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日
本
で
は
こ
こ
ま
で
の
こ
と
は
起
こ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
小
さ
な
島
で
は
日
本
で
起
こ
っ
た

こ
と
が
も
っ
と
荒
々
し
い
、
暴
力
的
と
で
も
言
い
た
く
な
る
形
で
起
こ
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。

　

讃
美
歌
を
歌
う
よ
う
に
な
る
と
古
い
歌
が
廃
れ
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
歴
史
が
起
こ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
分
か
り
や
す
く
表
現
す
る
た
め
に
、
私
は
讃
美
歌
以
前

と
以
後
と
で
は
ア
ジ
ア
太
平
洋
の
音
楽
史
に
活
断
層
の
よ
う
に
亀
裂
が
走
っ
て
い
る
、
と
言
っ
て

い
ま
す
。

　
§
16　

土
地
の
古
く
か
ら
の
歌
と
の
関
係
は

ー
そ
れ
は
ま
た
随
分
悲
劇
的
な
お
話
で
す
ね
。

　

サ
モ
ア
の
人
た
ち
は
そ
う
は
考
え
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
自
分
た
ち
の
特
徴
は
柔
軟
性
に
あ
る

と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
外
国
の
文
化
を
受
け
入
れ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
を
自
分
た
ち
に
合
う
よ
う
に

改
良
し
て
い
る
と
。
結
局
、
私
た
ち
日
本
人
と
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
思
い
ま
せ
ん
か
。
日
本

の
場
合
も
、
そ
う
は
違
わ
な
い
と
思
い
ま
す
。
言
語
は
日
本
語
が
残
り
ま
し
た
が
、
音
楽
は
日
本

音
楽
が
残
ら
ず
普
通
の
生
活
で
は
ほ
ぼ
西
洋
音
楽
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

今
の
若
い
人
た
ち
が
歌
っ
て
い
る
歌
を
明
治
の
人
た
ち
が
も
し
も
聞
く
こ
と
が
出
来
た
ら
、
日

本
人
だ
と
は
思
わ
な
い
と
思
い
ま
す
よ
。

ー
で
も
幕
末
の
顛
末
な
ん
か
を
見
ま
す
と
、
や
は
り
西
洋
列
強
の
強
力
な
圧
力
を
前
に
し
て
変
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わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
面
が
あ
っ
た
と
い
う
思
い
は
拭
え
ま
せ

ん
。

　

確
か
に
あ
る
面
で
は
そ
う
で
し
ょ
う
。
で
も
宣
教
師
に
と
っ
て
は
、
例

え
ば
日
本
に
来
た
時
に
日
本
の
音
楽
が
あ
ま
り
に
も
種
類
の
違
っ
た
音
楽

だ
っ
た
の
で
ほ
と
ん
ど
理
解
出
来
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。　

　

理
解
出
来
な
か
っ
た
だ
け
な
ら
い
い
の
で
す
が
、
あ
る
い
は
自
分
は
理

解
出
来
な
い
の
だ
、
と
い
う
見
方
を
し
て
く
れ
れ
ば
問
題
は
な
い
の
で
す

が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
や
は
り
古
い
習
慣
、
古
い
信
仰
と
結
び

つ
い
て
い
る
と
思
う
わ
け
で
す
。
古
い
習
慣
、
古
い
信
仰
と
い
う
の
は
彼

ら
か
ら
す
れ
ば
間
違
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
邪
悪
な
教
え
と
い
い
ま
す
か
、

邪
教
な
わ
け
で
す
。
悪
魔
の
教
え
な
の
で
す
。
だ
か
ら
そ
ん
な
古
い
歌
は

歌
っ
て
は
い
け
な
い
、
と
言
っ
た
の
で
す
。

ー
宣
教
師
た
ち
は
古
い
歌
を
禁
止
し
た
の
で
す
か
？

　

は
い
、
そ
う
で
す
。
古
く
か
ら
親
し
ん
で
き
た
歌
が
ど
う
し
て
讃
美
歌

に
入
れ
替
わ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
は
、
こ
の
面
か
ら
も
捉
え
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
宣
教
師
た
ち
は
任
地
に
行
っ
て
古
い
歌
や
踊
り
を
強
制
的
に

禁
止
し
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
は
例
え
ば
ハ
ワ
イ
と
か
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
で
実

際
に
あ
っ
た
こ
と
で
す
。

ハワイ最初のキリスト教徒カメハメハ２世の王妃ケオプラニのキリスト教式の葬式
出典：American	Board	of	Commissioners	for	Foreign	Missions.	Paper	(Primary	
Source	Media	／	Cengage	Learning)
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ど
う
い
う
強
制
が
あ
る
か
と
言
う
と
、
例
え
ば
古
い
歌
や
踊
り
を
続
け

て
い
る
と
、
信
仰
が
足
り
な
い
と
い
う
こ
と
で
教
会
の
仲
間
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
か
ら
追
い
出
し
ま
す
。
追
放
、
破
門
で
す
ね
。
そ
れ
以
前
に
は
、

古
い
歌
や
踊
り
を
し
て
い
る
と
あ
な
た
は
地
獄
に
落
ち
る
と
い
う
よ
う
な

こ
と
も
言
っ
た
で
し
ょ
う
し
ね
。
島
中
が
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
な
っ
て
い
る
と
、

自
分
が
破
門
さ
れ
る
と
そ
の
社
会
で
生
き
て
い
け
な
く
な
る
の
で
、
破
門

は
あ
る
時
期
か
ら
強
い
強
制
力
と
し
て
働
い
て
い
き
ま
す
。

ー
今
、
先
生
は
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
師
た
ち
は
古
い
歌
舞
を
禁
止
し
て

い
っ
た
、
そ
う
い
う
事
実
が
あ
る
ん
だ
と
指
摘
さ
れ
ま
し
た
が
、
も
う
少

し
い
く
つ
か
具
体
例
を
あ
げ
て
下
さ
る
と
分
か
り
や
す
い
と
思
い
ま
す
が
。

　

そ
う
で
す
ね
、
例
え
ば
こ
ん
な
例
が
あ
り
ま
す
。
昭
和
九
年
に
あ
る
民

族
音
楽
学
者
が
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
に
音
楽
の
調
査
に
出
か
け
ま
し
た
。
田
辺

尚
雄
と
い
う
学
者
で
す
。
彼
が
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
に
行
っ
て
目
の
当
た
り
に

し
た
の
は
ど
こ
も
か
し
こ
も
讃
美
歌
だ
ら
け
な
の
で
す
。
彼
は
讃
美
歌
に

よ
っ
て
在
来
の
音
楽
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
と
て
も
心

配
し
ま
し
た
。
幸
い
な
こ
と
に
い
く
つ
か
残
っ
て
い
ま
し
た
。
た
だ
し
そ
こ

に
は
問
題
が
あ
っ
て
、
在
来
の
歌
舞
を
や
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
に
現
地
の

人
々
の
間
に
は
強
い
抵
抗
が
あ
り
ま
し
た
。

王妃ケオプラニの伝統の葬式
出典：American	Board	of	Commissioners	for	Foreign	Missions.	Paper	(Primary	
Source	Media	／	Cengage	Learning)
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ま
ず
長
い
間
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
が
禁
止
し
て
き
ま
し
た
の
で
、
彼
ら
は
踊
り
た
が
ら
な
い
。

そ
し
て
昭
和
九
年
と
言
い
ま
す
と
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
は
日
本
の
委
任
統
治
領
だ
っ
た
の
で
、
日
本
の

官
憲
が
宣
教
師
の
政
策
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
在
来
の
歌
や
踊
り
を
禁
止
す
る
と
い
う
こ
と
を

続
け
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
田
辺
が
在
来
の
音
楽
を
望
ん
で
も
な
か
な
か
や
っ
て
も
ら
え
な
い

と
い
う
状
況
が
あ
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
田
辺
と
同
じ
船
に
女
性
宣
教
師
が
乗
り
合
わ
せ
て
い
ま
し
た
。
彼
女
は
ク
サ
イ
で
長
い

こ
と
宣
教
活
動
を
し
た
当
の
本
人
で
し
た
。
彼
女
は
身
を
も
っ
て
古
い
歌
や
踊
り
を
禁
止
し
た
と

い
う
逸
話
が
残
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
時
軍
隊
か
ら
島
民
た
ち
を
踊
ら
せ
ろ
と
銃
を
向
け
ら
れ
た
が
、

そ
れ
で
も
彼
女
は
頑
と
し
て
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
、
そ
う
い
う
筋
金
入
り
の
宣
教
師
で
す
。
彼
女

が
船
の
中
で
今
度
日
本
の
学
者
が
島
に
行
っ
て
、
長
い
間
禁
止
し
て
い
た
踊
り
を
踊
ら
せ
て
記
録

す
る
と
い
う
話
を
聞
い
て
カ
ン
カ
ン
に
怒
り
ま
す
。
で
も
田
辺
は
い
ろ
ん
な
懐
柔
策
を
使
っ
て
、

無
事
な
ん
と
か
古
い
歌
舞
の
録
音
に
こ
ぎ
つ
け
ま
す
。

　

そ
の
詳
し
い
顛
末
は
残
念
な
が
ら
今
お
話
し
す
る
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
例
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
た
ち
は
は
っ
き
り
と
土
着
の
歌
舞
を
禁
止
し
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
代
わ
り
に
自
分
た
ち
の
讃
美
歌
を
歌
う
よ
う
に
仕
向
け
て
い
き
ま
し
た
。
仕
向
け
る
、
と
い

う
言
葉
が
適
切
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
簡
単
に
言
う
と
そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

今
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
例
を
お
話
し
し
ま
し
た
が
、
ハ
ワ
イ
で
も
全
く
同
じ
こ
と
が
行
わ
れ
ま
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し
た
。
タ
ヒ
チ
で
も
マ
ル
ケ
サ
ス
で
も
、
ト
ン
ガ
で
も
ク
ッ
ク
で
も
同
じ
で
す
。
で
す
か
ら
キ
リ

ス
ト
教
の
布
教
に
よ
っ
て
普
及
し
て
い
っ
た
讃
美
歌
は
在
来
の
歌
舞
を
駆
逐
し
て
い
っ
て
、
そ
れ
に

置
き
換
わ
る
形
で
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
広
が
っ
て
い
っ
た
、
そ
う
い
う
面
を
持
っ
て
い
ま
す
。

ー
日
本
の
場
合
は
宣
教
師
が
日
本
の
古
く
か
ら
の
歌
舞
を
禁
止
し
た
と
い
う
話
は
聞
き
ま
せ
ん
ね
。

　

日
本
で
そ
れ
を
し
た
ら
、
内
政
干
渉
に
な
る
で
し
ょ
う
。
小
さ
な
島
と
は
違
っ
て
そ
れ
な
り
に

強
い
国
で
し
た
し
、
人
口
も
多
か
っ
た
で
す
し
ね
。
近
代
国
家
が
は
じ
ま
っ
た
ば
か
り
と
は
い
え
、

そ
れ
な
り
の
国
力
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
宣
教
師
が
直
接
日
本
の
歌
舞
を
禁
止
す
る
と
い
う
措
置

は
と
れ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
代
わ
り
と
言
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
か
、
日
本
で
は
み
ず
か

ら
禁
止
し
て
い
き
ま
す
。
詳
し
く
お
話
は
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
南
の
島
々
で
宣
教
師
が
歌
舞

を
禁
止
し
た
理
由
は
、
彼
ら
の
歌
舞
が
宣
教
師
か
ら
す
れ
ば
許
し
が
た
い
男
女
間
の
み
だ
ら
な
行

為
と
結
び
つ
い
て
い
た
か
ら
で
す
。

　

な
ぜ
こ
ん
な
話
を
す
る
か
と
言
い
ま
す
と
、
実
は
日
本
で
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
り
ま
し

た
。
明
治
三
、四
年
あ
た
り
に
、
県
レ
ベ
ル
で
盆
踊
り
を
禁
止
す
る
と
い
う
条
例
が
た
く
さ
ん
出
て

き
ま
す
。
上
か
ら
の
命
令
で
盆
踊
り
を
止
め
さ
せ
ま
し
た
。
盆
踊
り
は
今
と
は
違
っ
て
い
わ
ゆ
る

未
婚
の
若
い
男
女
が
夜
自
由
に
交
際
し
て
も
い
い
と
い
う
習
慣
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
す
。
万
葉

の
時
代
か
ら
あ
る
歌
垣
の
よ
う
な
風
習
で
す
ね
。
男
女
の
自
由
な
交
際
を
誘
発
す
る
よ
う
な
盆
踊

り
は
、
日
本
が
近
代
国
家
に
な
る
に
は
ま
ず
い
と
い
う
の
で
、
こ
の
場
合
は
自
主
的
に
上
か
ら
禁

止
し
ま
し
た
。
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禁
止
し
た
主
体
が
宣
教
師
か
行
政
府
か
と
い
う
違
い
は
あ
り
ま
す
が
、日
本
も
南
太
平
洋
の
島
々

や
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
島
々
と
同
じ
歴
史
を
持
っ
て
い
る
、
共
通
点
が
あ
る
、
と
私
は
見
て
い
ま
す
。

§
17　

唱
歌
は
な
ぜ
他
所
で
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
か

ー
な
る
ほ
ど
、
確
か
に
こ
の
よ
う
に
お
話
を
う
か
が
っ
て
き
ま
す
と
、
先
生
が
最
初
に
お
っ

し
ゃ
っ
た
よ
う
に
唱
歌
が
単
な
る
古
い
歌
と
か
学
校
で
あ
る
程
度
強
制
的
に
習
う
歌
だ
と
か
、
老

人
ホ
ー
ム
で
お
年
寄
り
た
ち
が
懐
か
し
く
思
う
歌
、
聞
い
て
喜
ぶ
歌
、
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
歴

史
的
に
深
い
背
景
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。
も
う
一
度
こ
こ
で
先
生
の
お
話

を
私
な
り
に
簡
単
に
整
理
し
て
み
ま
す
と
、
十
八
世
紀
後
半
か
ら
イ
ギ
リ
ス
と
か
ア
メ
リ
カ
で
キ

リ
ス
ト
教
の
海
外
伝
道
運
動
が
起
こ
り
、
そ
し
て
私
た
ち
の
関
係
で
い
う
と
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地

域
に
キ
リ
ス
ト
教
が
布
教
さ
れ
た
。
布
教
に
伴
っ
て
、
そ
の
地
域
に
讃
美
歌
が
普
及
し
て
い
っ
た
。

そ
の
こ
と
は
讃
美
歌
が
普
及
し
て
い
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
宣
教
師
た
ち
に
よ
り
、
あ
る

い
は
自
主
的
に
古
い
伝
統
的
な
音
楽
を
禁
止
し
て
、
演
奏
を
や
め
さ
せ
て
、
そ
の
か
わ
り
に
讃
美

歌
を
演
奏
さ
せ
る
、
そ
う
い
う
歴
史
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

　
で
、
先
生
が
最
初
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
面
白
い
お
話
、
唱
歌
が
日
本
だ
け
で
誕
生
し
た
の
は

な
ぜ
な
の
か
、
も
し
か
し
た
ら
唱
歌
の
誕
生
は
奇
跡
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ

と
に
繋
が
っ
て
く
る
と
思
う
の
で
す
が
、
ど
う
し
て
他
所
の
地
域
で
は
、
日
本
で
起
こ
っ
た
よ
う




