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ど
こ
の
大
学
の
史
学
科
の
講
義
科
目
に
も
必
ず
「
日
本
史
概
説
」
と
銘
打

つ
講
義
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
古
文
書
学
」
と
と
も
に
、
史
学
科
の

長
老
ク
ラ
ス
の
教
員
が
受
け
持
つ
講
義
科
目
と
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て

よ
い
。
そ
ん
な
「
日
本
史
概
説
」
を
い
つ
し
か
私
も
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
。
と
い
っ
て
も
長
老
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
役
割
分

担
と
い
う
こ
と
で
ま
わ
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
に
は
「
概
説
」

を
持
て
る
ほ
ど
の
力
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
当
初
は
自
分
の
専
門
に
引
き

つ
け
つ
つ
一
応
は
概
説
ら
し
く
な
る
よ
う
、
広
い
時
代
を
カ
バ
ー
す
る
よ
う

に
つ
と
め
た
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
徐
々
に
概
説
の
大
切
さ

が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
教
材
の
工
夫
を
す
る
な
ど
し
て
、
一
応
は
「
日

本
史
概
説
」
ら
し
き
講
義
内
容
に
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
や
が
て
、
今
ま
で

学
ん
で
き
た
、
そ
し
て
自
分
が
講
義
し
て
い
る
「
日
本
史
」
と
は
、
本
当
の

日
本
史
な
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
と
い
う
の

は
、
ア
イ
ヌ
あ
る
い
は
沖
縄
（
琉
球
）
の
歴
史
は
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な
い
か

真
の
日
本
史
と
は
（
中
野
）

真
の
日
本
史
と
は

〈
研
究
余
滴
〉

は
じ
め
に

ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
今
ま
で
私
が
学
ん
で
き
た
、
そ
し
て
私
が
講
義
し
て

き
た
「
日
本
史
」
は
あ
ま
り
に
も
「
ヤ
マ
ト
」
中
心
、
稲
作
中
心
で
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
日
本
」
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
は
、
「
ヤ
マ
ト
」
の
他
に
、
歴
史
的
に

見
れ
ば
、
蝦
夷
・
ア
イ
ヌ
、
琉
球
・
沖
縄
の
存
在
等
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
は
今
日
で
も
、
未
解
決
の
問
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
こ
の
両
者
は
た
ん

に
地
域
の
問
題
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
な
い
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
そ
ん
な
こ

と
に
気
づ
い
て
後
は
、
東
北
地
方
の
蝦
夷
関
係
史
跡
・
施
設
、
あ
る
い
は
沖

縄
の
史
跡
・
施
設
を
回
っ
た
り
し
て
、
講
義
の
中
で
写
真
な
ど
で
現
地
を
紹

介
し
つ
つ
、
そ
の
歴
史
を
講
義
に
取
り
入
れ
る
よ
う
私
な
り
に
努
力
し
て
き

た
。そ
ん
な
意
識
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
時
、
「
日
本
学
」
と
い
う
こ
と
を
、
考

え
る
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
状
況
に
な
り
、
「
日
本
と
は
何
か
」
、
「
日
本
人
と

は
何
か
」
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
一
応
の
自
分
な
り
の
考
え

を
持
て
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、
「
朝
日
新
聞
」
二
○
○
一
一
一
年
八
月
二
日
の
「
ウ
①

目
の
四
目
己
昌
」
版
の
「
こ
と
ば
の
旅
人
」
欄
「
ド
ー
デ
「
最
後
の
授
業
」
」

中
野
栄
夫

四
五
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沖
縄
の
八
重
山
諸
島
に
あ
る
竹
富
島
に
喜
宝
院
蒐
集
館
と
い
う
資
料
館
が

あ
る
。
喜
宝
院
は
西
本
願
寺
派
の
寺
院
で
日
本
最
南
端
の
寺
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
。
蒐
集
館
は
、
先
代
住
職
上
勢
頭
亨
氏
が
収
集
し
た
竹
富
島
の
歴
史
．

（
１
）

民
俗
資
料
を
展
示
し
て
い
る
資
料
館
で
あ
る
。
人
頭
税
関
係
な
ど
の
貴
重
な

資
料
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
「
方
言
札
」
と
書
か
れ
た
木
製
の
札
が

（
２
）

あ
る
。
写
真
は
現
住
職
上
勢
頭
芳
徳
氏
の
お
許
し
を
得
て
撮
影
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
上
勢
頭
氏
の
説
明
に
よ
る
と
、
学
校
で
子
供
が
「
沖
縄
方
言
」
を

使
う
と
、
こ
れ
を
一
日
中
首
か
ら
提
げ
さ
せ
ら
れ
た
と
い
い
、
昭
和
三
十
年

頃
ま
で
実
際
に
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
要
す
る
に
、
沖
縄
で
は
「
沖
縄
方

言
」
を
使
わ
せ
ず
に
、
「
標
準
語
」
を
使
う
こ
と
が
励
行
さ
れ
て
い
て
、
学
校

で
は
、
「
沖
縄
方
言
」
を
使
っ
た
生
徒
に
対
し
て
、
「
方
言
札
」
を
首
か
ら
提

げ
る
と
い
う
罰
則
が
科
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
上
勢
頭
氏
の
説
明
に
よ

に
記
さ
れ
て
い
る
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
事
に
遭
遇
し
た
の
で
あ
る
。

私
た
ち
に
は
、
日
本
語
を
集
団
と
し
て
奪
わ
れ
た
記
憶
が
な
い
。
逆
に

隣
国
の
民
に
自
分
た
ち
の
言
葉
を
強
制
し
た
過
去
を
持
つ
。

私
は
こ
の
文
章
を
読
ん
で
あ
ぜ
ん
と
し
た
。

ま
ず
、
右
の
文
章
の
う
ち
、
「
逆
に
隣
国
の
民
に
自
分
た
ち
の
言
葉
を
強
制

し
た
過
去
を
持
つ
」
と
い
う
部
分
は
、
と
く
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
日

本
は
、
台
湾
・
朝
鮮
半
島
を
併
呑
し
、
そ
こ
の
人
々
に
日
本
語
を
強
制
し
た

過
去
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
日
本
語
を
集
団
と
し
て
奪
わ

れ
た
記
憶
が
な
い
」
と
い
う
部
分
に
は
、
と
て
も
従
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
以
下
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
と
思
う
。

法
政
史
学
第
六
十
三
号

方
言
札

る
と
、
伊
江
島
で
は
、
鉄
板
で
作
っ
た
大
き
な
方
言
札
が
使
わ
れ
て
い
た
と

（
付
記
参
照
）

い
う
例
も
あ
る
と
い
う
。

こ
こ
で
、
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
が
、
戦
前
に
お
き
た
「
方
言
論
争
」
で
あ

る
。
「
方
言
論
争
」
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
は
避
け
る
が
、

概
略
は
ほ
ぼ
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

’
九
四
○
年
（
昭
和
十
二
一
月
に
沖
細
に
渡
っ
た
柳
宗
悦
ら
日
本
民
芸

協
会
同
人
ら
が
、
沖
純
観
光
協
会
、
郷
土
協
会
主
催
の
座
談
会
に
招
か
れ
た

が
、
そ
の
席
上
、
「
標
準
語
を
知
る
こ
と
が
ぜ
ひ
必
要
な
の
は
異
論
が
な
い
が
、

琉
球
言
葉
を
大
事
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
当
時
沖
細
県
当
局
が
進

め
て
い
た
標
準
語
励
行
運
動
に
行
き
過
ぎ
が
あ
る
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
同
席
し
て
い
た
県
当
局
や
警
察
部
長
ら
が
反
論
、
ま
た
反

発
し
た
県
側
が
、
宗
悦
た
ち
を
防
衛
施
設
を
無
断
で
撮
影
し
た
と
い
う
理
由

で
拘
引
し
尋
問
す
る
と
い
う
拳
に
出
た
こ
と
も
あ
っ
て
騒
ぎ
が
大
き
く
な

り
、
沖
縄
と
本
土
（
ヤ
マ
ト
）
の
両
方
を
巻
き
込
ん
で
、
ほ
ぼ
一
年
に
わ
た
っ

て
新
聞
紙
上
で
論
争
が
展
開
さ
れ
、
中
央
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
ま
で
巻
き
込

（
３
）

む
事
態
に
発
展
し
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
方
一
一
一
一
口
論
争
」
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
沖
縄
の
人
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
一
一
一
一
口
語
で
あ
る
「
沖
縄
方
一
一
一
一
口
」

早鐘
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ア
イ
ヌ
の
人
々
が
日
本
語
を
話
す
よ
う
に
な
っ
て
、
ア
イ
ヌ
語
は
「
死
滅
」

の
危
機
に
瀕
し
て
い
た
が
、
最
近
で
は
、
ア
イ
ヌ
語
を
保
存
し
よ
う
と
い
う

動
き
や
、
さ
ら
に
進
ん
で
ア
イ
ヌ
語
を
日
常
的
に
使
用
し
よ
う
と
い
う
運
動

も
あ
り
、
「
死
滅
」
は
と
り
あ
え
ず
ま
ぬ
が
れ
て
い
る
。

今
、
「
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
日
本
語
を
話
す
よ
う
に
な
っ
て
」
と
記
し
た
が
、

そ
れ
は
正
し
い
言
い
方
で
は
な
い
。
沖
縄
の
人
た
ち
が
、
標
準
語
す
な
わ
ち

「
日
本
（
ヤ
マ
ト
）
語
」
を
使
う
こ
と
を
強
要
さ
れ
た
の
と
同
様
、
ア
イ
ヌ

の
人
々
も
、
「
日
本
（
ヤ
マ
ト
）
語
」
を
使
う
こ
と
を
強
要
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
の
辺
の
事
情
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
弟
子
シ
ギ
子
さ
ん
の

（
４
）

つ
ぎ
の
よ
う
な
発
一
一
口
で
あ
る
。

エ
カ
シ
や
プ
チ
達
が
私
達
子
供
を
さ
け
て
、
こ
そ
っ
と
話
し
て
い
る
言

葉
が
と
て
も
好
き
で
覚
え
た
く
て
、
教
え
て
ほ
し
く
て
、
い
く
ら
頼
ん

で
も
教
え
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

昭
和
二
十
年
頃
に
な
っ
て
か
ら
、
プ
チ
に
聞
い
た
事
が
あ
り
ま
し
た
、

ど
う
し
て
あ
ん
な
に
ア
イ
ヌ
語
を
教
え
る
の
を
拒
ん
だ
の
か
、
誰
も
い

な
い
時
に
で
も
、
こ
そ
っ
と
教
え
て
く
れ
て
も
良
か
っ
た
の
に
－
と
不

満
を
言
っ
た
事
が
あ
り
ま
し
た
。

プ
チ
は
し
ば
ら
く
黙
っ
て
考
え
て
お
り
ま
し
た
が
今
な
ら
も
う
話
し
て

も
い
い
か
ら
と
思
う
か
ら
言
う
け
れ
ど
、
思
い
切
っ
た
様
に
話
始
め
ま

し
た
。

を
使
用
す
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
、
標
準
語
す
な
わ
ち
「
日
本
（
ヤ
マ
ト
）
語
」

を
使
う
こ
と
を
強
要
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

真
の
日
本
史
と
は
（
中
野
）

ニ
フ
チ
の
話

昔
は
子
供
達
に
ア
イ
ヌ
語
を
教
え
て
も
、
習
っ
て
も
駄
目
だ
っ
た
ん
だ

よ
、
学
校
で
も
子
供
達
が
ア
イ
ヌ
語
を
使
う
と
体
罰
を
受
け
た
ん
だ
よ
、

う
っ
か
り
し
て
二
度
目
に
ア
イ
ヌ
語
を
使
う
と
今
度
は
親
も
学
校
に
呼

び
出
さ
れ
て
、
き
つ
く
叱
ら
れ
た
り
時
に
は
体
罰
を
受
け
る
事
も
有
っ

た
そ
う
で
す
。
三
度
目
に
な
る
と
、
コ
タ
ン
の
人
を
全
員
集
め
て
主
だ
っ

た
人
達
に
体
罰
を
す
る
か
、
罰
金
を
取
る
か
ア
イ
ヌ
の
男
の
人
が
一
年

中
働
い
て
得
た
ア
イ
ヌ
が
宝
物
と
し
て
い
る
シ
ン
ト
コ
（
行
器
）
な
ど

取
っ
た
り
毛
皮
な
ど
要
求
さ
れ
た
り
し
た
と
の
事
で
し
た
。
実
際
に
子

供
達
が
ア
イ
ヌ
語
を
話
し
て
い
な
い
時
で
も
、
毛
皮
や
鮭
、
昆
布
な
ど

が
欲
し
く
な
る
と
、
子
供
を
お
ど
し
て
ア
イ
ヌ
語
を
喋
ら
せ
て
は
何
回

も
品
物
を
要
求
に
来
る
の
で
、
出
さ
な
け
れ
ば
何
を
さ
れ
る
か
わ
か
ら

な
い
の
で
コ
タ
ン
の
人
達
全
員
で
何
か
少
し
ず
つ
出
し
合
っ
て
か
え
っ

て
も
ら
っ
た
こ
と
も
時
々
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

プ
チ
は
あ
た
り
を
注
意
し
な
が
ら
、
私
達
だ
っ
て
こ
そ
つ
と
教
え
た
事

だ
っ
て
あ
る
が
、
で
も
ね
、
知
ら
な
い
一
一
一
一
口
葉
は
お
ど
さ
れ
て
も
言
え
な

い
け
れ
ど
、
知
っ
て
い
れ
ば
、
何
か
の
時
に
は
つ
い
に
口
か
ら
出
て
し

ま
う
も
の
だ
か
ら
、
皆
ん
な
と
相
談
を
し
て
、
子
供
達
の
前
で
は
、
ア

イ
ヌ
語
を
喋
ら
な
い
事
に
決
め
て
、
親
達
も
日
本
語
を
一
生
懸
命
に

習
っ
て
子
供
達
に
も
ア
イ
ヌ
語
を
使
わ
せ
な
い
工
夫
を
し
た
そ
う
で

（
５
）

す
。
（
こ
れ
は
明
治
の
末
か
ら
大
正
に
か
け
て
の
事
だ
っ
た
様
で
す
）

こ
の
文
章
に
つ
い
て
、
コ
メ
ン
ト
は
必
要
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
沖
縄
の

人
た
ち
が
、
自
分
た
ち
の
一
一
一
一
口
語
で
あ
る
「
沖
縄
方
言
」
を
使
用
す
る
こ
と
を

禁
じ
ら
れ
、
標
準
語
す
な
わ
ち
「
日
本
（
ヤ
マ
ト
）
語
」
を
使
う
こ
と
を
強

要
さ
れ
て
い
た
の
と
同
様
、
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
言
語
で
あ

四
七
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以
上
の
こ
と
を
考
え
に
入
れ
て
も
う
一
度
、
先
に
示
し
た
「
朝
Ⅱ
新
聞
」

の
、

私
た
ち
に
は
、
日
本
語
を
集
団
と
し
て
奪
わ
れ
た
記
憶
が
な
い
。
逆
に

隣
国
の
民
に
自
分
た
ち
の
言
葉
を
強
制
し
た
過
去
を
持
つ
。

と
い
う
文
章
を
読
み
直
し
て
み
よ
う
。

こ
こ
で
い
う
「
私
た
ち
」
が
ヤ
マ
ト
を
指
す
の
な
ら
、
き
わ
め
て
自
然
な

指
摘
と
も
い
え
な
い
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
私
の
理
解
で
は
、
今
の
「
日

本
」
を
構
成
す
る
人
び
と
は
決
し
て
単
一
民
族
で
は
な
い
。
明
治
ま
で
は
日

本
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
琉
球
は
沖
縄
と
し
て
日
本
に
包
摂
さ
れ
、
ま
た

ア
イ
ヌ
の
人
び
と
も
「
旧
士
人
」
と
し
て
日
本
に
含
ま
れ
た
。
そ
し
て
、
沖

縄
（
琉
球
）
の
人
は
、
「
沖
縄
語
（
琉
球
語
）
」
で
は
な
く
「
日
本
語
」
を
強

制
さ
れ
、
ま
た
ア
イ
ヌ
の
人
び
と
は
、
自
分
た
ち
が
話
し
て
い
た
ア
イ
ヌ
語

を
取
り
上
げ
ら
れ
、
「
日
本
語
」
を
強
制
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
沖
縄
（
琉

球
）
・
ア
イ
ヌ
の
人
び
と
は
、
自
分
た
ち
の
言
葉
を
集
団
的
と
し
て
奪
わ
れ
、

日
本
語
を
使
う
こ
と
を
強
制
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

琉
球
語
を
日
本
語
と
は
別
の
も
の
と
考
え
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
見
解
の

相
違
も
あ
ろ
う
が
、
歴
史
的
に
み
た
場
合
、
少
な
く
と
も
、
琉
球
は
ヤ
マ
ト

と
は
別
の
王
権
を
樹
立
し
て
い
た
わ
け
で
、
ア
イ
ヌ
と
同
様
、
別
の
民
族
と

る
ア
イ
ヌ
語
を
使
用
す
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
、
「
日
本
（
ヤ
マ
ト
）
語
」
を
使

う
こ
と
を
強
要
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

弟
子
シ
ギ
子
さ
ん
は
「
ム
ッ
ク
リ
は
上
手
に
な
っ
た
が
、
ア
イ
ヌ
語
を
話

せ
な
い
の
は
残
念
で
な
ら
な
い
」
と
、
寂
し
そ
う
に
語
っ
て
い
た
。

法
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史
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三
「
日
本
語
」
の
強
制

こ
こ
で
、
高
等
学
校
で
使
う
ｕ
本
史
教
科
書
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。
受

験
生
が
よ
く
利
用
す
る
山
川
出
版
社
の
「
詳
説
日
本
史
」
で
、
前
近
代
で

沖
縄
（
琉
球
）
、
ア
イ
ヌ
が
出
て
く
る
の
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
と
し
て
で

（
６
）

あ
る
（
補
注
・
ル
ビ
は
省
略
）
。

琉
球
と
蝦
夷
ヶ
島
沖
縄
で
は
、
こ
の
こ
ろ
北
山
・
中
山
・
南
山
の
３

地
方
勢
力
（
三
山
）
が
成
立
し
て
争
っ
て
い
た
が
、
一
四
二
九
（
永
享

元
）
年
、
中
山
王
の
尚
巴
志
が
三
山
を
統
一
し
、
琉
球
王
国
を
つ
く
り

あ
げ
た
。
琉
球
は
明
や
日
本
な
ど
と
国
交
を
結
ぶ
と
と
も
に
海
外
貿
易

を
さ
か
ん
に
行
っ
た
。
琉
球
船
は
、
明
・
日
本
・
朝
鮮
だ
け
で
な
く
、

南
方
の
ジ
ャ
ワ
島
・
ス
マ
ト
ラ
島
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
半
島
な
ど
に
ま
で

そ
の
行
動
範
囲
を
広
げ
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
間
の
中
継
貿
易
に
活
躍
し

た
の
で
、
那
覇
は
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
重
要
な
交
易
市
場
と
な
り
、
琉

球
王
国
は
繁
栄
し
た
。

い
つ
ぽ
う
、
す
で
に
一
四
世
紀
に
は
畿
内
と
津
軽
の
十
三
湊
と
を
結
ぶ

日
本
海
交
易
が
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
、
サ
ケ
・
コ
ン
ブ
な
ど
北
海
の

産
物
が
京
都
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
や
が
て
南
か
ら
津
軽
海
峡
を
わ
た
っ

た
人
び
と
は
蝦
夷
ヶ
島
と
よ
ば
れ
た
北
海
道
の
南
部
に
進
出
し
、
各
地

の
海
岸
に
港
や
館
を
中
心
に
し
た
居
住
地
を
つ
く
っ
た
。
彼
ら
は
和
人

い
う
べ
き
と
私
は
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
明
治
以
前
は
、
琉
球
も
ア
イ
ヌ

も
別
の
民
族
で
あ
り
、
ヤ
マ
ト
と
は
別
の
存
在
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
歴
史
を
顧
み
れ
ば
、
「
朝
日
新
聞
」
の
記
事
の
よ
う

な
こ
と
は
と
て
も
書
け
よ
う
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。

四
高
等
学
校
教
科
書

四
八
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真
の
日
本
史
と
は
（
中
野
）

と
い
わ
れ
、
津
軽
の
豪
族
安
藤
氏
の
支
配
下
に
属
し
て
勢
力
を
拡
大
し

た
。
ふ
る
く
か
ら
北
海
道
に
住
み
、
漁
り
・
狩
り
や
交
易
を
生
業
と
し

て
い
た
ア
イ
ヌ
は
和
人
と
交
易
を
行
っ
た
。
和
人
の
進
出
は
し
だ
い
に

ア
イ
ヌ
を
圧
迫
し
、
た
え
か
ね
た
ア
イ
ヌ
は
や
が
て
一
四
五
七
（
長
禄

元
）
年
、
大
首
長
コ
シ
ャ
マ
イ
ン
を
中
心
に
蜂
起
し
、
和
人
居
住
地
は

ほ
と
ん
ど
せ
め
落
と
さ
れ
た
。
わ
ず
か
に
上
之
国
の
領
主
蠣
崎
氏
の
み

が
も
ち
こ
た
え
、
そ
れ
以
後
、
蠣
崎
氏
は
道
南
地
域
和
人
居
住
地
の
支

配
者
に
成
長
し
、
江
戸
時
代
に
は
松
前
氏
と
名
の
っ
て
蝦
夷
地
を
支
配

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

朝
鮮
と
琉
球
・
蝦
夷
地
（
中
略
）
琉
球
王
国
は
、
’
六
○
九
（
慶
長

十
四
）
年
薩
摩
の
島
津
家
久
の
軍
に
征
服
さ
れ
、
薩
摩
藩
の
支
配
下
に

は
い
っ
た
。
薩
摩
藩
は
、
琉
球
の
土
地
に
も
検
地
・
刀
狩
を
行
っ
て
兵

農
分
離
を
お
し
進
め
、
’
農
村
支
配
を
確
立
し
た
う
え
、
通
商
交
易
権
も

掌
握
し
た
。
さ
ら
に
、
琉
球
王
国
の
尚
氏
を
石
高
八
万
九
○
○
○
石
余

の
王
位
に
つ
か
せ
、
独
立
し
た
王
国
の
姿
を
と
ら
せ
て
中
国
と
の
朝
貢

貿
易
を
継
続
さ
せ
た
。
琉
球
は
国
王
の
代
が
わ
り
ご
と
に
そ
の
就
任
を

感
謝
す
る
謝
恩
便
を
、
ま
た
将
軍
の
代
が
わ
り
ご
と
に
そ
れ
を
奉
祝
す

る
慶
賀
使
を
幕
府
に
派
遣
し
た
。

蝦
夷
ヶ
島
の
和
人
居
住
地
（
道
南
部
）
に
勢
力
を
持
っ
て
い
た
蠣
崎
氏

は
、
近
世
に
な
る
と
松
前
氏
と
改
称
し
て
、
一
六
○
四
（
慶
長
九
）
年

徳
川
家
康
か
ら
ア
イ
ヌ
と
の
交
易
独
占
権
を
保
障
さ
れ
、
藩
制
を
し
い

た
。
和
人
居
住
地
以
外
の
広
大
な
蝦
夷
地
の
河
川
流
域
は
、
商
場
あ
る

い
は
場
所
と
よ
ば
れ
、
そ
こ
で
の
交
易
収
入
が
家
臣
に
あ
た
え
ら
れ
た
。

ア
イ
ヌ
集
団
は
、
一
六
六
九
（
寛
文
九
）
年
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
を
中
心

以
上
の
こ
と
を
見
る
と
、
私
た
ち
が
通
常
考
え
て
い
る
「
日
本
史
」
は
、

真
の
日
本
史
と
は
い
え
ず
、
「
日
本
（
ヤ
マ
ト
）
史
」
で
し
か
な
い
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。

（
７
）

ち
な
み
に
、
沖
縄
で
は
「
吉
同
等
学
校
琉
球
・
沖
縄
史
（
新
訂
・
増
補
版
）
」

と
い
う
歴
史
教
科
書
的
書
物
が
出
版
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
高
校
生
の
み
な

ら
ず
、
県
民
の
方
に
も
読
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
「
は
じ
め
に
」
に
、
つ
ぎ
の

よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

…
…
、
「
琉
球
史
は
日
本
史
に
と
っ
て
外
国
史
の
研
究
で
あ
る
」
と
い
わ

れ
る
よ
う
に
、
沖
縄
歴
史
は
単
純
に
日
本
史
の
一
地
域
と
し
て
は
位
置

づ
け
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
沖
縄
歴
史
を
日
本
史
に
く
み
こ
む

こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
日
本
史
像
を
う
ち
く
ず
す
、
あ
ら
た
な
歴
史

の
枠
組
み
づ
く
り
を
に
な
う
こ
と
さ
え
で
き
る
の
で
あ
る
。

に
松
前
藩
と
対
立
し
て
戦
闘
に
な
っ
た
が
、
松
前
藩
は
津
軽
藩
の
協
力

を
得
て
鎮
圧
し
た
。
こ
の
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
の
戦
い
を
最
後
に
、
ア
イ

ヌ
は
全
面
的
に
松
前
藩
に
服
従
さ
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
享
保
～
元
文
期

二
七
一
六
～
四
○
）
ま
で
に
は
、
多
く
の
商
場
が
和
人
商
人
の
請
負

と
な
っ
た
（
場
所
請
制
度
）
。

さ
て
、
前
者
は
室
町
時
代
の
叙
述
の
東
ア
ジ
ア
と
の
交
易
に
つ
い
で
、
記

さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
鎖
国
政
策
や
長
崎
貿
易
に
つ
い
で
記
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
対
外
交
渉
史
を
記
述
す
る
部
分
で
、
「
ち
な
み

に
」
的
に
ト
ピ
ッ
ク
的
に
、
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
記
述
だ
け
で
、

琉
球
・
ア
イ
ヌ
の
歴
史
を
理
解
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
ま
い
。

ま
と
め

四
九
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本
史
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
沖
縄
（
琉
球
）
の
歴
史
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
が
、
ア
イ
ヌ

に
つ
い
て
も
同
様
な
指
摘
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

沖
縄
（
琉
球
）
・
ア
イ
ヌ
の
歴
史
を
正
統
に
組
み
込
ま
な
い
限
り
、
真
の
日

注（
１
）
司
馬
遼
太
郎
「
街
道
を
ゆ
く
６
沖
縄
・
先
島
へ
の
道
」
（
朝
日
新

聞
社
）
に
上
勢
頭
亨
氏
の
こ
と
が
出
て
く
る
。
た
だ
し
、
名
字
を
「
か

み
せ
ど
」
と
読
ま
せ
て
い
る
が
「
う
え
せ
ど
」
が
正
し
い
。

（
２
）
寸
法
は
天
地
Ｍ
ｘ
横
稿
岬
、

（
３
）
以
上
、
「
沖
縄
タ
イ
ム
ス
創
刊
五
○
周
年
企
画
戦
後
新
聞
の
足

跡
」
〈
’
九
九
八
年
二
月
二
十
四
日
朝
刊
八
面
〉
、
お
よ
び
「
エ

コ
ナ
ピ
」
四
五
号
「
風
土
に
根
ざ
す
手
仕
事
の
再
考
ｌ
柳
宗
悦
に
即

し
て
」
参
照
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
よ
り
）
。
た
だ
し
、
当
時
の
沖
縄
の

言
論
界
で
は
、
戦
争
遂
行
体
制
の
た
め
に
〈
ヤ
マ
ト
化
〉
は
や
む
な

し
と
い
う
流
れ
が
支
配
的
に
な
っ
て
い
た
せ
い
か
、
宗
悦
た
ち
の
発

言
に
対
し
て
は
、
「
ヤ
マ
ト
の
特
権
階
級
の
文
化
人
が
い
い
気
な
こ
と

を
言
っ
て
い
る
」
と
い
っ
た
反
発
が
強
く
、
噛
み
合
っ
た
論
争
に
は

な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
（
同
上
）
。

（
４
）
弟
子
シ
ギ
子
さ
ん
は
、
北
海
道
阿
寒
町
阿
寒
湖
温
泉
に
住
ん
で
お
り
、

ム
ッ
ク
リ
の
名
手
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

（
５
）
弟
子
シ
ギ
子
「
先
祖
祖
父
母
に
感
謝
」
〔
関
東
ウ
タ
リ
会
創
立
二

五
周
年
記
念
・
交
流
後
援
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
〕
よ
り
。
「
エ
カ
シ
」
と
は

長
老
、
「
プ
チ
」
と
は
長
老
的
女
性
の
こ
と
を
い
う
。

法
政
史
学
第
六
十
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【
付
記
］

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
「
ち
ゅ
ら
さ
ん
」
で
お
な
じ
み
と
な
っ
た
沖
縄
の
女
優
・

平
良
と
み
さ
ん
が
子
供
の
こ
ろ
、
学
校
で
は
ウ
チ
ナ
ー
グ
チ
（
「
沖
縄
方
言
」
）

を
使
わ
ず
、
標
準
語
（
「
日
本
（
ヤ
マ
ト
）
語
」
）
を
使
う
よ
う
に
い
わ
れ
て

い
た
。
平
良
さ
ん
は
お
母
さ
ん
の
こ
と
を
「
あ
や
－
」
と
方
言
で
い
っ
て
、

教
室
で
立
た
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
（
「
朝
日
新
聞
」
二
○
○
五
年
二
月

二
日
「
朝
日
子
供
新
聞
」
欄
）
。

上
勢
頭
芳
徳
氏
か
ら
、
最
近
に
な
っ
て
「
方
言
札
」
の
採
訪
カ
ー
ド
の
コ

ピ
ー
を
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
送
っ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
昭
和
三
五
年
生
ま

れ
の
女
性
が
小
学
校
三
～
囚
年
の
頃
ま
で
「
方
言
札
体
験
」
を
し
て
い
た
と

い
う
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
（
以
上
、
校
正
に
際
し
て
）

（
６
）
こ
こ
で
用
い
た
の
は
一
九
九
八
年
三
月
発
行
版
。

（
７
）
編
集
工
房
東
洋
企
画
発
売
。

五
○
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