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中
国
と
い
う
国
へ
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
婦
人
宣
教
師
が
行
っ
て
、
そ
こ
で
生
活
す
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
、
何
十
年
の
年
月
が
経
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
婦
人
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
な
時

期
で
中
国
の
男
女
の
生
活
を
見
聞
き
し
て
、
生
活
の
交
渉
を
も
っ
て
来
た
わ
け
で
あ
る
が
、
パ
ァ
ル
・
バ

ッ
ク
の
作
品
を
知
る
ま
で
私
は
、
そ
う
い
う
条
件
で
中
国
に
い
て
、
中
国
を
小
説
に
描
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
婦
人
作
家
を
知
ら
な
か
っ
た
。

「
大
地
」
「
母
」
な
ど
を
、
私
は
深
い
興
味
を
も
っ
て
示
唆
さ
れ
る
と
こ
ろ
多
く
読
ん
だ
。
正
宗
白
鳥
氏

が
嘗
て
「
大
地
」
の
評
を
書
い
て
お
ら
れ
た
が
、
そ
の
文
章
で
は
バ
ッ
ク
の
淡
々
た
る
筆
致
が
中
国
の
庶

民
の
生
活
を
よ
く
描
き
出
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
バ
ッ
ク
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
優
越
感
に
よ
っ
て
、
中
国

の
民
衆
の
現
実
を
客
観
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
る
芸
術
的
効
果
で
あ
る
。
よ
い
作
品
を
書
く
に
当
っ

て
、
こ
の
客
観
的
な
態
度
と
い
う
も
の
も
ま
た
価
値
が
あ
る
云
々
と
い
う
意
味
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た

と
覚
え
て
い
る
。

「
大
地
」
や
「
母
」
な
ど
を
よ
み
、
私
は
、
正
宗
さ
ん
の
批
評
を
そ
れ
だ
け
読
ん
だ
折
に
も
心
に
感
じ
た

疑
問
を
、
一
層
作
品
の
具
体
的
な
描
写
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
た
。
正
宗
さ
ん
の
云
わ
れ
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
人
と
し
て
の
優
越
感
か
ら
の
客
観
性
が
、
果
し
て
こ
の
作
品
の
魅
力
と
な
っ
て
い
る
人
間
ら
し
さ
を
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生
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
或
は
ま
た
、
も
っ
と
複
雑
な
何
か
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
。
正
宗
さ
ん

の
批
評
で
は
、
客
観
的
態
度
と
い
う
も
の
を
、
作
者
が
描
こ
う
と
し
て
い
る
現
実
対
象
に
心
を
と
ら
わ
れ

て
い
ず
、
そ
こ
か
ら
自
分
の
心
を
ひ
き
は
な
し
て
、
現
実
の
悲
喜
の
彼
方
に
自
分
を
置
い
た
作
者
が
そ
の

距
離
か
ら
悲
喜
を
か
く
態
度
と
し
て
云
わ
れ
て
い
る
と
思
う
。
だ
が
、
バ
ッ
ク
の
現
実
に
対
す
る
態
度
は

果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
バ
ッ
ク
は
、
主
観
に
と
ら
わ
れ
た
り
、
い
き
り
立
っ
た
り
し
な
い
筆
致
で
描
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
例

え
ば
女
奴
隷
で
あ
る
阿
蘭
が
王
龍
の
妻
に
も
ら
わ
れ
て
僅
の
荷
物
を
腕
に
か
け
て
行
く
と
こ
ろ
。
そ
の
路

々
王
龍
が
青
い
桃
を
阿
蘭
に
や
り
、
歩
き
な
が
ら
阿
蘭
が
そ
れ
を
か
じ
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
、
赤
い
辻
堂
の

場
面
、
更
に
子
供
の
た
め
に
布
を
買
う
阿
蘭
の
姿
な
ど
、
作
者
の
女
と
し
て
の
同
感
、
同
情
、
思
い
や
り

と
い
う
も
の
が
惻
々
と
底
に
な
が
れ
、
感
傷
を
お
さ
え
た
描
写
の
中
に
脈
う
っ
て
い
る
。
バ
ッ
ク
の
短
い

伝
記
で
見
る
と
、
彼
女
は
中
国
で
生
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
中
国
の
庶
民
生
活
は
よ
く
知
っ
て
い
る

で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
よ
く
知
っ
て
い
る
、
そ
の
細
部
を
描
写
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
い
暖
か
さ
が
阿

蘭
を
描
く
バ
ッ
ク
の
筆
致
に
こ
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
何
か
女
で
あ
っ
て
初
め
て
実
感
と
な
っ
て
作
者

の
感
情
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
も
の
が
流
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
外
国
人
に
よ
っ
て
細

か
く
観
察
さ
れ
た
描
写
と
い
う
以
上
の
血
縁
的
な
も
の
が
あ
る
。
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「
お
菊
さ
ん
」
を
書
い
た
、
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
チ
の
筆
致
は
実
に
細
か
で
敏
感
で
、
長
崎
の
蝉
の
声
、
夏
の

祭
日
の
夜
の
賑
い
、
夜
店
の
通
り
を
花
と
一
緒
に
人
力
車
に
乗
っ
て
来
る
お
菊
の
姿
の
描
写
な
ど
は
、
日

本
人
で
は
或
は
あ
あ
い
う
風
な
色
彩
的
な
雰
囲
気
で
は
書
け
な
い
で
あ
ろ
う
日
本
的
な
も
の
を
活
々
と
描

出
し
て
い
る
。
だ
が
、
ロ
チ
の
観
察
に
は
、
冷
や
か
さ
、
距
離
、
知
的
な
好
奇
心
、
そ
う
い
う
も
の
が
漲

っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
客
観
的
態
度
が
貫
い
て
い
る
。

　
バ
ッ
ク
は
、
そ
こ
で
生
れ
た
場
所
に
対
す
る
自
然
な
、
充
実
し
た
知
識
、
観
察
で
描
い
て
い
る
ば
か
り

で
な
く
、
独
特
な
愛
情
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
バ
ッ
ク
は
、
阿
蘭
達
の
生
活
か
ら
ず
っ
と
離
れ
た
と

こ
ろ
に
い
る
か
ら
そ
れ
が
見
え
て
書
け
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ほ
ん
と
に
身
の
ま
わ
り
に
、
自
分
が
そ
の

中
に
い
て
生
活
を
感
じ
て
い
る
、
そ
れ
を
、
彼
女
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
教
養
の
力
、
理
性
の
力
で
語
っ
て

い
る
そ
の
点
で
、
バ
ッ
ク
が
中
国
生
れ
の
ア
メ
リ
カ
婦
人
で
あ
る
と
い
う
特
別
な
事
情
が
大
き
い
プ
ラ
ス

と
な
っ
て
作
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
阿
蘭
の
生
涯
を
阿
蘭
は
自
分
で
書
く
だ
け
の
文
化
的

な
力
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
バ
ッ
ク
は
ア
メ
リ
カ
に
生
れ
て
育
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
婦
人

と
比
べ
れ
ば
、
随
分
違
っ
た
い
ろ
い
ろ
の
も
の
を
女
と
し
て
そ
の
心
の
内
部
に
も
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。

だ
が
、
字
も
知
ら
ず
、
奴
隷
に
売
ら
れ
る
中
国
の
貧
困
な
女
の
一
人
で
は
な
い
。
大
衆
の
生
活
と
文
学
と

の
実
に
微
妙
な
関
係
が
、
バ
ッ
ク
と
い
う
一
人
の
婦
人
作
家
と
そ
の
人
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
中
国
の
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女
の
生
活
と
を
考
え
た
場
合
に
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
作
品
を
よ
ん
で
私
の
受
け
た
感
じ
は
、
バ
ッ

ク
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
し
て
の
優
越
感
か
ら
客
観
的
な
態
度
を
保
っ
て
い
る
と
い
う
正
宗
氏
の
批
評
の
反

対
の
も
の
で
あ
っ
た
。
文
化
の
問
題
か
ら
、
バ
ッ
ク
の
身
内
に
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
強
み
を
と
り
あ
げ

る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
バ
ッ
ク
に
と
っ
て
優
越
感
と
し
て
自
覚
さ
れ
た
り
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
も

し
か
し
た
ら
、
彼
女
は
、
自
分
を
書
か
し
め
て
い
る
力
が
、
ま
だ
中
国
の
一
般
の
女
に
は
与
え
ら
れ
て
い

な
い
文
化
の
歴
史
的
、
社
会
的
な
高
さ
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
風
に
分
析
し
て
考
え
て
い
な
い
か
も
し

れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
バ
ッ
ク
は
、
こ
れ
ま
で
の
作
品
で
ず
っ
と
王
龍
一
家
を
中
心
に
一
地
方
の
農
民
の
生
活
史
を
描
い
て
来

て
い
る
の
だ
が
、
中
国
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
中
国
の
民
衆
と
の
接
触
、
そ
の
錯
綜
は
、
昨
今
私
た

ち
の
注
目
を
ひ
か
ず
に
い
な
い
。
バ
ッ
ク
は
、
こ
の
面
を
、
そ
の
着
実
な
人
間
ら
し
い
目
で
何
と
見
て
い

る
で
あ
ろ
う
か
。
ど
う
芸
術
化
す
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
バ
ッ
ク
の
現
実
を
観
る
目
の
力
と
幅
、
深
さ
が
益

々
鍛
錬
さ
れ
て
、
い
つ
か
そ
う
い
う
題
材
を
、
阿
蘭
の
よ
う
な
女
や
男
の
側
か
ら
描
い
た
作
品
の
出
る
こ

と
を
待
望
す
る
。

　
日
本
が
中
国
と
地
理
的
に
は
全
く
近
く
、
過
去
の
文
学
的
伝
統
の
中
に
、
あ
れ
程
深
く
中
国
文
学
の
影

響
を
受
け
な
が
ら
、
現
代
の
中
国
の
人
民
の
生
活
を
そ
れ
を
描
こ
う
と
し
て
描
い
て
い
る
作
家
は
殆
ど
な
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い
と
い
っ
て
よ
い
。
婦
人
作
家
に
は
全
く
な
い
と
云
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
日
本
の
社
会
的
な
事
情

は
、
バ
ッ
ク
の
よ
う
な
中
国
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
第
二
世
の
婦
人
を
生
む
条
件
も
持
た
な
い
こ
と
も
あ

る
が
、
一
つ
に
は
、
明
治
以
来
日
本
が
中
国
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
中
国
の
一
般
人
民
と
し
て
の
日
常

生
活
の
利
害
の
上
に
は
立
た
ず
、
常
に
そ
の
反
対
物
と
し
て
の
権
力
関
係
に
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
微
妙
な

反
映
が
文
学
の
面
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
将
来
の
日
本
の
文
学
の
豊
富
性
の
な
か
に
は
、

こ
う
い
う
未
開
発
の
分
野
で
の
開
花
も
眺
め
わ
た
さ
れ
る
訳
で
あ
る
。

　
バ
ッ
ク
の
作
風
か
ら
拡
る
連
想
の
一
つ
と
し
て
、
や
や
一
般
的
な
作
家
の
態
度
に
つ
い
て
の
話
題
で
あ

る
が
、
こ
の
間
、
読
売
新
聞
の
座
談
会
で
、
数
人
の
婦
人
作
家
が
あ
つ
ま
り
、
い
ろ
い
ろ
話
が
弾
ん
だ
。

終
り
に
近
く
、
作
家
の
書
く
態
度
の
一
つ
と
し
て
、
私
は
自
分
が
現
実
に
対
し
て
人
情
に
堕
せ
ず
、
非
人

情
に
描
い
て
行
く
力
を
欲
し
て
い
る
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
云
っ
た
。
同
座
し
て
い
ら
れ
た
宇
野
千
代
さ

ん
が
、
そ
れ
に
賛
成
さ
れ
、
本
当
に
そ
う
し
た
ら
亭
主
の
こ
と
で
も
悪
く
書
け
て
い
い
、
と
い
う
意
味
の

こ
と
を
云
わ
れ
、
私
は
そ
の
時
大
変
困
っ
た
。
辛
う
じ
て
、
自
分
を
も
見
る
目
の
意
味
で
あ
る
と
い
う
よ

う
な
短
か
い
言
葉
を
註
し
た
。
場
所
が
ら
、
非
人
情
と
い
う
私
の
意
味
は
人
情
を
否
定
す
る
の
で
な
く
、

そ
の
人
情
の
曲
折
を
描
く
に
、
人
情
の
埒
内
で
暖
ま
ら
ず
、
そ
の
と﹅
こ﹅
と﹅
ん﹅
の
現
実
に
ま
で
触
れ
て
行
こ
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う
と
す
る
に
は
、
そ
の
人
情
な
る
も
の
を
も
社
会
的
な
広
さ
か
ら
作
家
と
し
て
把
握
し
得
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
気
持
で
あ
る
と
い
う
こ
ま
ご
ま
し
い
説
明
は
出
来
な
か
っ
た
。

　
二
月
号
の
『
婦
人
文
芸
』
を
開
い
た
ら
平
林
た
い
子
さ
ん
の
「
日
記
断
章
」
と
い
う
文
章
が
あ
り
、
そ

の
中
で
私
の
云
っ
た
非
人
情
と
い
う
言
葉
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
平
林
さ
ん
は
作
家
と
し
て
、
人
情

と
芸
術
と
が
一
致
す
る
境
地
と
い
う
も
の
を
求
め
て
お
ら
れ
る
。
「
文
学
が
永
久
に
人
情
と
背
馳
す
べ
き

も
の
だ
と
い
う
運
命
を
負
っ
て
い
る
筈
は
な
い
と
思
っ
て
」
と
。

　
平
林
さ
ん
は
隠
微
な
表
現
で
書
い
て
お
ら
れ
る
が
、
平
林
さ
ん
の
よ
う
な
作
家
に
で
も
、
非
人
情
と
い

う
云
い
表
わ
し
は
、
人
情
と
背
馳
す
る
だ
け
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
、
私
は
反
省
も

促
さ
れ
た
し
芸
術
上
の
興
味
も
動
か
さ
れ
た
。

　
人
情
と
い
う
も
の
の
内
容
や
そ
の
理
解
、
文
学
と
の
連
関
は
複
雑
な
問
題
で
あ
り
、
特
に
現
代
の
日
本

の
作
家
は
、
周
密
に
こ
れ
を
と
り
あ
げ
、
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

　
小
説
を
書
き
、
或
は
詩
を
書
き
、
評
論
を
書
く
に
さ
え
、
何
等
か
の
意
味
で
こ
の
人
生
を
愛
す
心
持
、

書
か
ん
と
す
る
対
象
に
対
す
る
愛
、
何
か
迸
る
熱
い
も
の
、
そ
れ
な
し
に
書
け
る
作
家
と
い
う
も
の
は
凡

そ
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
作
家
の
感
受
性
は
謂
わ
ば
最
も
人
情
の
機
微
に
ま
で
立
ち
入
っ
た
も
の
で
あ
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る
と
思
う
。
文
学
は
、
私
の
思
う
と
こ
ろ
で
は
、
永
久
に
人
情
に
沿
う
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の

人
情
の
波
頭
が
一
歩
、
或
は
数
歩
高
ま
り
、
前
進
し
た
と
こ
ろ
の
形
で
あ
り
、
ま
た
人
情
が
一
つ
の
社
会

的
桎
梏
の
型
に
堕
し
た
時
、
そ
れ
を
身
を
も
っ
て
破
ろ
う
と
す
る
人
間
の
本
来
的
感
情
で
あ
る
と
思
う
。

人
情
の
内
容
は
一
種
一
様
の
も
の
で
は
な
い
。
人
情
の
内
容
は
、
出
来
る
だ
け
怠
け
て
楽
を
し
た
い
と
い

う
人
情
か
ら
、
死
ん
で
も
そ
ん
な
奴
の
恩
恵
に
は
あ
ず
か
り
た
く
な
い
と
い
う
気
概
の
領
域
に
ま
で
及
ん

で
い
る
。
私
た
ち
は
、
一
人
の
女
と
し
て
、
作
家
と
し
て
、
今
日
人
情
の
ど
う
い
う
程
あ
い
の
と
こ
ろ
を

生
き
る
か
、
ま
た
、
社
会
の
現
実
と
の
交
渉
の
間
に
、
私
た
ち
の
女
と
し
て
の
生
活
、
人
間
と
し
て
の
心

は
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
種
類
の
人
情
を
目
醒
ま
さ
れ
、
か
き
立
て
ら
れ
て
い
る
か
。
そ
れ
を
歴
史
の
背

景
の
前
に
描
こ
う
と
す
る
時
、
主
観
の
中
に
と
じ
こ
も
り
、
或
は
一
般
的
に
暖
い
も
の
、
妥
協
的
な
も
の
、

話
し
合
い
で
分
る
も
の
と
い
う
先
入
観
で
感
じ
ら
れ
て
い
る
人
情
の
ほ
の
明
り
の
中
に
溺
れ
て
は
、
そ
の

中
で
の
歌
は
う
た
え
て
も
、
現
実
を
力
強
く
彫
り
上
げ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
私
た

ち
は
、
毎
日
の
胸
に
軽
か
ら
ざ
る
日
暮
し
の
間
で
、
人
情
を
打
ち
破
り
、
そ
れ
を
打
ち
ひ
し
ぎ
、
強
引
に

進
ん
で
ゆ
く
現
実
の
姿
を
ま
ざ
ま
ざ
と
観
せ
ら
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
達
の
生
活
の
間
に
は
、
人

情
と
し
て
実
に
忍
び
な
い
が
云
々
、
と
云
っ
て
、
人
情
を
轢
き
過
ぎ
て
ゆ
く
現
実
の
事
実
が
頻
々
と
起
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
か
。
極
く
身
近
な
例
と
し
て
、
私
た
ち
は
人
情
と
し
て
誰
し
も
自
分
の
生
活
の
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誤
謬
の
な
い
こ
と
を
希
い
、
そ
の
た
め
に
努
力
し
て
い
る
と
思
う
が
、
主
観
的
な
そ
う
い
う
人
情
や
意
企

に
拘
ら
ず
、
現
実
社
会
の
厳
然
と
し
た
諸
関
係
と
の
連
関
で
、
そ
の
希
望
、
努
力
、
よ
い
意
図
が
自
分
と

し
て
期
待
し
な
い
結
果
を
生
じ
た
こ
と
を
、
一
度
も
経
験
し
な
か
っ
た
人
が
こ
の
世
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。

作
家
は
、
そ
の
場
合
、
ど
ん
な
力
で
、
我
血
の
流
れ
る
負
傷
の
あ
と
を
調
べ
、
そ
の
よ
う
に
人
情
以
上
の

力
が
わ
が
人
情
を
破
壊
し
た
い
き
さ
つ
を
摂
取
し
、
そ
の
経
験
に
よ
っ
て
な
お
強
く
人
生
を
愛
し
つ
つ
社

会
の
現
実
を
描
破
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
人
間
生
活
の
内
奥
に
於
て
、
感
情
と
情
熱
と
は
同
じ
も
の
の
よ
う
に
一
応
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の

二
つ
の
も
の
は
系
統
は
一
つ
で
あ
っ
て
、
質
が
違
う
。
感
情
、
感
動
の
領
域
に 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

人
情
の
従
来
の
型

に
お
け
る
発
露
が
多
く
繋
ぎ
と
め
ら
れ
て
い
る
。
芸
術
は
人
生
に
対
す
る
情
熱
に
よ
っ
て
創
ら
れ
、
情
熱

の
諸
相
と
し
て
の
諸
感
情
が
活
か
さ
れ
る
。

　
心
理
学
な
ど
の
言
葉
で
正
確
に
表
現
出
来
な
い
が
、
私
た
ち
が
女
と
し
て
人
間
と
し
て
今
日
懸
命
に
生

き
て
い
る
情
熱
が
、
益
々
多
様
で
益
々
複
雑
な
感
情
を
ひ
っ
ぱ
っ
て
い
る
。
長
い
も
の
に
は
巻
か
れ
ろ
、

と
い
う
諺
は
徳
川
時
代
の
平
民
の
境
遇
か
ら
発
生
し
た
意
味
ふ
か
い
言
葉
で
あ
る
。
一
寸
の
虫
に
も
五
分

の
魂
、
と
い
う
言
葉
も
、
等
し
く
こ
れ
ら
の
描
写
を
も
た
ぬ
市
民
の
心
か
ら
産
ま
れ
て
い
る
。
本
来
人
情

に
沿
う
た
文
学
は
、
こ
の
い
ず
れ
の
波
に
よ
っ
て
、
人
情
の
領
域
と
内
容
と
を
拡
大
し
、
豊
富
に
し
て
行
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く
で
あ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
三
七
年
三
月
〕
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