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比
較
社
会
文
化
・
言
語
文
化
研
究
教
育
棟
の
屋
上
。
伊
都
キ
ャ
ン
パ
ス
周
囲

の
小
高
い
山
の
頂
に
は
、か
つ
て
地
方
豪
族
の
居
城
が
あ
っ
た
と
い
う

疑わしき歴史を

新たな視点で検証。

人の自然な営みとして

史実を再構築する。
九州大学大学院比較社会文化研究院長

服部 英雄
例えば、元・高麗の軍隊が神風により一夜で消滅。
歴史の教科書にも書かれていた元寇の記述は
物語としては面白いが、リアリティは乏しい。
人の営みとして自然か、という観点で検証し、
真実に限りなく近づく「史実」を構築する。
たとえ伝説や権威が壊れようとも。
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服
部 

英
雄

九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
研
究
院
長

常
識
が
覆
る

痛
快
感

今
、
高
校
で
使
わ
れ
て
い
る「
日
本
史
Ｂ
」の
教
科
書
を
一

冊
手
に
取
り
、蒙
古
襲
来（
元
寇
）の
ペ
ー
ジ
を
開
い
て
み
た
。

一
二
七
四
年
の
文
永
の
役
に
つ
い
て
は「
博
多
湾
に
上
陸
し

て
、
集
団
戦
に
よ
る
強
力
な
軍
事
力
を
み
せ
つ
け
た
が
、
わ

ず
か
１
日
で
引
き
上
げ
た
」と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
七
年
後

の
弘
安
の
役
の
終
結
は
、「
暴
風
に
よ
っ
て
壊
滅
的
な
被
害
を

受
け
た
元
軍
は
撤
退
し
た
」と
あ
っ
た
。
そ
し
て
元
軍
の
敗

退
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
あ
る
と
し
た
う
え
で
、「
日
本
に

は
暴
風
を『
神
風
』と
受
け
と
め
、
日
本
は
神
が
守
る『
神
国
』

で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
生
ま
れ
…
…
」と
し
て
い
る
。
つ

い
で
に
、
中
学
の
歴
史
教
科
書
を
二
冊
手
に
取
っ
て
み
た
。

ど
ち
ら
も
暴
風
雨
に
よ
り
元
軍
が
退
却
し
た
と
あ
り
、
う
ち

一
冊
に
は
神
風
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
た
。

日
本
の
学
校
で
歴
史
を
学
ん
だ
人
の
大
半
は
、
蒙
古
襲
来

の
結
末
を
暴
風
雨
に
よ
り
外
敵
が
撤
退
し
た
と
教
わ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。そ
う
し
た
日
本
人
の
常
識
と
も
い
え

る
歴
史
の
定
説
に
、九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
学
府・

研
究
院
の
服
部
英
雄
学
府・
研
究
院
長
は
異
説
を
唱
え
て
い

る
。
い
わ
く
、
文
永
の
役
に
お
い
て
上
陸
軍
が
た
っ
た
一
日

人の営みとして合理的な史実

「多数派ではやることがない」

DEAN OF GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL AND CULTURAL STUDIES, KYUSHU UNIVERSITY / Hideo Hattori
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で
船
に
戻
れ
は
し
な
い
。そ
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
史
料
は
、

八
幡
神
の
霊
験
を
記
し
た
も
の
で
実
録
で
は
な
い
。早
期
撤

退
は
暴
風
雨
に
よ
り
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
太
宰

府
陥
落
が
困
難
な
時
の
選
択
肢
だ
っ
た
、
な
ど
。著
書『
歴
史

を
読
み
解
く 

さ
ま
ざ
ま
な
史
料
と
視
覚
』の
第
一
章
で
展
開

さ
れ
る
そ
の
論
は
、
素
人
に
は
取
っ
つ
き
に
く
い
史
料
の
引

用
を
斜
め
読
み
し
て
も
面
白
く
読
め
る
。
想
定
読
者
を「
歴

史
研
究
者
だ
け
で
は
な
い
」と
し
た
本
書
は
、
ほ
か
に
も
島

原・
天
草
の
乱
に
お
い
て
キ
リ
シ
タ
ン
が
原
城
に
籠
城
し
た

意
味
を
問
い
直
し
た
り
、
森
鷗
外
が『
阿
部
一
族
』で
書
き
残

し
た
殉
死
に
関
す
る
虚
実
を
論
じ
た
り
し
た
九
編
を
掲
載
。

い
ず
れ
も
常
識
と
し
て
固
定
化
し
た
歴
史
の
一
説
が
、
新
た

な
視
点
と
確
か
な
根
拠
で
次
々
に
覆
さ
れ
痛
快
だ
。

時
代
を
問
わ
な
い

人
間
の
共
通
項

九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
学
府・
研
究
院
は
、
日

本
と
世
界
の
文
化
の
構
造
や
特
性
を
文
理
融
合
で
研
究
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
、
一
九
九
四
年
に
設
立
さ
れ
た
。服
部
さ

ん
は
そ
の
設
立
に
際
し
、
文
化
庁
の
調
査
官
か
ら
助
教
授
に

転
身
し
、九
大
に
籍
を
移
し
た
。

少
年
時
代
に
自
転
車
を
駆
っ
て
城
跡
を
巡
っ
た
現
地
主
義

は
、
東
大
時
代
に
恩
師
と
の
出
会
い
に
よ
り
徹
底
さ
れ
た
。

文
化
庁
時
代
も
全
国
の
史
跡
調
査
に
当
た
り
、
姫
路
城
や
白

川
郷・
五
箇
山
の
合
掌
造
り
集
落
を
世
界
文
化
遺
産
と
し
て

申
請
す
る
際
は
、
国
際
記
念
物
遺
跡
会
議 

（ICO
M
O
S

） 

の

調
査
官
を
現
地
に
引
率
し
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
て

い
る
。
そ
う
し
た
行
政
の
仕
事
を
通
じ
て
培
わ
れ
た
の
は
、

人
間
は
不
合
理
で
で
た
ら
め
な
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
視
点

で
あ
り
、
時
代
や
文
化
の
違
い
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
な
い
人

間
の
共
通
項
へ
の
視
線
だ
。
文
化
研
究
に
お
い
て
そ
れ
は
、

分
野
を
越
え
た
連
携
を
促
し
、
専
門
の
歴
史
研
究
に
お
い
て

は「
不
自
然
な
史
実
」を
見
つ
け
出
し
て
再
検
証
す
る
原
動
力

と
な
っ
た
。

教
科
書
が
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
権
威
や
常
識
の
否
定
に

は
、
時
間
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
要
す
る
。
だ
が「
今
は
異
端
」と

自
嘲
し
な
が
ら
、「
多
数
派
に
安
住
し
な
い
。多
数
派
に
い
て

は
や
る
こ
と
が
な
い
」と
自
説
の
公
表
に
力
を
注
ぐ
。

史
実
が
書
き
か
わ
っ
た
と
し
て
も
、
今
日
の
生
活
が
一
変

す
る
こ
と
は
な
い
。だ
が
、
か
つ
て「
神
風
」を
信
じ
込
ま
さ

れ
、
片
道
の
燃
料
で
敵
艦
に
向
か
っ
た
若
い
命
が
あ
っ
た
こ

と
を
思
う
と
、
都
合
の
い
い
伝
説
よ
り
も
、
か
っ
こ
悪
く
て

も
人
間
と
し
て
自
然
な
事
実
を
知
り
た
い
と
思
う
。

「
学
問
の
ヒ
ン
ト
は
ど
こ
に
で
も
あ
る
」

権
威
を
疑
う

DEAN OF GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL AND CULTURAL STUDIES, KYUSHU UNIVERSITY / Hideo Hattori
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調
べ
な
け
れ
ば

埋
も
れ
て
し
ま
う

―
中
学
生
の
頃
に
は
城
跡
巡
り
を
し
て
い
た
そ
う
で
す
ね
。

城
に
興
味
を
持
っ
た
き
っ
か
け
は
？

夏
休
み
の
自
由
研
究
で
、
身
近
な
史
跡
を
調
べ
た
こ
と
が

き
っ
か
け
で
す
ね
。
生
ま
れ
育
っ
た
名
古
屋
近
郊
に
は
、
中
学

生
が
自
宅
か
ら
自
転
車
で
行
け
る
身
近
な
所
に
も
か
つ
て
城
が

あ
り
ま
し
た
。多
く
は
村
の
領
主
の
館
の
よ
う
な
規
模
で
す
か

ら
建
物
が
残
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
場
に

行
き
周
囲
を
歩
い
て
み
る
と
、
土
塁
や
堀
の
一
部
が
残
っ
て
い

て
往
事
を
想
像
で
き
ま
し
た
。高
校
生
に
な
っ
て
か
ら
は
自
転

車
で
県
外
へ
。遠
く
は
滋
賀
県
ま
で
野
宿
用
の
テ
ン
ト
を
積
ん

で
城
跡
巡
り
を
し
ま
し
た
。

―
特
に
印
象
に
残
っ
て
い
る
城
は
？

数
多
く
行
っ
た
の
で
、
ど
れ
か
一
つ
は
決
め
き
れ
ま
せ
ん
が

…
…
。あ
え
て
挙
げ
れ
ば
、小
幡
城（
名
古
屋
市
守
山
区
）。小
牧・

長
久
手
の
戦
い
の
時
に
、
家
康
が
籠
も
っ
て
い
る
と
聞
い
た
秀

吉
が
攻
撃
し
た
も
の
の
、
す
で
に
家
康
は
岡
崎
に
逃
げ
て
い
た

と
い
う
、
そ
う
い
う
点
で
知
ら
れ
て
い
る
城
で
す
。当
時
を
偲

べ
る
堀
跡
も
土
塁
も
残
っ
て
い
ま
し
た
が
、
私
が
行
っ
た
後
に

壊
さ
れ
て
今
は
宅
地
に
な
っ
て
い
ま
す
。そ
う
し
た
消
え
て
し

ま
っ
た
城
に
は
特
別
な
思
い
が
あ
り
ま
す
。

―
「
九
州
大
学
学
術
情
報
リ
ポ
リ
ト
ジ
」と
し
て
ネ
ッ
ト
上
に

ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る「
昭
和
30
年
代・濃
尾
平
野
と
周
辺
の
中
世

城
館
」は
、
中
学・高
校
時
代
に
巡
っ
た
史
跡
の
記
録
だ
そ
う
で

す
ね
。

地
元
に
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
城
館
も
多
く
、
ず
い
ぶ
ん
重

宝
さ
れ
、『
新
修
名
古
屋
市
史
』に
も
引
用
さ
れ
ま
し
た
。

―
比
較
社
会
文
化
学
府・
研
究
院
が
現
在
の
伊
都
キ
ャ
ン
パ

ス
に
移
転
す
る
際
は
、『
青
春
群
像
さ
よ
う
な
ら
六
本
松

一
九
二
一
福
高
―
九
大
二
〇
〇
九
』と
し
て
六
本
松
キ
ャ
ン
パ

ス
の
記
録
を
編
集
し
ま
し
た
。

私
が
九
州
大
学
に
勤
務
し
た
最
初
の
キ
ャ
ン
パ
ス
。
こ
れ
ま

で
文
化
財
行
政
に
依
頼
さ
れ
て
ダ
ム
湖
に
沈
み
消
え
て
い
く
村

の
姿
を
記
録
し
て
き
た
の
に
、
消
え
て
な
く
な
る
自
分
た
ち
の

キ
ャ
ン
パ
ス
を
記
録
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
編
集
は
志

願
し
ま
し
た（
本
書
も
リ
ポ
リ
ト
ジ
で
閲
覧
可
能
）。
調
べ
出
す

と
資
料
や
写
真
が
出
て
く
る
も
の
。大
学
周
辺
の
お
店
か
ら
古

い
写
真
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。調
べ
な
け
れ
ば
そ
れ
ら
は
散
在

し
、埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

DEAN OF GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL AND CULTURAL STUDIES, KYUSHU UNIVERSITY / Hideo Hattori

史
実
・
史
料
の

外
側
を
考
え
る

―
研
究
者
と
し
て
の
ス
タ
ー
ト
は
、
中
世
の
荘
園
研
究
で
す

ね
。
著
書
の
タ
イ
ト
ル
を
追
う
と
、「
地
名
」「
峠・
道
」、
そ
し
て

「
差
別・被
差
別
」が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
目
立
ち
ま
す
。

ど
れ
も
原
点
は
荘
園
研
究
。
地
名
や
道
も
差
別
の
問
題
も
、

荘
園
調
査
、
現
地
調
査
か
ら
で
す
。
被
差
別
部
落
の
起
源
は
、

一
般
に
は
江
戸
時
代
に
端
を
発
す
る
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
調
べ
て
み
る
と
も
っ
と
古
く
か
ら
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、

差
別
を
受
け
て
い
て
も
、
優
れ
た
技
能
集
団
で
あ
っ
た
と
い
う

側
面
も
見
え
て
き
ま
し
た
。彼
ら
の
誇
り
と
思
い
ま
す
。

―
著
書『
河
原
ノ
者・非
人・秀
吉
』は
、
被
差
別
部
落
を
経
験

し
た
人
物
と
し
て
秀
吉
像
を
再
構
築
し
、
史
料
か
ら
秀
頼
が
秀

吉
の
実
子
で
な
い
こ
と
を
示
し
、
毎
日
出
版
文
化
賞
を
受
賞
し

ま
し
た
。

秀
頼
が
秀
吉
の
子
で
な
い
こ
と
は
、
世
間
が
言
っ
て
い
た
こ

と
。に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
者
だ
け
が
実
子
だ
と
言
い
張
っ
て

い
る
の
は
お
か
し
い
と
調
べ
て
み
た
ら
、
実
子
で
は
な
い
こ
と

を
証
明
で
き
そ
う
だ
っ
た
の
で
に
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。

差
別
問
題
は
恩
師
で
あ
る
石
井
進
先
生
の
研
究
テ
ー
マ
で
あ
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り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
亡
く
な
っ
た
後
に
出
た
本
に
載
っ
て
い

ま
す
。
秀
吉
と
の
関
わ
り
も
石
井
先
生
が
き
っ
か
け
。
亡
く
な

る
一
ヶ
月
ほ
ど
前
に
自
宅
に
お
じ
ゃ
ま
し
た
際
、「
秀
吉
に
興
味

は
な
い
か
」と
聞
か
れ
、
あ
ま
り
な
い
と
お
答
え
し
た
と
こ
ろ
、

差
別
の
問
題
と
の
関
連
を
う
か
が
い
、そ
れ
な
ら
面
白
そ
う
だ
、

と
調
べ
始
め
た
結
果
で
す
。

―「
蒙
古
襲
来（
元
寇
）に『
神
風
』は
吹
か
な
か
っ
た
」「
島
原・

天
草
の
乱
に
お
い
て
キ
リ
シ
タ
ン
が
集
結
し
た
原
城
は
廃
城
で

は
な
く
、
籠
城
も
殉
死
覚
悟
で
は
な
か
っ
た
」「
福
岡
城
に
天
守

閣
は
な
か
っ
た
」な
ど
、一
般
論
を
次
々
と
覆
し
て
い
ま
す
。

史
実
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
中
に
は
、
人
間
の
合
理
的
な
感

覚
と
し
て
む
し
ろ
変
だ
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
あ
り
、

本
当
に
そ
う
な
の
か
と
調
べ
直
し
て
み
る
と
、
別
の
証
拠
が
い

ろ
い
ろ
出
て
く
る
の
で
す
。

例
え
ば
蒙
古
襲
来
の
文
永
の
役
で
は
、
蒙
古・高
麗
軍
が
暴
風

雨
に
よ
り
一
晩
で
消
え
失
せ
た
よ
う
に
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
気
象
学
の
記
録
で
は
大
軍
を
一
掃
す
る
よ
う
な
暴
風

雨
が
来
る
季
節
で
な
い
こ
と
、
上
陸
し
て
日
本
側
の
騎
馬
武
者

と
戦
っ
て
い
る
大
勢
の
兵
が
短
時
間
で
軍
船
に
戻
れ
な
い
こ
と

な
ど
、
常
識
的
に
考
え
て
お
か
し
な
こ
と
が
史
実
と
さ
れ
て
い

ま
し
た
。確
か
に
悪
天
候
が
蒙
古・高
麗
軍
の
攻
撃
を
阻
ん
だ
か

る
構
造
上
の
常
識
や
遺
構
、
除
却
の
経
緯
か
ら
考
え
れ
ば
、
大

天
守
は
な
か
っ
た
と
す
る
ほ
う
が
矛
盾
が
生
じ
な
い
の
で
す
。

―
城
に
と
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
天
守
閣
は
不
可
欠
な
も
の
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。

天
守
閣
は
領
主
の
権
威
の
象
徴
で
あ
り
、
敵
に
攻
め
込
ま
れ

た
時
に
城
主
が
切
腹
す
る
場
。戦
乱
の
世
が
過
ぎ
た
時
代
に
建

て
ら
れ
た
福
岡
城
に
は
そ
れ
ら
の
必
要
性
も
希
薄
で
す
し
、
そ

も
そ
も
天
守
閣
の
な
い
城
は
全
国
に
い
く
ら
で
も
あ
り
ま
す
。

福
岡
城
は
国
指
定
の
史
跡
の
た
め
安
易
に
復
元
さ
れ
る
心
配
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
で
な
い
全
国
の
城
で
は
観
光
客
集
め
の

た
め
に
天
守
閣
が
建
て
ら
れ
て
し
ま
う
。そ
の
結
果
、
現
代
は

日
本
の
歴
史
の
中
で
最
も
天
守
閣
の
数
が
多
い
の
で
す
。

―
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
こ
と
で
も
、
疑
っ
て
か
か
れ
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。

異
説
を
唱
え
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
権
威
を
信
じ
る
な
と
い
う
基
本
姿
勢
は
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。過
去
の
先
輩
方
が
唱
え
て
き
た
定
説
も
人
間
が

書
い
た
も
の
で
す
か
ら
、
間
違
っ
た
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
て
も

不
思
議
は
な
い
。そ
れ
で
も
権
威
者
が
言
っ
た
こ
と
だ
か
ら
と
、

ず
っ
と
信
じ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う

い
う
も
の
で
も
変
だ
と
思
っ
た
こ
と
は
検
証
し
て
み
て
、
最
終

も
し
れ
な
い
。し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
敵
が
退
却
し
た
理
由
で

は
な
い
。
風
上
に
帆
船
を
進
め
る
技
術
が
な
か
っ
た
時
代
で
す

か
ら
、
大
陸
か
ら
の
季
節
風
が
吹
く
前
に
母
港
に
戻
る
の
は
当

初
か
ら
の
計
画
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
の
が
私
の
論
で
す
。

―
そ
う
し
た
新
説
は
、
新
た
に
発
見
さ
れ
た
史
料
を
根
拠
に

す
る
の
で
す
か
。そ
れ
と
も
従
来
の
史
料
の
読
み
方
が
異
な
る

の
で
し
ょ
う
か
。

史
実
全
体
の
枠
組
み
の
と
ら
え
方
の
違
い
で
、
史
料
の
読
み

直
し
で
す
。ど
う
い
う
視
点
で
史
料
を
読
む
か
、
あ
る
い
は
そ

の
史
料
が
ど
う
い
う
状
況
で
書
か
れ
た
か
を
調
べ
て
み
る
と
、

解
釈
も
が
ら
り
と
変
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。蒙
古
軍
を「
神
」

が
一
掃
し
た
と
書
き
残
し
て
い
る『
八
幡
愚
童
訓
』は
、
八
幡
神

の
霊
験
記
で
あ
っ
て
、
実
録
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
史
料
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
長
い
間
な
い
と
さ
れ
て
い
た
福
岡
城
の
天
守
閣
が

あ
っ
た
と
さ
れ
た
の
は
、
肥
後
藩
細
川
家
の
史
料
に「
福
岡
の

天
守
」と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
か
ら
で
す
が
、
そ

の「
天
守
」が
い
わ
ゆ
る
天
守
閣
を
指
し
て
い
る
根
拠
は
あ
り
ま

せ
ん
。福
岡
藩
の
史
料
に
は
、
矢
倉
を「
小
天
守
」「
天
守
櫓
」と

呼
ん
で
い
た
記
述
が
あ
り
ま
す
が
、
天
守
台
に
立
つ
大
天
守
閣

が
福
岡
城
に
あ
っ
た
と
断
定
で
き
る
根
拠
は
な
い
。城
に
お
け
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的
に
は
自
分
が
考
え
た
こ
と
を
大
事
に
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま

す
。―

日
本
史
学
界
で
は
、異
端
で
す
か
。

今
の
と
こ
ろ
は
ね（
笑
）。通
説
に
対
す
る
ア
ン
チ
は
常
に
異

端
で
あ
り
、
必
ず
少
数
派
。一
本
論
文
を
書
い
た
か
ら
と
い
っ

て
、す
ぐ
に
は
変
わ
っ
て
い
く
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

―
常
に
多
勢
に
無
勢
で
す
ね
。

通
説
側・
多
勢
側
に
い
た
ら
、
私
が
や
る
こ
と
が
な
く
な
っ

ち
ゃ
い
ま
す
か
ら（
笑
）。研
究
者
で
あ
る
意
味
が
な
い
。

―
そ
の
よ
う
な
研
究
姿
勢
は
、
文
化
庁
で
技
官
を
務
め
た
経

験
と
関
係
し
ま
す
か
。

行
政
に
い
て
、
現
実
と
の
緊
張
関
係
の
中
で
仕
事
を
し
て
き

た
経
験
は
重
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。特
に
、
不
自
然
な
こ
と
は

信
じ
な
い
と
い
う
点
で
。人
間
が
や
る
こ
と
は
、
昔
か
ら
そ
の

時
々
で
合
理
的
な
判
断
を
し
て
い
る
も
の
で
、
そ
う
そ
う
突
飛

な
こ
と
は
し
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
し
、
そ
う
い
う
視
点
で
歴

史
を
解
釈
し
て
い
ま
す
。ま
た
、
も
と
も
と
そ
う
い
う
性
格
で

も
あ
り
、
人
が
書
い
た
も
の
よ
り
も
自
分
で
見
て
調
べ
た
こ
と

を
信
じ
ま
す
。そ
の
た
め
現
場
に
行
く
こ
と
も
大
事
で
す
。

島
原・
天
草
の
乱
で
原
城
に
籠
も
っ
た
三
万
と
も
四
万
と
も

い
わ
れ
て
い
る
民
衆
は
、
本
当
に
死
ぬ
つ
も
り
だ
っ
た
の
か
。

文
化
庁
時
代
に
調
査
で
原
城
跡
に
立
っ
た
時
に
感
じ
た
の
は
、

こ
こ
は
海
に
囲
ま
れ
た
逃
げ
場
の
な
い
城
な
の
で
は
な
く
、
キ

リ
シ
タ
ン
に
と
っ
て
は
海
に
開
か
れ
た
城
で
あ
る
。
そ
こ
に
籠

城
し
た
人
々
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
か
ら
援
軍
が
来
て
、
新
し
い
時
代

を
つ
く
れ
る
と
信
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
こ
と
が
き
っ

か
け
に
な
り
ま
し
た
。

越
中
富
山
の
戦
国
大
名・
佐
々
成
政
が
、
家
康
の
も
と
に
行

く
た
め
に
厳
冬
の
北
ア
ル
プ
ス
を
越
え
た
と
さ
れ
て
き
た「
立

山
越
え
」は
、『
太
閤
記
』に
あ
る「
さ
ら
さ
ら
越
え
」と
い
う
記
述

が
立
山
連
峰
の
ザ
ラ
峠
を
越
え
て
黒
部
川
を
遡
っ
た
と
い
う
説

の
根
拠
で
す
。
し
か
し
自
分
の
山
登
り
や
冬
山
の
経
験
か
ら
、

危
険
度
が
高
く
行
程
も
読
め
な
い
ル
ー
ト
を
選
択
す
る
の
は
お

か
し
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。成
政
は
目
的
を
果
た
し
、
早
く

帰
郷
し
た
か
っ
た
の
で
す
か
ら
ね
。そ
こ
で
数
年
を
か
け
て
調

べ
た
と
こ
ろ
、
も
っ
と
安
全
な
鎌
倉
街
道
に
は「
ザ
ラ
」と
呼
ば

れ
る
峠
が
あ
り
、
そ
ち
ら
を
通
っ
た
ほ
う
が
合
理
的
だ
と
結
論

づ
け
ま
し
た
。「
立
山
越
え
の
地
」で
あ
る
こ
と
を
観
光
の
目
玉

と
し
て
い
る
大
町
市
か
ら
は
反
発
が
あ
り
ま
す
が
、
伝
説
は
伝

説
で
あ
り
、
史
実
と
し
て
そ
れ
を
語
り
継
ぐ
わ
け
に
は
い
き
ま

せ
ん
。そ
う
し
た
不
自
然
さ
を
嫌
う
感
覚
は
文
化
庁
で
の
仕
事

で
よ
り
一
層
養
わ
れ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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学
際
組
織
の

社
会
的
使
命

―
比
較
社
会
文
化
研
究
院
長
と
し
て
、
学
生
に

向
け
て「
た
こ
つ
ぼ
に
収
ま
る
な
」と
い
う
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
送
っ
て
い
ま
す
ね
。

先
の
蒙
古
襲
来
の
検
証
も
、
も
と
も
と
は
学
生

の
頃
聞
い
た
ラ
ジ
オ
で
、
気
象
台
の
荒
川
秀
俊
さ

ん
と
い
う
方
が
、
文
永
の
役
は
、
台
風
の
季
節
で

は
な
い
と
言
っ
た
の
を
聞
い
た
こ
と
が
ず
っ
と
頭

に
残
っ
て
い
た
の
で
す
。そ
の
後
、
日
清・日
露
戦

争
で
上
陸
作
戦
に
参
加
し
た
あ
る
退
役
軍
人
の

方
が
、
大
人
数
が
た
っ
た
一
晩
で
陸
か
ら
海
に
渡

れ
る
は
ず
が
な
い
と
、
疑
問
を
語
っ
て
い
た
こ
と

が
大
き
な
ヒ
ン
ト
に
な
り
ま
し
た
。
ど
ち
ら
も
大

学
で
歴
史
に
取
り
組
ん
で
い
た
方
の
言
葉
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
き
っ
か
け
は
ど
こ
に
で
も
あ
り

ま
す
。

大
学
改
革
に
お
け
る
学
際
も
そ
う
い
う
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。他
分
野
の
学
者
と
組
む
の
も
学

際
で
す
が
、
さ
ら
に
外
側
に
抜
け
出
て
、
違
う
視

点
を
持
っ
た
人
の
発
言
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
り
、

考
え
方
を
得
る
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。若

い
人
に
は
、
広
い
視
野
を
持
っ
て
豊
か
な
発
想
を

し
て
も
ら
い
た
い
。そ
の
た
め
、
平
成
二
六
年
度

か
ら
学
府
の
名
称
を
地
球
社
会
統
合
科
学
府
と

し
、改
組・創
設
し
ま
す
。今
で
も
本
学
府
の
研
究

者
は
、
三
分
の
一
が
理
系
。そ
の
体
制
を
よ
り
活

用
す
る
た
め
、
名
実
と
も
に
文
理
融
合
の
組
織
で

あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

―
新
た
な
課
題
で
す
ね
。

東
日
本
大
震
災
も
、
過
去
の
大
地
震
、
大
津
波

の
歴
史
が
無
視
さ
れ
た
。
思
い
込
み
や
バ
イ
ア
ス

が
あ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
は
な
ぜ
既
存
の
学
問・
社

会
が
想
定
で
き
な
か
っ
た
か
を
考
え
な
け
れ
ば
い

け
な
い
。
知
っ
て
い
る
人
は
知
っ
て
い
た
の
に
、

そ
れ
が
声
に
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
面
も
あ
っ
た

で
し
ょ
う
。
社
会
を
担
う
人
間
の
一
人
と
し
て
、

ど
う
い
う
視
点
を
持
っ
て
学
問
に
取
り
組
み
、
そ

の
成
果
を
社
会
に
活
か
し
て
い
く
か
が
、
本
学

府・研
究
院
の
よ
う
な
学
際
組
織
の
課
題
で
す
。
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