
                          

あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
だ
か
ら
新
領
土
が
経
済
的
搾 

取
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。 

 

こ
れ
を
文
化
史
的
に
み
る
な
ら
ば
、
薩
藩
は
施
政
二
百
六
十
年 

の
間
、政
治
経
済
方
面
に
お
け
る
極
度
の
干
渉
に
も
か
か
わ
ら
ず
、 

島
民
の
た
め
に
な
ん
ら
の
文
化
的
施
設
も
し
な
か
っ
た
ば
か
り 

か
、
こ
の
方
面
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
干
渉
ら
し
い
干
渉
も
し
て 

い
な
い
。
砂
糖
さ
え
う
ま
く
搾
取
で
き
る
な
ら
、
文
化
的
に
は
琉 

球
的
で
あ
ろ
う
と
、
何
で
あ
ろ
う
と
構
わ
な
い
と
い
う
態
度
を 

取
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

後
に
至
っ
て
そ
の
政
策
の
非
な
る
を
悟
る
や
、
し
き
り
に
琉
球 

と
の
関
係
を
遮
断
す
る
こ
と
に
努
め
た
。
た
と
え
ば
元
禄
期
前
後 

に
お
い
て
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
寺
社
の
建
立
が
あ
る
。 

 

喜
界
島
で
は
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
に
は
じ
め
て
八
幡
宮
が 

建
立
さ
れ
、
徳
之
島
で
は
寛
文
十
年
（
一
六
七
〇
）
ご
ろ
に
諸
田 

村
に
建
て
ら
れ
た
観
音
堂
が
破
損
し
て
荒
寺
と
な
っ
て
い
た
の 

で
、
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
ご
ろ
亀
津
の
拝
山
に
弁
財
天
堂
を 

建
立
し
た
と
い
う
。
沖
永
良
部
島
で
は
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
） 

和
泊
村
奥
崎
に
弁
財
天
宮
を
建
立
し
た
。 

 

以
前
は
祈
願
な
ど
行
う
場
合
は
祝
女

の

ろ

を
頼
ん
で
祝
事
を
す
ま
せ 

て
い
た
が
、
代
官
赤
塚
吉
右
衛
門
の
発
意
に
よ
っ
て
薩
摩
藩
に
願 

第
二
節 

統
治
の
基
本 

 

慶
長
十
四
年
（
一
六
○
九
）、
島
津
氏
の
琉
球
侵
略
の
結
果
、 

奄
美
五
島
は
琉
球
か
ら
分
割
さ
れ
、
大
島
、
喜
界
島
、
徳
之
島
、 

沖
永
良
部
島
、
与
論
島
は
共
に
薩
摩
の
直
属
と
な
っ
た
。
そ
れ
か 

ら
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
廃
藩
置
県
に
至
る
ま
で
二
百
六
十 

年
の
間
、
封
建
政
治
の
桎
梏

し
つ
こ
く

下
に
島
民
は
呻
吟

し
ん
ぎ
ん

し
な
け
れ
ば
な
ら 

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

薩
藩
は
当
初
か
ら
琉
球
を
介
し
て
対
支
貿
易
の
巨
利
を
独
占
す 

る
こ
と
が
多
年
の
宿
望
で
あ
っ
た
か
ら
、
侵
略
後
の
琉
球
に
対
し 

て
は
、
王
国
と
し
て
一
応
独
立
の
体
面
を
保
た
せ
つ
つ
琉
球
を
中 

国
そ
の
他
外
国
貿
易
の
利
益
を
追
求
す
る
拠
点
と
し
て
最
大
限
に 

利
用
す
る
こ
と
を
政
策
と
し
た
の
で
あ
る
。 

 
そ
れ
が
、
奄
美
諸
島
に
対
し
て
は
最
初
か
ら
経
済
的
搾
取
の
対 

象
と
し
て
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。慶
長
十
四
年（
一
六
○
九
） 

の
琉
球
入
り
は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
新
財
源
を
見
出
し
、
窮
乏 

せ
る
藩
財
政
を
建
て
直
し
危
機
打
開
の
道
を
見
出
さ
ん
が
た
め
で 

      

い
出
、
琉
球
在
住
の
「
奥
山
以
海
」
上
人
に
依
頼
し
て
そ
の
扁
額

へ
ん
が
く 

を
掲
げ
た
と
い
う
。
こ
の
沖
永
良
部
島
に
お
け
る
弁
財
天
宮
の
勧 

請
に
、
こ
れ
ら
寺
社
建
立
の
ね
ら
い
が
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
。 

 

古
来
の
祝
女
、
ユ
タ
な
ど
在
来
の
信
仰
を
物
理
的
に
破
壊
し
、 

薩
藩
の
宗
教
を
権
威
の
象
徴
と
し
て
導
入
せ
ん
と
す
る
政
治
性
が 

う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
三
百
四
十
余
年
間
の
流
属
時
代
は
祝
女
に
よ
る
島
民 

の
精
神
的
統
一
が
行
わ
れ
、
宗
教
文
化
が
普
及
し
、
民
間
の
交
流 

が
頻
繁
で
あ
っ
た
か
ら
琉
球
文
化
は
全
島
に
浸
潤
し
て
い
た
。
し 

た
が
っ
て
文
化
的
に
い
う
な
ら
ば
奄
美
諸
島
は
今
で
も
琉
球
文
化 

圏
に
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
琉
球
時
代
は
島
民 

に
と
っ
て
思
い
出
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

そ
れ
に
比
べ
る
と
、
薩
摩
の
文
化
的
影
響
は
き
わ
め
て
希
薄
で 

あ
り
、
そ
の
思
い
出
は
む
し
ろ
重
苦
し
い
陰
惨
な
印
象
で
満
た
さ 

れ
て
い
る
。薩
藩
が
島
民
に
対
し
て
あ
え
て
し
た
文
化
的
圧
迫
は
、 

島
民
が
家
宝
と
し
て
大
切
に
し
て
い
た
系
図
や
古
文
書
類
を
没 

収
、
焼
棄
し
、

簪
か
ん
ざ
し

や
服
装
類
を
極
度
に
制
限
し
た
ば
か
り
で
な 

く
、
名
前
の
つ
け
方
ま
で
も
干
渉
し
、
庶
民
に
は
一
切
名
字
を
許 

さ
ず
わ
ず
か
に
郷
士
格
の
者
に
限
っ
て
こ
れ
を
許
し
た
が
、
そ
れ 

も
城
下
士
と
区
別
す
る
た
め
に
二
字
姓
を
禁
じ
て
一
字
姓
を
用
い 
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さ
せ
た
（
た
と
え
ば
沖
永
良
部
の
郷
士
格
四
家
部
は
竜
、
市
、
町
、 

山
の
一
字
姓
で
あ
っ
た
）。
琉
球
で
は
万
葉
仮
名
音
に
よ
り
表
記 

さ
せ
、
一
見
し
て
判
別
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
名
前
も
中
国
風
に 

つ
け
さ
せ
る
と
い
っ
た
風
で
、
あ
く
ま
で
も
属
領
と
し
て
差
別
的 

に
取
り
扱
っ
て
い
た
。 

 

こ
れ
に
反
し
琉
球
時
代
は
、
す
べ
て
が
寛
大
で
、
同
等
の
自
由 

を
認
め
、
な
ん
ら
の
差
別
も
お
か
な
か
っ
た
。
ど
こ
ま
で
も
一
視 

同
仁
の
同
化
政
策
で
臨
ん
で
い
た
の
で
容
易
に
共
同
生
活
体
に
入 

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
政
治
的
に
薩
藩
に
服 

従
を
強
い
ら
れ
て
も
、
文
化
的
に
は
い
つ
ま
で
も
琉
球
色
が
清
算 

で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
薩
藩
の
圧
制
が
ひ
ど
か
っ
た
だ
け
、 

琉
球
に
対
す
る
あ
こ
が
れ
が
強
化
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
時
代
に
特
記
す
べ
き
こ
と
は
た
だ
一
つ
、
遠
島
人
（
流
刑 

人
）
の
島
の
文
化
に
及
ぼ
し
た
影
響
で
あ
る
。
薩
藩
は
奄
美
五
島 

を
領
有
す
る
と
間
も
な
く
、
こ
れ
を
罪
人
の
流
刑
地
と
し
て
多
く 

の
政
治
犯
人
を
送
っ
た
も
の
で
あ
る
。
無
論
そ
の
中
に
は
不
良
悪 

質
の
者
も
あ
っ
て
、
風
教
上
害
毒
を
流
し
た
者
も
あ
る
が
、
中
に 

は
西
郷
隆
盛
を
は
じ
め
、
川
口
雪
蓬
、
紀
の
平
右
衛
門
、
児
玉
万 

兵
衛
、
竹
之
内
助
市
、
平
富
里
、
萩
原
藤
七
ら
の
ご
と
き
著
名
な 

政
治
家
や
学
者
が
あ
っ
て
、
島
民
の
教
化
、
知
能
の
啓
発
、
風
俗 

      

あ
っ
た
。 

 

と
は
い
い
な
が
ら
、
文
政
期
（
一
八
一
八
～
一
八
三
〇
）
の
薩 

藩
財
政
は
破
局
で
あ
り
、
藩
債
は
累
積
し
て
五
百
万
両
に
及
ん
で 

い
た
と
い
う
か
ら
、
江
戸
、
京
都
、
大
阪
三
都
の
銀
主
も
薩
藩
へ 

の
貸
し
出
し
に
は
応
ぜ
ず
、
す
べ
て
の
支
払
い
は
滞
り
幕
府
へ
の 

公
用
に
も
差
し
支
え
る
状
態
で
あ
っ
た
。 

 

そ
こ
に
結
局
五
百
万
両
の
藩
財
政
上
の
赤
字
を
補
塡

ほ
て
ん

し
他
日
の 

積
極
的
活
動
に
資
す
べ
き
藩
政
の
財
的
基
礎
を
立
つ
べ
く
、
い
や 

お
う
な
し
に
奄
美
諸
島
か
ら
の
貢
糖
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ 

る
。 

 

こ
の
貢
糖
に
よ
っ
て
、
か
の
木
曽
川
治
水
工
事
に
多
大
の
傷

し
よ
う 

疾い

を
被
っ
た
薩
藩
の
財
政
を
救
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
藩
公
の
豪 

華
な
政
治
に
よ
る
藩
財
政
の
窮
乏
を
補
い
、
さ
ら
に
軍
備
施
設
と 

国
防
工
業
と
に
巨
費
を
費
し
、
ひ
い
て
は
明
治
維
新
の
大
業
を
翼 

賛
す
る
財
源
の
一
助
と
し
て
役
立
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
虐
げ
ら 

れ
通
し
だ
っ
た
大
島
島
民
た
る
者
も
い
さ
さ
か
も
っ
て
慰
む
る
に 

足
る
で
あ
ろ
う
。 

 

奄
美
諸
島
が
薩
藩
の
圧
政
に
苦
し
み
ぬ
い
た
こ
と
も
、
遠
い
歴 

史
の
か
な
た
に
過
ぎ
去
っ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。 

 

以
上
、
薩
藩
の
新
領
土
、
奄
美
諸
島
に
対
す
る
施
政
の
概
観
と 

の
改
善
に
意
を
注
ぐ
な
ど
藩
の
政
策
と
は
正
反
対
に
文
化
の
開
発 

に
貢
献
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。 

 

特
に
な
ん
ら
の
文
化
施
設
も
教
化
機
関
も
な
か
っ
た
当
時
の
島 

に
お
い
て
、
流
人
た
ち
の
啓
蒙

け
い
も
う

事
業
は
暗
夜
を
照
ら
す
唯
一
の
光 

明
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
彼
ら
は
謹
慎
中
の
身
と
し
て
、
そ
の
教 

化
は
も
っ
ぱ
ら
個
人
的
で
あ
り
、
あ
る
地
域
と
か
範
囲
に
限
ら
れ 

て
、
広
く
一
般
島
民
に
は
及
ば
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
後
日
明
治 

時
代
に
至
っ
て
島
民
教
育
の
第
一
線
に
立
っ
た
者
が
多
く
彼
ら
の 

教
え
子
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
う
と
、
そ
の
感
化
影
響
の
及
ぶ
と
こ 

ろ
測
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
心
あ
る
流
人
た
ち
の
教
化
事
業
と
は
反
対
に
、
藩
庁
の 

島
民
に
対
す
る
圧
制
は
ま
す
ま
す
増
長
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。 

な
か
ん
ず
く
藩
の
圧
制
が
最
も
極
度
に
発
揮
さ
れ
た
の
は
、
糖
業 

政
策
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。 

 

峻

厳

し
ゆ
ん
げ
ん

な
る
監
督
と
苛か

酷こ
く

な
取
り
締
ま
り
と
に
よ
っ
て
、
強
制 

的
に
砂
糖
の
産
額
は
増
加
し
た
が
、
そ
れ
は
藩
庫
を
富
ま
す
だ
け 

で
、
島
民
は
そ
の
粒
々
辛
苦
の
結
果
た
る
砂
糖
の
一
か
け
ら
す
ら 

口
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
お
か
げ
で
糖
業
だ
け
は
相
当 

の
発
達
を
遂
げ
た
が
、
そ
の
反
面
他
の
産
業
の
発
展
を
阻
止
し
た 

こ
と
は
島
の
経
済
生
活
に
と
っ
て
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
損
失
で 

      

で
も
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、「
名 

瀬
市
誌
」
に
よ
る
と
、「
元
和
改
革
」
の
項
で
次
の
よ
う
に
述
べ 

て
い
る
。 

 

薩
藩
は
新
付
の
領
土
に
対
す
る
懐
柔
策
を
講
じ
な
が
ら
一
方
で 

着
々
基
本
的
な
統
治
方
針
を
練
り
つ
つ
あ
っ
た
。
ま
ず
基
礎
に
な 

る
の
は
正
確
な
検
地
で
あ
る
。 

 

元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
藩
主
家
久
か
ら
道
之
島
検
地
の
旨
を 

う
け
た
川
上
久
國
に
大
島
、
喜
界
島
の
検
地
を
行
わ
し
め
た
の
で 

あ
る
。 

 

徳
之
島
な
ど
南
三
島
の
検
地
に
つ
い
て
は
、
遙は

る

か
に
遅
れ
て
万 

治
二
年
（
一
六
五
九
）
の
検
地
を
も
っ
て
「
初
而
御
竿
入
仰
渡
せ 

ら
れ
」
と
し
て
い
る
が
、
万
治
の
検
地
が
最
初
で
な
く
元
和
の
竿 

入
れ
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。 

 

こ
の
元
和
の
竿
に
よ
る
道
之
島
五
島
の
高
は
四
万
三
千
二
百
五 

十
七
石
七
斗
六
升
で
あ
る
。
こ
れ
を
元
和
十
年
（
一
六
二
四
）
道 

之
島
竿
と
い
う
。 

 

こ
れ
ま
で
の
慶
長
の
竿
に
く
ら
べ
実
に
六
割
増
に
近
い
約
二
万 

石
の
増
高
で
あ
る
。
た
っ
た
十
年
足
ら
ず
の
間
に
こ
ん
な
に
耕
地 

が
増
加
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
し
、
こ
と 

に
こ
の
間
は
藩
は
道
之
島
に
対
し
何
ら
施
策
ら
し
い
こ
と
も
講
ぜ 
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ず
、
現
状
維
持
の
方
針
で
き
た
期
間
で
あ
る
か
ら
な
お
の
こ
と
で 

あ
る
。 

 

慶
長
十
五
、
六
年
竿
も
、
慶
長
内
検
も
、
道
之
島
で
は
実
地
の 

竿
入
れ
に
よ
る
丈
量
が
行
わ
れ
ず
、
琉
球
王
朝
時
代
の
額
を
踏
襲 

換
算
し
た
数
字
で
あ
っ
た
の
で
こ
の
よ
う
な
大
差
が
出
た
と
し
か 

考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
藩
の
道
之
島
に
対 

す
る
行
政
の
近
世
化
と
、
そ
し
て
植
民
地
化
も
巨
歩
を
踏
み
出
し 

て
い
く
の
で
あ
る
。 

 

藩
の
重
臣
た
ち
は
新
し
く
蔵
入
れ
に
な
っ
た
道
之
島
に
対
す
る 

施
策
を
討
議
し
、「
置
目
の
条
々
」
を
制
定
し
た
。
制
令
は
元
和 

九
年
（
一
六
二
三
）
閏
八
月
二
十
五
日
付
け
で
国
相
島
津
久
元
ほ 

か
四
名
の
連
署
に
な
っ
て
い
る
。
道
之
島
統
治
の
大
綱
を
示
し
た 

も
の
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 

道
之
島
置
目
之
条
々 

一 

島
中
田
畠
の
名
よ
せ
帳
可
レ

被
二

書
調
一

事
付
あ
れ
地
并
仕 

 

明
地
可
レ

被
二

相
糺
一

之
事 

一 

お
ほ
や
（
大
親
）
向
後
相
や
め
ら
れ
へ
き
之
事
付
御
扶
持
被 

 

下
間
敷
事 

一 

上
木
の
よ
ひ
と
（
用
人
） 

め
さ
し
（
目
指
）
可
レ

被
二

相 

 

止
一

之
事 

      

一 

か
い
せ
ん
作
ま
し
き
事 

一 

日
本
衆
其
島
へ
被
レ

参
候
共
礼
物
い
た
す
ま
し
き
事 

一 

お
り
め
ま
つ
り
早
々
つ
か
ま
つ
り
米
す
た
り
候
は
ぬ
や
う
に 

じ
ゆ
う
に
可
レ

致
二

取
納
一

事 

一 

諸
役
人
琉
球
に
い
た
り
は
ち
ま
き
の
ゆ
る
し
を
取
事
可
レ

為 

 
 

二

停
止
一

付
島
中
の
も
の
共
百
姓
以
下
に
い
た
る
迄
さ
う
り
（
草 

履
）
は
く
べ
き
事 

一 

赤
つ
ぐ
（
棕
櫚
）
黒
つ
く
牛
馬
之
皮
不
レ

残
御
物
を
以
可
二 

買
取
一

事 

一 

島
中
麦
之
納
は
小
麦
を
も
は
ら
に
と
ら
れ
へ
き
事 

一 

か
ら
苧
む
し
ろ
は
せ
を
わ
た
御
物
を
以
買
取
可
二

相
納
一

事 

一 

牛
馬
年
々
に
付
し
る
し
役
儀
可
レ

仕
事 

一 

諸
百
姓
借
も
の
三
わ
り
の
利
に
と
る
べ
き
事 

一 

諸
百
姓
な
る
へ
き
程
し
や
う
ち
う
を
作
り
可
二

相
納
一

事 

一 

仕
立
莚
之
儀
人
数
付
の
上
を
以
可
二

相
納
一

事 

一 

お
さ
め
も
の
何
色
に
よ
ら
す
百
姓
に
請
取
を
可
出
事 

一 

諸
役
人
御
物
を
と
り
こ
み
候
御
沙
汰
之
事 

一 

数
年
百
姓
未
進
之
事 

一 

百
姓
手
前
よ
り
役
人
共
へ
い
ろ
い
ろ
出
物
仕
候
向
後
な
に
い 

ろ
に
よ
ら
す
可
レ

為
二

停
止
一

之
間
田
畠
の
お
さ
め
相
か
さ
む 

一 

一
郡
に
用
人
三
人
づ
つ
に
相
定
候
事 

一 

ひ
と
村
に
を
き
て
（
掟
）
壱
人
づ
つ
に
相
定
候
但
壱
人
に
付 

 

切
米
壱
石
可
レ

被
レ

下
事 

一 

一
郡
に
て
く
こ
（
筆
子
）
壱
人
づ
つ
に
相
さ
だ
ま
り
候
但
壱 

人
に
付
切
米
壱
石
く
だ
さ
る
べ
き
事 

一 

よ
ひ
と
壱
人
に
付
切
米
五
石
被
レ

下
此
中
之
知
行
は
め
し
あ 

げ
ら
れ
べ
き
之
事 

一 

用
人
て
く
こ
并
諸
役
人
の
数
御
定
の
外
可
レ

為
二

停
止
一

事 

一 

か
ら
う
（
唐
苧
）
米
む
し
ろ
布
男
女
に
よ
ら
ず
出
す
ま
じ
き 

 

事 

一 

よ
ひ
と
て
く
こ
百
姓
を
い
ろ
い
ろ
召
つ
か
う
儀
か
た
く
可
レ 

為
ニ

停
止
一

事 

一 

お
っ
か
（
債
負
）
の
方
に
御
百
姓
を
人
之
内
之
も
の
に
召
な 

し
候
儀
曲
事
候
間
元
和
五
年
よ
り
以
来
の
は
相
か
へ
す
べ
き
事 

一 

諸
役
人
田
畠
作
職
い
た
す
ま
し
く
候
但
百
姓
に
罷
成
候
は
ゝ 

 

作
職
つ
か
ま
つ
る
べ
き
事 

一 
島
中
に
お
ひ
て
私
に
人
を
成
敗
い
た
す
儀
か
た
く
可
レ

為
二 

停
止
一

但
こ
ろ
し
候
は
て
不
レ

叶
科
人
は
可
レ

得
二

御
意
一

事 

一 

諸
役
人
百
姓
に
た
い
し
私
に
検
断
い
た
す
儀
停
止
之
事 

一 

島
中
諸
役
人
百
姓
を
や
と
い
供
に
つ
れ
間
敷
事 

      

へ
き
事 

一 

米
此
地
へ
仕
上
之
時
分
二
月
よ
り
船
を
被
レ

遣
三
月
此
方
へ 

着
船
之
事
又
四
月
よ
り
五
月
六
月
迄
に
一
上
下
可
レ

仕
事 

一 

七
月
よ
り
あ
く
る
正
月
ま
で
は
仕
上
船
之
上
下
停
止
之
事 

一 

用
人
御
算
用
に
可
二

罷
上
一

刻
は
主
従
三
人
た
る
べ
し
多
人 

数
め
し
つ
れ
候
儀
停
止
之
事
付
逗
留
中
之
飯
米
は
可
レ

被
レ

下 

 

事 

一 

右
御
算
用
に
付
ま
か
り
の
ぼ
る
へ
き
時
は
よ
ひ
と
壱
人
に
付 

御
舟
間
弐
拾
石
あ
し
（
足
代
）
く
た
さ
る
へ
き
事 

  

右
条
々
も
し
相
そ
む
く
も
の
あ
ら
は
き
び
し
く
可
レ

有
二

沙 

汰
一

者
也 

 
 
 

元
和
九
年
閏
八
月
二
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宮
内
尐
輔 

判 

備
中
守 

 

判 

兵
部
尐
輔 

判 

摂
津
守 

 

判 

下
野
守 

 

判 
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（
比
志
島
国
隆
） 

（
三
原
重
種
） 

（
伊
勢
貞
昌
） 

（
喜
入
忠
政
） 

（
島
津
久
元
） 



 
一
読
し
て
目
立
つ
の
は
、
琉
球
王
朝
的
な
古
代
的
な
統
治
体
制 

の
否
定
と
、
近
世
大
名
領
の
存
立
基
礎
で
あ
る
農
民
に
対
す
る
関 

心
の
深
さ
と
、
収
納
体
制
の
合
理
化
強
化
で
あ
る
。 

 

以
上
が
「
置
目
条
々
」
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
こ
の
法
令
は
、 

喜
界
島
も
共
通
で
あ
る
。
文
献
の
不
足
で
分
か
ら
な
い
が
、
徳
之 

島
な
ど
三
島
に
対
す
る
も
の
も
同
じ
も
の
か
、
大
差
の
な
い
も
の 

で
あ
っ
た
ろ
う
。
た
だ
、
大
島
で
は
こ
の
時
な
く
な
っ
た
「
目
指
」 

役
が
、
南
三
島
で
は
ず
っ
と
残
っ
て
い
る
の
を
見
れ
ば
、
実
情
に 

応
じ
た
法
令
な
い
し
運
用
の
小
差
違
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
「
置
目
条
々
」
を
中
心
と
す
る
元
和
改
革
は
、
後
の
享
保 

改
革
、
天
保
改
革
と
な
ら
ん
で
、
道
之
島
（
奄
美
群
島
）
に
対
す 

る
薩
藩
の
三
大
改
革
の
一
つ
で
あ
る
。
藩
の
支
配
体
制
、
収
奪
体 

制
は
こ
の
元
和
改
革
で
緒
に
つ
き
、
享
保
改
革
で
整
備
さ
れ
、
最 

後
の
天
保
改
革
の
専
売
制
で
仕
上
げ
を
み
る
の
で
あ
る
。 

222 


