
23

第
2
章
　
岩
出
山
伊
達
家
の
武
士
と
地
域
史荒

　
武
　
賢
一
朗

は
じ
め
に

　

本
稿
は
︑
近
世
日
本
に
お
け
る
有
数
の
大
名
︑
仙
台
伊
達
家
の
一
門
で
あ
っ
た
岩
出
山
伊
達
家
に
仕
え

た
国
井
氏
の
由
緒
書
を
中
心
に
︑
仙
台
か
ら
み
れ
ば
﹁
陪
臣
﹂
に
あ
た
る
武
士
の
あ
り
よ
う
を
明
ら
か
に

す
る
︒
そ
の
な
か
で
重
視
し
て
お
き
た
い
の
は
︑
仙
台
領
本
体
の
状
況
と
︑
そ
の
配
下
に
位
置
す
る
岩
出

山
伊
達
領
の
機
構
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
︑
そ
れ
ら
の
成
果
を
通
じ
て
︑
日
本
近
世
史
全
体
と

岩
出
山
の
地
域
史
が
ど
の
よ
う
な
接
点
を
持
つ
の
か
を
探
っ
て
い
き
た
い
︒

　

仙
台
伊
達
家
の
家
臣
に
つ
い
て
は
︑
古
く
か
ら
多
く
の
研
究
蓄
積
が
存
在
す
る
（
（
（

︒
そ
の
な
か
で
も
近
年

で
は
﹃
仙
台
市
史
﹄
の
ほ
か
︑
専
論
と
し
て
ジ
ョ
ン
．
Ｆ
．
モ
リ
ス
﹃
近
世
武
士
の
﹁
公
﹂
と
﹁
私
﹂﹄

が
大
き
な
成
果
で
あ
ろ
う
（
（
（

︒
モ
リ
ス
の
好
著
は
︑
一
八
世
紀
末
の
仙
台
藩
士
・
玉
蟲
十
蔵
に
注
目
し
︑
十

蔵
自
身
が
書
い
た
日
記
か
ら
︑
知
行
高
一
五
〇
石
の
武
士
を
克
明
に
描
い
た
︒
ま
た
︑
玉
蟲
個
人
の
足
跡

を
語
る
の
み
な
ら
ず
︑
大
名
家
の
藩
士
を
支
え
る
財
政
基
盤
︑
そ
し
て
彼
ら
が
身
を
置
い
た
藩
政
や
支
配

機
構
に
も
鋭
く
迫
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
モ
リ
ス
の
研
究
視
角
に
刺
激
を
受
け
な
が
ら
︑
本
稿
で
は
玉

蟲
よ
り
知
行
高
が
少
な
く
︑
し
か
も
直
臣
で
は
な
い
陪
臣
に
あ
た
る
国
井
氏
を
取
り
上
げ
て
︑
岩
出
山
伊

︵
（
︶ 

た
と
え
ば
初
期
の
家
臣
団
研
究
で
は
︑
齋
藤
鋭
雄
﹁
仙
台
藩

の
家
臣
団
構
成
︱
成
立
期
の
考
察
︱
﹂︵﹃
日
本
歴
史
﹄

二
一
九
号
︑
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
六
年
︶
が
あ
る
︒

︵
（
︶ ﹃
仙
台
市
史
﹄
通
史
編
三
︵
近
世
一
︶︑
仙
台
市
︑
二
〇
〇
一

年
︒﹃
同
﹄
通
史
編
四
︵
近
世
二
︶︑
二
〇
〇
三
年
︒﹃
同
﹄

通
史
編
五
︵
近
世
三
︶︑
二
〇
〇
四
年
︒
ジ
ョ
ン
．
Ｆ
．
モ

リ
ス
﹃
近
世
武
士
の
﹁
公
﹂
と
﹁
私
﹂
︱
仙
台
藩
士
玉
蟲
十

蔵
の
キ
ャ
リ
ア
と
挫
折
︱
﹄
清
文
堂
出
版
︑
二
〇
〇
九
年
︒
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達
家
の
財
政
構
造
な
ど
に
も
言
及
し
た
い
︒

一
　
岩
出
山
伊
達
家
と
家
臣
た
ち

　

岩
出
山
伊
達
家
は
︑
伊
達
政
宗
の
四
男
・
宗
泰
を
祖
と
す
る
︒
慶
長
八
年
︵
一
六
〇
三
︶
に
政
宗
が
岩

出
山
か
ら
仙
台
へ
居
城
を
移
し
た
際
に
︑
岩
出
山
城
を
宗
泰
に
与
え
た
こ
と
に
始
ま
る
︒
所
領
は
︑
岩
出

山
の
あ
る
玉
造
郡
を
中
心
に
︑
明
治
維
新
ま
で
お
お
む
ね
一
万
二
千
石
か
ら
一
万
五
千
石
を
維
持
し
た
（
（
（

︒

　

周
知
の
ご
と
く
︑
仙
台
藩
は
成
立
当
初
よ
り
表
高
六
八
万
石
の
お
よ
そ
半
数
を
一
門
以
下
の
親
族
や
家

臣
に
分
知
す
る
支
配
機
構
を
設
け
て
い
る
︒
こ
こ
で
設
定
さ
れ
る
家
格
は
︑
一
門
・
一
家
・
準
一
家
の
順

に
平
士
ま
で
あ
り
︑
そ
の
う
ち
岩
出
山
伊
達
家
は
最
も
上
位
の
一
門
一
一
家
に
属
し
た
（
（
（

︒
こ
の
表
１
で
挙

げ
ら
れ
て
い
る
八
家
は
︑
い
ず
れ
も
一
万
石
以
上
の
所
領
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑﹁
万
石
以
上
の
大

名
格
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
︒

　

そ
の
よ
う
な
万
石
以
上
の
実
態
を
持
っ
た
岩
出
山
伊
達
家
の
家
臣
は
仙
台
の
直
臣
で
は
な
く
︑
陪
臣
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
︑
こ
の
地
に
お
い
て
独
自
の
い
わ
ゆ
る
﹁
家
中
︵
家
臣
団
︶﹂
を
形
成
し
て
い
る
︒

こ
れ
に
つ
い
て
は
︑﹃
岩
出
山
町
史
﹄
で
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
︑
以
下
同
書
を
引
用
し
な
が
ら
︑

こ
の
家
中
の
規
模
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
（
（
（

︒

　

岩
出
山
伊
達
家
の
家
中
成
立
は
不
明
で
あ
る
が
︑
初
代
宗
泰
の
誕
生
後
︑
山
岡
重
長
な
ど
の
数
人
が
宗

泰
付
き
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
︒
延
宝
五
年
︵
一
六
七
七
︶
に
な
る
と
︑
家
中
三
二
五
名
ぐ
ら
い

に
な
っ
て
い
る
（
（
（

︒
そ
の
後
︑
宝
暦
三
年
︵
一
七
五
三
︶
の
調
査
で
は
︑
侍
・
足
軽
を
合
わ
せ
て
三
八
九
名

が
存
在
し
た
︒
一
方
︑
家
中
の
知
行
高
は
︑
時
期
に
よ
っ
て
若
干
の
変
動
は
あ
る
が
︑
近
世
中
期
以
降
︑

︵
（
︶ 

表
１
参
照
の
こ
と
︒

︵
（
︶ 

表
２
参
照
の
こ
と
︒

︵
（
︶ ﹃
岩
出
山
町
史
﹄
通
史
編
・
上
巻
︑
大
崎
市
︑
二
〇
〇
九
年
︒

以
下
で
は
﹃
町
史
﹄
と
略
す
︒

︵
（
︶ 

前
掲
５﹃
町
史
﹄︑
四
〇
〇
頁
︒﹃
岩
出
山
町
史
文
書
資
料
集
﹄

四
︒
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全
体
で
約
八
〇
〇
〇
石
か
ら
八
五
〇
〇
石
前
後
で
あ
る
︒
岩
出
山
の
所
領
が
一
万
四
千
石
ほ
ど
だ
っ
た
わ

け
で
︑
そ
の
う
ち
家
来
の
領
知
が
六
割
を
占
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
つ
ま
り
︑
純
然
た
る
伊
達
家
の 

﹁
直
轄
地
﹂
は
半
分
以
下
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
仙
台
本
家
と
同
じ
傾
向
で
︑
家
臣
へ
の
領
知
分
配
が
財

政
に
大
き
な
負
担
を
与
え
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
︒

　

こ
の
分
析
を
手
掛
け
た
齋
藤
鋭
雄
に
よ
る
と
︑
三
〇
貫
文
︵
三
〇
〇
石
︶
以
上
の
知
行
高
を
持
っ
て
い

表 （　江戸時代前期 （万石以上の知行を持つ仙台伊達家の家臣

家　臣（本姓） 居　館 政宗時代 忠宗時代 延宝年間
伊達大蔵（白石氏） 登米 （（,（8（ 石 （0,（70 石 （（,887 石
片倉小十郎 白石 （（,（00 石 （（,0（（ 石 （7,（（7 石
伊達安房 亘理 （（,7（（ 石 （0,000 石 （（,8（（ 石
石川民部 角田 （（,（00 石 （7,87（ 石 （（,（89 石
伊達大膳 岩出山 （（,8（（ 石 （（,（（7 石 （（,（（（ 石
伊達安芸（亘理氏） 涌谷 （（,000 石 （0,000 石 （（,（（（ 石
伊達将監（留守氏） 水沢 （（,000 石 （（,000 石 （（,（（（ 石
茂庭周防 松山   8,98（ 石 （（,（9（ 石 （（,（（8 石

出典： 『仙台市史』通史編 （・近世 （、（00（ 年、（（（ ページより転載。 
掲載順は政宗時代の石高による。

表 （　仙台伊達家の家中における「家格」

家　格 人　数

一門 （（
一家 （7
準一家 （0
一族 （（
宿毛 （
着座 （8
太刀上 （0
召出一番座 （8
召出二番座 （（
平士（（000 石以上） （
平士（（00 石以上） （8
平士（（00 石以上 （00 石未満） 99（

合　計 （（（8

出典： 『仙台市史』通史編 （・近世 （、
（00（ 年、（（（ ページより転載。
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た
の
は
︑
永
代
家
老
席
に
あ
っ
た
手
島
家
の
み
で
︑
一
〇
貫
文
以
上
に
範
囲
を
広
げ
て
み
て
も
︑
手
島
家

と
同
じ
く
永
代
家
老
席
の
鮎
田
家
︑
門
脇
家
︑
と
合
わ
せ
て
三
家
に
限
ら
れ
た
（
7
（

︒
人
数
的
に
最
も
分
厚
い

の
は
︑
一
貫
文
︵
一
〇
石
︶
か
ら
二
貫
文
の
拝
領
者
で
︑
全
体
の
半
数
が
こ
の
階
層
に
当
て
は
ま
る
︒

　

表
３
は
︑
幕
末
期
の
慶
応
三
年
︵
一
八
六
七
︶
三
月
作
成
の
﹁
岩
出
山
家
臣
録
﹂
を
も
と
に
し
て
い
る

岩
出
山
の
家
臣
一
覧
で
あ
る
︒﹁
大
名
格
﹂
と
は
い
え
︑
本
藩
と
同
じ
よ
う
に
家
老
以
下
の
さ
ま
ざ
ま
な

役
職
が
ひ
し
め
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
中
級
以
下
の
役
職
従
事
者
は
あ
る
種
の
﹁
兼
業
﹂
に
よ
っ
て

生
計
を
立
て
て
い
た
︒そ
れ
に
し
て
も
︑
多
く
の
役
人
た
ち
を
一
万
数
千
石
の
領
民
が
支
え
る
構
図
に
は
︑

大
き
な
負
担
と
無
理
が
生
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒

二
　
窮
乏
す
る
財
政

　

江
戸
時
代
に
お
け
る
大
名
家
で
︑
一
貫
し
て
健
全
で
潤
沢
な
財
政
運
営
を
お
こ
な
っ
た
と
こ
ろ
は
ほ
と

ん
ど
な
い
︒
大
な
り
︑
小
な
り
︑﹁
お
金
の
や
り
く
り
﹂
に
は
日
々
苦
労
を
し
て
い
て
︑
全
国
的
に
お
お

よ
そ
﹁
江
戸
時
代
中
期
以
降
︑
藩
財
政
が
窮
乏
し
︑
そ
れ
が
藩
政
改
革
へ
と
結
び
つ
い
た
﹂︑
と
評
価
さ

れ
る
︒

　

近
年
︑
そ
れ
は
本
当
な
の
か
︑
と
い
う
疑
問
か
ら
︑
伊
藤
昭
弘
は
さ
ま
ざ
ま
な
藩
財
政
の
内
実
を
解
き

明
か
し
︑
そ
の
窮
乏
に
関
す
る
精
緻
な
見
直
し
を
試
み
て
い
る
（
8
（

︒
伊
藤
の
見
解
で
は
︑﹁
藩
財
政
の
窮
乏

は
な
か
っ
た
﹂
こ
と
に
な
り
︑
こ
れ
は
大
変
重
要
な
歴
史
の
と
ら
え
直
し
と
い
え
よ
う
︒
し
か
し
︑
明
治

維
新
を
経
て
結
果
的
に
全
国
の
大
名
家
が
膨
大
な
借
財
を
抱
え
︑
そ
の
処
理
問
題
が
新
政
府
や
財
政
当
事

者
の
頭
を
悩
ま
し
て
い
た
状
況
を
ど
う
み
る
べ
き
か
（
9
（

︒
実
際
︑
江
戸
時
代
の
大
名
家
に
資
金
供
与
や
貸
付

︵
7
︶ 

前
掲
５
﹃
町
史
﹄︑
四
〇
二
頁
︒

︵
8
︶ 

伊
藤
昭
弘
の
藩
財
政
研
究
は
た
く
さ
ん
あ
る
が
︑
代
表
的
な

も
の
と
し
て
︑
①
﹁
藩
財
政
再
考
︱
萩
藩
を
事
例
に
︱
﹂︵
大

阪
歴
史
学
会
﹃
ヒ
ス
ト
リ
ア
﹄
二
〇
三
号
︑
二
〇
〇
七
年
︶︑

②
﹁
藩
財
政
を
考
え
直
す
﹂︵
荒
武
賢
一
朗
編
﹃
近
世
史
研

究
と
現
代
社
会
︱
歴
史
研
究
か
ら
現
代
社
会
を
考
え
る
︱
﹄

清
文
堂
出
版
︑
二
〇
一
一
年
︶﹁﹁
近
世
後
期
の
藩
領
国
に
お

け
る
資
本
循
環
構
造
と
藩
財
政
﹂︵﹃
歴
史
学
研
究
﹄
八
八
五

号
︑
二
〇
一
一
年
︶
を
明
示
し
て
お
く
︒

︵
9
︶ 

千
田
稔﹁
藩
債
処
分
と
商
人
資
本
︱
長
田
家
の
場
合
︱
﹂︵﹃
経

営
史
学
﹄
一
五
巻
一
号
︑
一
九
八
〇
年
︶︑
若
林
喜
三
郎
﹁
明

治
初
年
に
お
け
る
藩
債
処
分
と
大
阪
商
人
﹂︵
大
阪
歴
史
学

会
﹃
ヒ
ス
ト
リ
ア
﹄
九
六
号
︑
一
九
八
二
年
︶
な
ど
︒
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表 （　慶応 （年（（8（7）岩出山伊達家の家中役列

　家老（（名）
　（家老指次）
　奉薬（（名）（本医師）
★若老・小姓頭兼任
　小姓頭（（名）
　（小姓頭列者）
　（部屋番頭）
　大番頭（（名）
右、大番頭以上

（一番座之席）
　出入役（（名）
★側用人（（名）
　仙台留守居（（名）
右、番頭以上

（二番座之席）
　町奉行（（名）・評定
　奉行・社寺奉行兼務
　目付（（名）
　（目付列）
　（武頭格列）
　（武頭格）
★近習目付（（名）

　（三番座之席）
　当地足軽頭（（名）
　在郷足軽頭（（名）
　弓頭（（名）
　（弓組足軽頭）
★長柄組頭（（名）
★先手組頭（（名）
　小人頭・武頭兼務
　（新足軽頭）
★屋敷奉行（（名）
　・作事奉行兼務
　作事奉行（（名）

　（長柄組頭）
　勘定奉行（（名）

　（四番座之席）
　表金役（（名）
　納戸金役（（名）
　鷹番（（名）
　（守役）
　（部屋付人）
★供頭（（名）
　勘定目付（（名）
右、詰所以上

（五番座之席）
　櫛番（（名）
　近習小姓（（名）
　側小姓（（名）
　奥小姓（（名）
　祐筆（（名）
　表小姓（（名）
　留付（（名）
　徒日付（（名）
　検地（（名）
　本蔵役（（名）
　長瀬蔵役（（名）
　人馬割（（名）
　召具足役・大番頭兼務
　大工屋元締（（名）
　大工屋小奉行・大工
　屋元締兼務
　扶持方並囲籾方・大
　番頭兼務
　台所持（（名）
　仙台台所持（（名）
　奥方破損定奉行・大
　工屋元締及び小奉行
　兼務

　用水方（（名）―大堰奉行
　茶道（（名）
　馬屋頭（（名）
　鷹匠鳥屋頭・馬屋頭兼務
　野場横目（（名）
　川役（（名）
　上郷野場締（（名）
　下郷野場締（（名）
　馬方（（名）
　伯楽（（名）
　附物書（（名）
　勘定所並子（定員なし）
　留守居指代（（名）
　尿前関所役（（名）
右、平士の職分
　徒横目（（名）
　大番頭下役（（名）
　出入役物書（（名）
　会議万物書（（名）
右、徒組の職分
　町横目（（名）・本郷足軽
　二十人組より選抜
　隠し横目（（名）・本郷足軽
　二十人組より選抜
　門番（（名）
　使番（（名）
　飛脚（（名）
右、足軽職分
　小人
　口取
　餌指
　山守

出典：『岩出山町史』通史編・上巻、（009 年、（（（ ページより転載。
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を
お
こ
な
っ
て
い
た
両
替
商
た
ち
が
明
治
初
期
に
次
々
と
閉
店
︵
倒
産
︶
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
（
（（
（

︒
つ
ま

り
民
間
の
金
融
を
含
め
て
議
論
は
大
き
な
展
開
を
み
せ
て
お
り
︑
こ
の
財
政
の
評
価
に
つ
い
て
は
賛
否
両

論
だ
が
︑
今
後
も
各
地
の
大
名
家
に
つ
い
て
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
そ
の
一

環
と
し
て
︑
こ
こ
で
は
仙
台
伊
達
家
と
岩
出
山
伊
達
家
の
財
政
状
況
に
つ
い
て
︑
特
徴
を
述
べ
て
お
き
た

い
︒

　

ま
ず
︑
仙
台
に
つ
い
て
は
江
戸
時
代
中
期
ど
こ
ろ
か
︑
初
代
政
宗
の
時
代
よ
り
総
じ
て
財
政
難
の
傾
向

が
認
め
ら
れ
る
（
（（
（

︒
二
代
忠
宗
期
に
は
一
時
的
な
改
善
が
あ
る
も
の
の
︑
そ
の
後
は
再
び
悪
化
し
て
い
き
︑

家
臣
か
ら
徴
収
す
る
手
伝
金
を
も
っ
て
財
源
を
補
填
し
て
い
た
︒
こ
の
手
伝
金
に
よ
る
資
金
の
確
保
は
︑

元
禄
一
〇
年
︵
一
六
九
七
︶
以
降
に
お
い
て
は
毎
年
実
施
さ
れ
た
と
い
う
︒

　

元
文
三
年
︵
一
七
三
八
︶
の
段
階
で
︑
仙
台
藩
の
表
高
︵
公
称
の
領
知
高
︶
は
約
六
二
万
石
で
︑
実
高

︵
実
際
の
領
知
高
︶
は
約
一
〇
一
万
石
で
あ
っ
た
︒
実
高
の
う
ち
︑
六
三
万
石
弱
は
一
門
以
下
の
い
わ
ゆ

る
﹁
支
藩
﹂
や
家
臣
に
与
え
た
領
知
で
あ
る
︒
残
る
三
九
万
石
余
り
が
蔵
入
地
と
呼
ば
れ
︑
直
接
﹁
藩
本

体
﹂
に
税
収
が
上
が
っ
て
く
る
構
図
だ
っ
た
︒
た
だ
し
︑
こ
の
直
接
収
入
も
領
知
を
も
ら
っ
て
い
な
い
俸

禄
収
入
で
生
活
す
る
下
級
武
士
た
ち
へ
の
支
給
を
は
じ
め
と
し
て
︑
さ
ま
ざ
ま
な
必
要
経
費
を
差
し
引
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
こ
の
元
文
三
年
の
記
録
で
︑
蔵
入
地
収
入
は
米
一
一
万
四
千
石
余
り
︑
金

三
万
八
千
両
余
り
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
さ
き
の
経
費
を
引
い
た
﹁
純
利
益
﹂
は
︑
米
五
万
七
千
石

余
り
︑
金
は
約
二
万
五
千
両
と
計
上
さ
れ
て
い
た
︒
実
質
的
に
百
万
石
の
所
領
を
誇
り
︑
全
国
で
も
有
数

の
大
名
だ
っ
た
仙
台
藩
で
も
自
由
に
使
え
る
資
金
と
い
う
の
は
極
め
て
小
さ
い
も
の
だ
っ
た
と
指
摘
で
き

よ
う
︒

　

右
の
数
字
だ
け
み
て
も
︑
仙
台
藩
に
お
け
る
財
政
の
厳
し
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
が
︑
そ
れ
よ
り
二
〇
年

︵
（0
︶ 

仙
台
藩
と
大
坂
商
人
の
関
係
も
含
め
て
︑
荒
武
賢
一
朗
﹁
商

人
と
権
力
が
交
差
す
る
都
市
︱
近
世
後
期
の
大
坂
を
事
例
と

し
て
︱
﹂︵
近
刊
予
定
︶
で
考
察
を
し
て
い
る
︒

︵
（（
︶ 

前
掲
２
﹃
仙
台
市
史
﹄
通
史
編
三
︒
以
下
︑
仙
台
藩
財
政
の

記
述
は
同
書
を
引
用
す
る
︒
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前
の
享
保
三
年
︵
一
七
一
八
︶
の
調
査
で
は
も
っ
と
深
刻
な
状
況
が
認
め
ら
れ
て
お
り
︑
む
し
ろ
元
文
三

年
の
財
政
は
改
善
傾
向
に
あ
っ
た
︒
そ
の
良
い
状
態
へ
の
導
き
は
︑
家
臣
の
知
行
高
を
削
減
す
る
こ
と
︑

そ
し
て
年
貢
収
入
の
微
増
を
得
ら
れ
た
こ
と
が
要
因
に
挙
げ
ら
れ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
実
高
の
六
割
以

上
を
家
臣
給
付
に
回
し
て
い
る
支
出
体
制
で
健
全
化
を
指
向
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
︒
元
文
年
間
以

降
は
︑
再
び
悪
化
に
陥
り
︑
藩
に
出
入
り
す
る
蔵
元
商
人
た
ち
か
ら
多
額
の
借
金
を
重
ね
て
い
く
こ
と
に

な
る
︒

　

こ
こ
で
述
べ
た
内
容
は
︑
仙
台
藩
研
究
の
な
か
で
長
年
培
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
︑
と
く
に
目
新
し

い
発
見
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
︑
江
戸
時
代
全
般
を
通
し
て
︑
大
藩
だ
っ
た
仙

台
伊
達
家
が
家
臣
へ
の
知
行
・
俸
禄
の
比
重
が
高
い
状
況
を
維
持
し
︑
極
小
の
資
金
に
よ
っ
て
財
政
を
ま

か
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
少
額
の
金
穀
で
大
き
な
領
知
の
行
政
を
保
持
す
る
こ
と
は
難

し
く
︑
当
局
は
民
間
商
人
た
ち
に
融
資
を
頼
み
︑
そ
れ
が
常
態
化
し
て
い
く
︒
こ
の
よ
う
な
財
政
の
悪
化

に
つ
い
て
︑
た
と
え
ば
藩
主
家
︵
こ
こ
で
は
伊
達
家
︶
に
よ
る
出
費
︑
彼
ら
が
普
段
住
み
暮
ら
す
江
戸
で

の
経
費
増
大
が
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
出
費
の
増
加
も
あ
る
だ
ろ
う
が
︑
論
点
と
な
る

の
は
初
代
政
宗
の
段
階
か
ら
資
金
繰
り
に
窮
し
て
い
た
こ
と
や
︑
明
治
維
新
に
至
る
ま
で
ほ
と
ん
ど
﹁
良

好
な
財
政
﹂
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
に
あ
る
︒
そ
の
背
景
に
は
︑
上
述
の
よ
う
な
家
臣
へ
の
給
付
が
極
め

て
大
き
い
こ
と
が
あ
っ
た
︒

　

さ
て
︑
続
い
て
は
岩
出
山
伊
達
家
で
あ
る
︒
岩
出
山
伊
達
家
は
︑﹁
仙
台
藩
一
門
衆
﹂
の
一
家
と
し
て
︑

江
戸
時
代
初
期
の
政
宗
時
代
に
一
万
二
千
八
百
石
余
り
︑
続
く
忠
宗
時
代
に
は
一
万
三
千
石
を
超
え
︑
延

宝
年
間
︵
一
六
七
三
～
八
一
年
︶
に
は
一
万
四
千
石
以
上
の
領
知
を
得
て
い
た
︒
徐
々
に
所
領
は
増
加
し

て
い
っ
た
が
︑
岩
出
山
は
初
期
段
階
か
ら
財
政
難
に
陥
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（
（（
（

︒
こ
の
財
政
の
歴
︵
（（
︶ 

前
掲
５
﹃
岩
出
山
町
史
﹄︒
以
下
︑
こ
の
財
政
に
関
す
る
記

述
は
同
書
に
依
拠
す
る
︒
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史
に
つ
い
て
は
︑﹃
岩
出
山
町
史
﹄
で
詳
述
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
な
か
で
論
点
と
な
る
二
つ
の
事
例
を

紹
介
し
て
お
き
た
い
︒

①
延
宝
四
年
︵
一
六
七
六
︶
五
月

　

岩
出
山
の
財
政
当
局
は
︑
こ
の
と
き
館
下
町
︵
岩
出
山
城
下
町
︶
の
有
力
商
人
・
油
屋
長
左
衛
門
か
ら

約
二
千
両
の
金
子
を
借
用
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
享
保
一
三
年
︵
一
七
二
八
︶
ま
で
の
五
〇
ヵ
年
賦
と
い

う
貸
借
条
件
で
契
約
を
結
ん
だ
︒
こ
の
よ
う
な
非
現
実
的
に
も
み
え
る
長
期
貸
借
関
係
は
︑
岩
出
山
に
限

ら
ず
︑
仙
台
で
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
し
︑
全
国
的
に
も
広
く
行
き
渡
っ
た
方
式
で
あ
る
︒
た
だ
︑
興
味

深
い
の
は
︑
こ
れ
に
続
く
経
過
だ
っ
た
︒
油
屋
に
対
し
て
岩
出
山
側
は
︑
借
金
の
引
当
︵
担
保
︶
と
し
て

領
内
三
ヵ
村
︵
村
高
合
計
約
一
五
〇
〇
石
︶
の
年
貢
収
入
を
証
文
に
書
き
込
ん
で
い
る
︒
現
代
風
に
た
と

え
る
な
ら
ば
︑
県
庁
や
市
役
所
が
民
間
か
ら
融
資
を
受
け
︑
そ
の
担
保
に
徴
収
予
定
の
市
県
民
税
を
明
記

す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
か
た
や
︑
油
屋
側
か
ら
す
る
と
︑
安
定
収
入
を
担
保
に
す
る
こ
と
で
多
額
の

貸
付
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
み
え
る
︒
借
入
か
ら
数
年
を
経
過
し
た
天
和
二
年
︵
一
六
八
二
︶︑
早

く
も
岩
出
山
伊
達
家
の
返
済
延
滞
が
発
生
し
︑
そ
の
結
果
と
し
て
引
当
に
あ
っ
た
三
ヵ
村
の
う
ち
二
ヵ
村

︵
村
高
合
計
五
百
石
︶
の
年
貢
徴
収
を
油
屋
が
直
接
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
こ
れ
ら
の
村
々

か
ら
の
年
貢
米
金
は
岩
出
山
の
役
所
に
い
っ
た
ん
収
納
し
︑
そ
れ
が
油
屋
へ
の
返
済
資
金
に
充
当
さ
れ
た

も
の
だ
っ
た
が
︑
う
ち
二
ヵ
村
に
関
し
て
は
役
所
を
介
さ
ず
に
年
貢
の
や
り
と
り
が
お
こ
な
わ
れ
た
︒
全

国
的
に
み
て
︑
い
わ
ゆ
る
大
名
貸
し
︵
民
間
に
よ
る
領
主
向
け
金
融
︶
の
な
か
で
も
︑
年
貢
徴
税
権
の
引

当
化
と
実
際
の
権
利
行
使
は
稀
少
な
事
例
で
あ
る
︒
商
人
が
直
接
徴
収
す
る
よ
う
な
緊
張
し
た
関
係
が
続

く
も
︑
こ
の
元
金
二
千
両
の
借
り
入
れ
は
宝
暦
二
年
︵
一
七
五
二
︶
に
な
っ
て
も
︑
お
よ
そ
五
百
両
の
残
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高
が
あ
っ
た
︒

　

と
こ
ろ
で
そ
の
二
千
両
も
の
巨
額
は
ど
こ
に
使
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
実
は
︑
こ
の
資
金
は
岩
出
山
伊

達
家
が
所
有
す
る
仙
台
屋
敷
︵
大
町
︶
に
当
時
の
仙
台
藩
主
・
綱
村
を
招
待
す
る
た
め
に
用
意
さ
れ
た
︒

し
か
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
︑
仙
台
屋
敷
内
に
新
築
さ
れ
た
建
物
の
造
営
費
用
に
充
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒

②
享
保
一
六
年
︵
一
七
三
一
︶

　

こ
の
と
き
も
岩
出
山
伊
達
家
は
︑
佐
藤
屋
三
十
郎
︑
伊
勢
屋
義
兵
衛
と
い
う
二
人
の
商
人
か
ら
借
金
を

し
て
い
る
︒
具
体
的
な
金
額
は
定
か
で
は
な
い
が
︑
そ
の
目
的
は
清
鏡
院
︵
岩
出
山
伊
達
家
四
代
村
泰
の

妻
︶
の
﹁
御
別
家
︵
隠
居
所
︶﹂
を
建
設
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
︒
よ
っ
て
︑
延
宝
四
年
の
二
千
両
ま
で
は

及
ば
な
い
に
し
て
も
︑
少
な
く
と
も
数
百
両
単
位
の
融
資
を
得
た
と
推
測
で
き
る
︒
こ
こ
で
借
り
入
れ
た

資
金
を
元
手
に
﹁
殿
様
一
家
﹂
の
住
居
整
備
費
に
充
当
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
先
記
の
仙
台
屋
敷
造
営

に
も
つ
な
が
る
が
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
殿
様
一
家
﹂
の
家
計
へ
の
入
金
は
岩
出
山
領
全
体
の
支
出
費
目
に
お

い
て
上
位
に
つ
け
て
い
る
︒
た
だ
︑
一
見
す
る
と
﹁
殿
様
の
無
駄
遣
い
﹂
が
民
衆
を
苦
し
め
て
い
る
︑
と

も
評
価
で
き
よ
う
が
︑
完
全
な
搾
取
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
︒
交
渉
の
末
︑
商
人
側
も
貸
借
取
引
と
し
て

領
主
と
向
き
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
二
つ
の
事
例
は
︑
氷
山
の
一
角
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
︒
岩
出
山
で
は
︑
慢
性
的
な
﹁
金
欠
体
質
﹂

の
財
政
が
認
め
ら
れ
て
い
て
︑
危
機
的
状
況
の
都
度
︑
富
裕
な
商
人
が
助
け
船
を
出
す
融
通
が
お
こ
な
わ

れ
て
い
た
︒
と
く
に
財
政
支
出
の
面
に
焦
点
を
絞
る
と
︑
家
臣
へ
の
給
付
︑
殿
様
一
家
・
一
族
へ
の
投

与
︑
そ
し
て
特
別
な
行
事
が
窮
乏
の
引
き
金
に
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
根
底
に
あ
る
の
は
や
は
り
そ
も

そ
も
の
基
礎
支
出
︵
家
臣
へ
の
給
付
︶
が
支
配
領
か
ら
の
年
貢
収
入
に
見
合
っ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
ろ
う
︒



32

初
期
段
階
か
ら
の
不
均
衡
な
基
本
収
支
が
明
治
維
新
期
ま
で
尾
を
引
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

三
　
国
井
家
の
由
緒
が
語
る
地
域
の
歴
史

　

前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
︑
本
題
で
あ
る
国
井
家
の
分
析
に
入
る
こ
と
に
し
よ
う
︒
そ
の
手
が
か
り
に

な
る
貴
重
な
史
料
は
︑﹁
国
井
家
由
緒
書
上
幷
代
々
記
録
﹂
で
あ
る
（
（（
（

︒

　

こ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に
︑
幕
末
維
新
期
の
当
主
︵
九
代
︶
喜よ

し
な
り哉

の
頃
に
作
成
さ
れ
た
記
録
で
あ
る
︒

同
家
に
つ
い
て
︑
江
戸
時
代
初
期
か
ら
明
治
維
新
直
後
ま
で
の
お
よ
そ
三
百
年
に
わ
た
る
歴
史
を
要
領
良

く
ま
と
め
て
い
る
︒
こ
の
史
料
を
読
み
進
め
て
い
く
と
︑
当
然
の
ご
と
く
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
記

述
は
極
め
て
簡
単
で
︑
喜
哉
の
時
代
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
︑
情
報
量
も
増
加
し
︑
筆
者
で
あ
る
当
代
の
頃

の
様
子
は
鮮
明
に
書
か
れ
て
い
る
︒
た
だ
︑
初
代
か
ら
五
代
あ
た
り
ま
で
の
記
述
も
少
量
な
が
ら
要
所
を

押
さ
え
て
お
り
︑
近
世
の
小
さ
な
武
家
の
歴
史
を
形
付
け
る
格
好
の
素
材
と
い
え
よ
う
︒
そ
れ
は
︑
国
井

氏
の
み
の
歴
史
的
経
過
だ
け
で
は
な
く
︑
そ
の
他
の
同
僚
武
士
や
︑
ひ
い
て
は
近
世
岩
出
山
の
様
子
を
解

明
で
き
る
︑
非
常
に
貴
重
な
文
献
で
あ
る
︒

　

そ
れ
で
は
︑
こ
の
由
緒
が
語
る
意
味
を
探
っ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
︒
初
代
八
郎
左
衛
門
は
︑
江
戸
時

代
の
初
期
に
︑
一
貫
七
百
文
の
拝
領
を
得
て
︑
岩
出
山
伊
達
家
初
代
宗
泰
の
守
役
・
山
岡
志
摩
守
重
長
配

下
の
給
主
組
︵
徒
士
︶
に
入
る
︒
そ
の
こ
と
か
ら
﹁︵
山
岡
︶
志
摩
衆
﹂
の
一
員
だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
︒

八
郎
左
衛
門
は
そ
の
後
︑
幼
少
期
の
宗
泰
の
付
け
人
と
な
り
︑
給
主
組
か
ら
侍
へ
の
昇
格
が
許
さ
れ
た
︒

以
下
︑
国
井
家
歴
代
当
主
の
概
要
は
︑
表
４
に
ま
と
め
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
︒

　

折
々
の
事
件
や
役
列
の
変
化
な
ど
︑
こ
の
史
料
に
は
詳
細
な
記
載
も
含
ま
れ
て
い
る
が
︑
ひ
と
ま
ず

︵
（（
︶ 

国
井
家
の
概
観
は
︑
前
掲
５
﹃
岩
出
山
町
史
﹄
四
〇
九
～

四
一
〇
頁
に
記
載
が
あ
る
︒



第
一
部　

第
（
章　

岩
出
山
伊
達
家
の
武
士
と
地
域
史

33

表
（ 　
国
井
家
歴
代
当
主
の
概
要

歴
代
当
主

知
行
高

屋
　
敷

役
　
職

備
　
考

（
八
郎
左
衛
門

（
貫
700

文
（
（7
石
）

（
大
学
町
？
）

①
山
岡
志
摩
配
下
の
給
主
組
→
伊
達
宗
泰
附
人

①
別
に
（
貫
（00

文
拝
領
→

次
男
相
続

（
十
郎
左
衛
門

（
貫
700

文
（
（7
石
）

（
大
学
町
？
）

―

（
清
助

（
貫
700

文
（
（7
石
）

（
大
学
町
？
）

―

（
十
郎
左
衛
門

（
貫
700

文
（
（7
石
）
→
 

（
貫
文
→
（
貫
（00

文
大
学
町
→
新
規
居
宅
・
小
家
＋
鳴

子
村
馬
さ
く
れ
原
に
除
屋
敷

②
作
事
奉
行

③
波
多
野
作
右
衛
門
次
男
→

養
子

（
十
郎
左
衛
門
喜
昌
（
貫
（00

文
（
（（
石
）
→
 

（
貫
（（0

文
（
居
宅
・
小
家
＋
鳴
子
村
除
屋
敷
）
②
納
戸
金
役
→
財
用
新
役
→
罷
免
→
出
入
見
習
→
出
入
本
役
→
大
納
戸
格

（
十
郎
左
衛
門

（
貫
（（0

文
（
（（.（

石
）
→
 

（
貫
文
→
（
貫
（00

文
（
居
宅
・
小
家
＋
鳴
子
村
除
屋
敷
）
②
膳
番
→
小
人
頭
→
奥
御
用
人
→
在
郷
足
軽
頭
→
奥
御
用
人
→
出
入
役

7
十
郎
左
衛
門

（
貫
7（（

文
（
居
宅
・
小
家
＋
鳴
子
村
除
屋
敷
）

→
屋
敷
替

―

8
十
郎
左
衛
門
喜
継
（
貫
（（（

文
→
（
貫
7（（

文
→
（
貫
（（（

文
？
→
岩
下
小
路
＋
鳴
子
村
除
屋
敷

②
小
姓
→
蟄
居
→
勘
定
所
→
勘
定
目
附
仮
役
→
閉
門
→
長
瀬
蔵
役
→
勘
定

目
附
→
勘
定
奉
行
→
勘
定
目
附
→
勘
定
奉
行
→
長
柄
組
頭
・
上
郷
村
役
→

長
柄
組
頭
・
本
郷
村
役
→
長
柄
組
頭
・
下
郷
村
役
→
勘
定
奉
行
→
出
入
仮

役

③
下
野
目
村
小
野
七
郎
右
衛

門
家
中
阿
部
八
郎
の
子
供
→

養
子

9
十
郎
左
衛
門
喜
哉
（
貫
（（（

文
→
（
貫
（（（

文
（
岩
下
小
路
＋
鳴
子
村
除
屋
敷
）

②
留
附
見
習
→
祐
筆
→
殿
様
江
戸
行
の
祐
筆
兼
留
附
→
祐
筆
→
当
代
様

（
伊
達
邦
直
）
朱
印
書
方
→
膳
番
兼
祐
筆
→
病
気
の
た
め
罷
免
→
膳
番
→
納

戸
金
役
兼
書
物
役
→
先
手
組
頭
・
長
柄
組
頭
・
検
地
上
廻
り
・
納
戸
金

役
・
膳
番
→
先
手
組
頭
・
長
柄
組
頭
・
下
郷
村
役
→
検
地
上
廻
り
・
上
郷

村
役
→
伊
勢
代
参
副
使
→
（
明
治
元
）
奥
御
用
人
→
帰
農

出
典
：「
国
井
家
由
緒
書
上
幷
代
々
記
録
」。
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写真 （　「国井家由緒書上幷代々記録」の一齣

表
４
に
明
示
し
た
歴
代
の
﹁
知
行
高
﹂﹁
屋
敷
﹂﹁
役
職
﹂
に
つ
い
て
そ
の
特
徴
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
︒

　

知
行
は
︑
岩
出
山
伊
達
家
か
ら
国
井
氏
が
拝
領
す
る
領
地
を
指
し
︑
家
禄
に
相
当
す
る
︒
次
の
屋
敷

は
︑
岩
出
山
館
下
町
の
ど
こ
に
住
ん
で
い
る
か
を
示
し
て
い
る
︒
初
代
か
ら
三
代
の
段
階
は
︑
具
体
的
な

記
載
が
な
い
も
の
の
︑
四
代
の
時
期
に
大
学
町
か
ら
新
し
い
居
宅
へ
移
転
し
て
い
る
︒
そ
れ
か
ら
七
代
ま

で
同
じ
屋
敷
に
居
住
し
た
と
推
測
さ
れ
る
が
︑
八
代
が
そ
こ
か
ら
岩
下
小
路
へ
の
転
居
を
遂
げ
て
い
る
︒

こ
の
変
遷
で
注
目
し
た
い
の
は
︑
何
度
か
の
移
動
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
岩
出
山
だ
け
で
な
く
︑

全
国
各
地
の
武
士
た
ち
︑
そ
し
て
都
市
住
民
が
ず
っ
と
同
じ
場
所
に
定
住
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
稀
少
な

こ
と
だ
ろ
う
︒
農
村
部
で
も
転
居
す
る
こ
と
は
あ
る
も
の
の
︑
町
場
に
比
べ
る
と
少
な
い
︒
国
井
家
の
よ

う
な
一
貫
か
ら
二
貫
程
度
の
小
禄
役
人
は
︑
お
そ
ら
く
分
限
に
応
じ
た
屋
敷
替
え
を
お
こ
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
︒

　

こ
の
基
本
情
報
か
ら
若
干
の
整
理
を
し
て
み
よ
う
︒
ま
ず
知
行
高
は
︑
時
期
に
よ
っ
て
変
動
し
て
い
る

こ
と
が
理
解
で
き
る
︒
江
戸
時
代
前
期
の
基
本
は
一
貫
七
百
文
︑
最
小
時
に
一
貫
二
五
〇
文
︑
最
大
は
二

貫
五
〇
〇
文
で
︑
小
さ
な
家
禄
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
振
れ
幅
も
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
︒
加
増
さ
れ
て
い
る

の
は
︑
四
代
︑そ
れ
か
ら
六
代
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
︑
一
気
に
拝
領
高
が
伸
び
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑

減
知
さ
れ
る
場
合
も
存
在
す
る
︒
た
と
え
ば
五
代
喜
昌
は
役
付
に
な
っ
た
も
の
の
︑
い
っ
た
ん
罷
免
の
処

分
を
受
け
︑
出
入
見
習
か
ら
再
出
発
し
た
︒
こ
の
罷
免
は
国
井
家
に
と
っ
て
大
き
な
画
期
と
な
っ
た
は
ず

だ
が
︑
史
料
に
詳
し
い
経
緯
は
書
か
れ
て
い
な
い
︒
想
定
さ
れ
る
の
は
︑
業
務
上
の
何
ら
か
の
失
敗
︑
あ

る
い
は
不
祥
事
で
あ
る
︒
岩
出
山
伊
達
家
の
政
治
体
制
を
詳
し
く
検
討
し
︑
そ
れ
を
重
ね
て
み
る
と
状
況

を
推
察
す
る
こ
と
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
︑
国
井
氏
本
人
の
功
罪
よ
り
も
組
織
編
成
の
変
容
が
影
響
し

た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
こ
の
罷
免
に
よ
っ
て
知
行
は
半
知
と
な
っ
て
同
家
の
歴
史
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上
︑
最
低
の
経
営
状
況
に
陥
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒

　

筆
者
喜
哉
に
と
っ
て
は
先
代
に
あ
た
る
八
代
喜
継
も
︑
小
姓
と
し
て
役
務
に
上
が
っ
た
あ
と
蟄
居
を
命

じ
ら
れ
︑
勘
定
所
に
復
帰
す
る
も
ま
た
閉
門
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
際
に
は
︑
知
行
高
も
一
時
的
に
減
知

と
な
っ
た
あ
と
︑
元
に
戻
さ
れ
た
格
好
と
み
え
る
︒

　

こ
の
表
４
の
﹁
役
職
﹂
お
よ
び
﹁
備
考
﹂
欄
に
は
︑
①
・
②
・
③
と
い
う
記
載
を
付
し
て
い
る
︒
こ
れ

ら
と
︑
史
料
か
ら
得
ら
れ
た
他
の
情
報
を
突
き
合
わ
せ
て
︑
い
く
つ
か
私
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
︒
最
初

の
①
は
︑
初
代
八
郎
左
衛
門
の
役
職
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
︒
前
述
の
通
り
初
代
は
当
初
︑
山
岡
志
摩
守

の
家
来
で
あ
り
︑
給
主
組
と
い
う
侍
よ
り
格
下
の
徒
士
だ
っ
た
︒
岩
出
山
伊
達
家
か
ら
み
れ
ば
︑
陪
臣

︵
ば
い
し
ん
・
ま
た
げ
ら
い
︶
に
な
る
︒
つ
ま
り
︑
岩
出
山
伊
達
︱
山
岡
︱
国
井
と
い
う
上
下
関
係
が
成

り
立
っ
て
い
た
が
︑
そ
こ
か
ら
岩
出
山
伊
達
家
の
直
臣
に
な
る
の
で
あ
る
︒
付
人
と
い
う
形
で
殿
様
の
身

の
回
り
の
世
話
係
を
担
当
し
た
︒
そ
れ
に
関
わ
っ
て
初
代
の
終
盤
に
は
︑
国
井
家
の
歴
史
で
唯
一
︑
分
家

を
設
け
て
い
る
︒
新
た
に
知
行
高
一
貫
五
百
文
を
岩
出
山
伊
達
家
か
ら
拝
領
し
︑
こ
れ
を
次
男
に
相
続
さ

せ
て
︑
本
家
は
長
男
に
継
が
せ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
以
降
︑
管
見
の
限
り
︑
同
家
が
分
家
を
新
設
す
る
よ

う
な
記
述
は
み
ら
れ
な
い
︒
こ
の
段
階
で
は
岩
出
山
の
家
中
が
膨
張
期
に
あ
り
︑
ま
だ
役
列
を
増
加
さ
せ

て
い
く
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
も
想
定
で
き
る
︒
こ
う
い
う
事
実
を
み
る
と
家
中
成
立
期
は
組
織
が
流
動
的

で
︑
拡
大
す
る
兆
候
が
認
め
ら
れ
よ
う
︒
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
組
織
的
膨
張
は
支
配
機
構
の
頂
点
に
あ

る
江
戸
幕
府
自
体
が
そ
う
で
あ
り
︑
ま
た
仙
台
伊
達
家
も
同
様
で
あ
る
︒
そ
の
流
れ
か
ら
岩
出
山
で
も
後

世
の
家
臣
へ
の
給
付
削
減
策
が
存
在
し
な
い
時
期
に
は
︑
多
分
の
知
行
や
褒
美
を
給
付
し
︑
ま
た
分
家
の

設
置
を
促
す
こ
と
が
円
滑
に
実
行
さ
れ
た
︒

　

②
は
︑
四
代
か
ら
六
代
︑
そ
し
て
八
代
・
九
代
の
役
職
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
さ
き
に
も
処
分
に
つ
い
て
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ふ
れ
た
が
︑
褒
賞
や
高
評
価
に
よ
っ
て
加
増
と
役
職
上
昇
の
機
会
を
得
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
だ
ろ
う
︒

こ
の
岩
出
山
伊
達
家
の
な
か
で
の
地
位
を
知
行
高
で
み
る
と
︑
国
井
家
は
最
も
分
厚
い
階
層
に
位
置
す

る
︒
国
井
家
の
役
職
を
考
察
し
た
な
か
で
の
特
徴
は
︑
大
き
く
二
つ
の
系
統
に
絞
る
こ
と
が
で
き
る
︒
第

一
は
︑
勘
定
方
︑
い
わ
ゆ
る
財
政
担
当
の
仕
事
を
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
︒
ほ
と
ん
ど
の
役
職
が
財

政
関
連
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
︒
第
二
に
は
︑
九
代
喜
哉
が
就
い
た
こ
と
で
有
名
に
な
る
祐

筆
だ
っ
た
︒
祐
筆
は
︑
岩
出
山
伊
達
家
の
当
主
に
関
わ
る
文
書
や
公
文
書
の
作
成
を
担
当
し
た
︒
そ
し
て

そ
れ
ら
を
管
理
す
る
書
物
方
に
も
出
仕
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
推
測
の
域
を
出
な
い
が
︑
職
能

が
も
の
を
言
う
役
職
に
就
い
て
い
る
こ
と
で
︑
そ
れ
な
り
の
教
育
を
受
け
て
︑
高
い
教
養
を
有
す
る
人
物

に
し
か
こ
な
せ
な
い
実
務
方
の
仕
事
で
あ
っ
た
︒

　

③
は
︑
備
考
欄
に
示
し
て
い
る
が
︑
養
子
相
続
の
記
述
が
二
回
出
て
く
る
︒
四
代
お
よ
び
八
代
喜
継
が

他
家
か
ら
の
養
子
で
当
主
の
座
に
つ
い
た
︒
養
子
縁
組
か
︑
婿
養
子
で
あ
る
の
か
は
特
定
で
き
な
い
が
︑

四
代
は
家
中
の
同
僚
筋
で
あ
る
波
多
野
家
か
ら
︑
八
代
は
下
野
目
村
か
ら
入
っ
て
い
る
︒
前
者
は
︑
作
事

奉
行
の
役
を
命
じ
ら
れ
て
お
り
︑
建
物
普
請
な
ど
を
担
当
し
た
よ
う
で
あ
る
︒
八
代
の
場
合
︑
蟄
居
や
閉

門
の
処
罰
を
受
け
て
い
る
も
の
の
︑
い
ず
れ
も
復
帰
を
遂
げ
て
︑
長
ら
く
勘
定
奉
行
を
は
じ
め
と
す
る
財

政
・
地
域
統
轄
の
要
職
を
歴
任
し
た
︒
こ
れ
を
み
る
と
優
秀
な
人
材
を
養
子
に
迎
え
て
い
る
様
相
が
看
取

で
き
よ
う
︒

　

喜
継
の
後
を
引
き
継
い
だ
明
治
維
新
時
の
当
主
喜
哉
は
︑
文
久
二
年
︵
一
八
六
二
︶
に
江
戸
︑
そ
れ
か

ら
上
方
と
伊
勢
に
出
掛
け
て
い
る
（
（（
（

︒
こ
れ
は
公
務
で
︑
岩
出
山
伊
達
家
当
主
邦
直
が
伊
勢
神
宮
に
祈
願
を

し
た
ら
男
の
子
︵﹁
大
力
様
﹂︶
に
恵
ま
れ
た
こ
と
か
ら
︑
御
礼
参
り
の
代
参
一
行
の
副
使
と
し
て
選
ば
れ

た
か
ら
で
あ
る
︒
も
う
一
点
︑
特
筆
す
べ
き
は
明
治
維
新
の
と
き
に
国
井
家
は
ど
う
な
っ
た
の
か
と
い
う

︵
（（
︶ 

こ
の
具
体
的
な
内
容
は
︑
本
書
宮
田
尚
夫
論
文
に
詳
し
い
の

で
︑
合
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
︒
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経
過
で
あ
る
︒
戊
辰
戦
争
で
仙
台
藩
が
敗
れ
た
あ
と
︑
明
治
二
年
︵
一
八
六
九
︶
に
邦
直
は
岩
出
山
か
ら

仙
台
屋
敷
に
家
族
を
連
れ
て
移
住
し
た
︒
こ
の
際
︑
喜
哉
も
同
行
し
︑
奥
御
用
人
と
い
う
役
職
を
得
て
︑

邦
直
一
家
の
奥
︵
家
族
︶
の
世
話
係
を
担
当
し
て
い
る
︒
喜
哉
は
祐
筆
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
︑
邦
直
の
子

弟
た
ち
の
手
習
い
や
学
問
を
預
か
り
︑
つ
ま
り
教
育
係
を
や
る
と
い
う
こ
と
が
記
録
の
な
か
に
含
ま
れ
て

い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
史
料
の
記
述
で
は
﹁
諸
国
一
統
奉
還
倍
︵
陪
︶
臣
之
分
不
残
帰
農
﹂
と
表
現
さ
れ

る
よ
う
に
︑
全
国
的
に
陪
臣
は
武
士
で
は
な
い
と
の
こ
と
で
帰
農
を
命
じ
ら
れ
た
︒
国
井
家
は
︑
仙
台
伊

達
家
か
ら
み
る
と
︑
陪
臣
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
こ
の
規
定
に
相
当
し
︑
農
家
へ
の
転
換
を
迫
ら
れ
る
︒
そ

の
後
︑
明
治
四
年
に
邦
直
は
北
海
道
開
拓
を
決
断
す
る
が
︑
そ
の
と
き
国
井
家
は
岩
出
山
に
残
留
し
て
い

る
︒
し
か
も
居
地
に
残
っ
て
所
有
農
地
を
拡
大
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
限
ら
れ
た
農
地
を
集
積
す
る
こ

と
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
︑
国
井
家
の
よ
う
に
岩
出
山
に
残
る
者
と
︑
邦
直
と
一
緒
に
北
海
道
に
移
住
す

る
者
が
あ
り
︑
後
者
は
前
者
に
土
地
を
売
却
し
︑
そ
れ
を
元
手
に
北
海
道
開
拓
お
よ
び
自
ら
の
生
活
資
金

に
充
当
さ
せ
た
︒
そ
う
い
う
地
域
的
な
構
造
変
化
が
明
ら
か
に
な
る
が
︑
売
買
を
お
こ
な
う
双
方
の
人
々

が
あ
る
程
度
の
資
金
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
類
推
で
き
る
︒
断
片
的
な
が
ら
︑
当
地
の
歴
史
研
究
で
注
目

さ
れ
て
い
る
北
海
道
開
拓
と
岩
出
山
の
地
域
史
が
重
な
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒

お
わ
り
に
　
日
本
近
世
史
の
な
か
の
岩
出
山
―
地
域
史
の
醍
醐
味
―

　

本
稿
で
は
︑
国
井
家
の
史
料
を
手
が
か
り
に
近
世
岩
出
山
と
い
う
ひ
と
つ
の
地
域
史
を
明
ら
か
に
し
て

き
た
︒
地
域
史
研
究
そ
の
も
の
は
︑
域
内
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
や
は
り
︑
も
う
少
し
大
き
な
地

域
設
定
で
︑
当
時
の
仙
台
藩
領
︑
あ
る
い
は
東
北
地
方
一
円
︑
さ
ら
に
は
日
本
史
に
︑
こ
の
岩
出
山
の
歴
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史
が
ど
う
つ
な
が
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
︒
筆
者
は
︑
普
段
か
ら
大
学
の
講
義
で
も
学
生

諸
氏
に
話
を
し
て
い
る
が
︑
我
々
が
学
校
教
育
で
学
ん
で
き
た
日
本
の
歴
史
︑
も
し
く
は
概
説
書
や
テ
レ

ビ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
一
般
的
な
﹁
歴
史
的
事
実
﹂
は
本
当
に
正
し
い
の
か
を
検
証
す
べ
き
だ
ろ
う
と
考

え
て
い
る
︒
以
下
︑
本
稿
の
具
体
的
内
容
と
日
本
史
総
体
と
の
関
係
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
﹁
疑
問
﹂

を
提
示
し
て
お
こ
う
︒

①
江
戸
時
代
に
藩
は
あ
っ
た
の
か
？

　

本
論
で
は
便
宜
的
に
﹁
藩
﹂
と
い
う
表
記
を
一
部
使
用
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
あ
く
ま
で
読
者
の
理
解

を
深
め
る
た
め
の
方
策
で
あ
る
︒
通
説
で
縷
々
使
用
さ
れ
て
き
た
用
語
と
し
て
︑﹁
幕
府
﹂・﹁
藩
﹂・﹁
幕

藩
体
制
﹂
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
一
般
的
に
馴
染
み
が
深
く
︑
耳
障
り
も
心
地
良
い
︒
し
か
し

な
が
ら
︑
近
年
の
研
究
で
た
と
え
ば
﹁
藩
﹂
と
い
う
呼
称
が
正
式
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑

幕
末
期
だ
っ
た
と
い
う
興
味
深
い
学
説
が
あ
る
（
（（
（

︒
そ
れ
を
進
化
さ
せ
る
形
で
︑
藤
田
貞
一
郎
は
﹁
藩
政
﹂

と
い
う
の
は
歴
史
学
的
見
地
か
ら
不
適
で
あ
る
と
し
︑﹁
領
政
﹂
概
念
と
い
う
主
張
を
唱
え
て
い
る
（
（（
（

︒
藤

田
の
見
解
で
は
︑﹁
藩
政
改
革
﹂
は
本
来
﹁
領
政
改
革
﹂
と
す
べ
き
で
あ
り
︑
仙
台
藩
に
た
と
え
る
な
ら
ば
︑

﹁
伊
達
家
﹂ま
た
は﹁
伊
達
家
中
﹂と
表
現
す
る
の
が
適
切
に
な
る
︒
仙
台
と
岩
出
山
の
関
係
か
ら
す
れ
ば
︑

﹁
本
藩
と
支
藩
﹂
で
は
な
く
︑﹁
本
家
と
分
家
﹂
と
な
る
だ
ろ
う
︒
歴
史
と
は
実
際
の
史
料
に
忠
実
で
あ
る

べ
き
︑
と
い
う
と
こ
ろ
に
大
き
な
示
唆
を
受
け
る
︒
大
名
家
の
本
家
と
分
家
の
関
係
も
︑
最
近
い
ろ
い
ろ

な
研
究
で
そ
の
具
体
的
な
あ
り
方
が
解
明
さ
れ
て
き
て
い
る
（
（（
（

︒
仙
台
伊
達
家
は
︑
本
稿
で
も
ふ
れ
た
よ
う

に
︑
多
く
の
一
族
や
家
臣
に
分
知
を
し
て
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
分
家
に
つ
い
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
︒

今
後
さ
ら
に
全
国
的
な
研
究
に
応
答
し
な
が
ら
︑
一
層
の
深
化
を
図
る
べ
き
だ
ろ
う
︒

︵
（（
︶ 

青
山
忠
正
﹃
明
治
維
新
の
言
語
と
史
料
﹄
清
文
堂
出
版
︑

二
〇
〇
六
年
︒

︵
（（
︶ 

藤
田
貞
一
郎﹃﹁
領
政
改
革
﹂概
念
の
提
唱
︱
訓
詁
学
再
考
︱
﹄

清
文
堂
出
版
︑
二
〇
一
一
年
︒

︵
（7
︶ 

野
口
朋
隆
﹃
近
世
分
家
大
名
論
︱
佐
賀
藩
の
政
治
構
造
と
幕

藩
関
係
︱
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
一
年
︑
同
﹃
江
戸
大
名

の
本
家
と
分
家
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
一
年
︒
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②
江
戸
時
代
の
支
配
︱
領
主
と
領
民
の
関
係
︱
を
考
え
る

　

一
般
的
に
江
戸
時
代
の
支
配
は
︑
領
主
が
領
民
た
ち
か
ら
年
貢
を
取
り
立
て
て
︑
農
民
た
ち
は
貧
し
い

暮
ら
し
を
強
い
ら
れ
た
︑
と
い
う
の
が
印
象
深
い
︒
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
︒
実
際
に
年
貢
の
決
定

は
︑
地
域
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
︑ほ
と
ん
ど
が
領
主
と
領
民
に
よ
る
交
渉
に
よ
る
結
果
だ
っ
た
︒

一
方
的
に
領
主
が
命
令
し
て
︑
そ
れ
が
ま
か
り
通
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
交
渉
の
綱
引
き
を

や
り
な
が
ら
︑
落
と
し
ど
こ
ろ
を
見
出
し
て
い
く
の
が
年
貢
収
納
の
実
態
だ
と
す
れ
ば
︑
岩
出
山
で
も
同

様
の
こ
と
が
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
︒

　

支
配
組
織
に
お
い
て
︑
領
主
が
厳
し
く
規
制
を
か
け
︑
領
民
が
苦
し
ん
で
い
た
と
い
う
事
実
も
完
全
否

定
は
で
き
な
い
︒
た
だ
留
意
し
た
い
の
は
︑﹁
支
配
の
適
正
規
模
﹂
で
あ
る
︒
人
口
や
領
内
の
生
産
高
に

も
関
わ
る
が
︑
仙
台
伊
達
家
の
場
合
で
は
︑
仙
台
城
の
ほ
か
に
も
︑
支
配
の
司
令
塔
た
る
城
郭
や
要
害
が

あ
っ
て
︑
武
士
た
ち
の
拠
点
が
配
置
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
で
︑
伊
達
家
と
よ
く
比
較
さ
れ
る
九
州
地
方
の

薩
摩
・
島
津
家
の
場
合
で
い
く
と
︑
麓
集
落
と
い
う
外と

城じ
ょ
うが

設
け
ら
れ
︑
鹿
児
島
城
下
以
外
に
武
士
が
い

る
一
二
〇
く
ら
い
の
集
住
地
域
を
置
い
て
い
る
︒
在
地
に
役
人
が
い
る
︑
武
士
が
い
る
︑
と
い
う
こ
と
に

ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
︒
役
人
が
眼
前
に
い
る
こ
と
で
︑
領
民
は
法
令
や
年
貢
を
ご
ま
か
す
こ
と

も
で
き
な
い
︒
そ
う
い
う
意
味
で
は
︑
伊
達
家
は
岩
出
山
も
含
め
て
分
領
化
を
遂
げ
て
い
て
︑
単
純
に
所

領
を
分
配
す
る
と
評
価
し
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
実
際
の
生
活
環
境
を
鑑
み
て
︑
広
大

な
支
配
地
を
区
分
し
な
け
れ
ば
統
括
で
き
な
か
っ
た
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
︒

③
身
分
制
︵﹁
士
農
工
商
﹂︶
の
内
実

　

通
説
で
は
︑
江
戸
時
代
の
士
農
工
商
は
強
固
な
身
分
制
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
も
多
い
︒
そ
の
一
方
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で
︑
武
士
と
農
民
を
兼
業
︑
農
業
と
商
業
の
複
合
生
業
化
も
数
多
く
確
認
さ
れ
て
い
る
︒
岩
出
山
の
事
例

で
も
そ
の
動
き
を
漂
わ
せ
る
史
料
を
目
に
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
単
純
に
︑
一
人
の
人
間
が
ひ
と
つ
の
職

業
に
み
に
し
か
従
事
し
な
い
︑
と
割
り
切
れ
な
い
社
会
が
あ
る
︒
ま
た
︑
本
稿
で
も
取
り
上
げ
た
よ
う

に
︑
岩
出
山
で
興
味
深
い
の
は
︑
領
主
財
政
に
商
人
た
ち
が
資
金
を
融
通
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
︒

こ
れ
も
全
国
各
地
で
そ
の
実
例
を
探
し
て
み
る
と
︑
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
る
の
で
は
な
い
か
と
見
通
し
て

い
る
︒

　

こ
の
よ
う
な
指
針
を
持
ち
な
が
ら
︑
地
域
史
研
究
が
日
本
史
全
体
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
を
念
頭
に

置
き
な
が
ら
︑
今
後
も
積
極
的
な
論
理
的
展
開
を
目
指
し
て
い
き
た
い
︒


