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今
日
は
専
門
の
方
だ
け
で
な
く
い
ろ
い
ろ
な
方
が
い
ま
す
の
で
、
で
き
る
だ

け
分
か
り
や
す
い
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
「
中
華
の
形
成
と
東
方
世
界
」

と
題
目
は
聞
き
慣
れ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
要
す
る
に
今
ま
で
の
中
国
古

代
史
の
総
括
と
展
望
を
こ
め
た
も
の
で
す
。
中
国
古
代
史
で
は
ど
の
よ
う
に
研

究
が
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
一
つ
は
文
明
の
発
生
は
黄
河
流
域
で

あ
る
と
い
う
、
黄
河
文
明
＝
兀
論
で
す
。
二
つ
に
は
、
そ
う
い
う
黄
河
文
明
か

ら
出
発
し
、
や
が
て
一
つ
の
巨
大
な
帝
国
で
あ
る
秦
漢
帝
国
が
形
成
さ
れ
る
歴

史
の
流
れ
を
明
ら
か
に
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
二
つ
の
流
れ
は
、
黄
河
文
明
か

ら
や
が
て
そ
の
秦
漢
帝
国
へ
移
っ
て
い
く
も
の
と
し
て
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。

そ
し
て
三
つ
目
の
研
究
史
の
流
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
秦
漢
帝
国
は
中
国
史
上
、

最
初
の
統
一
帝
国
で
あ
り
、
や
が
て
階
唐
帝
国
も
含
め
た
統
一
帝
国
へ
と
継
続

し
て
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
が
、
そ
う
い
う
中
国
王
朝
を
中
心
と
し
て
、
我
々

日
本
も
含
め
た
東
ア
ジ
ア
と
い
う
一
つ
の
国
際
世
界
が
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
す
。
以
上
の
よ
う
な
三
つ
、
す
な
わ
ち
黄
河
文
明

論
、
秦
漢
帝
国
論
、
東
ア
ジ
ア
世
界
論
を
核
に
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
中
国
古
代

史
研
究
は
行
わ
れ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
そ
う
い
う
従
来
の
流
れ
か
ら
、

も
う
一
歩
先
に
ど
の
よ
う
な
世
界
、
歴
史
像
を
作
っ
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
話

を
、
一
時
間
ば
か
り
の
う
ち
に
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

新
し
い
中
国
古
代
史
研
究

　
結
論
か
ら
い
い
ま
す
と
、
現
在
で
は
三
者
を
越
え
、
ま
た
あ
る
と
こ
ろ
で
は

そ
れ
を
否
定
す
る
よ
う
な
も
の
の
見
方
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り

第
一
に
は
、
最
近
中
国
で
数
多
く
の
新
石
器
時
代
の
遺
跡
が
発
見
さ
れ
、
黄
河

流
域
だ
け
で
は
な
く
て
、
南
方
の
長
江
の
流
域
を
含
め
て
様
々
な
文
化
の
存
在

が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
も
う
中
国
の
考
古
学
者
の
間
で
は
、

中
国
の
文
明
発
生
は
多
元
で
あ
る
こ
と
が
、
も
う
常
識
に
な
っ
て
い
ま
す
。
た

と
え
ば
黄
河
流
域
、
長
江
流
域
の
ほ
か
に
、
東
北
に
遼
河
と
い
う
河
が
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
少
な
く
と
も
三
つ
の
流
域
に
異
な
っ
た
文
化
が
あ
る
と
見
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
例
え
ば
そ
の
長
江
で
あ
れ
ば
、
上
流
・
中
流
・
下
流
と

い
く
つ
か
の
地
域
に
地
域
文
化
が
認
め
ら
れ
、
中
国
文
明
と
い
う
の
は
決
し
て

黄
河
文
明
だ
け
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
第
二
の
新
し
い
研
究

の
動
き
は
、
私
自
信
も
行
っ
て
き
た
仕
事
で
あ
り
ま
す
が
、
”
中
国
の
統
一
”
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っ
て
一
体
何
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
へ
の
取
り
組
み
で
す
。
紀
元
前
二
二
｝
年

に
秦
の
始
皇
帝
が
全
国
を
統
一
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中
国
と
い

う
の
は
一
つ
の
国
と
し
て
実
際
に
ま
と
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
文
字
の
統
一
、

度
量
衡
の
統
一
、
そ
し
て
郡
県
制
と
い
う
直
接
支
配
の
体
制
に
よ
っ
て
中
国
は

］
つ
に
ま
と
ま
っ
た
の
で
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
一
体
事

実
な
の
で
し
ょ
う
か
。
形
は
統
一
で
あ
っ
て
も
、
実
態
を
見
ま
す
と
、
中
国
は

も
っ
と
下
の
地
域
の
集
合
と
で
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ

う
い
う
面
を
統
一
へ
の
懐
疑
と
私
は
資
料
に
書
き
ま
し
た
が
、
統
一
権
力
の
理

念
と
実
態
、
つ
ま
り
実
態
を
見
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
統
一
と
い
う
こ
と
に

対
す
る
懐
疑
を
持
っ
て
歴
史
を
見
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
第
三
の

動
き
は
、
新
石
器
時
代
の
遺
跡
も
含
め
て
様
々
な
同
時
代
の
史
料
が
出
土
し
て

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
の
読
み
直
し
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
今
日
も

二
つ
ほ
ど
ご
紹
介
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
今
ま
で
見
え
な
か
っ
た

世
界
が
見
え
て
き
た
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
そ
う
い
う
新
し
い
三
つ
の
研
究
動

向
を
ふ
ま
え
て
、
「
中
華
の
形
成
と
東
方
世
界
」
と
い
う
話
を
進
め
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

『
史
記
』
へ
の
四
つ
の
懐
疑

　
今
ま
で
の
中
国
古
代
史
で
そ
の
核
に
な
っ
て
い
た
も
の
は
『
史
記
』
の
記
述

で
あ
り
ま
し
た
。
司
馬
遷
の
『
史
記
』
に
基
づ
い
て
我
々
は
中
国
の
古
代
王
朝

の
歩
み
と
い
う
も
の
を
理
解
し
て
き
た
わ
け
で
す
。
今
ま
で
『
史
記
』
か
ら
古

代
史
を
描
い
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
四
つ
の
疑
問
を
ぶ
つ
け
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
司
馬
遷
が
生
き
て
い
た
時
代
、
今
日
は
レ
ジ
ュ
メ
の

方
は
文
章
だ
け
で
す
の
で
、
地
図
や
多
少
の
年
表
を
O
H
P
を
使
っ
て
お
話
し

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
に
夏
か
ら
始
ま
る
王
朝
の
年
表
が
あ
り
ま

す
が
、
中
国
で
初
め
て
統
一
さ
れ
た
の
は
こ
の
秦
、
西
漢
、
東
漢
と
書
い
て
あ

る
時
代
で
す
。
漢
と
い
う
帝
国
の
時
代
、
そ
し
て
秦
と
い
う
の
は
そ
の
前
の
わ

ず
か
十
五
年
で
す
の
で
、
こ
の
隙
間
に
は
実
は
秦
帝
国
と
い
う
非
常
に
細
い
間

隔
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
中
国
で
最
初
に
統
一
さ
れ
た
の
は
こ
の
黄
色
の
部

分
で
示
さ
れ
た
秦
漢
の
時
代
で
す
。
そ
れ
か
ら
そ
の
前
に
戦
国
時
代
と
い
う
時

代
が
あ
り
ま
す
。
司
馬
遷
が
生
き
た
時
代
は
統
一
さ
れ
た
こ
の
前
漢
の
時
代
で

す
。
で
す
か
ら
彼
の
立
場
は
統
一
に
至
る
歴
史
を
体
系
的
に
書
こ
う
と
し
た
わ

け
で
す
。
つ
ま
り
五
帝
の
伝
説
の
時
代
か
ら
始
ま
り
、
夏
、
股
（
商
と
書
い
て

あ
り
ま
す
が
）
、
周
、
そ
し
て
春
秋
戦
国
時
代
で
す
が
周
の
権
威
が
続
い
て
い

て
周
に
含
ま
れ
ま
す
の
で
、
王
朝
で
い
え
ば
周
か
ら
秦
と
い
う
よ
う
な
王
朝
の

変
遷
を
た
ど
っ
て
漢
に
至
る
と
い
う
そ
の
道
筋
を
描
い
た
わ
け
で
す
。
彼
は
そ

の
前
の
秦
と
い
う
時
代
の
統
一
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
高
く
評
価
し
、
つ
ぎ
に

秦
を
財
め
て
十
五
年
で
崩
れ
た
原
因
を
述
べ
、
前
漢
と
い
う
時
代
に
至
る
と
と

ら
え
ま
し
た
。
そ
の
前
漢
の
時
代
に
は
上
古
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
が
、

古
い
ひ
と
つ
の
時
代
が
お
わ
っ
た
と
い
う
感
覚
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
司
馬

遷
の
史
観
に
よ
っ
て
漢
の
時
代
に
上
古
と
い
う
時
代
が
終
わ
り
、
つ
ぎ
の
時
代

に
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
一
つ
の
歴
史
の
変
わ
り
目
を
求
め
て
い
ま
す
け
れ
ど

も
、
果
た
し
て
そ
れ
で
よ
い
の
か
と
い
う
の
が
｝
つ
の
疑
問
点
で
す
。

　
そ
れ
か
ら
二
つ
目
は
二
十
世
紀
に
様
々
な
考
古
学
的
な
発
見
が
さ
れ
た
こ
と

に
関
連
し
た
こ
と
で
す
。
甲
骨
文
字
の
発
見
に
始
ま
っ
て
、
股
嘘
の
発
掘
、
そ

し
て
最
近
で
も
様
々
な
重
要
な
遺
跡
が
あ
っ
て
、
何
が
出
て
く
る
か
わ
か
ら
な

い
と
い
う
非
常
に
お
も
し
ろ
い
状
況
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
新
し
い

発
見
が
あ
り
ま
す
と
、
ま
ず
『
史
記
』
に
戻
っ
て
『
史
記
』
に
は
ど
う
記
載
さ
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れ
て
い
る
の
か
を
す
ぐ
に
考
え
ま
す
。
そ
し
て
、
遺
跡
が
『
史
記
』
の
記
述
と

一
致
し
て
い
れ
ば
、
司
馬
遷
の
記
載
が
い
か
に
正
し
か
っ
た
か
と
い
う
も
の
の

見
方
を
し
ま
す
。
つ
ま
り
『
史
記
』
に
書
か
れ
た
王
朝
交
代
史
が
、
一
つ
の
歴

史
を
は
か
る
尺
度
、
物
差
し
の
よ
う
な
役
割
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
ま
あ
そ

れ
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
気
を
つ
け
る
べ
き
点
は
気
を
つ
け

て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
『
史
記
』
に
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た

世
界
が
、
実
は
出
土
資
料
か
ら
数
多
く
わ
れ
わ
れ
に
訴
え
か
け
て
き
て
い
る
の

で
す
。

　
そ
れ
か
ら
三
つ
目
の
問
題
点
は
、
わ
れ
わ
れ
が
ア
ジ
ア
、
そ
し
て
中
国
の
古

代
を
み
る
と
き
に
、
や
は
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
物
の
考
え
方
に
非
常
に
左
右
さ

れ
て
き
た
こ
と
で
す
。
最
近
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
が
強
調
さ
れ
ま

す
け
れ
ど
も
、
「
ア
ジ
ア
」
と
い
う
の
は
も
と
も
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
み
た
今

の
西
ア
ジ
ア
の
地
域
で
あ
り
ま
し
た
。
当
然
中
国
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
次

第
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
知
識
が
深
ま
っ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
「
ア
ジ
ア
」
と
い

う
世
界
が
中
国
、
日
本
に
ま
で
最
終
的
に
行
き
着
く
わ
け
で
す
。
そ
し
て
か
れ

ら
が
そ
の
ア
ジ
ア
と
い
う
世
界
が
ど
う
い
う
世
界
で
あ
る
の
か
と
い
う
と
き
に
、

た
え
ず
自
分
た
ち
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
対
比
し
て
考
え
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
つ

ま
り
も
う
す
で
に
ギ
リ
シ
ャ
の
ヘ
ロ
ド
ト
ス
が
歴
史
を
書
い
た
と
き
か
ら
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
は
自
由
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
は
、
ま
た
は
オ
リ
エ
ン
ト
と
言
っ
て
い
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
専
制
の
国
で
あ
る
と
し
て
し
ま
い
ま
す
。
ペ
ル

シ
ャ
の
時
代
か
ら
も
う
す
で
に
、
ア
ジ
ア
は
専
制
だ
と
い
う
意
味
づ
け
が
な
さ

れ
、
そ
の
あ
と
の
時
代
に
た
え
ず
拡
大
し
て
い
き
ま
す
。
で
す
か
ら
わ
れ
わ
れ

が
中
国
史
、
中
国
の
古
代
を
み
る
と
き
に
も
そ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
物
差
し
に

非
常
に
左
右
さ
れ
て
、
中
国
古
代
は
専
制
権
力
、
専
制
王
朝
で
あ
る
、
非
常
に

権
力
が
皇
帝
に
集
中
し
た
国
家
で
あ
る
と
い
う
も
の
の
見
方
、
そ
し
て
そ
の
下

に
は
共
同
体
と
い
う
社
会
、
こ
れ
は
ア
ジ
ア
的
共
同
体
と
言
い
マ
ル
ク
ス
の
言

葉
か
ら
き
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
で
は
個
が
自
立
し
て
い
な
い
一
つ
の
狭
い
村
落

社
会
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
枠
組
み
で
中
国
の
古
代
を
考
え
、

『
史
記
』
を
読
み
な
が
ら
、
『
史
記
』
の
な
か
か
ら
そ
の
よ
う
な
世
界
を
見
つ
け

て
い
こ
う
と
し
て
き
ま
し
た
が
、
果
た
し
て
い
つ
ま
で
も
そ
う
い
う
こ
と
を
し

て
い
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
の
が
三
つ
目
の
疑
問
で
す
。

　
そ
し
て
四
つ
目
は
、
こ
れ
は
非
常
に
大
き
な
問
題
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
に

中
国
の
現
在
の
地
図
を
掲
げ
て
お
き
ま
し
た
。
漢
民
族
以
外
を
少
数
民
族
と
現

在
の
中
国
は
言
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
少
数
民
族
の
区
域
で
あ
る
自
治
区
あ
る

い
は
自
治
州
の
地
域
を
除
い
た
部
分
は
赤
の
斜
線
で
示
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ

が
よ
く
い
わ
れ
る
漢
族
の
伝
統
的
な
地
域
で
す
。
戦
前
の
日
本
人
は
東
洋
史
研

究
の
中
で
こ
の
斜
線
で
引
か
れ
た
地
域
、
全
部
で
十
八
省
あ
り
ま
す
か
、
こ
の

地
域
を
支
那
と
呼
ん
で
来
ま
し
た
。
東
洋
史
研
究
と
い
う
の
は
、
実
は
支
那
あ

る
い
は
支
那
本
土
を
中
心
に
研
究
さ
れ
、
チ
ベ
ッ
ト
や
新
彊
ウ
イ
グ
ル
、
モ
ン

ゴ
ル
、
東
北
三
省
は
除
か
れ
て
い
ま
し
た
。
中
国
人
自
身
も
漢
族
の
伝
統
的
な

居
住
地
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
地
域
を
特
別
に
考
え
て
き
ま
し
た
。
歴
史
を
遡

っ
て
み
ま
す
と
、
こ
の
緑
色
で
重
ね
あ
わ
せ
ま
し
た
二
千
年
前
の
漢
王
朝
の
領

域
に
ほ
ぼ
重
な
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
多
く
の
人
は
、
そ
の
漢
族
の
伝
統
的

な
居
住
地
は
す
で
に
二
千
年
前
に
成
立
し
て
い
た
の
だ
と
見
て
、
中
国
の
歴
史

を
と
ら
え
ま
す
。
そ
し
て
漢
の
前
の
王
朝
、
最
初
に
統
一
帝
国
を
つ
く
っ
た
秦

の
領
域
を
さ
ら
に
重
ね
て
み
ま
す
と
、
若
干
狭
く
は
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
秦

の
領
域
で
す
。
当
時
漢
族
と
い
う
言
葉
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
も
漢
族
の
伝

統
的
な
地
域
に
重
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
秦
や
漢
の
歴
史
を
説
き
明
か
す
と
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い
う
こ
と
は
、
漢
族
の
歴
史
の
始
ま
り
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て

き
ま
す
。
現
在
の
中
国
の
伝
統
的
な
漢
族
の
居
住
地
が
い
か
に
一
つ
に
ま
と
ま

っ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

こ
こ
に
重
要
な
問
題
が
あ
り
ま
し
て
、
近
代
の
中
国
人
や
わ
れ
わ
れ
が
呼
ん
で

い
る
漢
民
族
と
い
う
概
念
は
一
体
、
古
代
に
お
い
て
成
り
立
つ
の
か
と
い
う
こ

と
で
す
。
こ
の
百
年
の
東
洋
史
研
究
の
な
か
で
は
、
そ
れ
が
も
う
前
提
の
よ
う

に
、
支
那
本
土
と
そ
の
周
辺
の
民
族
を
分
け
、
中
華
民
国
の
時
代
に
は
五
族
土
ハ

和
と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
、
漢
族
と
満
族
、
チ
ベ
ッ
ト
、
モ
ン
ゴ
ル
、
回
族
と

を
分
離
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
は
た
し
て
秦
や
漢
の
時
代
に
こ
の
漢
族
と
い

う
一
つ
の
概
念
と
い
う
の
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
こ
と
が
あ
ま
り
問

わ
れ
ず
に
最
初
か
ら
、
二
千
年
前
に
遡
っ
て
も
漢
族
の
伝
統
的
な
居
住
地
が
こ

の
地
域
だ
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
私
も
実
は
そ
の
よ
う
に
長

い
こ
と
考
え
て
き
た
の
で
す
が
、
最
近
の
出
土
文
物
を
見
ま
す
と
、
ど
う
も
そ

の
概
念
を
変
え
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
四
つ
目
の
問
題
で
す
。
そ
の

こ
と
は
ま
た
後
で
触
れ
ま
す
。

　
で
す
か
ら
、
従
来
の
中
国
古
代
史
研
究
は
、
こ
こ
近
年
の
新
し
い
動
向
に
よ

っ
て
大
き
く
変
え
て
い
か
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
の
大
き
く
変
わ
っ
た
中

国
古
代
史
像
と
い
う
の
が
、
ま
だ
い
ろ
い
ろ
な
研
究
者
の
間
で
進
め
ら
れ
て
い

る
最
中
で
あ
り
ま
す
の
で
、
や
が
て
近
い
う
ち
に
い
ろ
い
ろ
な
研
究
が
積
み
重

な
っ
て
新
し
い
方
向
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

中
国
古
代
の
三
つ
の
地
域

　
中
国
古
代
の
歴
史
を
解
く
鍵
と
し
て
、
私
は
か
ね
て
か
ら
地
域
と
い
う
言
葉

を
使
っ
て
き
ま
し
た
。
中
国
に
は
、
三
つ
の
異
な
っ
た
段
階
の
地
域
が
あ
っ
た

と
思
い
ま
す
。
地
域
と
い
う
の
は
非
常
に
曖
昧
な
概
念
で
あ
り
、
国
家
と
地
域
、

あ
る
い
は
社
会
と
地
域
と
い
う
よ
う
に
自
由
に
使
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
人
に
よ

っ
て
使
い
方
も
違
い
ま
す
し
、
そ
れ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
学
会
で
も
、
地
域
と
か

地
域
社
会
と
い
う
テ
ー
マ
を
挙
げ
れ
ば
、
何
で
も
包
み
込
む
よ
う
な
、
ま
た
何

を
報
告
し
て
も
成
り
立
つ
よ
う
な
便
利
な
言
葉
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
で
も

地
域
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
中
国
古
代
で
の
地
域
の
概
念
を
は

っ
き
り
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
も
よ
く
鶴
間
の
い
う
地
域
と
い
う
の

は
よ
く
分
か
ら
な
い
と
言
わ
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
今
日
は
あ
え
て
恥
を
忍
ん

で
、
三
つ
の
地
域
と
い
う
提
言
を
し
ま
す
。
三
つ
の
地
域
と
い
う
の
は
何
か
と

い
い
ま
す
と
、
国
の
大
き
さ
、
社
会
の
大
き
さ
、
分
か
り
や
す
い
言
葉
で
言
い

ま
す
と
、
中
国
の
古
代
の
人
々
が
生
き
て
い
た
集
団
の
大
き
さ
と
い
う
も
の
を

少
し
問
題
に
し
て
み
た
い
の
で
す
。

　
先
ほ
ど
前
漢
時
代
の
領
域
の
地
図
を
挙
げ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
実
は
こ
の
領

域
の
中
に
、
赤
い
点
が
一
〇
三
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
前
漢
の
末
に
、
戸
籍
の
調
査

が
行
わ
れ
て
、
全
国
の
人
口
が
五
九
〇
〇
万
と
い
う
数
値
が
は
じ
き
出
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
一
〇
三
の
郡
や
国
の
下
に
は
、
一
五
八
七
の
県
が
あ
り
ま
す
。

日
本
の
行
政
組
織
と
違
い
、
郡
が
上
に
あ
っ
て
県
が
下
に
あ
り
ま
す
。
そ
う
す

る
と
、
最
初
の
地
域
と
い
う
の
は
、
実
は
こ
の
地
図
に
は
一
〇
三
し
か
な
い
で

す
が
、
さ
ら
に
細
か
く
一
五
八
七
の
点
で
表
さ
れ
る
そ
の
点
が
、
ま
ず
中
国
人

に
と
っ
て
最
初
の
第
一
段
階
の
地
域
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
、

新
石
器
時
代
に
遡
っ
て
み
る
と
、
集
落
が
形
成
さ
れ
、
人
々
は
集
団
で
住
む
社

会
を
つ
く
っ
て
い
き
ま
す
が
、
そ
れ
が
や
が
て
集
ま
っ
て
都
市
と
い
う
も
の
を

形
成
し
ま
す
。
そ
の
都
市
の
基
盤
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
最
初
の
地
域
と
い
う

よ
う
に
名
付
け
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
中
国
の
古
代
の
人
々
が
考
え
る
県
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と
い
う
も
の
は
、
百
里
四
方
、
だ
い
た
い
四
〇
キ
ロ
で
す
が
、
人
々
が
実
際
に

生
活
し
て
、
自
由
に
行
き
来
で
き
る
空
間
、
そ
れ
が
県
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
中
国
の
古
代
の
人
々
は
、
そ
う
い
う
県
を
一
つ
の
城
壁
で
囲
み
、
城

壁
の
民
と
し
て
生
活
し
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
城
壁
に
は
、
社
稜
と
宗
廟
、
つ

ま
り
土
地
の
神
と
そ
れ
か
ら
そ
の
集
団
の
先
祖
を
祭
る
宗
廟
と
い
う
も
の
が
あ

り
ま
す
。
社
稜
と
い
う
の
は
、
や
が
て
、
土
地
の
神
か
ら
国
家
を
表
す
言
葉
に

な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
私
が
言
う
国
家
は
、
い
わ
ゆ
る
近
代
の
概
念
と

し
て
の
国
家
で
は
な
く
、
中
国
固
有
の
伝
統
的
な
国
家
と
い
う
と
い
う
こ
と
で

し
ば
ら
く
使
っ
て
い
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
が
春
秋
時
代
の
あ
る
い
は
そ

れ
以
前
の
股
周
時
代
の
一
つ
の
国
家
な
ん
で
す
ね
。
分
か
り
や
す
く
言
え
ば
、

都
市
国
家
と
言
っ
て
よ
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
、
中
国
の
邑
と
い
う

言
葉
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
邑
制
国
家
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

あ
る
い
は
、
最
近
は
い
ろ
い
ろ
早
期
的
な
国
家
で
あ
る
と
か
、
原
始
的
国
家
で

あ
る
と
か
、
人
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
使
い
方
が
あ
り
ま
す
が
、
最
初
の
地
域
と

い
う
も
の
は
一
つ
の
都
市
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
れ
は
、
孔
子
が
描
い
た
一
つ
の
郷
党
社
会
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
老
子
の
言
葉

に
、
小
国
寡
民
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
つ
ま
り
そ
の
都
市
に
生
き
る
農

民
達
は
一
生
そ
の
都
市
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
な
い
、
隣
の
都
市
の
生
活
の
に
お

い
や
音
を
聞
く
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
お
互
い
に
往
来
し
な
い
、
そ
う
い
う
世
界

で
す
ね
。
小
国
寡
民
と
は
少
し
理
想
的
な
表
現
で
す
け
れ
ど
も
。
ま
た
た
と
え

ば
、
春
秋
時
代
に
衛
と
い
う
国
が
あ
り
ま
す
が
、
衛
と
い
う
国
は
や
が
て
北
方

の
狭
と
い
う
民
族
に
滅
ぼ
さ
れ
、
彼
ら
が
移
民
し
て
移
っ
て
新
た
に
つ
く
っ
た

都
市
は
七
三
〇
人
と
い
う
、
わ
ず
か
ば
か
り
の
国
を
つ
く
り
ま
し
た
。
で
す
か

ら
、
ま
さ
に
そ
の
小
国
寡
民
と
い
う
の
は
、
農
民
の
集
落
も
含
む
か
も
知
れ
ま

せ
ん
が
、
非
常
に
そ
の
小
さ
な
点
と
い
う
地
域
の
中
か
ら
つ
く
っ
た
国
家
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
や
が
て
広
が
っ
て
、
人
々
の
生
活
範
囲
が
広
が
る
中

で
、
戦
国
の
時
代
へ
入
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

　
こ
の
点
で
あ
る
県
を
結
び
付
け
る
の
が
郡
で
あ
り
ま
す
。
分
か
り
や
す
い
よ

う
に
緑
で
四
角
で
囲
っ
て
あ
る
、
あ
の
ぐ
ら
い
の
、
ま
あ
郡
に
も
沢
山
あ
り
ま

す
が
、
い
く
つ
か
の
県
を
合
わ
せ
た
行
政
単
位
が
郡
で
あ
り
ま
す
。
近
年
、
一

九
九
三
年
、
江
蘇
省
の
こ
の
地
域
、
こ
こ
に
東
海
と
い
う
郡
が
置
か
れ
て
い
ま

し
た
け
れ
ど
も
、
前
漢
の
末
の
上
計
文
書
と
い
う
、
つ
ま
り
毎
年
地
方
の
政
府

が
中
央
に
一
年
間
の
県
、
郡
の
行
政
を
報
告
す
る
文
書
、
こ
れ
を
中
央
に
年
度

末
に
差
し
出
し
ま
す
が
、
そ
の
文
書
の
複
製
、
コ
ピ
ー
が
発
見
さ
れ
、
具
体
的

に
そ
の
郡
の
様
相
が
わ
か
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
私
の
話
は
時
代
が
春
秋
だ

と
か
漢
だ
と
か
秦
だ
と
か
飛
び
ま
す
け
れ
ど
も
、
も
と
も
と
の
、
春
秋
あ
た
り

ま
で
の
都
市
が
、
や
が
て
戦
国
の
領
域
国
家
が
つ
く
ら
れ
て
も
県
と
し
て
生
き

て
い
ま
す
。
こ
こ
で
お
話
す
る
の
は
前
漢
、
統
一
帝
国
が
で
き
て
か
ら
の
郡
の

話
で
す
が
、
そ
う
い
う
文
書
の
な
か
に
、
東
海
郡
は
東
西
五
五
一
里
、
南
北
四

八
八
里
と
あ
り
ま
す
。
簡
単
に
換
算
し
ま
す
と
、
東
西
が
二
二
〇
キ
ロ
、
南
北

が
一
九
五
キ
ロ
と
い
う
範
囲
に
お
さ
ま
り
ま
す
。
漢
と
い
う
王
朝
の
全
体
の
領

域
は
『
漢
書
』
地
理
志
に
出
て
お
り
、
そ
の
一
〇
三
の
郡
の
一
〇
三
分
の
一
に

当
た
る
郡
の
具
体
的
な
人
口
、
面
積
、
役
人
の
数
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
な

わ
ち
二
二
〇
〇
人
ほ
ど
の
役
人
が
一
九
五
万
の
人
口
を
か
か
え
て
い
た
こ
の
郡

の
行
政
に
携
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
具
体
的
な
様
子
が
こ
の
文
書
に
よ
っ

て
わ
か
り
ま
し
た
。
最
初
は
こ
の
点
で
示
さ
れ
る
漢
代
の
県
、
古
く
遡
れ
ば
春

秋
以
前
の
一
つ
の
都
市
、
そ
れ
が
基
本
に
な
っ
て
県
と
い
う
地
域
、
都
市
が
作

ら
れ
ま
す
が
、
や
が
て
そ
れ
が
郡
と
い
う
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
き
ま
す
。
戦
国
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時
代
、
お
互
い
に
軍
事
的
な
戦
争
が
始
ま
り
、
そ
の
時
に
拠
点
と
な
る
の
が
郡

で
す
。

　
そ
し
て
第
二
の
地
域
は
、
戦
国
の
時
代
の
地
域
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

戦
国
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
こ
こ
に
秦
と
い
う
国
が
あ
り
ま
す
。
越
・
楚
そ

し
て
燕
・
斉
・
趙
・
韓
・
魏
と
、
こ
の
中
山
と
い
う
国
の
う
ち
、
中
山
と
越
と

い
う
国
を
除
け
ば
、
戦
国
七
雄
と
い
う
最
終
的
な
七
つ
の
国
に
な
り
ま
す
。
私

は
今
ま
で
の
中
国
の
古
代
史
研
究
と
い
う
の
は
、
秦
漢
と
い
う
統
一
時
代
、
す

な
わ
ち
司
馬
遷
の
生
き
て
い
た
時
代
か
ら
も
の
を
み
て
い
ま
し
た
か
ら
、
戦
国

と
い
う
の
は
非
常
に
分
裂
し
、
戦
争
で
お
互
い
に
抗
争
し
て
い
た
時
代
で
あ
り
、

や
が
て
彼
ら
は
中
国
に
統
｝
を
求
め
て
戦
争
し
た
の
だ
と
、
そ
し
て
ま
た
戦
国

と
い
う
の
は
非
常
に
不
便
な
時
代
で
あ
る
の
だ
と
考
え
て
き
ま
し
た
。
よ
く
教

科
書
に
「
秦
の
始
皇
帝
が
文
字
を
統
一
し
た
」
、
「
度
量
衡
を
統
↓
し
た
」
と
い

う
と
き
に
、
お
そ
ら
く
戦
国
時
代
は
文
字
も
異
な
っ
て
い
た
し
、
度
量
衡
も
異

な
っ
て
い
た
し
、
非
常
に
不
便
な
時
代
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、

実
は
最
近
の
研
究
で
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
適
正
規
模
な
国
家
と
い
う
の

は
言
い
方
は
あ
い
ま
い
な
概
念
で
す
が
、
戦
国
時
代
の
国
家
と
い
う
の
は
非
常

に
そ
の
適
正
規
模
な
地
域
に
根
ざ
し
た
国
家
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
第
一
の

国
家
と
い
う
の
は
都
市
、
都
市
を
中
心
と
し
て
一
つ
の
国
家
が
作
ら
れ
ま
し
た
。

そ
う
す
る
と
、
人
々
が
生
活
で
お
互
い
に
活
動
出
来
る
範
囲
、
そ
の
地
域
に
根

差
し
た
第
↓
の
国
家
が
春
秋
国
家
で
あ
る
な
ら
ば
、
第
二
の
そ
れ
が
よ
り
拡
大

し
た
戦
国
の
国
家
と
い
う
の
も
、
実
は
地
域
に
根
差
し
た
国
家
だ
ろ
う
と
い
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。
で
す
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
司
馬
遷
の
世
界
か
ら
考
え
ま
す
と
、

統
一
さ
れ
た
時
代
か
ら
絶
え
ず
遡
っ
て
も
の
を
考
え
ま
す
か
ら
「
戦
国
時
代
は

戦
争
に
明
け
暮
れ
て
大
変
な
時
代
だ
っ
た
」
と
、
ま
た
「
戦
国
の
民
衆
た
ち
が

統
一
を
願
望
し
て
一
つ
の
国
に
移
っ
て
い
っ
た
ん
だ
L
と
い
う
よ
う
に
考
え
て

い
ま
し
た
が
、
実
は
こ
の
戦
国
時
代
に
こ
そ
わ
れ
わ
れ
は
中
国
古
代
史
の
視
点

を
置
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
戦
国
時
代
の
秦
・
楚
・
越
、

そ
れ
か
ら
中
山
は
、
実
は
こ
れ
は
も
と
も
と
「
中
華
」
の
国
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
戦
国
時
代
、
も
ち
ろ
ん
春
秋
時
代
に
も
「
華
」
と
「
夷
」
の
概
念
が

あ
り
ま
し
た
が
、
戦
国
時
代
こ
そ
↓
つ
の
国
家
が
一
つ
の
国
際
社
会
を
作
っ
て

い
く
な
か
で
「
夏
」
と
い
う
概
念
を
作
り
上
げ
て
き
ま
し
た
。
秦
の
国
と
い
う

の
は
も
っ
と
も
西
方
の
国
で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
か
な
り
西
方
の
遊
牧
系
の
文

化
を
受
け
、
中
原
の
「
中
華
」
の
仲
間
入
り
を
さ
せ
て
も
ら
え
な
い
国
で
あ
り

ま
し
た
。
そ
れ
が
一
つ
の
国
際
社
会
、
「
夏
」
と
い
う
ま
と
ま
り
で
あ
っ
た
か

と
思
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
「
中
華
」
と
呼
ん
で
、
実
は
「
中
華
」
と
い
う
言
葉

は
、
漢
代
に
は
こ
の
「
華
」
と
い
う
字
は
用
い
て
い
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
可
夏
L

と
い
う
字
を
用
い
て
い
る
の
で
す
。
戦
国
時
代
に
秦
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
彼
ら

は
中
原
か
ら
「
夷
狭
」
扱
い
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
や
が
て
自
分
た
ち
が

「
夏
」
の
仲
間
入
り
を
し
て
、
「
夏
」
に
入
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
秦
は
そ
の

「
夏
」
と
い
う
共
同
体
を
基
に
し
て
一
つ
の
国
を
造
り
上
げ
て
い
き
ま
す
。
で

す
か
ら
戦
国
時
代
に
出
て
く
る
、
こ
の
「
夏
」
と
い
う
の
が
実
は
非
常
に
重
要

だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
第
二
の
戦
国
国
家
の
領
域
と
い
う
の
は
「
禺
貢
」
の
九
州
、
そ
れ
か
ら

『
史
記
』
の
貨
殖
列
伝
、
そ
れ
か
ら
漢
の
時
代
に
『
方
言
』
に
出
て
く
る
言
語

の
区
域
に
相
当
し
ま
す
。
厳
密
に
戦
国
の
国
々
の
領
域
と
重
な
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
か
な
り
そ
の
地
域
の
領
域
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
い
ま
す
。
や
が
て
こ
の
第
二
の
地
域
と
い
う
の
は
、
「
夏
」
と
い
う
意
識
が

生
ま
れ
て
く
る
な
か
で
、
戦
国
時
代
の
人
々
に
よ
っ
て
「
天
下
」
と
い
う
第
三
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の
地
域
の
概
念
が
造
り
上
げ
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
「
天
下
」
と
い
う
の
は
、
秦

が
統
一
す
る
時
に
秦
の
始
皇
帝
が
各
地
に
石
碑
を
建
て
ま
し
た
が
、
そ
の
刻
石

の
中
に
「
天
下
を
統
合
す
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
秦
は
こ
の
一
つ
の

「
天
下
」
を
一
つ
の
国
に
ま
と
め
て
い
こ
う
と
し
ま
し
た
が
、
実
は
「
天
下
」

と
い
う
の
は
本
来
は
「
中
華
」
だ
け
で
は
な
く
て
、
「
夷
狭
」
と
い
う
世
界
と

「
中
華
」
と
の
両
方
包
み
込
ん
だ
共
存
の
世
界
が
「
天
下
」
で
あ
ろ
う
か
と
思

い
ま
す
。

　
秦
の
始
皇
帝
が
各
地
に
立
て
た
刻
石
や
『
史
記
』
の
秦
始
皇
本
紀
に
、
北
の

世
界
が
「
大
夏
」
大
き
な
夏
、
東
の
世
界
が
「
東
海
」
、
南
の
世
界
が
「
北
戸
」
、

西
の
世
界
が
「
流
沙
」
と
い
う
天
下
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
東
海
」
と
い
う

の
は
東
の
海
、
そ
れ
か
ら
南
は
「
北
戸
」
、
つ
ま
り
南
の
家
と
い
う
の
は
北
に

向
け
て
窓
を
作
る
と
い
う
所
か
ら
来
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
か
ら
「
大
夏
」

大
き
な
夏
、
「
流
沙
し
は
砂
漠
の
世
界
。
秦
の
帝
国
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
本

来
の
天
下
と
は
違
い
、
一
つ
の
読
み
換
え
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
天
下
と
い

う
の
は
こ
の
四
方
の
世
界
に
囲
ま
れ
た
地
域
、
そ
し
て
こ
の
天
下
を
一
つ
の
国

に
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
は
秦
の
一
つ
の
理
念
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

実
は
戦
国
時
代
の
天
下
の
概
念
は
、
華
と
夷
の
共
存
す
る
世
界
で
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
秦
の
理
念
ば
か
り
を
追
っ
て
い
ま
す
と
少
し
天
下
の
概
念
を
誤
解
し

て
し
ま
い
ま
す
。
先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
秦
と
い
う
国
は
実
は

様
々
な
戦
国
時
代
の
国
を
統
合
し
ま
し
た
が
、
決
し
て
一
色
に
は
し
て
い
な
い

の
で
す
。
理
念
で
は
天
下
を
統
合
し
た
と
言
い
ま
す
が
、
実
は
戦
国
時
代
の

様
々
な
地
域
が
そ
こ
に
残
存
し
て
い
る
の
が
秦
と
い
う
国
家
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
そ
う
い
う
天
下
と
い
う
地
域
を
、
三
つ
目
の
地
域
と
し
て
考
え
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

東
洋
史
研
究
・
中
国
史
研
究
の
歩
み

　
そ
の
よ
う
に
し
て
今
ま
で
の
中
国
史
研
究
を
振
り
返
っ
て
見
ま
す
と
、
こ
こ

百
年
の
東
洋
史
研
究
は
明
治
の
時
に
内
藤
湖
南
に
よ
っ
て
始
ま
り
ま
し
た
。
彼

は
こ
の
赤
の
斜
線
で
囲
っ
た
こ
の
地
域
で
生
ま
れ
た
漢
族
の
伝
統
的
な
文
化
が
、

周
辺
の
こ
の
赤
の
斜
線
の
無
い
地
域
に
広
が
っ
て
い
く
、
そ
れ
が
東
洋
史
だ
と

い
う
よ
う
に
考
え
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
人
の
東
洋
史
の
創
始
者
白
鳥
庫

吉
と
い
う
学
者
は
、
北
方
の
民
族
と
南
の
民
族
と
の
対
抗
史
が
東
洋
史
で
あ
る

と
い
う
理
解
を
し
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
時
に
漢
族
と
い
う
近
代
の
概
念
を
そ

の
ま
ま
古
代
に
も
使
っ
て
い
ま
す
。
最
近
の
新
し
い
出
土
文
書
に
よ
り
ま
す
と
、

た
と
え
ば
張
家
山
漢
簡
と
い
う
文
書
が
出
土
し
ま
し
た
が
、
そ
の
中
に
「
漢

民
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
当
時
の
言
葉
で
漢
人
と
は
一
体
何
な
の
か

と
言
い
ま
す
と
、
漢
と
い
う
国
の
戸
籍
に
入
れ
ら
れ
た
民
を
漢
民
と
言
い
、
秦

と
い
う
国
の
戸
籍
に
入
れ
ら
れ
た
民
を
秦
人
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
決
し

て
民
族
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
国
家
の
戸
籍
に
入
れ
ば
す
な
わ
ち
漢
人
で
あ
り
秦

人
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
漢
人
・
秦
人
と
い
う
言
葉
は
、
秦
漢
帝
国
が
崩
壊

し
た
後
に
も
周
辺
の
国
々
か
ら
こ
の
中
国
に
住
む
人
た
ち
呼
ぶ
呼
称
と
な
っ
て

残
っ
て
い
き
ま
す
。
民
族
で
は
な
く
て
、
漢
と
い
う
国
に
登
録
さ
れ
た
民
を
漢

人
と
呼
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
中
国
に
は
様
々
な
民
族
が
い
て
も
、
戸
籍
に
入
れ
ば

も
う
漢
人
と
な
る
訳
で
す
。
そ
れ
が
や
が
て
い
つ
し
か
特
に
近
代
で
す
け
ど
も
、

漢
民
族
、
あ
る
い
は
漢
族
と
い
う
よ
う
に
読
み
か
え
ら
れ
て
い
き
ま
す
が
、
実

は
血
の
つ
な
が
り
と
い
う
よ
り
は
単
に
国
家
に
登
録
さ
れ
た
民
の
こ
と
を
漢
人

と
呼
び
ま
し
た
。

　
こ
の
百
年
の
東
洋
史
研
究
は
、
最
初
は
漢
族
の
中
の
文
化
の
発
展
史
、
そ
れ
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か
ら
漢
族
と
北
の
塞
外
の
民
族
の
交
流
史
と
し
て
実
は
始
ま
り
ま
し
た
が
、
私

は
東
洋
史
研
究
と
い
う
の
は
戦
前
と
言
い
ま
す
か
、
も
う
二
十
世
紀
が
終
わ
り

ま
す
の
で
二
十
世
紀
前
半
と
言
い
替
え
た
方
が
い
い
か
と
思
い
ま
す
け
ど
も
、

二
十
世
紀
前
半
の
東
洋
史
と
い
う
の
は
実
は
非
常
に
地
域
の
概
念
が
あ
っ
た
ん

で
す
ね
。
中
国
に
は
色
々
な
王
朝
の
交
代
が
あ
り
ま
す
け
ど
も
、
戦
前
の
人
達

は
、
民
族
を
包
み
込
ん
た
地
域
か
ら
歴
史
を
解
釈
し
て
い
ま
す
。
た
だ
そ
こ
に

は
二
つ
の
問
題
点
、
つ
ま
り
漢
民
族
と
い
う
の
は
実
は
近
代
の
概
念
で
あ
る
と

い
う
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
実
は
白
鳥
庫
吉
に
し
て
も
内
藤
湖
南

に
し
て
も
南
北
と
い
う
中
国
の
地
域
差
を
考
え
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
を
し
て

い
る
点
で
す
。
と
こ
ろ
が
二
人
の
い
う
南
北
差
は
言
っ
て
い
る
意
味
が
違
い
ま

し
て
、
内
藤
湖
南
の
場
合
に
は
こ
れ
は
後
の
桑
原
騰
蔵
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま

す
が
、
こ
の
支
那
本
土
を
中
央
で
区
切
る
線
、
す
な
わ
ち
准
水
と
い
う
河
が
流

れ
て
ま
す
け
れ
ど
も
こ
の
准
水
を
は
さ
ん
で
北
と
南
に
南
北
と
い
う
地
域
差
を

見
ま
し
た
。
つ
ま
り
漢
族
の
伝
統
的
な
居
住
地
、
支
那
本
土
に
も
地
域
差
が
あ

っ
て
、
古
代
は
非
常
に
北
に
都
が
集
中
し
文
化
も
集
中
し
て
い
ま
し
た
が
、
や

が
て
次
第
に
江
南
に
移
っ
て
い
く
と
い
う
、
国
家
の
興
亡
史
で
は
な
く
て
地
域

の
発
展
史
と
し
て
内
藤
湖
南
は
と
ら
え
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
白
鳥
の
場
合
で
も

東
洋
史
に
お
け
る
南
北
の
差
と
い
う
こ
と
を
論
文
に
書
い
て
い
ま
す
が
、
彼
の

場
合
に
は
、
中
国
支
那
本
土
を
一
つ
と
し
、
北
方
の
遊
牧
民
族
が
北
に
当
た
り

ま
す
。
で
す
か
ら
白
鳥
の
言
う
南
北
と
い
う
の
は
、
北
の
塞
外
民
族
と
中
国
民

族
の
南
北
の
区
別
、
つ
ま
り
漢
民
族
と
塞
外
民
族
の
興
亡
史
と
い
う
観
点
が
あ

り
ま
し
た
。

　
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
わ
れ
わ
れ
は
支
那
と
い
う
言
葉
、
支
那
本
土
と
い
う

言
葉
を
使
わ
な
く
な
り
、
中
国
と
い
う
言
葉
に
切
り
替
え
ま
し
た
。
今
ま
で
こ

の
内
藤
湖
南
の
場
合
に
、
こ
の
周
辺
の
民
族
を
除
い
た
支
那
本
土
の
歴
史
が
東

洋
史
だ
と
言
っ
て
き
ま
し
た
が
、
戦
後
は
そ
の
あ
る
と
こ
ろ
は
継
承
し
、
あ
る

と
こ
ろ
は
国
家
史
に
変
え
て
い
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
戦
後
の
日
本
の
東
洋
史

研
究
と
い
う
の
は
、
中
国
の
古
代
帝
国
が
い
か
に
形
成
さ
れ
て
い
く
か
、
専
制

権
力
が
い
か
に
形
成
さ
れ
て
く
る
か
と
い
う
問
題
を
追
究
す
る
こ
と
が
、
戦
後

の
研
究
史
の
大
き
な
流
れ
で
す
。
私
も
そ
う
い
う
方
向
で
中
国
の
専
制
権
力
の

歴
史
を
見
て
き
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
は
本
来
戦
前
に
は
柔
軟
に
使
わ
れ
て
い
た

地
域
と
い
う
の
が
非
常
に
小
さ
な
も
の
に
変
わ
っ
て
表
に
出
な
く
な
り
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
国
家
が
い
か
に
専
制
権
力
が
形
成
さ
れ
て
く
る
と
い
う
所
に
主
眼
が

あ
り
、
中
国
の
地
域
の
多
様
さ
と
い
う
の
が
そ
の
中
に
は
見
え
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
様
な
感
じ
が
い
た
し
ま
す
。
で
す
か
ら
そ
の
国
家
史
、
あ
る
い
は
国
家

と
社
会
と
い
う
観
点
の
中
に
地
域
と
い
う
も
の
を
入
れ
て
も
う
一
度
整
理
し
て

い
く
べ
き
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
中
国
文
明
観

　
最
近
考
古
学
で
は
様
々
な
遺
跡
が
発
見
さ
れ
、
最
初
に
も
申
し
上
げ
ま
し
た

が
、
黄
河
文
明
一
元
論
と
い
う
見
方
は
、
中
国
で
は
も
う
多
元
論
に
変
わ
っ
て

い
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
に
関
連
し
て
も
う
少
し
最
後
に
お
話
し
て
お
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

　
我
々
は
中
国
を
と
ら
え
る
時
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
立
場
を
非
常
に
尊
重
し
な

が
ら
歴
史
を
見
て
き
ま
し
た
が
、
十
九
世
紀
に
中
国
に
入
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

は
そ
こ
に
非
常
に
強
い
専
制
帝
国
を
見
い
だ
し
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
古
代

か
ら
延
々
と
繋
が
る
と
い
う
専
制
帝
国
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
彼
ら
は
見
て
取

り
ま
し
た
。
昨
年
私
は
陳
西
省
を
ず
っ
と
回
り
ま
し
た
が
、
そ
こ
は
い
わ
ゆ
る
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黄
土
高
原
の
地
域
、
そ
こ
に
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
入
り
、
黄
土
が
非
常
に
肥
沃

で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
世
界
の
四
大
文
明
の
一
つ

が
黄
河
文
明
で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
黄
河
文
明
の
肥
沃
さ
と
い
う

の
は
黄
河
に
あ
る
と
い
う
よ
う
に
彼
ら
は
考
え
ま
し
た
。
リ
ヒ
ト
ホ
ー
フ
ェ
ン

と
い
う
学
者
は
、
最
初
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
中
国
に
入
っ
た
場
A
ロ
に
考
古
学
的

な
発
掘
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
地
質
学
的
な
黄
土
の
調
査
を
や
っ
て
い

き
ま
し
た
。
そ
の
時
に
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
い
う
言
葉
の
命
名
者
で
あ
る
リ
ヒ

ト
ホ
ー
フ
ェ
ン
は
、
中
国
に
入
っ
た
時
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
い
ま

す
。
黄
河
と
い
う
河
は
、
ち
ょ
う
ど
ナ
イ
ル
河
の
河
畔
の
よ
う
に
非
常
に
豊
か

な
世
界
で
あ
る
と
、
そ
し
て
ナ
イ
ル
河
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
中
国
の
黄
河
は

毎
年
平
地
に
氾
濫
し
、
そ
こ
に
細
か
な
物
質
か
ら
な
る
新
し
い
層
を
沈
澱
さ
せ

て
い
っ
た
と
。
こ
れ
が
黄
土
の
エ
キ
ス
で
あ
り
、
非
常
に
豊
か
な
土
壌
で
あ
る

こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
に
中
国
人
は
小
麦
や
大
麦
を
蒔
い
て
収
穫
し
た
の
だ
と
言

っ
て
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
こ
の
中
国
の
黄
土
を
見
て
、
四
大
文
明
の
一

つ
の
黄
土
高
原
の
肥
沃
さ
の
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
と
き
に
、
彼
ら

が
最
も
身
近
で
あ
っ
た
ナ
イ
ル
河
と
い
う
世
界
と
重
ね
合
わ
せ
て
見
て
い
る
の

で
す
。

　
リ
ヒ
ト
ホ
ー
フ
ェ
ン
は
そ
の
旅
行
日
誌
の
な
か
で
、
実
は
一
つ
の
中
国
の
書

物
を
引
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
『
萬
貢
』
と
い
う
書
物
で
す
。
こ
れ
は
戦
国
時

代
に
お
そ
ら
く
ま
と
ま
っ
て
き
た
書
物
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
『
禺
貢
』
と

い
う
世
界
、
こ
こ
に
九
つ
の
青
い
も
の
が
貼
っ
て
あ
り
ま
す
が
、
『
萬
貢
』
と

い
う
の
は
、
夏
の
萬
王
に
託
し
て
、
萬
が
非
常
に
氾
濫
が
起
こ
っ
て
天
に
ま
で

水
が
み
な
ぎ
っ
た
と
き
に
、
そ
れ
を
鎮
め
て
い
く
と
い
う
話
が
あ
り
、
同
時
に

全
国
を
九
つ
に
分
け
て
九
つ
の
土
地
の
評
価
を
行
い
ま
し
た
。
中
央
に
貢
ぐ
べ

き
貢
ぎ
物
の
内
容
を
決
め
る
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
夏
の
禺
王
が
出
て
き
ま

す
け
れ
ど
も
、
実
は
戦
国
時
代
の
状
況
を
反
映
し
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
漢
代

の
状
況
と
い
う
人
も
い
ま
す
が
。
こ
の
中
で
非
常
に
評
価
さ
れ
た
の
は
雍
州
と

い
う
土
地
で
す
。
現
在
の
陳
西
省
の
黄
土
高
原
の
地
で
す
。
そ
し
て
土
地
評
価

が
低
い
の
は
、
こ
の
南
の
長
江
流
域
、
河
が
だ
ん
だ
ん
下
る
に
従
っ
て
そ
の
土

地
の
肥
沃
度
も
低
い
と
い
う
評
価
を
し
て
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
か
ら
考
え
れ
ば
、

こ
の
江
南
の
地
域
、
こ
の
辺
は
気
候
も
い
い
で
す
し
、
最
近
で
は
非
常
に
早
い

時
代
か
ら
稲
作
遺
跡
が
発
見
さ
れ
非
常
に
肥
沃
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
『
萬
貢
』
の
記
述
は
む
し
ろ
、
内
陸
で
、
し
か
も
こ
の
西
北
の
黄
土
高
原

の
地
が
最
上
の
土
地
の
ラ
ン
ク
で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、

『
萬
貢
』
の
時
代
の
陳
西
省
の
こ
の
地
域
に
、
周
に
し
て
も
秦
に
し
て
も
漢
に

し
て
も
都
を
置
い
た
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
人
た
ち
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
非
常

に
肥
沃
で
あ
っ
た
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
リ
ヒ

ト
ホ
ー
フ
ェ
ン
は
、
こ
の
『
萬
貢
』
と
い
う
伝
統
的
な
中
国
の
固
有
の
書
物
を

挙
げ
、
こ
の
黄
土
高
原
の
地
が
一
番
豊
か
で
あ
る
ん
だ
と
い
う
た
め
の
一
つ
の

史
料
と
し
て
引
用
し
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
、
こ
の
中
国
と
い
う
世
界
、

専
制
帝
国
と
い
う
非
常
に
巨
大
な
権
力
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
豊
か
な
黄
土
の

世
界
が
あ
る
と
い
う
説
明
を
し
ま
し
た
が
、
そ
の
時
に
、
伝
統
的
な
中
国
の
書

物
を
引
用
し
て
説
明
し
て
い
き
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
の
見
方
に
基
づ
い
て
黄
河
文
明
と
言
っ
て
き
ま
し
た
が
、
実
は
そ
れ
は
一
つ

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
文
明
史
観
で
あ
り
、
彼
ら
の
立
場
か
ら
作
ら
れ
て
き
た
も

の
で
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
最
近
様
々
な
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て
く
る
な
か
で
、

見
直
し
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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統
［
と
地
域

　
そ
れ
で
最
後
の
提
言
を
し
て
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
先
程
三
つ
の
地

域
は
時
間
の
加
減
で
説
明
し
切
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
東

方
世
界
と
い
う
視
点
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
ま
で
わ
れ
わ
れ
は

こ
の
中
国
と
い
う
世
界
を
、
冊
封
体
制
論
と
い
う
中
国
を
中
心
と
し
た
世
界
の

立
場
で
考
え
て
き
ま
し
た
。
あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
生
み
出
し
た
ア
ジ
ア

観
、
そ
れ
は
黄
河
文
明
が
非
常
に
豊
か
な
四
大
文
明
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
し
て

マ
ル
ク
ス
の
な
か
か
ら
出
て
き
た
考
え
で
す
が
、
四
大
文
明
は
ア
ジ
ア
の
乾
燥

し
た
ベ
ル
ト
地
帯
か
ら
生
ま
れ
た
文
明
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
治
水
灌
概
が
重
要

で
す
か
ら
、
そ
れ
を
行
う
な
か
で
巨
大
な
専
制
権
力
が
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う

よ
う
に
、
一
つ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
目
か
ら
見
た
、
外
か
ら
見
た
中
国
像
か
ら

考
え
て
き
ま
し
た
。
ま
た
一
方
で
、
秦
の
始
皇
帝
の
時
の
よ
う
に
、
中
国
と
い

う
世
界
は
自
分
達
の
国
が
中
華
で
あ
り
天
下
を
統
合
す
る
と
い
う
理
念
が
出
て

き
ま
し
た
。
我
々
は
そ
の
統
一
さ
れ
た
中
国
を
前
提
に
も
の
を
見
る
の
で
は
な

く
、
地
域
か
ら
迫
っ
て
い
き
た
い
の
で
す
。
も
う
一
回
先
程
の
こ
の
色
付
き
の

年
表
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
。
中
国
経
済
史
を
研
究
さ
れ
た
加
藤
繁
が
「
中
国

の
統
一
と
分
裂
」
と
い
う
少
し
古
い
論
文
の
中
で
、
中
国
の
歴
史
と
い
う
の
は

統
｝
と
分
裂
の
繰
り
返
し
で
あ
り
、
そ
の
分
裂
と
統
一
は
一
対
三
の
比
率
の
年

代
の
開
き
が
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
統
一
こ
そ
が
中
国
を
安
定
さ
せ
る
時
代
で
あ

り
、
そ
の
間
に
あ
る
こ
の
赤
く
塗
ら
れ
た
時
代
は
分
裂
の
時
代
で
あ
り
、
そ
れ

は
非
常
に
不
正
常
な
状
態
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
ま
す
。
今
ま
で
の
中
国
古
代

史
と
い
う
の
は
絶
え
ず
こ
の
統
一
か
ら
も
の
を
考
え
て
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

そ
の
前
に
あ
る
こ
の
戦
国
と
い
う
時
代
に
少
し
視
点
を
ず
ら
し
て
も
の
を
見
て

い
き
た
い
の
で
す
。
私
自
身
統
一
像
の
再
構
成
と
い
う
仕
事
を
し
て
来
ま
し
た

け
れ
ど
も
、
決
し
て
中
国
の
個
々
バ
ラ
バ
ラ
な
国
々
が
同
じ
一
つ
の
制
度
を
願

望
し
て
統
一
が
出
来
た
の
で
は
な
く
て
、
実
は
こ
の
戦
国
時
代
の
国
家
の
間
の

国
際
的
世
界
、
中
華
と
い
う
世
界
の
な
か
に
、
何
か
中
国
の
地
域
に
根
差
し
た

エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
で
す
か
ら

加
藤
繁
が
不
正
常
な
時
代
で
あ
る
と
見
た
分
裂
時
代
と
い
う
の
は
、
言
葉
を
換

え
て
言
え
ば
地
域
の
時
代
で
あ
り
、
地
域
に
根
差
し
た
国
家
の
時
代
で
あ
る
と

言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
で
す
か
ら
中
国
と
い
う
社
会
は
統
一
と
い

う
と
こ
ろ
か
ら
見
る
の
で
は
な
く
て
、
様
々
な
地
域
の
集
合
で
あ
り
、
地
域
が

い
か
に
多
様
性
を
持
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
そ
の
上
で
一

つ
の
国
に
ま
と
ま
っ
た
理
由
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
古
代
史
に
お
い
て
は

見
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
「
中
華
の
形
成
と
東
方
世
界
」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
私
は
　
「
中
華
帝
国
の
形
成
」
と
い

う
テ
ー
マ
で
仕
事
を
し
て
来
ま
し
た
が
、
中
華
帝
国
で
は
な
く
て
「
中
華
」
と

い
う
戦
国
時
代
の
一
つ
の
求
心
的
な
国
際
関
係
世
界
が
い
か
に
出
来
る
の
か
と

い
う
こ
と
を
追
求
し
て
い
く
の
が
次
の
古
代
史
の
テ
ー
マ
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
か
ら
「
東
方
世
界
」
、
こ
れ
は
見
慣
れ
な
い
言
葉
で
説
明
し
き
れ

て
い
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
中
国
人
は
中
国
を
中
心
と
し
た
中
華
主
義
と
し
て

自
分
達
の
国
を
考
え
て
き
ま
し
た
。
ま
た
日
本
人
は
中
国
と
い
う
世
界
を
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
と
対
比
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
概
念
の
中
か
ら
中
国
を
考
え
て
き
ま

し
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
「
外
か
ら
見
た
中
国
像
と
の
決
別
」
、
決
別
し
て

ど
こ
に
行
く
の
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
中
国
と
い
う
世
界
を
冷
静
に

位
置
づ
け
る
意
味
で
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
海
に
面
し
た
東
方
の
地
域
と
い
う

こ
と
で
東
方
世
界
と
い
う
概
念
を
使
い
ま
し
た
。
時
間
の
加
減
で
そ
ち
ら
の
方
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を
十
分
説
明
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
私
が
い
ま
苦
悩
し
て
い
る
話
を
今
日
は

お
話
し
ま
し
た
。
少
し
ま
と
ま
り
き
れ
な
い
所
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
参
考

に
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。


