
的
に
書
か
れ
た
歴
史
書
を

読
み
、
現
実
に
起
き
た
出
来
事
を
知
っ
た
上
で
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
べ
き
だ
と
書
き
ま
し
た
。
友
人
は
、

英
文
のW

ik
ip

ed
ia

を
読
ん
だ
ら
し
く
、
歴
史
上
の
出
来
事
に
つ
い
て
の
わ
た
し
の
説
明
に
同
意
す
る
、
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と
い
う
返
信
を
送
っ
て
き
ま
し
た
。
小
さ
な
論
争
は
終
息
し
た
も
の
の
、
す
ぐ
に
、
小
生
の
意
見
は
こ
ち

ら
側
に
も
跳
ね
返
っ
て
く
る
と
気
づ
き
ま
し
た
。 

  

鹿
児
島
藩
は
「
税
」
を
取
り
中
国
と
の
交
易
も
牛
耳
っ
て
琉
球
を
実
質
的
に
支
配
し
、
幕
府
も
そ
れ
を

承
認
し
な
が
ら
、
琉
球
王
国
は
存
続
し
て
い
る
と
い
う
形
式
が
と
ら
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に
は
、
明
・
清
と

軍
事
的
な
事
を
か
ま
え
た
く
な
い
と
い
う
幕
府
側
の
恐
れ
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
琉
球
は
李
氏
朝
鮮
と
同

じ
く
中
華
帝
国
の
冊
封
体
制
下
に
あ
っ
て
使
節
を
中
国
に
送
っ
て
い
ま
し
た
が
、
琉
球
の
使
節
が
、
朝
鮮

の
通
信
使
の
よ
う
に
、
江
戸
に
も
来
る
と
い
う
や
り
方
が
と
ら
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
日
米
和
親
条
約
の

年
に
、
ア
メ
リ
カ
合
州
国
の
ペ
リ
ー
提
督
は
琉
球
と
も
修
好
条
約
を
結
び
、
国
際
的
に
琉
球
王
国
が
存
続

し
て
い
る
と
い
う
外
交
事
例
と
な
り
ま
し
た
。
明
治
政
府
は
、
そ
れ
を
解
消
す
る
た
め
に
段
階
を
ふ
ん
で

併
合
へ
と
進
ん
だ
の
で
す
。
琉
球
編
入
は
諸
外
国
に
通
知
さ
れ
た
よ
う
で
す
か
ら
、
結
局
、
欧
米
列
強
は

日
本
の
実
態
的
な
支
配
を
追
認
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
清
王
朝
と
し
て
は
、
承
認
を
公
言
し
た

く
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
の
心
理
が
、
琉
球
へ
の
宗
主
権
を
失
っ
た
の
は
日
清
戦
争
の
あ
と
だ
と
い
う

中
国
人
の
認
識
を
生
じ
さ
せ
た
、
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

歴
史
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
沖
縄(

そ
し
て
尖
閣
諸
島)

が
日
本
「
固
有
」
の
領
土
だ
と
主
張
す
る
日
本

政
府
の
言
い
方
が
、
そ
れ
ほ
ど
賢
明
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
国
の
領
土
は
、
歴
史
上
、
ど
こ
で
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も
い
つ
で
も
多
か
れ
少
な
か
れ
変
動
し
ま
し
た
。
日
本
自
体
、
東
北
で
国
境
は
変
化
し
ま
し
た
。
『
旧
唐

書
』
が
、
八
世
紀
の
日
本
王
朝
に
つ
い
て
「
東
界
北
界
は
大
山
あ
り
て
限
り
を
な
し
」
と
書
い
て
い
ま
す
。

実
際
、
奈
良
朝
初
期
の
国
制
で
東
北
地
方
は
単
に
陸
の
奥
と
さ
れ
、
「
柵
」
と
呼
ば
れ
る
軍
事
前
線
基
地

が
北
上
中
で
し
た
。
そ
の
歴
史
は
、
十
九
世
紀
後
半
ま
で
残
っ
た
征
夷
大
将
軍
と
い
う
称
号
に
刻
ま
れ
て

い
ま
す
。
戦
国
時
代
か
ら
日
本
国
住
民
が
移
住
し
始
め
た
蝦
夷
（
北
海
道
）
は
、
南
端
の
松
前
藩
を
別
に

し
て
、
幕
藩
体
制
の
下
で
ほ
か
の
正
規
の
国
と
は
違
う
例
外
的
な
地
域
で
し
た
。
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ

て
も
小
生
は
、
東
北
地
方
と
北
海
道
が
現
在
の
日
本
の
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
構
成
部
分
だ
と
考
え
ま
す
。

異
論
を
さ
し
は
さ
む
こ
と
が
で
き
る
の
は
ア
イ
ヌ
の
人
々
し
か
い
な
い
で
し
ょ
う
。 

 

ほ
か
の
国
々
で
も
似
た
よ
う
な
歴
史
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
中
国
を
例
に
と
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
東
で

は
、
海
に
隔
て
ら
れ
た
列
島
と
距
離
的
に
遠
い
朝
鮮
半
島
や
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
対
し
、
安
定
的
な
冊
封
関
係

に
落
ち
着
き
ま
し
た
。
南
と
西
で
は
「
積
極
的
政
策
」
つ
ま
り
拡
張
策
を
お
し
進
め
ま
し
た
。
今
日
で
は

南
部
は
中
国
の
一
部
と
言
え
る
ま
で
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
い
ま
だ
に
自
他
と
も
に
少
数
民
族
と
考
え
る

人
々
が
住
ん
で
い
ま
す
。
西
方
は
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
回
廊
を
中
心
に
自
分
を
漢
族
と
考
え
る
人
々
が
い

る
で
し
ょ
う
が
、
甘
粛
省
を
除
き
、
絶
対
的
多
数
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
交
流
の
深
か
っ
た
北
で
は
、
北
方

の
住
民
が
中
心
部
に
流
入
し
ま
た
征
服
王
朝
が
支
配
し
て
逆
に
同
化
す
る
こ
と
が
続
き
ま
し
た
。
清
朝
の

出
身
領
土
で
あ
る
東
北
部
は
、
今
で
は
中
国
の
一
部
と
い
う
見
方
が
一
般
的
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
清
朝
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に
な
っ
て
か
ら
の
西
部
領
土
と
内
モ
ン
ゴ
ル
は
、
歴
史
的
な
日
が
浅
く
、
文
化
的
に
も
宗
教
的
に
も
差
異

が
明
ら
か
で
、
民
族
問
題
が
く
す
ぶ
っ
て
い
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
す
。
中
国
の
国
制
は
一
体
的
な
共
和

国
で
、
解
体
し
た
旧
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
よ
う
な
連
邦
国
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
中
華
帝
国
伝
来
の
朱
子
学
の

大
義
名
分
論
も
幅
を
き
か
せ
ま
す
。
こ
れ
ら
が
、
領
土
問
題
に
つ
い
て
中
国
の
姿
勢
を
縛
り
、
台
湾
に
対

し
て
だ
け
で
な
く
、
東
方
政
策
に
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。 

  

し
か
し
、
見
方
に
よ
っ
て
は
、
中
国
は
、
漢
の
高
祖
や
宋
王
朝
以
来
、
北
方
の
強
敵
に
現
実
的
な
対
応

を
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
そ
う
い
う
地
政
学
的
な
理
解
に
収
ま
る
事
件
が
最
近
起
き
ま
し
た
。

二
〇
〇
八
年
、
か
つ
て
中
国
・
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
間
で
戦
闘
ま
で
し
た
国
境
の
ウ
ス
リ
ー
島
を
、
折
半
す
る
と

い
う
妥
協
が
成
立
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
見
て
、
愚
鈍
な
小
生
は
思
い
ま
す
。
無
人
の
島
々
に
つ
い
て
、
日

中
両
国
が
穏
便
に
事
を
お
さ
め
る
こ
と
は
で
き
る
は
ず
だ
、
と
。
他
方
の
ロ
シ
ア
に
つ
い
て
も
、
一
部
と

は
い
え
返
還
に
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
北
方
の
島
々
に
つ
い
て
妥
協
の
道
が
あ
る
だ
ろ
う
、

と
。 

 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
境
問
題
を
知
れ
ば
、
東
ア
ジ
ア
の
大
義
名
分
論
に
固
執
し
す
ぎ
て
緊
張
を
高
め
る
こ

と
の
愚
か
さ
が
分
か
り
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
近
世
以
後
も
パ
ワ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
場
で
し
た
。
フ

ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
が
ア
ル
ザ
ス
・
ロ
レ
ー
ヌ
地
方
を
何
度
も
奪
い
あ
っ
た
こ
と
は
誰
も
が
知
っ
て
い
ま
す
。
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第
一
次
と
第
二
次
の
世
界
大
戦
で
区
切
っ
て
、
前
後
三
つ
の
時
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
境
線
を
比
べ
れ
ば
、

そ
の
大
き
な
変
化
に
驚
か
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
と
く
に
、
ド
イ
ツ
よ
り
東
で
国
々
の
国
境
が
大
き
く
西
に

移
動
し
て
い
る
の
に
眼
を
奪
わ
れ
ま
す
。
二
十
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
も
、
戦
争
の
勝
敗
が
国
境
線
を
引
き

直
さ
せ
た
の
で
す
。
そ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
、
記
憶
に
新
し
い
国
境
の
変
更
を
認
め
合
っ
て
、
連
合
を
つ

く
る
道
に
進
ん
で
い
る
の
は
と
て
も
教
訓
的
で
す
（
連
合
議
会
は
ア
ル
ザ
ス
・
ロ
レ
ー
ヌ
に
在
り
ま
す
）
。

ず
い
ぶ
ん
タ
フ
で
す
ね
。
戦
争
は
、
彼
ら
の
考
え
方
を
変
え
る
ほ
ど
悲
惨
だ
っ
た
の
で
す
。
同
じ
く
戦
争

の
悲
惨
を
味
わ
っ
た
日
本
人
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
よ
う
な
強
靭
さ
を
学
ん
だ
で
し
ょ
う
か
。 

 

最
も
重
要
な
の
は
、
宿
命
的
な
仇
敵
だ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
が
互
い
に
二
度
と
干
戈
を
交
え
な
い

と
決
意
し
た
こ
と
で
す
。
こ
の
決
断
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
連
合
の
方
向
に
導
き
ま
し
た
。
第
二
次
世
界
大
戦

で
敗
北
し
た
ド
イ
ツ
は
、
ド
イ
ツ
騎
士
団
領
以
来
の
東
の
古
い
領
土
（
カ
ン
ト
の
生
ま
れ
た
都
市
ま
で
）

を
失
い
、
千
五
百
万
人
以
上
の
追
放
者
を
受
け
入
れ
ま
し
た
。
そ
の
ド
イ
ツ
が
こ
の
「
堪
え
が
た
き
」
新

し
い
国
境
を
変
更
す
る
意
図
の
な
い
こ
と
を
示
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
は
東
方
ま
で
拡
大
し
た
の
で
す
。

そ
し
て
現
在
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
中
心
的
な
国
は
ド
イ
ツ
で
す
。
大
義
を
打
ち
立
て
る
な
ん
と
い
う
知

恵
で
し
ょ
う
。
愚
直
な
者
を
う
な
ら
せ
ず
に
は
お
き
ま
せ
ん
。 

  

ひ
る
が
え
っ
て
日
本
の
こ
と
を
考
え
て
み
ま
す
。
日
本
は
、
ド
イ
ツ
と
同
じ
く
敗
戦
国
で
す
。
国
際
連
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合
と
訳
さ
れ
て
い
る
組
織
は
、
枢
軸
国
の
ド
イ
ツ
と
日
本
に
対
す
る
連
合
で
し
た
。
五
つ
の
常
任
理
事
国

は
日
本
に
対
す
る
戦
勝
国
で
す
（
中
国
に
対
し
て
も
敗
れ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
）
。
日
本
の

戦
争
は
国
民
に
と
っ
て
も
無
惨
で
し
た
が
、
住
民
の
い
た
北
方
の
島
々
を
例
外
と
し
て
、
ド
イ
ツ
の
よ
う

に
は
領
土
を
失
わ
ず
に
済
み
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
例
を
見
れ
ば
、
ロ
シ
ア
が
ア
ジ
ア
で
は
妥
協
の
姿

勢
を
残
し
て
い
る
こ
と
は
幸
運
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
現
在
二
国
と
論
争
に
な
っ
て
い
る
無
人
の
島
々

に
つ
い
て
、
共
通
の
文
化
圏
の
人
間
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
遅
れ
を
と
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
少
な
く
と

も
、
子
供
た
ち
に
鋭
い
対
立
心
を
煽
ら
な
い
よ
う
な
配
慮
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

 

沖
縄
の
こ
と
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。
沖
縄
す
な
わ
ち
琉
球
は
、
奈
良
朝
以
来
の
日
本
の
固
有
の
領
土
で
は

な
か
っ
た
、
日
本
に
組
み
こ
ま
れ
た
の
が
実
質
的
に
は
十
七
世
紀
初
頭
、
国
際
法
上
正
式
に
は
十
九
世
紀

後
半
の
こ
と
だ
と
い
う
認
識
が
不
可
欠
で
す
。
十
八
世
紀
初
頭
に
連
合
王
国
に
統
一
さ
れ
た
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
が
最
近
独
立
を
問
う
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
日
本
で
も
沖
縄
の
問
題
を
お
ざ
な
り
に
し
て
は
い
け
ま

せ
ん
。
国
内
で
唯
一
戦
場
に
な
っ
て
十
二
万
人
を
超
え
る
住
民
が
犠
牲
に
な
り
、
二
十
五
年
以
上
も
ア
メ

リ
カ
軍
に
占
領
さ
れ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば
な
お
さ
ら
で
す
。
米
軍
は
奄
美
諸
島
も
占
領
し
ま
し
た
。

そ
こ
は
、
鹿
児
島
藩
が
侵
攻
し
た
と
き
直
轄
領
に
し
、
鹿
児
島
県
に
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

琉
球
王
国
と
修
好
条
約
を
結
ん
だ
こ
と
の
あ
る
米
国
は
、
そ
の
歴
史
を
知
っ
た
上
で
占
領
し
た
の
で
す
。

状
況
次
第
で
は
占
有
し
続
け
る
意
図
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
歴
史
的
な
経
緯
は
、
敗
戦
時
の
日
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本
側
に
も
沖
縄
の
不
幸
に
痛
み
を
感
じ
な
か
っ
た
人
た
ち
が
い
た
疑
い
を
抱
か
せ
ま
す
。
世
界
の
政
治
情

勢
か
ら
日
本
に
返
還
さ
れ
た
こ
と
は
不
幸
中
の
幸
い
で
し
た
。
沖
縄
の
人
々
の
多
数
が
日
本
復
帰
を
望
ん

だ
こ
と
も
肝
に
銘
ず
べ
き
で
す
。
中
国
が
異
を
唱
え
る
尖
閣
諸
島
の
問
題
を
、
米
国
と
の
軍
事
同
盟
に
従

属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
安
心
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
米
国
側
が
中
国

国
民
政
府
に
琉
球
へ
の
領
土
的
な
意
向
を
打
診
し
た
と
い
う
話
を
聞
き
ま
す
。
沖
縄
の
歴
史
を
知
っ
て
い

る
米
国
は
、
尖
閣
諸
島
の
帰
属
問
題
に
つ
い
て
局
外
中
立
を
公
言
し
ま
し
た
。
こ
の
問
題
で
中
国
と
事
を

か
ま
え
て
ま
で
日
本
の
味
方
を
す
る
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
幻
想
を
抱
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
わ
れ
わ

れ
は
、
前
回
の
選
挙
で
選
ば
れ
た
沖
縄
県
知
事
が
、
慎
重
な
言
葉
づ
か
い
で
米
軍
基
地
の
問
題
の
解
決
を

求
め
、
日
本
の
中
で
義
を
追
求
し
て
い
る
の
に
敬
意
を
払
う
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。 

  

中
国
の
友
人
と
の
対
話
が
き
っ
か
け
で
、
政
治
に
疎
い
者
が
領
土
問
題
の
よ
う
な
む
ず
か
し
い
問
題
を

考
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
貴
兄
は
あ
き
れ
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
と
も
あ
れ
、
他
山
の
石
と
は
言

う
け
れ
ど
、
難
問
を
解
き
ほ
ぐ
す
の
に
よ
い
石
を
他
山
に
探
す
こ
と
を
た
め
ら
う
必
要
は
な
い
と
思
い
ま

す
。
や
っ
か
い
な
挟
ま
り
物
を
玉
に
す
る
貝
に
も
習
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 
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追
伸 

 
 

 

六
月
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組
「
沖
縄
戦
全
記
録
」
を
観
ま
し
た
。
こ
の
戦
争
の
無
惨
に
た
だ
息
を
の
む
ば
か
り
で

 
 

し
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
な
ま
じ
の
言
葉
は
用
無
し
で
す
…
…
。
番
組
の
主
題
は
こ
こ
で
考
え
た
こ
と
と
直
接
関

 
 

係
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
無
惨
は
ほ
か
な
ら
ぬ
沖
縄
で
起
き
た
の
で
す
。
映
像
の
背
後
に

 
 

琉
球
＝
沖
縄
の
歴
史
が
わ
だ
か
ま
っ
て
い
る
の
が
わ
た
し
に
は
見
え
ま
し
た
。
も
う
す
ぐ
国
会
で
戦
争
放
棄
の

 
 

憲
法
を
葬
る
法
律
が
成
立
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
二
〇
一
二
年
の
総
選
挙
が
こ
の
道
へ
の
岐
路
だ
っ
た
の
で

 
 

す
が
、
わ
た
し
た
ち
の
社
会
が
一
歩
一
歩
病
ん
で
い
く
状
況
に
歯
ぎ
し
り
し
て
い
ま
す
。
こ
の
国
は
、
憲
法
に

 
 

違
反
す
る
法
律
で
さ
え
つ
く
る
道
理
の
な
い
国
に
な
り
さ
が
っ
た
の
で
す
。
人
間
の
歴
史
が
目
的
を
も
た
ず
裁

 
 

く
者
が
い
な
い
と
し
て
も
、
人
と
同
じ
よ
う
に
国
も
倫
理
を
問
わ
れ
ま
す
。
諸
外
国
か
ら
一
定
の
顧
慮
を
受
け

 
 

て
い
た
は
ず
の
基
本
姿
勢
を
転
換
し
た
ら
、
世
界
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
中
で
相
応
の
報
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
る

 
 

で
し
ょ
う
。
世
界
の
歴
史
は
そ
れ
を
教
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
〇
一
五
年
、
敗
戦
七
十
年
目
の
八
月 

 


