
【
講
演
録
】

中
井
家
文
書
に
見
る
仙
台
藩
の
災
害

佐
藤

　
大
介

は
じ
め
に

　
皆
様
こ
ん
に
ち
は
。
た
だ
い
ま
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
東
北
大
学
災
害
科
学
国

際
研
究
所
の
佐
藤
大
介
で
す
。
今
日
は
お
休
み
の
と
こ
ろ
、
多
く
の
方
に
お
越
し
い

た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
東
北
大
学
の
学
生
だ
っ
た
こ
ろ
か
ら
お

世
話
に
な
っ
て
い
る
青
柳
周
一
さ
ん
か
ら
お
招
き
い
た
だ
き
ま
し
て
、
今
回
皆
様
に

お
話
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
を
、
と
て
も
光
栄
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
今
日
は
、
近
江
・
日
野
の
商
人
、
中
井
源
左
衛
門
家
の
こ
と
に
つ
い
て
お
話
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
滋
賀
大
学
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
中
井
家
の
古
文
書
に
基
づ
く

も
の
で
す
が
、
ご
紹
介
す
る
ほ
と
ん
ど
の
事
例
が
、
仙
台
藩
や
東
北
地
方
に
か
か
わ

る
も
の
で
す
。
彦
根
や
滋
賀
の
皆
さ
ん
に
は
あ
ま
り
な
じ
み
の
な
い
地
名
も
多
く
出

て
く
る
の
で
す
が
、
江
戸
時
代
の
災
害
を
め
ぐ
る
歴
史
に
つ
い
て
、
お
話
が
伝
わ
れ

ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
時
代
は
、
主
に
天
保
時
代
、
西
暦
で
い
う
と
一
八
三
〇
年
代
の
お
話
に
な
り
ま

す
。
こ
の
時
期
、
今
の
東
北
地
方
は
天
保
の
飢
饉
に
直
面
し
ま
す
。
天
保
四
年

（
一
八
三
三
）
か
ら
一
〇
年
（
一
八
三
九
）
の
七
年
間
、
夏
の
低
温
が
続
き
、
米
の

凶
作
が
続
き
ま
す
。
特
に
東
北
地
方
の
太
平
洋
側
で
は
、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）

に
大
冷
害
と
な
り
ま
す
。
も
っ
と
も
、「
飢
饉
」
と
い
う
の
は
、
冷
害
だ
け
が
原
因

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
こ
と
は
後
で
お
話
し
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
仙
台
藩
領

で
は
、
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
に
大
地
震
と
洪
水
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。「
災
害

の
時
代
」
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
天
保
四
年
の
凶
作
、
天
保
六
年
の
大
地
震
と
大

洪
水
、
天
保
七
年
の
大
凶
作
、
さ
ら
に
幕
末
に
向
か
っ
て
い
く
時
代
ま
で
お
話
し
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
中
井
家
文
書
の
研
究
で
す
が
、
参
考
文
献
と
し
て
挙
げ
ま
し
た
よ
う

に
、江
頭
恒
治
（
え
が
し
ら
つ
ね
は
る
）
さ
ん
の
大
著
『
近
江
商
人
中
井
家
の
研
究
』

（
江
頭
　
一
九
六
五
）
や
、
東
北
大
学
の
前
身
の
一
つ
で
あ
る
旧
制
第
二
高
等
学
校

の
校
長
で
あ
っ
た
戦
前
の
郷
土
史
家
で
あ
る
阿
刀
田
令
造
さ
ん
の
『
郷
土
の
飢
饉
も

の
』（
阿
刀
田
　
一
九
四
三
）
に
お
い
て
多
く
の
成
果
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
は
、
滋
賀
大
学
経
済
学
部
史
料
館
を
拠
点
と
し
て
、

中
井
家
文
書
の
調
査
研
究
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
特
に
史
料
館
の
皆
様
に
は
、
大

量
の
古
文
書
の
整
理
に
非
常
に
苦
労
さ
れ
た
と
伺
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
こ
れ

か
ら
お
話
し
す
る
よ
う
に
、
東
北
の
歴
史
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
上
で
も
非
常
に
貴

重
な
史
料
が
使
い
や
す
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
。滋
賀
大
学
や
、今
日
い
ら
っ
し
ゃ
っ

て
い
る
皆
さ
ん
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
東
北
の
研
究
を
し
て
い
る
者
と
し
て
、
積
極

的
に
活
用
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
が
、
一
連
の
成
果
に
多
く
を

拠
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
述
べ
、
御
礼
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

１
　
仙
台
藩
と
中
井
源
左
衛
門
家

（
１
）
仙
台
藩
に
つ
い
て

　
仙
台
藩
に
つ
い
て
、ご
く
基
礎
的
な
と
こ
ろ
を
確
認
し
て
お
き
ま
す
（【
地
図
１
】）

仙
台
藩
の
藩
主
は
伊
達
家
で
す
。
藩
祖
の
伊
達
政
宗
と
い
う
人
の
名
前
は
、
皆
さ
ん

も
一
度
は
お
聞
き
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。石
高
は
六
二
万
石
で
し
た
。

中
井
家
文
書
に
見
る
仙
台
藩
の
災
害

一



こ
の
「
六
二
万
石
」
と
い
う
の
は
、
江
戸
幕
府
に
対
し
て
仙
台
藩
伊
達
家
が
果
た
す

べ
き
「
軍
役
」
の
基
準
で
し
た
。
具
体
的
に
は
、
参
勤
交
代
の
行
列
の
人
数
、
大
き

な
河
川
や
将
軍
家
に
か
か
わ
る
寺
社
の
修
復
、
さ
ら
に
江
戸
時
代
後
半
に
な
る
と
欧

米
諸
国
の
接
近
に
対
応
し
た
蝦
夷
地
や
沿
岸
の
防
備
な
ど
で
す
。
も
っ
と
も
、
実
際

の
収
穫
高
は
こ
れ
よ
り
多
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
六
二
万
石
と
い
う
の
は
、
加

賀
藩
前
田
家
、
薩
摩
藩
島
津
家
続
い
て
三
番
目
に
な
り
ま
す
。
も
っ
と
も
、
実
際
の

米
の
収
穫
高
は
こ
れ
以
上
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
今
日
の
お
話
で
は
、
仙
台
藩
が
幕
府

に
対
し
、
平
年
の
収
量
を
「
九
三
万
石
」
と
届
け
出
て
い
る
こ
と
が
何
度
か
述
べ
ま

す
。
実
際
に
は
一
〇
〇
万
石
以
上
、
一
五
〇
万
石
ぐ
ら
い
は
実
収
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
領
地
の
場
所
で
す
が
、
現
在
の
宮
城
県
全
域
、
岩
手
県
の
南
に
あ
る
磐
井
、
気
仙
、

胆
沢
、
江
刺
の
四
郡
、
お
よ
び
福
島
県
の
一
部
に
な
る
宇
多
郡
で
す
。
今
回
、
三
・

一
一
の
大
津
波
で
被
災
し
た
岩
手
県
陸
前
高
田
市
や
大
船
渡
市
は
、
か
つ
て
の
仙
台

藩
の
領
地
で
し
た
。
世
界
遺
産
に
も
な
っ
た
著
名
な
平
泉
も
、
江
戸
時
代
は
仙
台
藩

の
領
地
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
飛
び
地
が
あ
り
ま
す
。
現
在
の
茨
城
県
、
常
陸
国
の

竜
ヶ
崎
領
、
そ
れ
か
ら
滋
賀
県
、
近
江
国
に
も
、
蒲
生
郡
と
野
洲
郡
に
約
一
万
石
の

飛
び
地
が
あ
り
ま
し
た
。
現
在
の
地
名
で
い
う
と
東
近
江
市
、
近
江
八
幡
市
、
野
洲

市
、
日
野
町
、
竜
王
町
の
、
そ
れ
ぞ
れ
一
部
の
村
で
す
。
こ
れ
は
上
方
で
仙
台
藩
の

御
用
を
果
た
す
た
め
の
賄
い
料
だ
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

（
２
）
中
井
源
左
衛
門
家
と
仙
台
藩

　
中
井
源
左
衛
門
家
と
仙
台
藩
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
江
頭
さ
ん
の
御
著
書
を
参
考

に
ご
く
簡
単
に
述
べ
て
い
き
ま
す
。
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
に
、
中
井
家
初
代
の

源
左
衛
門
光
武
が
、
仙
台
城
下
町
の
一
角
に
あ
る
大
町
一
丁
目
に
仙
台
店
の
店
舗
を

構
え
ま
し
た
。
仙
台
城
下
町
で
は
古
着
を
扱
う
「
古
手
仲
間
」
や
、
絹
や
綿
を
扱
う

「
絹
綿
仲
間
」
に
加
わ
っ
て
い
ま
す
。「
産
物
廻
し
」
と
い
っ
て
、
上
方
か
ら
衣
類
、

古
着
や
木
綿
を
東
北
地
方
へ
運
び
、
東
北
地
方
か
ら
は
生
糸
や
紅
花
、
漆
な
ど
を
上

方
に
も
た
ら
し
て
い
た
。
生
糸
と
紅
花
と
い
う
の
は
、
西
陣
織
の
原
料
で
す
。
紅
花

と
い
う
と
山
形
県
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る
方
も
多
い
と
思
う
の
で
す
が
、
実
は
仙

台
藩
領
も
紅
花
の
大
産
地
で
し
た
。
一
八
世
紀
の
半
ば
以
降
、
中
井
家
も
関
わ
り
の

深
い
磐
井
郡
や
、
藩
領
の
南
部
に
あ
た
る
柴
田
郡
で
生
産
が
盛
ん
に
な
り
、
商
品
作

物
と
し
て
大
き
な
利
益
を
も
た
ら
し
て
い
ま
す
。

　
仙
台
城
下
町
に
は
、
一
七
世
紀
後
半
以
降
、
近
江
商
人
の
進
出
が
顕
著
に
な
っ
て

き
ま
す
。
滋
賀
大
学
が
古
文
書
を
所
蔵
し
て
い
る
中
井
家
、
さ
ら
に
岩
井
家
や
谷
口

家
、
小
谷
家
と
い
っ
た
家
が
代
表
的
な
も
の
で
す
。
小
谷
家
の
文
書
は
東
北
大
学
附

地図1　陸奥国の仙台藩領（『仙台市史』通史編3近世
1より転載）

滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要

　
第
五
十
号

二



属
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
滋
賀
大
学
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
史
料
は
、
ま
さ
に

今
回
の
展
示
の
よ
う
に
、
仙
台
、
宮
城
、
東
北
の
歴
史
を
知
る
上
で
非
常
に
重
要
な

意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　【
図
１
】
は
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
に
描
か
れ
た
仙
台
城
下
町
の
町
並
み
で

す
。
二
〇
一
五
年
夏
に
、
N
H
K
の
人
気
番
組
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
た
の
で
ご
覧
に

な
っ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
仙
台
城
下
町
は
、
広
瀬
川
に
よ
り

作
ら
れ
た
河
岸
段
丘
の
上
に

町
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
町

の
東
西
を
大
町
通
り
、
南
北

を
奥
州
街
道
が
伸
び
て
お
り
、

そ
の
交
差
点
に
「
芭
蕉
の
辻
」

と
い
う
、
仙
台
城
下
町
の
象

徴
と
も
い
う
べ
き
楼
閣
が
四

棟
建
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ

か
ら
西
へ
向
か
っ
て
大
町
二

丁
目
、
大
町
一
丁
目
と
続
き
、

広
瀬
川
に
か
か
る
大
橋
を
越

え
る
と
仙
台
城
に
な
り
ま
す
。

中
井
家
仙
台
店
は
大
町
一
丁

目
に
あ
り
ま
し
た
。

　
古
文
書
で
は
、
中
井
家
の

仙
台
店
の
主
は
「
中
井
新
三

郎
」
と
い
う
名
前
で
出
て
き

ま
す
。
と
い
っ
て
も
、「
新
三
郎
さ
ん
」と
い
う
個
人
が
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

今
で
い
え
ば
法
人
と
し
て
の
中
井
家
仙
台
支
店
の
こ
と
を
人
名
で
表
し
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
で
す
。
仙
台
の
古
文
書
を
見
る
と
、
中
井
家
の
こ
と
は
基
本
的
に
「
中
井

新
三
郎
」
と
記
さ
れ
ま
す
。

　
仙
台
店
に
は
、
支
店
に
当
た
る
枝
店
が
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
仙
台
藩
領
で
最

大
の
港
町
で
あ
っ
た
石
巻
に
も
出
店
が
あ
り
、
湊
と
い
う
町
に
石
巻
店
の
枝
店
が
あ

り
ま
し
た
。
な
お
石
巻
店
は
天
保
の
終
わ
り
に
一
旦
閉
店
す
る
の
で
す
が
、
安
政
二

年
（
一
八
五
五
）
に
仙
台
店
の
枝
店
と
し
て
復
活
す
る
と
い
う
経
緯
が
あ
り
ま
す
。

　
中
井
家
仙
台
店
の
お
お
よ
そ
の
経
営
規
模
に
つ
い
て
は
、
江
頭
さ
ん
の
著
書
に
、

中
井
家
が
仙
台
店
に
投
じ
た
資
本
の
額
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
目
安
に
し

ま
す
と
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
が
約
四
万
九
〇
〇
〇
両
で
す
。
そ
れ
が
天
保
四

年
（
一
八
三
三
）
に
は
六
万
七
〇
〇
〇
両
余
り
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
一
二
万

両
余
り
、
慶
応
三
年
に
は
一
六
万
両
を
越
え
る
金
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。
一
両
は
現

在
の
通
過
で
す
と
六
万
円
か
ら
一
〇
万
円
ぐ
ら
い
と
さ
れ
ま
す
。
幕
末
に
は
開
国
の

影
響
で
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
起
こ
っ
て
額
面
が
大
き
く
な
る
傾
向
が
あ
る
と
は
い

え
、
多
額
の
経
営
資
本
を
投
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
滋

賀
大
学
が
所
蔵
す
る
中
井
源
左
衛
門
家
文
書
の
四
分
の
一
ぐ
ら
い
は
、
実
は
仙
台
店

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
仙
台
店
の
役
割
の
大
き
さ
を
物
語
っ
て
い

る
と
い
え
ま
す
。

（
３
）
中
井
家
仙
台
店
と
災
害

　
中
井
家
仙
台
店
で
は
、
仙
台
城
下
町
や
藩
領
を
襲
っ
た
災
害
を
経
験
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
の
際
、
藩
の
求
め
に
応
じ
て
救
済
の
た
め
の
資
金
を
調
達
し
、
ま
た

独
自
の
社
会
事
業
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

　
例
え
ば
、
中
井
家
二
代
目
源
左
衛
門
光
昌
（
一
七
五
七
〜
一
八
〇
八
）
の
時
代
、

図1　慶応元年仙台城下図屏風（部分　仙台市博物館所蔵）
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天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
の
冷
害
に
端
を
発
す
る
天
明
飢
饉
で
は
、
他
領
か
ら
米
を

買
い
入
れ
る
た
め
の
資
金
と
し
て
二
五
〇
〇
両
を
、
こ
れ
と
は
別
に
一
千
両
を
藩
に

調
達
し
て
い
ま
す
。
仙
台
藩
に
と
っ
て
は
中
井
家
か
ら
の
借
金
で
飢
饉
へ
対
応
し
た

わ
け
で
す
。
そ
の
見
返
り
に
、
仙
台
藩
の
最
大
の
産
物
で
あ
っ
た
米
の
江
戸
へ
の
移

出
権
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
で
も
返
済
が
行
き
詰
ま
っ
て

し
ま
っ
た
た
め
か
、
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
に
中
井
家
は
一
万
一
八
〇
〇
両
分

の
債
権
を
藩
に
献
上
し
、
そ
の
見
返
り
に
苗
字
を
公
文
書
で
名
乗
る
こ
と
、
お
よ
び

武
士
と
同
じ
く
刀
を
二
本
差
し
す
る
こ
と
、
お
よ
び
絹
の
衣
類
を
着
用
す
る
許
可
を

与
え
ら
れ
ま
し
た
。
中
井
家
か
ら
見
れ
ば
債
権
放
棄
の
見
返
り
に
、
普
通
の
庶
民
と

は
異
な
る
身
分
上
・
外
見
上
の
特
権
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
万
両
も

藩
に
差
し
上
げ
て
こ
の
程
度
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
身
分
制
社
会
で

あ
っ
た
当
時
に
と
っ
て
は
意
味
の
あ
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
し
た
。

　
三
代
目
の
光
煕
（
み
つ
ひ
ろ

　
一
七
八
五
〜
一
八
三
三
）
は
、
文
政
九
年

（
一
八
二
六
）
か
ら
一
一
年
に
か
け
て
、
石
巻
の
救
済
対
応
の
た
め
一
四
六
両
の
積

立
金
を
行
い
、
仙
台
藩
か
ら
武
士
と
し
て
の
給
与
に
当
た
る
「
扶
持
」
三
人
分
を
与

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
天
明
飢
饉
で
は
、
仙
台
藩
で
は
人
口
が
半
減
し
た
と
も
さ
れ
る

ほ
ど
の
大
き
な
被
害
を
受
け
ま
し
た
（
菊
池

　
一
九
九
七
）。
そ
の
こ
と
は
人
々
に

平
時
か
ら
の
備
え
の
必
要
性
を
強
く
意
識
さ
せ
た
よ
う
で
す
（
菊
池

　
二
〇
〇
三
）。

石
巻
に
視
点
を
持
っ
て
い
た
中
井
家
と
し
て
も
、
地
域
貢
献
と
い
う
こ
と
が
意
識
さ

れ
た
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
光
煕
で
す
が
、
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
の
奥
羽
地
方
の
冷
害
に
際
し
て
も
、
仙

台
藩
に
対
し
て
救
済
金
七
五
〇
両
を
調
達
し
て
、
一
一
人
扶
持
を
与
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
後
に
つ
い
て
は
、
光
煕
の
養
子
と
し
て
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
に
中

井
家
を
継
い
だ
四
代
目
の
源
左
衛
門
光
基
（
み
つ
も
と

　
一
八
〇
二
〜
七
一
）
の
時

代
に
な
り
ま
す
。
光
基
に
つ
い
て
は
、
自
筆
の
日
記
な
ど
で
は
名
前
を
「
光
茂
（
み

つ
し
げ
）」
と
書
い
て
あ
る
も
の
が
多
い
よ
う
で
す
。
光
基
さ
ん
に
は
、
天
保
飢
饉

か
ら
幕
末
に
掛
け
て
、
仙
台
藩
が
財
政
の
面
で
中
井
家
へ
頼
っ
て
い
く
こ
と
を
強
め

る
時
代
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

（
４
）
中
井
家
仙
台
店
が
過
ご
し
た
仙
台
―
気
候
の
移
り
替
わ
り

　
少
し
話
は
変
わ
る
の
で
す
が
、
私
は
京
都
に
あ
る
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
と
い

う
所
で
、
理
系
の
研
究
者
の
方
と
、
気
候
の
変
化
が
、
日
本
列
島
の
歴
史
に
お
い
て

人
間
の
生
活
や
社
会
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
与
え
た
か
、
と
い
う
共
同
研
究
に
か
か

わ
っ
て
い
ま
す
。【
図
２
】
は
、
樹
木
の
研
究
か
ら
今
の
時
点
で
導
き
出
さ
れ
て
い

る
デ
ー
タ
に
基
づ
き
、
中
井
家
が
仙
台
に
店
を
出
し
て
か
ら
、
店
を
閉
じ
た
と
さ
れ

る
明
治
八
年
（
一
八
七
四
）
ご
ろ
ま
で
の
夏
の
平
均
気
温
を
示
し
た
も
の
で
す
。

　
中
井
家
は
、
仙
台
に
出
店
し
て
い
る
期
間
に
、
二
回
の
大
き
な
飢
饉
を
経
験
し
て

い
ま
し
た
。
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
天
明
の
飢
饉
、
さ
ら
に
は
こ
の
後
お
話
し
す
る
天

保
の
飢
饉
で
も
、仙
台
藩
領
は
人
口
が
半
減
す
る
ほ
ど
の
大
き
な
被
害
を
受
け
ま
す
。

特
に
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
は
、
夏
の
気
温
が
、
現
代
の
平
均
気
温
よ
り
二
度
も

低
い
と
い
う
状
況
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
後
で
述
べ
ま
す
よ
う
に
、
中
井
家
そ
の
他
の

古
文
書
か
ら
は
、
米
が
全
く
取
れ
な
い
、
と
い
っ
た
記
事
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
こ

の
後
の
年
も
、
夏
の
天
候
は
不
順
が
ち
で
し
た
。
あ
ま
り
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
少
な

い
の
で
す
が
、
実
は
戊
辰
戦
争
の
年
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
前
後
の
期
間
も
、

冷
害
が
続
い
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、中
井
家
が
仙
台
に
出
店
を
し
た
時
期
の
中
で
、

文
化
・
文
政
の
時
代
、
一
九
世
紀
の
初
め
は
気
候
に
恵
ま
れ
た
よ
う
な
の
で
す
が
、

天
保
よ
り
後
の
時
期
は
、
あ
ま
り
気
象
条
件
が
よ
く
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
様

な
環
境
条
件
が
、
中
井
家
の
出
店
経
営
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
た
か
の
よ
う
に

か
か
わ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
か
ら
さ
ら
に
研
究
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要

　
第
五
十
号

四



た
だ
、
一
般
論
と
し
て
、
気
象
条
件
が
よ
く
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
特
に
米
に
と
っ

て
は
良
い
条
件
だ
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
ま
た
、
多
く
の
商
品
の
原
料
が
、
農
林
水
産

資
源
か
ら
作
ら
れ
て
い
た
時
代
で
す
か
ら
、
不
作
が
続
け
ば
地
域
の
市
場
に
も
影
響

が
出
る
、
そ
の
中
で
仙
台
店
の
経
営
を
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
は
前
提
と
し
て
頭

に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　
そ
の
一
方
、「
平
均
」
し
て
し
ま
う
と
分
か
ら
な
く
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
例

え
ば
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
タ
ン
ボ
ラ
火
山
噴
火
の
影
響
で
、
樹
木
の
情
報
か
ら
は
夏

の
平
均
気
温
が
低
か
っ
た
と
さ
れ
る
文
化
一
二
年
（
一
八
一
五
）
で
す
が
、
仙
台
で

は
特
に
凶
作
を
示
す
記
録
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
農
産
物
に
被
害
を
与
え
る
自
然
現
象

が
「
い
つ
」
起
こ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
古

文
書
は
大
切
な
の
で
す
。
例
え
ば
、
稲
が
出
穂
す
る
一
番
大
事
な
時
期
で
あ
る
七
月

下
旬
か
ら
八
月
初
め
の
気
温
が
低
い
と
問
題
で
す
。
ま
た
、
東
北
地
方
の
太
平
洋
岸

に
は
、
六
月
か
ら
七
月
の
初
め
に
「
や
ま
せ
」
と
呼
ば
れ
る
冷
た
い
北
東
か
ら
の
季

節
風
が
吹
き
ま
す
。
こ
れ
が
長
引
く
と
、
稲
作
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

中
井
家
文
書
に
は
、
仙
台
店
か
ら
本
店
へ
商
業
の
状
況
を
報
告
し
た
手
紙
な
ど
に
、

仙
台
・
東
北
地
方
の
気
象
そ
の
他
の
自
然
災
害
に
関
す
る
質
の
高
い
情
報
が
た
く
さ

ん
含
ま
れ
て
い
ま
す
。今
回
は
そ
の
ご
く
一
部
を
ご
紹
介
す
る
に
と
ど
ま
り
ま
す
が
、

環
境
と
人
間
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
史
料
な
の
で
す
。

２
　
天
保
四
年
の
凶
作
―
「
御
上
の
御
仁
恵
」

（
１
）
天
保
四
年
の
凶
作

　
最
初
は
、「
御
上
の
御
仁
恵
」と
し
て
、天
保
四
年
（
一
八
三
三
）の
凶
作
に
つ
い
て
、

滋
賀
大
学
所
蔵
の
中
井
家
文
書
や
、
江
頭
さ
ん
、
阿
刀
田
さ
ん
の
研
究
に
基
い
て
お

話
し
い
た
し
ま
す
。
ま
ず
、
光
基
が
天
保
飢
饉
に
関
す
る
仙
台
、
東
北
お
よ
び
全
国

図2　中井源左衛門家　仙台店出店期間（1867～1888）における樹木年輪幅のデータから復元さ
れた東北地方・夏の平均気温（1960～1990年夏の平均気温との差を＋、－の数値で示す）
（Cook et al 2013所収の日本・東北地方分データ／総合地球環境学研究所・中塚武氏・佐野
雅規氏提供より佐藤が作成）

中
井
家
文
書
に
見
る
仙
台
藩
の
災
害
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の
状
況
を
ま
と
め
た
「
天
保
七
申
酉
飢
饉
日
記
」（
滋
賀
大
・
中
井
家
文
書
）
に
は
、

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
・ 

天
保
四
年
は
雨
が
多
く
、四
・
五
月
（
新
暦
５
月
中
旬
か
ら
６
月
中
旬
）
に
到
っ

て
冷
気
、
暑
中
で
も
帷
子
（
麻
の
単
衣
）
を
着
る
こ
と
は
、
指
折
り
数
え
る
程

の
冷
気
で
あ
っ
た
。

　
・ 

奥
地
（
奥
羽
地
方
）
は
、
平
年
は
上
方
よ
り
暑
さ
が
遅
れ
、
冷
気
も
早
い
が
、

こ
の
年
は
不
順
で
、
出
羽
、
秋
田
、
津
軽
は
（
収
穫
が
）
皆
無
、
仙
台
で
は
二

分
の
作
柄
な
ど
と
申
す
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
。

（
以
下
、
史
料
引
用
は
佐
藤
に
よ
る
意
訳
と
す
る
）

天
保
四
年
の
飢
饉
は
、
主
に
日
本
海
側
で
の
天
候
不
順
と
い
う
の
が
、
冷
害
、
凶
作

と
い
う
の
が
非
常
に
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
節
の
「
御
上
の
格
別
の
御
仁
恵
」
と
い
う
項
目
で
す
が
、
光
基

が
当
時
の
仙
台
藩
主
・
伊
達
斉
邦
（
一
八
一
七
〜
四
〇
）
に
よ
る
天
保
四
年
凶
作
へ

の
対
応
に
対
し
て
評
価
し
た
表
現
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
彼
は
享
年
二
五
歳
と
い
う

若
さ
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
政
治
理
念
を
重
ん
じ
、
領
民
の
成
り
立
ち

を
強
く
意
識
し
た
人
物
で
し
た
（
佐
藤

　
二
〇
一
五
、一
七
）。
水
戸
の
徳
川
斉
昭
―

水
戸
藩
主
を
彦
根
で
褒
め
る
の
は
、
余
り
よ
ろ
し
く
な
い
で
し
ょ
う
か
―
や
、
津
山

の
松
平
斉
民
と
と
も
に
、
江
戸
城
内
で
「
日
本
三
賢
君
」
と
称
さ
れ
て
い
た
と
記
す

仙
台
藩
士
の
記
録
も
あ
り
ま
す
（
同
前
）。

　
こ
の
年
、
仙
台
藩
が
幕
府
に
届
け
出
た
「
損
毛
高
」、
冷
害
に
よ
る
収
穫
へ
の
損

害
は
、
仙
台
藩
領
内
で
実
際
に
収
穫
が
出
来
る
石
高
を
示
す
「
実
高
」
九
三
万
石
の

う
ち
七
五
万
九
三
〇
〇
石
あ
ま
り
、
八
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
及
ん
で
い
ま
し
た
。
な

お
、
損
毛
高
に
つ
い
て
は
様
々
な
解
釈
が
あ
り
、
多
分
に
政
治
的
な
数
字
、
実
態
と

は
乖
離
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
議
論
も
出
さ
れ
て
い
ま
す
（
仙
台
市

　

二
〇
〇
四
）。
そ
の
年
の
実
際
の
収
穫
を
調
べ
る
に
は
、
年
輪
そ
の
他
の
理
系
に
よ

る
気
候
復
元
、
さ
ら
に
は
当
時
の
古
文
書
を
付
き
合
わ
せ
て
実
証
す
る
必
要
が
あ
る

で
し
ょ
う
。
そ
の
一
方
、
江
戸
時
代
は
、
ま
さ
に
中
井
家
文
書
が
示
す
よ
う
に
、
高

度
な
情
報
網
が
発
達
し
た
時
代
で
も
あ
り
ま
し
た
。
従
っ
て
、
江
戸
幕
府
に
あ
ま
り

に
も
実
態
と
乖
離
し
た
数
字
を
届
け
出
て
、
果
た
し
て
幕
府
が
納
得
す
る
の
か
、
と

い
う
こ
と
を
素
朴
な
疑
問
と
し
て
も
ち
ま
す
。少
な
く
と
も
天
保
飢
饉
に
つ
い
て
は
、

私
の
見
た
範
囲
で
は
、
冷
害
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
記
録
に
事
欠
き
ま
せ
ん
。
極
端

に
実
体
と
異
な
る
数
字
は
届
け
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
目
安
と
し
て
使
え
る
数
字

だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
お
示
し
し
た
光
基
の
記
録
に
あ
る
「
二
分
の
作
柄
」

と
い
う
こ
と
と
も
合
っ
て
い
ま
す
。

（
２
）
中
井
家
各
支
店
の
動
向
と
仙
台
藩
に
よ
る
救
済

　
中
井
光
基
の
記
録
に
は
、
中
井
家
の
支
店
が
仙
台
藩
の
求
め
に
応
じ
て
、
ま
た
支

店
独
自
に
行
っ
た
救
済
の
対
応
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
（「
天
保
七
申
酉
飢
饉

日
記
」）。

　
仙
台
店
で
は
、
藩
の
依
頼
に
対
し
て
御
用
金
七
五
〇
両
を
調
達
す
る
と
と
も
に
、

以
前
に
藩
に
献
上
し
て
い
た
と
い
う
「
積
立
米
」
四
八
五
俵
の
払
い
下
げ
を
受
け
、

こ
の
う
ち
三
五
〇
俵
を
仙
台
城
下
町
の
人
た
ち
に
施
し
ま
し
た
。
ま
た
、
砕
け
て
し

ま
っ
て
商
品
に
な
ら
な
い
よ
う
な
「
砕
け
米
」
を
、
城
下
町
で
極
め
て
困
難
な
生
活

に
陥
っ
た
者
た
ち
（「
極
難
者
」）
に
施
し
た
こ
と
が
、藩
に
高
く
評
価
さ
れ
た
（「
御

上
迄
も
評
判
が
よ
ろ
し
き
」）
と
い
い
ま
す
。

　
ま
た
石
巻
店
で
は
、
米
二
〇
〇
俵
の
施
し
を
行
う
一
方
、
仙
台
藩
が
食
糧
を
確
保

す
る
た
め
の
資
金
を
立
て
替
え
た
が
、
二
五
〇
両
の
損
を
出
し
た
と
、
光
基
の
記
録

に
あ
り
ま
す
（「
天
保
七
申
酉
飢
饉
日
記
」）。

　
中
井
家
に
よ
る
対
応
は
、
も
ち
ろ
ん
仙
台
に
店
を
持
つ
立
場
と
し
て
の
社
会
的
責
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任
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
れ
と
と
も
に
、
藩
主
・
斉
邦
を
筆
頭
と
す

る
藩
の
強
力
な
指
導
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
藩
主
・
斉
邦
は
こ
の
年
参
勤
交
代
で
江

戸
に
い
ま
し
た
が
、
幕
府
の
許
可
を
得
て
帰
国
す
る
と
、
不
正
を
行
っ
た
役
人
の

解
任
や
、
下
級
藩
士
お
よ
び
領
民
に
対
す
る
救
済
対
応
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
ま
す

（
佐
藤
　
二
〇
一
七
）。
こ
れ
に
は
領
内
の
富
裕
者
も
積
極
的
に
協
力
し
た
と
い
う
記

録
が
残
っ
て
い
る
の
で
す
が
（
同
前
）、
先
ほ
ど
述
べ
た
中
井
家
仙
台
店
お
よ
び
石

巻
店
の
活
動
も
大
き
く
寄
与
し
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
仙
台
藩
、
お
よ
び
そ
の
藩
主
で
あ
る
斉
邦
に
対
し
て
、
領
民
は
「
一
七
歳
に
な
っ

て
御
家
中
や
民
間
、藩
士
の
こ
と
で
ご
苦
労
さ
れ
た
。
今
年
九
月
（
実
際
は
一
一
月
）

に
国
元
に
お
戻
り
に
な
る
や
、
下
々
に
ま
で
手
当
が
行
き
届
き
、
ま
こ
と
に
「
民
の

父
母
」
と
も
言
う
べ
き
「
賢
君
」
だ
と
語
り
あ
っ
て
い
る
」
と
評
し
て
い
ま
す
（
同

前
）。
光
基
も
、
仙
台
藩
に
よ
る
対
応
を
高
く
評
価
し
て
い
ま
す
。

　
・ 

仙
台
で
は
囲
い
米
な
ど
が
あ
り
、「
下
・
万
民
」
に
「
格
別
の
御
仁
恵
」
が
あ

る
と
、
他
の
国
に
伝
わ
り
、
数
多
く
「
乞
食
体
の
者
」
が
入
り
込
ん
だ
。
そ
の

中
に
は
餓
死
す
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、奥
州
で
は
仙
台
藩
が
「
格
別
の
御
仁
恵
」

を
行
っ
た
た
め
、
ま
ず
は
穏
や
か
で
あ
っ
た
。

　
・ 「
御
上
」
よ
り
御
恵
み
が
あ
り
、厳
し
い
「
御
政
道
」
に
よ
り
、富
め
る
者
（「
大

家
」）
は
そ
れ
ぞ
れ
に
施
し
を
行
っ
た
。
難
渋
す
る
者
た
ち
も
、
雑
穀
は
言
う

に
及
ば
ず
、
木
の
葉
や
「
く
さ
む
ら
」
に
ま
で
「
粮
」
を
混
ぜ
て
食
べ
、
別
し

て
仙
台
藩
領
の
人
々
は
、「
第
一
大
様
」
見
事
に
食
い
延
ば
し
た
。

（「
天
保
七
申
酉
飢
饉
日
記
」）　

最
初
の
史
料
で
す
が
、
天
保
四
年
の
凶
作
は
、
日
本
海
側
で
よ
り
大
き
な
被
害
と
な

り
ま
し
た
。
主
に
現
在
の
秋
田
県
や
山
形
県
、
ま
た
岩
手
県
の
沿
岸
に
暮
ら
す
人
々

は
食
糧
を
求
め
て
故
郷
を
離
れ
、
光
基
の
記
録
に
あ
る
「
乞
食
」
や
「
流
人
」
と
記

さ
れ
る
よ
う
な
姿
で
仙
台
藩
領
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
光
基
は
、
自
国
民
だ
け
で
な

く
、
他
領
か
ら
来
た
人
々
の
救
済
も
行
っ
た
事
で
、
奥
州
全
体
の
平
穏
が
保
た
れ
た

と
い
う
、
仙
台
藩
に
よ
る
飢
饉
対
応
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
ま
す
。
重
要
な
指
摘

で
す
。
さ
ら
に
、
藩
の
厳
し
い
対
応
が
中
井
家
仙
台
店
も
含
む
富
裕
者
に
よ
る
救
済

を
う
な
が
し
た
こ
と
、
領
民
も
米
に
代
わ
る
非
常
食
で
あ
る
「
粮
」
を
活
用
し
て
生

き
残
っ
た
こ
と
を
総
合
し
て
、
皆
で
頑
張
っ
て
「
見
事
」
に
危
機
を
し
の
い
だ
と
い

う
の
で
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
評
価
を
背
景
に
、
藩
主
・
伊
達
斉
邦
は
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）

に
入
り
、
積
極
的
な
政
治
改
革
を
試
み
ま
す
（
佐
藤
二
〇
〇
九
、一
七
）。
藩
主
自
ら

が
主
導
す
る
形
で
、
支
出
を
六
分
の
一
に
削
減
す
る
倹
約
令
、
学
識
あ
る
藩
士
の
役

職
へ
の
登
用
で
す
。
さ
ら
に
、
改
革
は
財
政
に
も
向
か
い
ま
す
。
そ
の
一
番
大
き
な

出
来
事
が
、
一
九
世
紀
の
初
め
か
ら
蔵
元
商
人
を
務
め
て
い
た
、
大
坂
商
人
・
升
屋

平
右
衛
門
の
解
任
で
す
。

　
江
戸
時
代
後
期
の
著
名
な
経
済
学
者
に
山
片
蟠
桃
と
い
う
人
物
が
い
ま
す
が
、
彼

は
升
屋
小
右
衛
門
と
し
て
同
家
の
番
頭
を
務
め
、
若
い
当
主
を
助
け
経
営
に
当
た
っ

て
い
ま
し
た
。
升
屋
と
仙
台
藩
の
関
係
は
、
文
化
年
間
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
仙

台
藩
の
蔵
元
と
な
っ
た
升
屋
は
、
陸
奥
国
の
仙
台
藩
領
で
取
れ
る
一
〇
〇
万
石
と

も
、
一
五
〇
万
石
と
も
さ
れ
る
米
を
一
手
に
取
り
仕
切
り
ま
す
。
当
時
世
界
最
大
級

の
都
市
で
あ
っ
た
江
戸
で
米
を
売
り
、
そ
の
代
金
は
大
坂
で
運
用
し
ま
す
。
仙
台
藩

に
は
手
形
で
支
払
い
ま
す
。
通
称
「
升
屋
札
」
と
呼
ば
れ
る
藩
札
で
す
。
こ
の
藩

札
は
、
仙
台
藩
が
発
行
し
た
も
の
の
中
で
も
信
用
が
高
か
っ
た
と
さ
れ
（
伊
東

　

一
九
七
九
）、
実
際
に
か
つ
て
の
仙
台
藩
領
の
旧
家
で
調
査
を
す
る
と
、
時
々
目
に

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
藩
に
と
っ
て
は
、
最
大
の
収
入
源
で
あ
る
米
が
、

升
屋
に
握
ら
れ
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
関
係
を
断
ち

中
井
家
文
書
に
見
る
仙
台
藩
の
災
害
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切
る
た
め
か
、
天
保
五
年
に
仙
台
藩
は
升
屋
の
罷
免
に
踏
み
切
り
ま
す
。
そ
の
理
由

が
、「
天
保
四
年
の
凶
作
時
に
藩
の
求
め
る
救
済
金
を
調
達
し
な
か
っ
た
の
は
、
国

を
救
お
う
と
い
う
つ
も
り
が
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
、
藩
命
に
背
い
た
こ
と
、

救
済
の
責
任
を
果
た
さ
な
い
と
い
う
道
義
的
な
責
任
を
問
う
た
も
の
で
し
た
（
佐
藤

　
二
〇
一
五
）。
要
す
る
に
、
升
屋
に
対
す
る
債
務
を
破
棄
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
対
応
は
、
長
州
藩
や
薩
摩
藩
と
い
っ
た
、
後
に
大
き
な
力
を
持
つ
西

国
諸
藩
で
も
見
ら
れ
た
こ
と
で
し
た
。
一
方
、
仙
台
藩
の
対
応
は
、
大
坂
商
人
た
ち

の
間
で
反
発
を
招
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の
こ
と
は
、
実
は
そ
の
後
の
仙
台
藩
、
さ
ら

に
は
中
井
源
左
衛
門
家
の
命
運
も
左
右
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

３
　
天
保
六
年
の
大
地
震
と
大
洪
水

　
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
の
仙
台
は
、
ま
ず
ま
ず
の
作
柄
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

し
か
し
翌
六
年
か
ら
は
、
大
き
な
災
害
が
立
て
続
け
に
起
こ
り
ま
す
。

（
１
）「
大
長
地
震
」
―
六
月
二
六
日
の
大
地
震

　
最
初
は
、
同
年
六
月
二
六
日
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
一
八
三
五
年
七
月
二
一
日
の
大
地

震
で
す
。
な
お
こ
こ
か
ら
は
、
災
害
が
起
こ
っ
た
日
付
に
つ
い
て
、
元
の
史
料
に
あ

る
日
本
の
旧
暦
で
の
日
付
と
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
換
算
の
日
付
を
両
方
挙
げ
ま
す
。
な

ぜ
か
と
い
う
と
、
後
で
天
気
の
話
が
出
て
く
る
の
で
す
が
、
西
暦
基
準
の
暦
の
中
で

暮
ら
す
現
代
の
私
た
ち
の
感
覚
に
合
わ
せ
て
、
理
解
し
や
す
く
す
る
た
め
で
す
（
明

治
五
年
一
二
月
三
日
・
一
八
七
二
年
一
二
月
三
一
日
以
降
の
年
月
日
に
つ
い
て
は
現

行
の
暦
通
り
）。
中
井
光
基
は
当
時
仙
台
店
に
下
っ
て
い
て
、
こ
の
地
震
に
遭
遇
し

て
い
ま
す
。

　
お
手
元
の
資
料
に
、「
天
保
の
宮
城
県
沖
地
震
」
と
記
し
ま
し
た
。
二
〇
一
一
年

三
月
一
一
日
の
大
地
震
が
起
こ
っ
た
直
後
の
報
道
で
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
た
の
で
ご

記
憶
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
宮
城
県
で
は
、
だ
い
た
い
四
〇

年
お
き
に
海
溝
型
の
大
き
な
地
震
が
起
き
て
い
ま
し
た
。
近
年
で
は
、
一
九
七
八
年

（
昭
和
五
三
）
六
月
一
二
日
に
起
こ
っ
て
お
り
、
建
物
の
被
災
や
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の

倒
壊
で
死
者
が
出
た
た
め
、
建
築
基
準
法
が
改
正
さ
れ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
ま

す
。
二
〇
〇
〇
年
、
国
の
地
震
調
査
研
究
推
進
本
部
か
ら
、
初
め
て
発
生
す
る
間
隔

と
、
今
後
同
じ
規
模
が
発
生
す
る
確
率
に
つ
い
て
の
数
値
が
公
表
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
時
点
で
、
三
〇
年
以
内
に
同
じ
規
模
の
地
震
が
起
き
る
確
率
は
「
九
九
パ
ー
セ
ン

ト
」
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
な
お
、
地
震
調
査
研
究
推
進
本
部
が
「
約
四
〇
年
お
き
」
と
し
て
い
る
の
は
、
寛

政
六
年
（
一
七
九
四
）
以
降
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
「
約
四
〇
年
お
き
」

と
い
う
こ
と
が
分
か
る
の
か
。近
代
的
な
観
測
が
始
ま
る
以
前
の
情
報
に
つ
い
て
は
、

実
は
古
文
書
を
調
べ
る
こ
と
で
、
発
生
す
る
周
期
を
推
測
し
て
い
る
の
で
す
。
光
基

の
記
録
は
、
歴
史
研
究
だ
け
で
は
な
く
、
地
震
研
究
に
と
っ
て
も
重
要
な
情
報
な
の

で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
も
含
め
、
中
井
家
の
古
文
書
は
こ
れ
ま
で
活
用
さ
れ
て
い
な

い
よ
う
で
す
。『
日
本
地
震
資
料
』
と
い
う
、
古
代
か
ら
現
代
に
到
る
ま
で
の
地
震

に
関
す
る
記
事
だ
け
を
集
め
た
二
〇
数
冊
に
及
ぶ
史
料
集
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
、

中
井
源
左
衛
門
家
の
記
録
は
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。
今
回
展
示
さ
れ
て
い
る
光
基
の
記

録
は
、「
天
保
の
宮
城
沖
地
震
」
に
関
す
る
新
発
見
の
記
録
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　
中
井
光
基
の
記
録
は
、
天
保
六
年
六
月
二
六
日
の
八
つ
頃
、
正
午
頃
に
大
地
震
が

来
て
長
く
揺
れ
た
、
と
あ
り
ま
す
（「
四
番
諸
事
日
下
恵
」）。
同
時
に
、
こ
の
地
震

は
「
寛
政
年
中
七
草
地
震
」
す
な
わ
ち
七
草
が
ゆ
の
日
で
あ
る
、
寛
政
六
年
一
月
七

日
（
一
七
九
四
年
二
月
六
日
）
以
来
の
大
地
震
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
記
し
て
い
ま

す
（「
仙
台
店
々
要
用
記
」）。
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江
戸
時
代
の
地
震
の
記
録
を
読
ん
で
い
て
不
思
議
に
思
う
の
は
、
大
き
な
地
震
が

起
こ
る
と
、
必
ず
い
つ
以
来
の
地
震
か
、
と
い
う
こ
と
が
き
ち
ん
と
書
い
て
あ
る
こ

と
で
す
。
ど
う
や
っ
て
記
憶
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
よ
く
分
か
ら

な
い
。
き
ち
ん
と
口
伝
え
が
で
き
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
「
記
録
す
る
」
こ
と
が

広
ま
っ
て
い
た
か
ら
な
の
か
、
こ
の
こ
と
は
、
い
ま
盛
ん
に
「
災
害
の
教
訓
を
伝
え

る
」
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
も
う
少
し
歴
史
か
ら
明
ら
か
に
す
べ
き

だ
と
考
え
ま
す
。

　
こ
の
地
震
に
よ
る
中
井
家
支
店
の
被
害
に
つ
い
て
は
、
青
柳
周
一
さ
ん
が
、
今

回
展
示
さ
れ
て
い
る
史
料
に
つ
い
て
す
で
に
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
（
青
柳
　

二
〇
一
三
）。
こ
こ
で
も
そ
れ
に
基
づ
い
て
お
話
し
い
た
し
ま
す
。

　
ま
ず
仙
台
店
で
す
が
、
大
町
一
丁
目
に
あ
っ
た
本
店
お
よ
び
質
店
で
、
土
蔵
の
壁

が
破
損
し
、
屋
根
瓦
が
落
ち
た
と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
現
在
の
宮
城
県
庁
の
あ
た
り

に
あ
っ
た
、仙
台
藩
の
学
校
で
あ
る
養
賢
堂
の
火
の
見
櫓
か
ら
人
が
落
ち
て
死
ん
だ
、

木
町
（
仙
台
市
青
葉
区
木
町
）
で
は
、
犬
が
小
屋
の
下
敷
き
に
な
っ
て
死
ん
だ
、
と

記
し
て
い
ま
す
。
揺
れ
は
大
き
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
人
的
な
被
害
は
そ
れ
ほ
ど
で

も
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　
一
方
、
石
巻
で
は
よ
り
被
害
が
大
き
か
っ
た
よ
う
で
す
。
光
基
は
仙
台
店
で
報
告

を
受
け
た
よ
う
で
す
が
、
中
井
家
石
巻
店
で
は
、
表
通
り
の
店
蔵
の
二
階
の
窓
が
損

じ
て
戸
が
立
て
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
か
、「
八
軒
蔵
」
そ
の
他
の
土
蔵
も
大
小
の
破

損
が
多
い
と
あ
り
ま
す
。
石
巻
店
か
ら
は
「
修
復
に
金
一
〇
〇
両
ぐ
ら
い
か
か
り
ま

す
」
と
の
報
告
が
あ
っ
た
が
、光
基
は
「
そ
れ
は
使
い
す
ぎ
だ
。
金
五
〇
両
ほ
ど
で
」

と
い
う
自
分
の
考
え
と
、
雨
漏
り
や
火
の
用
心
に
気
を
つ
け
よ
と
申
し
遣
わ
し
た
そ

う
で
す
。
青
柳
さ
ん
に
拠
れ
ば
、
石
巻
店
は
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
に
一
旦
閉

店
す
る
に
到
る
石
巻
店
は
、
こ
の
時
期
か
ら
あ
ま
り
経
営
が
思
わ
し
く
な
い
と
い
う

こ
と
が
、
一
生
懸
命
直
そ
う
と
い
う
意
識
を
感
じ
ら
れ
な
い
理
由
で
は
な
い
か
、
と

も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
光
基
は
こ
の
年
は
仙
台
で
年
を
越
し
ま
す
が
、
こ
の
間
も
、「
日
々
、
夜
に
中
小

の
地
震
が
数
度
あ
り
、
十
二
月
ま
で
に
数
百
回
と
い
う
ぐ
ら
い
震
え
、
は
な
は
だ
心

地
悪
く
暮
ら
し
た
」
と
記
し
て
い
ま
す
（「
仙
台
店
々
要
用
記
」）。
余
震
が
怖
い
、

と
い
う
の
は
、
三
・
一
一
か
ら
五
年
半
が
過
ぎ
た
今
で
も
余
震
が
続
く
場
所
に
暮
ら

す
身
と
し
て
、
気
持
ち
は
よ
く
分
か
り
ま
す
。

（
２
）「
仙
台
開
地
已
来
の
大
水
」
―
閏
七
月
七
日
の
大
洪
水

こ
の
地
震
は
、
確
か
に
大
き
な
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
天
保
六
年
の
仙
台
に
お
け

る
よ
り
大
き
な
災
害
は
、
地
震
か
ら
約
四
〇
日
後
に
起
こ
っ
た
大
洪
水
だ
っ
た
で

し
ょ
う
。
天
保
六
年
七
月
七
日
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
一
八
三
五
年
八
月
三
〇
日
の
、
台

風
に
伴
う
大
雨
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
洪
水
で
す
。
中
井
光
基
の

記
録
か
ら
そ
の
様
子
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
・ 

五
日
よ
り
雨
が
強
ま
る
。
六
日
八
つ
後
（
午
後
二
時
頃
）
か
ら
風
が
加
わ
り
、

夜
四
つ
過
ぎ
（
午
後
一
〇
時
）
か
ら
烈
風
に
な
っ
た
。
翌
七
日
朝
、
広
瀬
川
が

大
出
水
し
、「
評
定
橋
」
と
「
大
橋
」
が
流
失
し
た
。
大
橋
の
と
こ
ろ
で
は
、

水
の
高
さ
が
「
重
畳
」（
頂
上
か
）
で
二
丈
四
〜
五
尺
（
約
七
・
二
〜
七
・
五
メ
ー

ト
ル
）
に
な
っ
た
。（「
仙
台
店
々
要
用
記
」、
青
柳
二
〇
一
三
）　

仙
台
の
市
街
地
を
流
れ
る
広
瀬
川
に
つ
い
て
も
ご
存
じ
の
方
は
多
い
と
思
い
ま
す

が
、
光
基
が
記
し
た
こ
の
水
の
高
さ
で
す
と
、
現
在
の
広
瀬
川
堤
防
も
超
え
て
く
る

高
さ
に
な
り
ま
す
。
当
時
、
広
瀬
川
沿
い
に
は
、
下
級
武
士
や
、
警
察
に
近
い
機
能

を
果
た
す
「
小
人
」
の
屋
敷
地
、
ま
た
そ
の
名
の
通
り
河
原
町
（
仙
台
市
若
林
区
河

原
町
）
の
よ
う
な
町
人
地
も
あ
り
ま
し
た
が
、
光
基
の
記
録
で
は
こ
れ
ら
の
場
所
に

あ
っ
た
家
屋
が
流
さ
れ
、
そ
れ
に
乗
っ
た
ま
ま
力
尽
き
た
者
が
お
び
た
だ
し
い
、
と

中
井
家
文
書
に
見
る
仙
台
藩
の
災
害

九



も
あ
り
ま
し
た
（
同
前
）。
そ
の
他
の
古
文
書
も
含
め
て
浸
水
し
た
範
囲
を
示
し
た

の
が
【
図
４
】
で
す
。

　
実
は
、
仙
台
城
下
町
の
史
料
と
い
う
の
は
、
特
に
一
九
四
五
年
（
昭
和
二
〇
）
七

月
一
〇
日
の
空
襲
に
よ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
従
っ
て
、
こ
の
洪
水

に
つ
い
て
も
実
態
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
関
心
も
持
た
れ
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
自
身
も
、
天
保
飢
饉
の
研
究
を
し
て
き
ま
し
た
が
、
こ
の
洪

水
に
つ
い
て
は
近
年
の
宮
城

で
の
古
文
書
調
査
を
通
じ
て

関
心
を
深
め
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。
中
井
光
基
の
記
録
に

は
、
こ
の
洪
水
の
情
報
に
つ

い
て
く
わ
し
く
記
さ
れ
て
お

り
、
大
変
貴
重
な
情
報
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
先
ほ
ど
こ
の

洪
水
は
台
風
に
基
づ
く
も
の

だ
と
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、

日
本
列
島
各
地
に
残
る
記
録

か
ら
進
路
を
推
定
し
た
の
が

【
図
３
】
で
す
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
ブ
ロ
グ
「
幕
末
気

象
台
」
を
執
筆
さ
れ
て
い
る
、

郷
土
史
家
の
小
野
寺
健
太
郎

さ
ん
か
ら
史
料
を
提
供
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
こ
で
の
引
用
の
責
任
は
私
に
あ
り
ま
す
。
小
野
寺
さ
ん
は
全
国
の
日
記
資
料

を
集
め
ら
れ
て
気
象
に
関
す
る
研
究
を
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
特
に
江
戸
時
代
の

後
半
に
つ
い
て
は
、
被
害
を
も
た
ら
し
た
台
風
に
つ
い
て
は
、
全
国
の
記
録
を
並
べ

る
こ
と
で
、
そ
の
進
路
が
か
な
り
の
精
度
で
復
元
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
先
ほ

ど
述
べ
た
地
震
も
含
め
て
、「
古
文
書
を
読
む
」
こ
と
が
、
災
害
を
防
ぐ
の
に
貢
献

で
き
る
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
な
ぜ
古
文
書
か
ら
台
風
の
針
路
を
復
元
出
来
る
の
か
と
い
う
と
、
記
録
の
中
に
は

風
向
き
が
書
い
て
あ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
記
録
さ
れ
て
い
る
場
所

の
東
か
、
西
か
、
ど
ち
ら
を
通
過
し
た
の
か
が
推
測
で
き
ま
す
。
そ
れ
を
、
日
付
を

追
っ
て
、
多
く
の
場
合
は
西
か
ら
東
に
並
べ
て
い
く
こ
と
で
復
元
し
て
い
く
わ
け
で

す
。
こ
の
推
測
が
正
し
け
れ
ば
、
仙
台
に
大
洪
水
を
も
た
ら
し
た
台
風
は
滋
賀
県
を

通
過
し
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
表
に
は
滋
賀
県
の
古
文
書
は
入
っ
て
い
ま
せ
ん
、

ぜ
ひ
今
日
お
越
し
の
皆
様
に
発
掘
し
て
い
た
だ
け
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。
滋
賀
の

近
隣
だ
と
、
例
え
ば
京
都
で
は
南
座
（
京
都
市
東
山
区
）
の
屋
根
が
風
で
吹
き
飛
ば

さ
れ
る
な
ど
大
き
な
被
害
が
出
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
台
風
で
す
が
、
現
在
の
宮
城
県
内
で
は
、
ほ
ぼ
真
横
に
進
ん
だ
よ
う
で
す
。
光
基

の
記
録
か
ら
、仙
台
城
下
町
や
領
内
の
被
害
に
つ
い
て
さ
ら
に
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

広
瀬
川
沿
い
の
武
家
地
や
町
場
が
流
失
し
た
こ
と
は
、さ
き
ほ
ど
ご
紹
介
し
ま
し
た
。

ま
た
、
仙
台
城
下
町
と
、
仙
台
城
、
お
よ
び
中
級
以
上
の
武
士
た
ち
が
暮
ら
す
川
内

を
結
ぶ
大
橋
、
評
定
橋
と
い
う
二
つ
の
橋
が
流
失
し
て
い
ま
す
。
実
は
川
沿
い
だ
け

で
な
く
、
城
下
町
の
中
心
部
も
冠
水
し
て
い
ま
し
た
。
光
基
は
、
仙
台
店
の
あ
る
大

町
一
・
二
丁
目
は
「
高
地
」
で
あ
る
た
め
水
が
来
な
か
っ
た
が
、
そ
の
他
の
場
所
で

は
お
お
よ
そ
水
は
「
又
下
」（
股
下
）
ま
で
入
っ
た
。
同
じ
近
江
商
人
で
あ
る
小
谷

新
右
衛
門
や
奈
良
屋
に
は
、
店
ま
で
水
が
入
っ
て
き
た
、
と
記
し
て
い
ま
す
（「
仙

図4　古文書から想定される天保六年閏七月七日洪水の浸水域（図1の史料
に佐藤が加筆）
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台
店
々
要
用
記
」）。
股
下
ま
で
水
が
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
一
メ
ー
ト

ル
弱
ほ
ど
は
浸
水
し
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
中
心
部
の
冠
水
に
つ
い
て
は
、
仙

台
城
下
町
の
用
排
水
の
た
め
に
伊
達
政
宗
の
時
代
に
作
ら
れ
た
四
ツ
谷
用
水
が
大
雨

で
あ
ふ
れ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
先
ほ
ど
の
仙
台
城
下
町
の
地
図
に
示
す
と

【
図
４
】
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
全
く
の
余
談
で
す
が
、
昨
年
（
二
〇
一
五
年
）
九
月
の
関
東
・
東
北
豪
雨
で
も
、

広
瀬
川
の
水
が
あ
わ
や
堤
防
を
越
え
そ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
中
井
家
の
記
録
に

あ
る
よ
う
な
洪
水
が
、
決
し
て
過
去
の
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
思
い
知
ら
さ

れ
た
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。

（
３
）
仙
台
藩
領
内
の
洪
水
被
害

　
光
基
の
記
録
な
ど
か
ら
は
、
閏
七
月
六
日
夜
か
ら
七
日
に
か
け
て
の
台
風
は
【
図

５
】で
示
し
た
よ
う
に
、現
在
の
宮
城
県
の
中
央
を
横
断
し
て
太
平
洋
に
抜
け
て
い
っ

た
よ
う
で
す
。

　
仙
台
店
の
記
録
（「
仙
台
店
々
要
用
記
」）に
よ
れ
ば
、も
っ
と
も
大
き
な
被
害
だ
っ

図3　天保六年閏七月七日（1836年8月30日）台風　推定進路図（ブログ「幕末気象台」
古文書史料／小野寺健太郎氏提供より佐藤が作成）

図5　天保六年閏七月七日（1836年8月30日）
台風　仙台領での推定進路と「仙台店々要
用記」からの被害
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た
の
は
仙
台
城
下
町
で
、
次
が
小
野
と
い
う
海
沿
い
お
よ
び
鳴
瀬
川
沿
い
の
宿
場
町

（
宮
城
県
東
松
島
市
）。
内
陸
部
で
は
中
新
田
（
宮
城
県
加
美
町
）
や
古
川
（
大
崎
市

古
川
）
と
い
っ
た
比
較
的
規
模
の
大
き
な
町
場
が
洪
水
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。
支

店
の
あ
っ
た
石
巻
に
は
「
津
波
と
申
す
ほ
ど
の
水
が
来
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ

は
高
潮
の
こ
と
で
し
ょ
う
。沿
岸
部
で
は
気
仙
沼
で
も
洪
水
の
被
害
が
あ
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
現
在
の
仙
台
市
と
、
有
名
な
観
光
地
で
あ
る
山
寺
を
経
由
し
て
山
形
市
を

結
ぶ
街
道
に
あ
る
二
口
峠
の
交
通
が
途
絶
し
、
愛あ
や

子し

（
仙
台
市
青
葉
区
）
ま
で
の
街

道
も
水
害
を
受
け
た
と
あ
り
ま
す
。石
巻
か
ら
北
上
川
沿
い
に
北
上
す
る
石
巻
街
道
、

登
米
街
道
も
途
絶
え
ま
し
た
。
無
事
だ
っ
た
の
は
藩
領
の
北
部
に
あ
る
水
沢
（
岩
手

県
奥
州
市
）、
岩
谷
堂
（
同
上
）
と
か
一
関
（
岩
手
県
一
関
市
）
で
、
そ
の
他
の
領

地
は
全
域
で
大
洪
水
に
見
舞
わ
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
記
し
て
い
ま
す
。

　
ど
ち
ら
か
ら
と
い
え
ば
藩
領
北
部
の
情
報
が
多
い
の
は
、
実
際
の
被
害
が
あ
っ
た

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
展
示
で
も
示
さ
れ
て
い
る
中
井
家
の
商
圏
に
も
か
か
わ
る
も
の

で
し
ょ
う
。
街
道
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
奥
羽
山
脈
を
越
え
る
街
道
に
つ
い
て
は
、

中
井
家
が
北
前
船
を
使
っ
て
、
日
本
海
側
の
酒
田
（
山
形
県
酒
田
市
）
か
ら
陸
路
で

仙
台
に
物
資
を
運
ん
で
お
り
、
今
後
の
商
い
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
考
え
が
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
さ
ら
に
光
基
は
、
洪
水
の
領
外
へ
の
影
響
を
記
し
て
い
ま
す
。

・
流
失
し
た
家
、
荷
駄
、
橋
の
敷
板
、
牛
馬
の
桶
、
猪
、
犬
、
立
ち
木
な
ど
、
あ

ら
ゆ
る
も
の
が
流
れ
だ
し
、
水
戸
領
鹿
島
の
方
、
三
〇
、四
〇
、五
〇
里
遠
方
の

浜
辺
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
と
い
う
。
一
時
は
、
流
失
し
た
品
々
が
一
〇
里
（
約

三
〇
キ
ロ
）
四
方
に
漂
い
、
海
が
「
六
ヶ
敷
の
由
」
と
な
っ
た
。

（「
仙
台
店
々
要
用
記
」）

　
流
失
物
が
遠
く
鹿
島
灘
に
ま
で
届
く
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
お
そ
ら
く

航
行
が
難
し
く
な
っ
た
―
先
ほ
ど
人
が
屋
根
に
つ
か
ま
り
流
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ

と
と
あ
わ
せ
、
ど
う
し
て
も
三
・
一
一
の
津
波
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
、
何
と
も
言

え
な
い
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。
　

　
中
井
光
基
は
、
こ
の
洪
水
を
「
仙
台
開
地
以
来
の
洪
水
」、
つ
ま
り
慶
長
六
年

（
一
六
〇
一
）
に
伊
達
政
宗
に
よ
っ
て
仙
台
城
下
町
が
開
か
れ
て
以
降
、
も
っ
と
も

大
き
な
も
の
だ
っ
た
と
評
し
て
い
ま
し
た
。

（
４
）
中
井
店
の
対
応

　
中
井
光
基
の
活
動
で
す
が
、
水
害
の
対
応
に
で
た
仙
台
藩
の
役
人
や
家
臣
た
ち
に

対
し
二
〇
〇
人
前
の
炊
き
出
し
を
し
ま
し
た
。
ま
た
、
家
屋
の
流
失
や
水
損
を
受
け

た
人
々
へ
、
佐
藤
助
右
衛
門
と
い
う
地
元
仙
台
の
大
商
人
や
、
同
じ
く
近
江
商
人
の

る
岩
井
八
兵
衛
と
と
も
に
金
五
九
両
の
援
助
を
し
て
い
ま
す
。
流
失
が
二
九
九
件
、

「
半
流
」（
一
部
損
傷
）
が
三
五
六
件
と
い
う
、
具
体
的
な
被
害
の
数
字
が
出
て
い
る

の
も
、
仙
台
の
歴
史
や
、
災
害
の
研
究
を
す
る
者
に
と
っ
て
重
要
で
す
。
中
井
家
仙

台
店
は
、
一
連
の
活
動
に
よ
り
、
藩
か
ら
褒
賞
を
受
け
て
い
ま
す
。
仙
台
城
下
町
の

一
員
と
し
て
、
富
裕
者
と
し
て
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
す
。

　
一
方
、
石
巻
で
は
、
よ
り
不
穏
な
状
況
で
し
た
。
当
初
は
、「
風
雨
の
み
で
、
近

村
で
人
家
や
田
畑
に
一
切
損
傷
が
な
い
」
と
い
っ
た
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
高
潮
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
自
体
の
被
害
は
少
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
し
か

し
、
報
告
は
次
の
よ
う
に
続
き
ま
す
。

・ 
ご
存
じ
の
よ
う
な
土
地
柄
で
あ
る
の
で
、「
世
間
の
響
き
」
に
よ
っ
て
米
が
高
値

に
な
っ
た
。
米
問
屋
た
ち
は
こ
れ
ま
で
積
ん
で
い
た
米
を
納
戸
や
二
階
に
隠
す
の

で
、「
そ
の
日
暮
ら
し
の
者
」
が
仕
方
な
く
騒
ぎ
だ
し
、
一
昨
年
の
飢
饉
同
様
に

な
り
、「
在
々
」
へ
袋
を
持
っ
て
米
を
買
い
に
行
っ
て
い
る
。

こ
れ
こ
そ
が
、
飢
饉
の
起
こ
る
背
景
で
す
（
菊
池

　
一
九
九
四
）。
米
が
取
れ
な
い

滋
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と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
て
、
儲
か
る
か
ら
と
い
っ
て
売
り
渋
り
、
さ
ら
に
は
密
売

し
て
領
外
に
出
し
て
し
ま
う
。
そ
の
土
地
の
人
々
が
食
べ
ら
れ
な
く
な
っ
て
餓
死
す

る
。そ
の
一
端
が
現
れ
て
い
ま
す
。「
土
地
柄
」だ
と
い
う
の
は
、中
井
家
の
関
係
者
は
、

石
巻
の
人
は
利
益
に
う
る
さ
い
、
と
思
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
な
中
で
、
閏
七
月
二
〇
日
（
九
月
一
二
日
）
頃
か
ら
は
、
石
巻
に
あ
る

日
和
山
に
大
勢
が
集
ま
っ
て
鬨
の
声
を
上
げ
、「
一
揆
」
を
起
こ
す
様
子
で
あ
っ
た
、

湊
の
（
勝
又
）
伝
十
郎
や
平
塚
屋
と
い
っ
た
地
元
の
有
力
な
商
人
へ
打
ち
こ
わ
し
を

予
告
す
る
張
り
札
が
な
さ
れ
た
、
と
い
っ
た
、
非
常
に
不
穏
な
状
況
に
な
っ
て
い
ま

す
。
洪
水
そ
の
も
の
の
被
害
よ
り
も
、社
会
的
な
動
揺
が
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

（
５
）
天
保
六
年
の
災
害
と
社
会

　
こ
の
と
き
の
被
害
に
つ
い
て
、
仙
台
藩
で
は
実
高
約
九
三
万
石
の
う
ち
七
三
万

石
余
り
、
約
八
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
及
ん
だ
と
幕
府
に
報
告
し
ま
し
た
（
仙
台
市
　

二
〇
一
四
）。
平
年
の
二
割
し
か
収
穫
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
洪
水
に
つ
い
て
は
、
台
風
に
よ
る
大
雨
自
体
の
影
響
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
し
か

し
、
社
会
活
動
が
被
害
を
拡
大
さ
せ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
史
料
も
あ
り
ま
す
。

洪
水
の
前
年
、
天
保
五
年
に
仙
台
藩
の
下
級
藩
士
で
あ
る
荒
井
東
吾
が
記
し
た
意
見

書
に
は
、
神
社
仏
閣
の
派
手
な
造
営
や
、「
四
民
」、
士
農
工
商
、
す
な
わ
ち
仙
台
に

暮
ら
す
す
べ
て
の
身
分
の
人
々
が
、
豪
華
な
家
造
り
や
ぜ
い
た
く
な
暮
ら
し
で
山
の

木
々
を
消
費
す
る
の
で
、
雨
が
降
る
た
び
に
領
内
の
川
底
へ
土
砂
が
流
れ
込
み
、
河

底
が
上
が
り
、
洪
水
が
起
き
や
す
く
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
警
告
が
記
さ
れ
て
い
ま

し
た
（
佐
藤

　
二
〇
一
〇
）。
豊
か
な
暮
ら
し
を
求
め
る
人
々
に
よ
っ
て
山
の
木
々

が
過
剰
に
消
費
さ
れ
、
土
砂
の
流
入
で
河
底
が
上
が
っ
て
い
た
こ
と
が
、
天
保
六
年

洪
水
に
お
け
る
被
害
を
拡
大
し
た
可
能
性
が
高
い
で
し
ょ
う
。

　
そ
の
こ
と
に
加
え
、
藩
政
に
対
す
る
批
判
が
起
こ
り
ま
す
。「
地
震
や
洪
水
が
起

こ
る
の
は
、
今
ま
で
に
な
い
政
治
を
行
お
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
」
と
い
う
も
の

で
す
（
佐
藤
　
二
〇
一
五
）。
伊
達
斉
邦
と
い
う
藩
主
が
藩
政
改
革
を
行
お
う
と
し

た
こ
と
は
先
に
述
べ
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
的
な
勢
力
が
、
災
害
が
続
い

た
こ
と
を
元
に
批
判
を
強
め
た
と
い
う
の
で
す
。
悪
政
を
行
う
権
力
者
に
は
天
が
罰

を
与
え
る
と
い
う
「
天て
ん

譴け
ん

論ろ
ん

」
の
考
え
方
で
す
。
四
一
年
ぶ
り
の
大
地
震
、
さ
ら
に

は
中
井
光
基
が
仙
台
始
ま
っ
て
以
来
と
記
し
た
大
洪
水
は
、
藩
政
を
批
判
す
る
側
に

と
っ
て
は
、
根
拠
と
し
て
十
分
な
出
来
事
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
藩
主

の
側
近
は
、
地
震
や
洪
水
の
被
害
は
仙
台
だ
け
で
は
な
く
奥
羽
各
地
で
起
こ
っ
て
い

る
の
だ
か
ら
、
政
治
の
善
し
悪
し
に
は
関
係
な
い
の
だ
と
反
論
し
て
い
ま
す
（
佐
藤

　
二
〇
一
五
）。
各
地
で
人
や
物
、
情
報
の
交
流
が
進
ん
だ
な
か
で
は
、
多
様
な
情

報
を
通
じ
て
客
観
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
態
度
も
生
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

　
災
害
と
は
、
単
な
る
自
然
現
象
で
は
な
く
、
そ
れ
が
政
治
的
、
社
会
的
な
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
こ
そ
が
そ
の
本
質
で
し
ょ
う
。
仙
台
藩
で
は
大
地
震
と
大
洪
水
を
き
っ

か
け
に
、
不
穏
な
状
況
が
広
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
こ
に
、
翌
天
保
七
年
の
夏
の

大
冷
害
が
襲
っ
た
の
で
す
。

４
　「
大
飢
饉
、
言
語
に
絶
え
る
」
―
天
保
七
年
の
大
凶
作

　
天
保
七
年
の
大
凶
作
と
飢
饉
に
つ
い
て
も
、
中
井
家
仙
台
店
や
石
巻
店
の
文
書
は

く
わ
し
く
伝
え
て
い
ま
す
。
阿
刀
田
令
造
さ
ん
の
『
郷
土
の
飢
饉
も
の
』
に
は
、
両

店
が
定
期
的
に
日
野
本
店
に
送
っ
た
「
月
〆
報
告
」
の
解
読
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
述
べ
て
行
き
ま
す
。

（
１
）
初
夏
の
天
候
不
順
と
人
々

　
仙
台
店
か
ら
六
月
五
日
（
七
月
一
八
日
）、
今
で
い
え
ば
梅
雨
が
も
う
す
こ
し
で

空
け
そ
う
だ
と
い
う
時
期
か
ら
、
仙
台
の
気
候
が
不
順
で
あ
る
と
い
う
報
告
が
見
ら

中
井
家
文
書
に
見
る
仙
台
藩
の
災
害

一
三



れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
中
井
家
が
最
初
に
問
題
に
し
て
い
た
の
は
、
仙
台
店
で
従

業
員
た
ち
が
食
べ
る
飯
米
の
確
保
に
つ
い
て
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。「
仙

台
店
の
飯
米
を
手
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
野
定
（
仙
台
店
の
枝
店
の
一
つ
）

で
は
二
〇
〇
俵
し
か
備
蓄
が
な
い
の
で
、
買
い
入
れ
よ
う
と
し
た
が
一
俵
も
買
い
付

け
で
き
な
い
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
は
、
梅
雨
明
け
し
て
か
ら
天
候
が
回
復
す

る
可
能
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
で
に
凶
作
に
な
る
の
を
見
越
し
て
、
先
物

買
い
と
い
う
か
、
米
の
流
通
が
滞
る
状
態
に
早
く
も
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

ま
す
。
中
井
家
の
よ
う
な
大
き
な
商
人
で
さ
え
米
が
買
え
な
い
の
で
す
か
ら
、
庶
民

た
ち
に
と
っ
て
は
大
変
な
状
況
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
一
方
で
、
中
井
家
の
書
簡
に
は
こ
の
よ
う
な
地
元
の
農
民
た
ち
の
反
応
が
書
か
れ

て
い
ま
す
。

　
・ 

当
地
の
百
姓
た
ち
は
、
一
円
に
心
痛
の
様
子
が
な
く
、
城
下
町
の
み
騒
い
で
い

る
。

　
・ 

百
姓
た
ち
に
よ
れ
ば
、
麦
作
が
意
外
に
持
ち
直
し
た
こ
と
、
栗
の
花
が
落
ち
て

い
な
い
こ
と
、
全
体
に
季
節
が
遅
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ま
で
雨
降
り
に
な
っ

て
い
る
だ
け
晴
れ
、
残
暑
も
長
く
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
作
の
た
め
に
も

よ
く
、
稲
穂
が
出
る
季
節
に
天
候
不
順
と
な
ら
ず
、
土
用
中
さ
え
暖
か
く
な
れ

ば
、
少
し
も
気
遣
え
な
く
、
か
え
っ
て
一
段
豊
作
に
な
る
。

根
拠
が
な
く
て
言
っ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ま
で
長
年
経
験
し
て
き
た
こ

と
や
、
天
気
の
観
察
に
基
づ
い
て
言
っ
て
い
る
の
か
、
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
仙
台
藩
領
に
は
、
日
々
の
天
気
を
記
録
し
た
史
料
が
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
記
録
を
取
っ
て
い
る
か
自
体
も
重
要
な
問
題
で

す
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
な
ら
ば
、
気
象
の
変
化
も
記
録
や
、
代
々
の
経
験

に
基
づ
く
、彼
ら
に
と
っ
て
は
根
拠
の
あ
る
認
識
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

こ
の
講
演
が
始
ま
る
前
に
は
、
青
柳
さ
ん
か
ら
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
の
も
の

と
思
わ
れ
る
中
井
家
相
馬
店
の
報
告
と
し
て
、
昨
年
か
ら
凶
事
続
き
で
心
配
だ
っ
た

が
、
土
用
の
前
ご
ろ
か
ら
猛
烈
に
暑
く
な
っ
て
、
結
局
、
そ
の
年
は
作
柄
が
よ
か
っ

た
、と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
記
し
た
史
料
が
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
こ
こ
に
、
古
文
書
の
強
み
が
あ
り
ま
す
。
年
輪
そ
の
他
の
理
系
的
な
分
析
に
よ
り

「
平
均
」
の
値
が
出
る
と
し
て
も
、
そ
の
年
の
作
柄
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
細
か

な
気
象
の
変
化
は
捉
え
ら
れ
な
い
の
で
す
。

　
一
方
、
中
井
家
仙
台
店
の
人
々
は
、
地
元
で
の
認
識
は
「
違
う
」
の
で
は
な
い
か

と
も
述
べ
て
い
ま
す
。

　
・ 

気
候
不
順
は
一
体
の
こ
と
で
は
な
く
、
最
上
（
山
形
県
村
山
地
方
）、
伊
達
（
福

島
県
・
県
北
）、
南
部
（
岩
手
県
・
青
森
県
下
北
）
あ
た
り
は
当
地
と
違
い
ず

い
ぶ
ん
天
気
が
良
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
海
が
遠
い
と
天
気
が
良
く
、
海
が

近
い
と
悪
い
の
か
。
此
頃
は
「
沖
あ
げ
」
と
い
う
東
風
が
吹
い
て
い
る
。

　
・ 

愚
考
す
る
に
、
百
姓
た
ち
は
平
気
だ
と
言
っ
て
い
る
が
、
天
気
は
余
り
時
節
に

相
当
し
て
い
な
い
。
例
年
は
土
用
に
風
は
吹
か
な
い
の
だ
が
、
此
頃
は
相
応
に

吹
い
て
お
り
変
だ
。
栗
の
花
が
落
花
し
な
い
の
は
、
全
く
不
順
に
だ
ま
さ
れ
て

い
る
の
か
、「
室
の
中
に
て
花
咲
く
道
理
」
か
。

「
沖
あ
げ
」
と
は
、
東
北
地
方
太
平
洋
側
で
北
東
か
ら
吹
き
付
け
る
冷
た
い
季
節
風

「
や
ま
せ
」
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
現
在
で
も
、
米
の
作
柄
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す

風
が
、
こ
の
年
の
仙
台
地
方
で
は
土
用
ま
で
長
引
い
て
い
ま
し
た
。
後
者
か
ら
は
、

百
姓
た
ち
が
、
栗
の
花
の
咲
き
方
か
ら
気
象
を
予
測
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
ま

す
。
一
方
で
、
中
井
家
仙
台
店
も
、
こ
の
時
点
で
出
店
か
ら
七
〇
年
ぐ
ら
い
経
っ
て

い
ま
し
た
か
ら
、
仙
台
の
気
象
に
つ
い
て
も
経
験
を
積
み
重
ね
て
き
た
部
分
は
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
ど
う
も
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
観
測
を
出
し

滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要

　
第
五
十
号

一
四



て
い
ま
す
。
実
は
、
こ
の
中
井
家
の
観
測
の
方
が
当
た
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
わ
け
で
す
。

（
２
）
全
国
各
地
の
災
害
　

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
年
の
天
候
不
順
は
、
仙
台
だ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
中

井
家
の
本
拠
地
で
会
っ
た
近
江
の
日
野
で
は
、
同
年
五
月
一
五
日
（
七
月
二
八
日
）

に
光
茂
（
光
基
）
が
名
古
屋
の
得
意
先
か
ら
日
野
に
戻
っ
た
あ
と
、
そ
の
翌
日
か
ら

毎
日
雨
が
降
っ
て
冷
気
と
な
り
、
帷
子
を
着
る
日
が
五
月
中
（
七
月
一
三
日
ま
で
）

一
日
も
な
か
っ
た
、
と
し
て
い
ま
す
（「
天
保
七
申
酉
飢
饉
記
」）。

　
江
戸
も
、
寒
か
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
こ
と
は
中
井
家
の
商
売
に
も
影
響
し
て
い

ま
し
た
。
六
月
二
一
日
（
七
月
二
四
日
）
付
仙
台
店
か
ら
の
報
告
に
は
こ
の
よ
う
な

事
が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。「
江
戸
の
古
手
も
例
年
四
月
中
（
五
月
中
頃
〜
六
月
中

頃
）
は
出
荷
の
最
盛
期
（「
出
盛
」）
で
あ
る
が
、
今
年
は
五
月
で
も
雨
天
や
冷
気
の

た
め
綿
入
れ
を
着
用
し
て
い
る
の
で
非
常
に
品
薄
（「
到
っ
て
出
薄
」）
で
あ
る
と
た

び
た
び
申
し
越
し
、
心
痛
で
あ
る
」。
江
戸
で
は
気
温
が
上
が
る
初
夏
か
ら
梅
雨
に

掛
け
て
、
お
そ
ら
く
そ
の
年
の
冬
に
着
て
い
た
衣
類
が
古
着
市
場
に
出
回
り
、
中
井

家
は
そ
れ
を
買
い
集
め
て
、
こ
の
時
期
ま
だ
肌
寒
い
東
北
地
方
に
販
売
す
る
と
い
う

の
が
一
つ
の
収
入
源
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
江
戸
の
人
々
は
毎
年
の
よ
う

に
衣
類
を
買
い
換
え
て
い
た
と
言
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
今
年
は
品
物
が
出

て
こ
な
い
。
寒
く
て
、
み
な
冬
着
を
い
つ
ま
で
も
着
て
い
る
の
で
仕
入
れ
ら
れ
な
い

と
い
う
の
で
す
。
気
象
が
商
い
に
与
え
る
影
響
が
こ
こ
か
ら
も
垣
間
見
え
ま
す
。

中
井
家
仙
台
店
の
報
告
に
は
、
こ
の
他
に
も
全
国
各
地
の
気
象
災
害
に
つ
い
て
の
情

報
が
豊
富
で
す
。

　
七
月
二
一
日
（
九
月
一
日
）
付
の
報
告
で
は
、
現
在
の
奈
良
県
か
ら
大
阪
市
南
部

を
流
れ
る
大
和
川
の
流
域
で
洪
水
と
な
り
、
河
内
国
や
大
坂
の
郊
外
の
畑
で
洪
水
と

な
り
ま
し
た
。
綿
作
地
帯
が
被
災
し
た
た
め
、「
来
年
の
繰
綿
は
商
売
が
出
来
な
い

（「
無
商
売
」）
だ
ろ
う
」
と
し
て
い
ま
す
。
繰
綿
も
奥
羽
地
方
向
け
の
主
力
商
品
で

し
た
か
ら
、
商
業
へ
の
影
響
を
懸
念
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
こ
の
年
も
大
き
な
洪
水
と
台
風
が
東
日
本
を
襲
い
ま
す
。
先
の
報
告
書

で
は
、
七
月
五
日
か
ら
六
日
に
か
け
て
大
雨
が
降
り
、
利
根
川
、
中
川
（
那
珂
川
）、

荒
川
で
大
出
水
し
た
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
江
戸
近
郊
の
武
蔵
国
葛
西
（
東
京
都
江

戸
川
区
）
で
は
堤
防
が
切
れ
て
一
面
冠
水
し
ま
し
た
。

　
仙
台
で
は
七
月
一
七
日
（
八
月
二
八
日
）
夜
か
ら
大
風
雨
と
な
り
、
翌
一
八
日
に

は
激
し
く
な
っ
て
、
屋
根
が
吹
き
飛
ば
さ
れ
る
程
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
時
も
広
瀬

川
が
増
水
し
ま
し
た
が
、
前
年
の
よ
う
な
被
害
に
は
到
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
、
同
日

夜
に
は
風
も
収
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
八
月
二
一
日
（
一
〇
月
一
日
）
付
け
の
報
告
書
で
は
、
同
月
一
日
（
九
月

一
一
日
）
に
、「
江
戸
近
辺
の
浜
は
言
う
に
及
ば
ず
、
浦
賀
（
神
奈
川
県
横
須
賀
市
）

か
ら
上
方
ま
で
大
嵐
に
な
り
、
一
統
心
痛
し
て
い
る
」
と
あ
り
ま
す
。
中
井
家
の
商

品
を
運
ん
だ
廻
船
が
被
害
を
受
け
た
か
ら
で
す
。浦
賀
で
は
数
艘
が
破
船
、銚
子
（
千

葉
県
銚
子
市
）
で
荷
物
を
積
み
入
れ
た
舟
も
数
艘
が
破
船
、
さ
ら
に
仙
台
に
向
け
た

物
を
積
ん
だ
金
比
羅
丸
と
い
う
船
が
、
銚
子
近
く
の
飯
貝
（
同
前
）
で
破
船
し
た
と

い
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
大
量
輸
送
は
廻
船
を
用
い
て
い
ま
し
た
か
ら
、
こ
の
よ
う

な
大
嵐
に
な
る
と
各
地
で
中
井
家
は
被
害
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
台
風
の
針
路
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
気
象
の
分
野
で
は
、
太
平
洋

高
気
圧
の
勢
力
を
知
る
た
め
に
重
要
だ
と
の
こ
と
で
す
。
天
保
時
代
の
仙
台
で
は
、

大
木
が
根
元
か
ら
倒
れ
る
よ
う
な
大
き
な
台
風
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
大
雨
が
毎
年

の
よ
う
に
襲
っ
て
い
ま
し
た
。
冷
夏
の
年
、
太
平
洋
高
気
圧
の
勢
力
は
弱
く
な
り
ま

す
。
す
る
と
、
普
段
の
年
で
あ
れ
ば
九
州
に
上
陸
す
る
よ
う
な
大
き
な
勢
力
の
も

中
井
家
文
書
に
見
る
仙
台
藩
の
災
害

一
五



の
が
東
側
に
ず
れ
て
上
陸
す
る
よ
う
で
す
。
中
井
源
左
衛
門
家
は
全
国
的
な
商
業
を

行
っ
て
い
た
が
故
に
、
台
風
の
被
害
状
況
に
つ
い
て
も
全
国
的
な
情
報
を
伝
え
て
く

れ
る
史
料
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
古
文
書
を
さ
ら
に
集
め
れ
ば
、
江
戸
時

代
に
当
た
る
時
期
の
地
球
環
境
の
復
元
に
も
大
き
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の

で
す
。

（
３
）
奥
羽
地
方
の
作
柄

　
奥
羽
地
方
の
話
し
に
戻
り
ま
す
。
中
井
家
仙
台
店
か
ら
の
報
告
書
に
は
、
奥
羽
各

地
の
作
況
の
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　
・ 

伊
達
福
島
御
領
（
福
島
藩
）「
早
稲
・
中
稲
の
外
は
仕
方
（
植
え
付
け
）
無
用

と
厳
し
く
触
れ
だ
し
、
晩
稲
は
一
円
に
作
ら
な
か
っ
た
た
め
、
当
年
も
五
・
六

分
の
収
穫
で
あ
る
」

・
伊
達
郡
の
そ
の
他
の
私
領
「
晩
稲
が
多
く
、
よ
う
や
く
二
・
三
分
ぐ
ら
い
」

・
羽
州
（
現
在
の
山
形
県
村
山
地
方
）「
一
か
国
の
う
ち
で
も
、
月
山
の
あ
た
り

は
晩
稲
を
植
え
た
の
で
二
、三
分
ぐ
ら
い
。
山
根
や
沢
合
で
は
十
分
の
三
、
な

い
し
は
皆
無
」

・
仙
台
藩
領
「
山
近
く
は
、藁
も
取
れ
ず
、（
稲
は
）わ
ず
か
四
、五
寸
伸
び
て
い
る
」

・
新
庄
・
酒
田
・
秋
田
「
例
年
、
早
稲
と
中
稲
を
高
の
半
分
ぐ
ら
い
植
え
て
い
る

の
で
、
当
年
も
か
な
り
相
応
の
作
で
あ
る
」

稲
の
種
類
は
、
収
穫
の
速
さ
に
よ
っ
て
早
稲
、
中
稲
、
晩
稲
と
な
り
ま
す
。
一
般
に
、

早
稲
・
中
稲
の
ほ
う
が
冷
害
に
は
強
く
、
一
方
で
晩
稲
は
収
穫
量
が
多
い
と
さ
れ
ま

す
。
こ
こ
か
ら
は
作
付
け
に
よ
っ
て
冷
害
の
被
害
に
も
大
き
な
差
が
出
て
い
た
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。
新
庄
や
酒
田
（
庄
内
藩
）、
秋
田
藩
の
領
域
で
は
、
早
稲
と
中
稲

で
半
分
の
作
付
け
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
は
冷
害
を
免
れ
た
と
あ
り
ま
す
。

一
方
、
私
の
ふ
る
さ
と
で
も
あ
る
福
島
藩
で
は
、
領
主
の
規
制
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
た

最
悪
の
事
態
を
免
れ
て
い
た
と
あ
り
ま
す
。
初
め
て
知
る
事
で
す
。
し
か
し
、
こ
の

ほ
か
の
地
域
で
は
、
晩
稲
に
偏
っ
た
栽
培
を
し
て
い
た
た
め
、
冷
害
が
直
撃
し
て
い

ま
し
た
。
収
量
の
確
保
を
優
先
し
て
、
冷
害
へ
の
対
応
を
怠
り
が
ち
だ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
こ
か
ら
も
、天
候
不
順
が
直
接
凶
作
に
結
び
つ
く
の
で
は
な
く
、

人
々
の
作
付
け
の
工
夫
や
、領
主
の
政
治
的
な
対
応
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
と
い
う
、

飢
饉
の
し
く
み
を
伺
う
こ
と
が
出
来
ま
す
。
中
井
家
仙
台
店
で
は
、
そ
れ
ら
を
き
ち

ん
と
観
察
し
て
近
江
に
送
っ
て
い
ま
し
た
。

　
こ
の
年
、
仙
台
藩
が
江
戸
幕
府
に
届
け
出
た
損
毛
高
は
、
実
高
九
三
万
石
の
う
ち
、

約
九
一
万
六
千
石
。
九
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
損
害
率
で
し
た
。「
皆
無
」
と
い
う
言
葉

が
当
て
は
ま
る
状
況
だ
っ
た
の
で
す
。

（
４
）
出
羽
国
で
の
米
確
保
と
中
井
家
仙
台
店

　
仙
台
藩
で
は
、
中
井
家
仙
台
店
や
佐
藤
助
五
郎
、
岩
井
作
兵
衛
、
錦
織
伊
右
衛
門

と
い
た
仙
台
城
下
町
の
有
力
な
商
人
に
命
じ
て
、
他
領
で
取
れ
た
米
の
買
い
付
け
を

命
じ
ま
し
た
。
資
金
は
中
井
家
仙
台
店
な
ど
で
立
て
替
え
て
四
千
俵
を
確
保
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
商
人
は
、
金
二
〇
〇
両
を
持
っ
て
各
地
へ
と
出
向
い
て
い
き
ま
し
た
。

中
井
家
仙
台
店
で
は
、
支
配
人
の
長
兵
衛
が
酒
田
に
出
立
し
た
こ
と
が
、
八
月
一
日

（
九
月
一
一
日
）
付
の
報
告
書
に
あ
り
ま
す
。

　
仙
台
藩
の
他
領
米
購
入
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
作
柄
が
「
相
応
」
だ
っ
た
と

い
う
、
日
本
海
側
の
各
地
に
出
向
い
て
い
ま
す
。
酒
田
の
ほ
か
、
秋
田
、
新
庄
、
村

山
郡
、
さ
ら
に
は
越
後
で
す
。
米
ど
こ
ろ
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
酒
田
や
秋
田
、
新
潟

の
港
に
は
、
奥
州
の
冷
害
を
見
越
し
て
米
が
集
ま
っ
て
来
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
米

は
確
保
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
一
一
月
一
一
日
付
（
一
二
月
一
八
日
）
の
仙
台
店

報
告
書
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

・
出
羽
国
村
山
地
方
「
幕
府
東
根
（
山
形
県
東
根
市
）
代
官
の
大
貫
次
右
衛
門
と

滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要
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い
う
「
仁
者
」
が
、他
領
へ
米
穀
の
移
出
を
差
し
止
め
る
「
穀
留
」
を
行
い
、（
奥

羽
）
国
境
に
番
人
を
立
て
、
旅
人
の
懐
ま
で
改
め
て
監
視
し
た
の
で
、
買
え
な

か
っ
た
。

大
貫
は
、
村
山
地
方
で
は
名
代
官
と
し
て
知
ら
れ
、
天
保
飢
饉
に
際
し
て
の
領
民
救

済
に
積
極
的
で
あ
り
、
各
地
に
彼
を
称
え
る
石
碑
が
残
っ
て
い
ま
す
。
中
井
家
の
報

告
書
か
ら
も
彼
の
活
躍
が
う
か
が
え
ま
す
が
、
仙
台
の
人
び
と
に
と
っ
て
は
、
村
山

郡
の
米
で
食
糧
危
機
を
逃
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
し

た
。・

酒
田
「
知
己
の
有
力
商
人
で
あ
る
根
上
善
兵
衛
に
「
極
密
」
に
相
談
し
た
。
根

上
は
酒
井
家
（
庄
内
藩
主
）
と
交
渉
し
て
、
四
千
俵
を
確
保
し
た
」

根
上
は
、
お
そ
ら
く
酒
井
家
に
多
額
の
お
金
を
貸
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
こ

と
な
ど
も
あ
っ
て
、
領
主
が
確
保
す
る
米
を
確
保
す
る
事
が
出
来
た
よ
う
で
す
。

・
秋
田
「
峠
越
え
（「
山
越
」）、
海
路
（「
沖
出
」）
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
仙
台

へ
の
輸
送
は
差
し
止
め
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
大
坂
の
金
主
に
数
十
万
両

の
借
財
が
あ
る
た
め
「
申
し
訳
」
を
す
る
た
め
だ
と
い
う
。
金
主
と
は
、鴻
池
、

加
島
、
米
屋
の
三
件
だ
と
い
う
。

・「
彼
ら
に
つ
い
て
は
、
も
し
『
し
か
と
し
た
代
人
』
が
本
国
か
ら
着
て
い
れ
ば
、

（
中
井
の
）
本
国
と
は
「
隣
国
」
で
あ
る
か
ら
、「
仙
台
国
民
救
助
米
」
と
す
れ

ば
、「
三
千
、五
千
（
俵
）」
ぐ
ら
い
は
融
通
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

仙
台
藩
と
同
じ
く
、
秋
田
藩
も
大
坂
の
著
名
な
商
人
に
対
し
て
多
額
の
負
債
を
抱
え

て
い
ま
し
た
。
抵
当
と
な
る
米
を
他
藩
に
出
せ
ば
、
そ
の
分
を
自
分
た
ち
に
渡
す
よ

う
言
わ
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
中
井
家
仙
台
店
と
し
て
は
庄
内
藩

と
同
様
、商
人
同
士
の
関
係
を
通
じ
て
秋
田
米
の
確
保
を
試
み
ま
す
。大
坂
か
ら
下
っ

て
き
た
加
島
屋
の
代
人
と
交
渉
し
、
酒
田
に
あ
っ
た
古
手
一
五
〇
箱
と
引
き
替
え
に

米
一
二
四
〇
石
の
確
保
を
一
旦
は
約
束
さ
せ
ま
す
。
秋
田
の
作
柄
は
「
七
分
」
と
な

り
、
米
の
交
易
も
触
れ
出
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
際
に
一
石
あ
た
り
銀
五
、

六
〇
匁
、
金
に
換
算
す
る
と
約
一
両
に
お
よ
ぶ
高
額
な
移
出
税
を
課
し
た
た
め
、
結

局
は
秋
田
で
の
米
の
確
保
は
中
止
さ
れ
ま
す
。
米
自
体
の
代
金
と
別
に
、
仙
台
に
運

び
出
す
だ
け
で
一
〇
〇
〇
両
も
か
か
っ
て
し
ま
う
の
で
は
、
さ
す
が
の
中
井
家
で
も

お
金
は
出
せ
な
か
っ
た
の
で
す
。

（
５
）
必
死
の
資
金
確
保

　
そ
れ
で
も
、
仙
台
藩
領
に
必
要
な
米
が
確
保
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
中
井
家
仙
台

店
を
は
じ
め
と
す
る
城
下
町
の
有
力
商
人
た
ち
に
、
さ
ら
な
る
資
金
調
達
が
藩
か
ら

命
じ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
が
、「
上
方
調
達
金
一
条
」（「
天
保
七
申
酉
年
飢
饉
記
」）
と

い
う
記
録
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
天
保
七
年
一
〇
月
一
五
日
（
一
一
月
二
三
日
）、
中
井
、
岩
井
、
小
谷
の
近
江
商

人
た
ち
は
、
仙
台
の
町
奉
行
か
ら
、
上
方
で
の
「
金
子
借
用
御
用
」
を
仰
せ
つ
け
ら

れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
仙
台
の
支
配
人
た
ち
に
仙
台
藩
役
人
が
同
行
し
て
本
国
で
あ
る

近
江
に
上
っ
て
、
直
接
救
済
の
た
め
の
融
資
を
申
し
入
れ
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。

藩
が
示
し
た
額
は
、
金
二
万
両
。
仙
台
店
の
支
配
人
た
ち
は
辞
退
し
よ
う
と
す
る
が

受
け
入
れ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
近
江
商
人
た
ち
は
、
上
方
に
は
有
力
な
寺

社
か
ら
融
資
を
受
け
る
「
御
殿
金
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
仙
台
城
下

町
の
有
力
商
人
二
五
人
の
家
屋
敷
を
抵
当
に
し
て
借
用
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
、
よ

う
や
く
受
け
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。
表
向
き
に
は
三
井
寺
、
さ
ら
に
大
坂
商
人
を
通
じ

て
尾
張
藩
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
金
三
〇
〇
〇
両
ず
つ
確
保
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
し
ま
し

た
が
、
実
は
中
井
家
ほ
か
四
家
で
金
四
〇
〇
〇
両
ず
つ
出
す
形
で
自
腹
を
切
っ
て
の

資
金
調
達
と
な
っ
た
よ
う
で
す
。

　
こ
の
交
渉
の
さ
な
か
、
一
二
月
一
三
日
（
一
八
三
七
年
一
月
一
九
日
）
に
仙
台
店
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か
ら
報
告
が
届
き
ま
す
。
国
元
は
い
よ
い
よ
「
大
変
」
で
あ
る
た
め
、
領
国
中
の
富

裕
者
に
容
赦
な
く
御
用
金
を
課
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と
、
仙
台
藩
に

献
金
し
て
「
組く
み

抜ぬ
け

並な
み

」
と
い
う
藩
士
と
し
て
の
身
分
を
得
た
人
々
や
、
そ
の
他
の
富

裕
者
が
み
な
仙
台
に
呼
び
出
さ
れ
て
、
藩
の
役
人
か
ら
膝
詰
め
で
御
用
金
を
仰
せ
付

け
ら
れ
る
、
も
し
承
ら
な
い
と
き
に
は
い
つ
ま
で
も
引
っ
張
ら
れ
た
ま
ま
、
城
か
ら

帰
し
て
も
ら
え
な
い
と
い
う
の
で
す
。
仙
台
領
の
飢
饉
記
録
に
は
、
町
一
番
の
商
家

の
主
人
が
仙
台
に
呼
び
出
さ
れ
て
い
つ
ま
で
も
帰
っ
て
こ
な
い
と
心
配
す
る
記
事
も

残
っ
て
い
ま
す
。

（
６
）
中
井
家
石
巻
店
の
苦
難

　
石
巻
店
で
は
、
支
配
人
の
弥
平
が
大
変
な
目
に
遭
っ
て
い
ま
し
た
。
天
保
七
年

一
二
月
中
（
一
八
三
七
年
一
月
）、
弥
平
石
巻
の
周
辺
を
管
轄
す
る
藩
役
人
で
あ
る

郡
奉
行
に
呼
び
出
さ
れ
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
ま
す
。
　

　
お
ま
え
の
店
は
他
国
か
ら
数
十
年
も
出
店
し
て
、
牡
鹿
郡
で
一
、二
を
争
う
富

裕
者
（「
牡
鹿
郡
一
・
二
の
株
柄
」）
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
藩
か
ら
の
恩
（「
御
国

恩
」」
で
あ
る
か
ら
、（
飢
饉
の
）
扶
助
を
行
う
よ
う
に
。

　
こ
れ
に
対
し
弥
平
は
、
す
で
に
金
一
五
〇
両
も
の
米
を
売
っ
て
お
り
、
巳
年
（
天

保
四
年
）
以
来
、人
々
を
救
助
（「
助
情
」）
す
る
た
め
の
支
出
で
大
き
な
損
失
（「
大

痛
」）
を
出
し
て
い
る
と
し
て
断
り
ま
す
。
何
回
も
断
っ
た
が
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、

と
う
と
う
弥
平
は
座
敷
牢
に
入
れ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
真
冬
の
な
か
火
の
気
も

な
い
あ
ば
ら
屋
に
四
日
五
晩
（
五
日
間
）
閉
じ
込
め
ら
れ
、
代
わ
る
代
わ
る
役
人
か

ら
責
め
立
て
ら
れ
、
凍
え
死
に
そ
う
に
な
っ
た
、
と
い
い
ま
す
。
最
初
は
一
五
〇
両
、

二
〇
〇
両
、
三
〇
〇
両
と
金
額
を
上
げ
て
い
っ
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
金
五
〇
〇

両
と
言
っ
て
、
よ
う
や
く
出
し
て
も
ら
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
中
井
家
や
商
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
た
ま
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、仙
台
藩
の
側
も
、家
臣
や
領
民
を
救
済
す
る
た
め
に
必
死
で
す
。「
組
抜
並
」

と
な
っ
た
人
々
に
つ
い
て
は
、
藩
主
へ
の
奉
公
の
一
つ
と
し
て
資
金
確
保
を
義
務
づ

け
た
と
も
い
え
ま
す
。
身
分
制
の
頂
点
に
立
つ
武
士
と
し
て
の
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
用

い
て
い
た
の
で
す
。

（
７
）
飢
饉
の
惨
状

　
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
天
保
七
年
凶
作
に
つ
い
て
は
、
特
に
仙
台
城

下
町
で
は
、
多
く
の
人
々
が
窮
地
を
逃
れ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
（
菊
池
　

一
九
九
七
）。
そ
の
一
方
で
、
天
保
八
年
正
月
三
日
（
一
八
三
七
年
二
月
七
日
）
付

の
中
井
家
仙
台
店
の
報
告
は
、関
係
者
が
目
に
し
た
飢
饉
の
惨
状
を
伝
え
て
い
ま
す
。

・
種
々
の
手
配
が
あ
り
、（
仙
台
）
城
下
は
こ
れ
と
い
っ
た
騒
ぎ
も
な
い
。
し
か

し
城
下
町
の
近
郊
や
在
村
、
山
際
（「
近
在
」、「
遠
在
」、「
山
根
」）
で
は
、
食

糧
を
確
保
す
る
手
段
が
尽
き
て
餓
死
人
が
お
び
た
だ
し
い
。
天
明
年
中
の
こ
と

は
存
じ
な
い
が
、
こ
の
年
も
多
く
の
死
人
が
出
た
由
、
元
来
「
素
食
」
で
あ
る

の
で
疫
病
で
落
命
し
た
と
い
う
。
去
々
年
は
そ
う
で
も
な
く
、
お
び
た
だ
し
い

死
人
の
多
く
は
餓
死
で
あ
っ
た
。

・
先
程
中
、
万
人
講
（
仙
台
藩
が
救
済
資
金
確
保
の
た
め
に
実
施
し
た
富
く
じ
形

式
の
講
）
を
募
る
た
め
廻
村
し
た
と
こ
ろ
、
道
路
に
倒
れ
死
ん
だ
人
が
数
人
、

あ
る
も
の
は
手
足
の
み
残
り
、
ま
た
は
首
、
ま
た
は
胴
や
腹
、
そ
の
上
を
カ
ラ

ス
や
イ
ヌ
が
つ
つ
い
て
い
る
よ
う
な
様
子
は
数
限
り
な
い
。
押
し
込
み
強
盗
や

切
り
捨
て
、
小
盗
人
、
そ
の
外
「
不
法
、
法
外
」
な
こ
と
が
多
く
聞
こ
え
る
。

中
井
光
基
が
ま
と
め
た
飢
饉
の
記
録
（「
天
保
七
申
酉
飢
饉
日
記
」）
に
よ
れ
ば
、
石

巻
で
は
天
保
七
年
に
一
万
五
〇
〇
〇
人
だ
っ
た
人
口
が
、
天
保
八
年
に
は
四
〇
〇
〇

人
に
減
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
餓
死
も
そ
う
で
す
し
、
食
べ
る
物
が
な
い
と
い
っ
て
逃

げ
て
い
っ
た
人
も
含
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
け
ど
も
、
三
分
の
一
以
下
に
な
っ
て
し

滋
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ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
中
井
家
石
巻
店
か
ら
の
三
月
二
六
日
付
（
四
月
三
〇
日
）
の
報
告
に
は
こ
う
あ
り

ま
し
た
。

・
こ
の
ご
ろ
は
「
何
人
死
ん
だ
」
と
も
誰
も
言
わ
な
い
。（
人
が
）「
死
に
次
第
に

死
ぬ
の
は
、
平
生
」
で
あ
る
と
い
う
。

・
二
月
中
に
永
岩
寺
（
永
厳
寺
　
石
巻
市
）で
餓
死
人
を
「
打
ち
込
む
」穴
を
掘
っ

た
。
当
店
か
ら
も
手
伝
い
を
使
わ
し
た
が
、
長
さ
二
間
（
３
・
６
メ
ー
ト
ル
）、

幅
八
尺
（
２
・
４
メ
ー
ト
ル
）、
深
さ
二
丈
（
３
メ
ー
ト
ル
）
の
穴
を
掘
っ
た
。

海
門
寺
（
同
前
）
で
も
同
じ
大
き
さ
の
穴
を
掘
っ
た
が
、
す
ぐ
に
埋
ま
っ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
。
ど
の
寺
で
も
少
し
ず
つ
の
穴
を
掘
っ
て
い
る
が
、
み
な
「
埋

ま
り
じ
ま
い
」
と
な
っ
て
、今
で
は
寺
の
境
内
に
「
只
な
げ
て
お
く
」
と
い
う
。

当
年
は
、「
犬
と
烏
ば
か
り
豊
年
」
で
あ
る
。

そ
の
永
巌
寺
や
海
門
寺
に
は
、【
図
６
】
の
よ
う
に
、
天
保
飢
饉
で
の
餓
死
者
の
供

養
塔
が
今
で
も
残
っ
て
い
ま
す
。

　
一
方
で
、
中
井
家
石
巻
店
は
さ
ら
な
る
苦
難
に
襲
わ
れ
ま
す
。
石
巻
町
の
人
々
に

打
ち
こ
わ
し
を
受
け
た
の
で
す
。
天
保
八
年
四
月
一
一
日
（
五
月
一
五
日
）、
石
巻

の
羽
黒
山
祭
礼
の
行
列
七
、八
〇
人
が
、
突
如
と
し
て
石
巻
店
に
乱
入
し
、
藩
の
足

軽
た
ち
の
制
止
を
振
り
切
っ
て
什
器
や
建
具
を
破
壊
し
て
い
き
ま
す
。
石
巻
の
町
役

人
は
内
々
に
済
ま
せ
よ
う
と
し
ま
す
が
、
足
軽
た
ち
は
許
さ
ず
、
藩
に
訴
え
出
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
処
罰
は
う
や
む
や
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
弥
平
は
次
の
よ
う

に
述
べ
ま
す
。

　
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
救
済
に
尽
力
し
た
の
に
。「
御
上
様
」
は
「
暗
の
夜
の
御
制
」

だ
と
あ
き
れ
は
て
る
。
誠
に
「
蝦
夷
同
様
の
始
末
」
で
あ
る
。

　「
蝦
夷
（
え
み
し
、
え
ぞ
）」
は
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
差
別
的
な
意
味
を
持
っ
て

用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
中

井
家
の
各
支
店
が
、
仙
台
や

石
巻
の
人
の
た
め
に
尽
く
し

た
の
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き

た
通
り
で
す
。
そ
れ
に
も
関

わ
ら
ず
、
と
い
う
怒
り
が
頂

点
に
達
し
た
の
で
し
ょ
う
。

気
持
ち
は
分
か
ら
な
い
で
も

あ
り
ま
せ
ん
が
、
東
北
の
人

間
と
し
て
み
れ
ば
複
雑
な
思

い
も
し
ま
す
。

　
一
方
、疫
病
に
対
し
て
は
、

本
国
の
近
江
に
い
る
中
井
光

基
が
、
疫
病
混
じ
り
の
風
邪

が
流
行
し
て
い
る
こ
と
を
案

じ
、
そ
の
指
示
で
、「
時
疫
施
印
」
と
い
う
予
防
の
方
法
を
記
し
た
印
刷
物
を
仙
台

店
が
発
行
し
て
い
ま
し
た
。
仙
台
店
で
も
一
刻
も
早
く
広
め
る
旨
を
、
天
保
八
年
三

月
二
一
日
付
（
四
月
二
五
日
）
の
報
告
書
で
記
し
て
い
ま
す
。
打
ち
壊
し
さ
れ
て
も

な
お
、
多
く
の
人
々
が
死
ん
で
ゆ
く
状
況
を
、
中
井
光
基
と
し
て
は
見
捨
て
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
仙
台
領
で
は
苦
難
が
続
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
天
保
八
年
三
月
二
一
日

（
一
八
三
七
年
四
月
二
五
日
）
の
仙
台
店
報
告
書
に
は
こ
う
あ
り
ま
す
。

・
当
年
が
上
作
だ
と
し
て
も
、
平
均
で
せ
い
ぜ
い
五
分
作
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
百

姓
ら
が
逃
げ
去
り
（「
地
逃
」）、「
渇
死
、
病
死
」
し
、
種
籾
も
不
足
し
て
い
る 図6　永巌寺（宮城県石巻市）に残る天保飢饉餓死者供養塔
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と
こ
ろ
に
そ
れ
が
盗
ま
れ
る
の
で
、昼
夜
番
人
を
付
け
て
い
る
よ
う
な
次
第
で
、

苗
を
一
本
植
え
た
と
し
て
も
藩
領
全
体
（「
御
分
領
中
」）
に
は
行
き
届
か
ず
、

自
然
と
荒
れ
地
も
少
な
く
な
い
。
農
事
は
「
荒
仕
事
」で
あ
る
の
で
、「
薄
粥
腹
」

で
は
働
く
こ
と
も
行
き
届
か
ず
、
満
作
（「
十
分
作
」）
に
な
っ
て
も
、
五
分
ま

で
も
到
ら
な
い
だ
ろ
う
。

そ
の
後
も
、
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
の
損
毛
高
は
九
三
万
石
中
約
八
二
万
六
〇
〇

〇
石
で
八
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
同
一
二
年
（
一
八
四
一
）
は
三
六
万
五
〇
〇
〇
石
で
約

四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
り
ま
す
。
大
凶
作
は
、
種
籾
の
確
保
、
さ
ら
に
は
労
働
力
の

減
少
、
生
き
残
っ
た
も
の
も
栄
養
不
足
で
十
分
に
働
け
な
い
と
い
う
形
で
、
長
年
に

わ
た
り
仙
台
藩
を
苦
し
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
仙
台
藩
に
、
中
井

家
は
幕
末
に
か
け
て
さ
ら
に
関
係
を
深
め
て
い
っ
た
の
で
す
。

お
わ
り
に

（
１
）
幕
末
の
中
井
源
左
衛
門
家
と
仙
台
藩

　
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
の
ペ
リ
ー
来
航
を
き
っ
か
け
に
、
政
治
社
会
が
動

揺
す
る
中
で
、
仙
台
藩
は
中
井
家
へ
の
依
存
を
深
め
て
い
き
ま
す
。
安
政
三
年

（
一
八
五
六
）
に
は
蔵
元
に
任
ぜ
ら
れ
、
五
〇
人
扶
持
と
、
仙
台
城
下
町
の
一
角
に

あ
る
良
覚
院
丁
に
、
武
家
と
し
て
の
屋
敷
を
与
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
経
緯
に
つ
い
て

は
、
江
頭
さ
ん
の
著
書
に
は
、
懇
意
に
し
て
い
る
僧
侶
の
示
唆
を
受
け
た
と
か
、
仙

台
藩
か
ら
受
け
な
け
れ
ば
財
産
を
没
収
す
る
と
ほ
の
め
か
さ
れ
た
と
い
っ
た
理
由
を

示
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
機
に
、
中
井
家
の
経
営
は
困
難
に
陥
っ
て
い
っ
た
と
さ
れ

ま
す
。
当
主
と
、
支
配
人
だ
っ
た
麻
原
長
兵
衛
は
、
心
身
の
不
調
を
訴
え
、
長
兵
衛

に
到
っ
て
は
酒
の
飲
み
過
ぎ
で
命
を
落
と
し
た
と
い
う
記
録
も
あ
る
よ
う
で
す
。
光

基
は
、「
び
ん
の
毛
ま
で
抜
き
取
ら
れ
る
」
よ
う
だ
と
も
書
き
残
し
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
仙
台
藩
の
た
め
に
弁
明
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
幕
末
の

仙
台
藩
の
状
況
に
つ
い
て
は
、「
天
保
の
大
災
害
」
と
の
関
わ
り
も
踏
ま
え
る
べ
き

だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
ペ
リ
ー
が
来
航
し
た
の
は
、
天
保
七
年
か
ら
八
年
に
か
け
て

の
大
凶
作
か
ら
、
わ
ず
か
一
六
年
後
の
こ
と
で
し
た
。
冷
害
そ
の
他
で
疲
れ
切
っ
た

と
こ
ろ
に
、
仙
台
藩
で
は
幕
府
か
ら
蝦
夷
地
警
護
と
い
う
軍
役
を
命
じ
ら
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
西
洋
式
の
軍
事
改
革
も
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し

た
。
幕
末
の
仙
台
藩
は
、
毎
年
の
よ
う
に
江
戸
幕
府
に
損
毛
届
を
出
し
て
い
ま
す
。

中
井
家
の
記
録
に
も
、
凶
作
の
年
が
続
い
て
米
が
取
れ
な
い
、
と
い
う
記
事
が
見
ら

れ
ま
す
（
江
頭
　
一
九
六
五
）。
政
治
的
な
困
難
の
上
に
、
蔵
元
経
営
の
原
資
と
な

る
は
ず
の
米
の
不
作
が
続
い
た
―
す
べ
て
を
自
然
条
件
に
帰
す
る
わ
け
に
は
行
か
な

い
で
し
ょ
う
が
、
さ
り
と
て
仙
台
藩
の
役
人
た
ち
の
能
力
を
超
え
た
苦
し
い
状
況
が

重
な
っ
て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
、
頭
に
入
れ
て
お
く
べ
き
で
し
ょ
う
。

（
２
）
災
害
復
興
と
中
井
家

　

　
一
方
、
中
井
家
は
、
天
保
飢
饉
に
よ
っ
て
耕
作
者
が
い
な
く
な
り
荒
れ
果
て
た
田

地
の
再
開
発
を
、
仙
台
藩
領
内
の
五
か
所
ほ
ど
で
行
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
名
取
郡

植
松
村
（
宮
城
県
名
取
市
）
の
「
中
井
新
田
」
に
つ
い
て
は
、遠
く
丹
波
（
京
都
府
）

や
播
磨
（
兵
庫
県
）、
因
幡
（
鳥
取
県
）
か
ら
の
移
民
一
一
戸
を
入
植
さ
せ
、
中
井

家
が
経
費
を
負
担
し
て
開
発
を
進
め
ま
す
。
こ
こ
で
の
経
営
は
軌
道
に
乗
っ
た
よ
う

で
す
。
明
治
維
新
を
迎
え
た
後
も
、
中
井
家
の
百
姓
と
し
て
家
を
続
か
せ
た
い
と
い

う
願
い
出
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
（
江
頭

　
一
九
六
五
）。
こ
こ
に
は
、「
中
井
新
三
郎
」

―
中
井
源
左
衛
門
家
の
当
主
そ
の
人
を
祭
る
神
社
も
建
て
ら
れ
ま
し
た
。そ
れ
ほ
ど
、

地
域
の
人
び
と
に
と
っ
て
は
感
謝
さ
れ
る
べ
き
存
在
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
神
社

は
、
仙
台
空
港
の
建
設
に
際
し
て
、
宮
城
県
名
取
市
の
館
腰
神
社
と
い
う
と
こ
ろ
に

一
緒
に
合
併
さ
れ
、
今
で
も
中
井
新
三
郎
は
神
様
の
一
人
と
し
て
祭
ら
れ
て
い
ま
す

滋
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【
図
７
】。
こ
の
他
に
も
、
仙
台
市
泉
区
実
沢
で
は
、
中
井
家
の
再
開
発
で
作
ら
れ
た

「
潜
穴
」
と
呼
ば
れ
る
用
水
路
が
今
で
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
中
井
家
は
、
仙
台
藩
に
対
し
て
本
当
に
多
額
の
御
用
金
を
納
め
、
蔵
元
と
し
て

も
苦
心
し
ま
し
た
。
そ
れ

で
も
な
ぜ
関
係
を
継
続
し

た
か
の
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
、
藩
の
強
制
力

や
経
営
上
の
思
惑
と
い
う

こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
地

域
と
の
関
係
で
も
う
一
度

見
直
す
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま

す
。

　
一
つ
申
し
上
げ
た
い
の

は
、
中
井
源
左
衛
門
家
の

救
済
や
出
資
で
救
わ
れ
た

仙
台
の
人
々
が
確
実
に
い

る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

中
井
光
基
は
、
仙
台
や
奥

羽
地
方
に
お
け
る
天
保
飢

饉
の
惨
状
を
自
分
で
も
見

聞
き
し
、
ま
た
支
配
人
た

ち
か
ら
日
野
の
本
店
に
報

告
を
受
け
て
い
る
。
そ
の

後
、
仙
台
藩
領
の
大
災
害
か
ら
の
再
建
に
お
い
て
も
、
中
井
家
の
資
金
や
交
流
関
係

が
活
用
さ
れ
て
い
る
。
今
日
は
、
災
害
か
ら
の
復
興
の
部
分
に
つ
い
て
も
う
少
し
お

話
し
が
出
来
る
と
良
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
３
）
今
後
に
向
け
て
―
中
井
源
左
衛
門
家
文
書
を
通
じ
た
被
災
地
支
援
を

繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
中
井
源
左
衛
門
家
文
書
は
、
仙
台
だ
け
で
は
な
く

全
国
各
地
の
情
報
が
豊
富
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
は
、
災
害
の
記
事
も
あ

り
ま
す
。
災
害
は
、
商
業
経
営
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
こ
と
が
改
め
て

伺
え
ま
す
。
仙
台
店
か
ら
の
数
百
冊
に
も
及
ぶ
「
月
〆
報
告
」
に
つ
い
て
は
、
さ
ら

に
詳
細
な
分
析
を
す
る
こ
と
で
、
仙
台
の
歴
史
の
改
名
や
、
江
戸
時
代
の
環
境
復
元

に
も
非
常
に
常
に
役
に
立
つ
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
話
が
変
わ
り
ま
す
が
、
仙
台
の
研
究
者
に
よ
る
中
井
家
文
書
の
調
査
は
、

一
九
三
一
年
（
昭
和
六
）
に
阿
刀
田
令
造
さ
ん
が
江
戸
時
代
の
飢
饉
の
研
究
を
始
め

た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
す
。
滋
賀
県
の
郷
土
史
家
と
し
て
知
ら
れ
る
中
川
泉
三
さ
ん

か
ら
の
情
報
提
供
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
阿
刀
田
さ
ん
と
、
戦
後
は
東
北
大
学
の
教
授

と
な
っ
た
伊
東
信
雄
さ
ん
は
、
財
団
法
人
斎
藤
報
恩
会
と
い
う
、
戦
前
の
日
本
で
二

番
目
に
大
き
な
地
主
で
あ
っ
た
斎
藤
善
右
衛
門
家
が
作
っ
た
大
地
主
が
つ
く
っ
た
財

団
の
研
究
助
成
を
受
け
、
日
野
の
人
々
に
頼
ん
で
古
文
書
を
筆
写
さ
せ
ま
し
た
。
二

人
は
、
春
と
夏
の
休
み
ご
と
に
仙
台
か
ら
日
野
に
や
っ
て
来
て
中
井
家
文
書
の
調
査

を
し
た
そ
う
で
す
（
伊
東

　
一
九
七
九
）。
戦
前
の
交
通
状
況
を
考
え
れ
ば
、
よ
く

足
繁
く
通
っ
て
調
査
さ
れ
た
な
、
と
強
く
感
じ
ま
す
。
現
在
は
、
滋
賀
大
学
で
中
井

家
文
書
の
目
録
を
用
意
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
す
が
、
仙
台
の
研
究
者
が
活
用

し
て
い
る
と
は
ま
だ
言
え
ま
せ
ん
。

　
実
は
、「
三
・
一
一
」
に
よ
っ
て
、
石
巻
を
は
じ
め
と
し
て
沿
岸
部
を
中
心
に
多
く

の
多
く
の
歴
史
資
料
が
被
災
し
ま
し
た
。
現
在
も
、
救
出
活
動
が
続
い
て
い
ま
す
。

図7　「中井信三郎」（新三郎／中井源左衛門）が祭られている館腰神社（宮城県名取市）
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一
方
、
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
古
文
書
は
再
生
で
き
ま
せ
ん
。
そ
う
な
っ
た
場
合
、
被

災
し
た
地
域
で
は
、
被
災
地
の
外
に
残
っ
て
い
る
史
料
か
ら
歴
史
を
復
元
す
る
し
か

な
い
の
で
す
。
そ
の
時
、
中
井
家
文
書
は
、
被
災
し
て
失
わ
れ
た
仙
台
・
宮
城
の
歴

史
再
生
の
手
掛
か
り
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
中
井
家
文
書
を
解
読
し
、
そ
の
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
被

災
地
支
援
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
し
か
し
、
中
井
家
文
書
は
あ
ま
り
に
膨
大
で
、
彦
根
は
仙
台
か
ら
通
う
に
は
彦
根

は
遠
い
。
今
日
も
五
時
間
か
け
て
や
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
八
〇
年
前
の

調
査
で
日
野
の
み
な
さ
ん
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、
私
は
地
元
の
み
な
さ
ん

に
、
ど
う
か
助
け
て
く
だ
さ
い
と
申
し
上
げ
た
い
の
で
す
。

　
江
戸
時
代
の
仙
台
は
、
た
び
た
び
大
災
害
に
見
舞
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
中
井
家

な
ど
近
江
商
人
の
助
け
を
得
て
乗
り
越
え
た
歴
史
が
あ
り
ま
し
た
。
い
ま
、「
三
・

一
一
」
の
危
機
下
で
、
中
井
家
な
ど
近
江
商
人
た
ち
の
古
文
書
は
、
被
災
地
の
歴
史

を
よ
み
が
え
ら
せ
る
貴
重
な
手
掛
か
り
な
の
で
す
。
古
文
書
を
通
じ
て
、
被
災
地
へ

の
支
援
を
こ
れ
か
ら
も
お
願
い
で
き
れ
ば
幸
い
で
す
。

　
時
間
を
だ
い
ぶ
超
過
し
ま
し
た
が
、
私
の
講
演
を
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど

う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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