
多
数
派
と
少
数
派

少
数
派
へ
の
配
慮

　

社
会
に
は
多
数
派
（
マ
ジ
ョ

リ
テ
ィ
）
と
少
数
派
（
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
）
が
い
ま
す
。
少
数
派

と
は
、

・
L
G
B
T
、
性
的
少
数
者

・
障
が
い
者

・
在
日
外
国
人

・ 

エ
イ
ズ
や
ハ
ン
セ
ン
病
な
ど

の
感
染
病
者

・
高
齢
者
、
幼
児

・
ホ
ー
ム
レ
ス

・
被
差
別
部
落
出
身
者

な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
し
ば
し

ば
こ
れ
ら
の
人
々
の
差
別
問
題

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
の
多
く
は
多
数
派
で
、

少
数
派
の
苦
悩
を
感
じ
る
こ
と

が
難
し
い
か
ら
で
す
。

　

多
数
派
が
正
し
い
情
報
を
知

り
、
正
し
い
判
断
が
で
き
る
な
ら

ば
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し

実
際
は
、
間
違
っ
た
情
報
や
雰

囲
気
に
流
さ
れ
て
判
断
を
誤
り
、

少
数
派
が
理
不
尽
な
仕
打
ち
を

受
け
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。

ま
た
、多
数
派
が
利
益
を
優
先
し
、

偏
見
や
差
別
、
人
権
侵
害
に
苦
し

む
少
数
派
を
抑
圧
し
て
し
ま
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

人
は
誰
し
も
、
と
き
と
し
て

少
数
派
に
な
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
少
数
派
の
人
権
を
守
る

た
め
、
人
の
痛
み
を
自
分
の
も

の
と
し
て
感
じ
、自
分
の
考
え
・

行
動
が
人
に
何
を
も
た
ら
す
の

か
を
想
像
す
る
感
性
（
人
権
感

覚
）
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
大

切
で
す
。
ま
た
「
雰
囲
気
に
流

さ
れ
て
誤
っ
た
判
断
を
す
る
」

「
利
益
だ
け
を
優
先
さ
せ
て
し

ま
う
」
と
い
っ
た
、
自
分
の
弱

い
と
こ
ろ
を
自
覚
し
、
普
段
か

ら
自
分
の
感
じ
方
に
つ
い
て
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。

少
数
派
と
向
き
合
う

　

多
数
派
の
中
に
は
、「
自
分

は
偏
見
が
な
い
」「
差
別
を
し

た
こ
と
が
な
い
」
か
ら
と
、
少

数
派
の
苦
悩
に
つ
い
て
深
く
考

え
な
い
人
や
、「
差
別
を
見
過

ご
し
て
も
生
活
は
で
き
る
」
と

考
え
る
人
が
い
ま
す
。

　

苦
し
ん
で
い
る
少
数
派
を
い

な
い
こ
と
に
し
、
み
ん
な
何
も

知
ら
な
い
、
何
も
知
ら
さ
れ
な

い
状
況
を
つ
く
れ
ば
、
差
別
・

偏
見
は
一
見
な
く
な
っ
た
か
の

よ
う
に
見
え
ま
す
。
し
か
し
そ

れ
は
多
数
派
に
そ
う
見
え
て
い

る
だ
け
で
、
本
当
は
差
別
・
偏

見
は
な
く
な
っ
て
お
ら
ず
、
悩

ん
で
い
る
少
数
派
は
黙
り
こ
む

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
少
数
派
の

苦
悩
を
「
見
て
見
ぬ
ふ
り
」
を

す
る
こ
と
は
、
結
果
と
し
て
少

数
派
を
よ
り
苦
し
め
る
こ
と
に

な
る
の
で
す
。

　

少
数
派
と
向
き
合
い
ま
し
ょ

う
。
少
数
派
が
抱
え
る
苦
し
み

に
つ
い
て
周
囲
と
語
り
合
い
、

学
び
合
い
な
が
ら
、
正
し
く
理

解
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

み
ん
な
が
楽
し
く
、
豊
か

に
暮
ら
す
社
会
へ

　

こ
れ
ま
で
の
日
常
生
活
で

は
、
多
数
派
が
優
先
さ
れ
る
こ

と
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。
し
か

し
今
後
は
、
少
数
派
に
も
配
慮

さ
れ
た
、
み
ん
な
が
楽
し
く
豊

か
に
暮
ら
せ
る
よ
う
な
社
会
に

変
え
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の

学
校
で
、
誰
に
と
っ
て
も
優
し

い
社
会
を
つ
く
る
意
欲
を
高
め

る
た
め
、
人
権
教
育
を
受
け
て

い
ま
す
。

　

一
方
大
人
は
、
人
権
教
育
を

受
け
る
機
会
は
あ
ま
り
あ
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
大
人
の
人
権
感

覚
は
、
次
世
代
を
担
う
子
ど
も

た
ち
へ
伝
わ
り
ま
す
。今
一
度
、

自
分
の
人
生
や
人
権
感
覚
を
見

つ
め
直
し
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

　

一
人
ひ
と
り
が
自
分
に
で
き

る
こ
と
、
自
分
が
変
わ
れ
る
と

こ
ろ
を
見
つ
け
て
い
き
ま
し
ょ

う
。

問　

教
育
委
員
会
事
務
局

人
権
・
同
和
教
育
係

☎
0
9
4
3・３
２・0
0
9
3

（
内
線
3
1
3
）

人権問題を考える
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矢
賀
部
氏
の
系
譜

　

大
聖
寺
は
矢
賀
部
氏
が
菩

提
所
と
し
た
寺
で
す
。
境
内

の
一
角
に
あ
る
墓
地
に
は
、

初
代
川
瀬
城
主
矢
賀
部
久
盛

夫
婦
と
、
嫡
子
鑑あ

き
の
り典

の
逆
修

墓
塔
（
生
前
に
建
立
さ
れ
た
墓
塔
）
が
並

ん
で
残
っ
て
い
ま
す
。

〇
矢
賀
部
久
盛
の
墓
塔

山
下
二
段（

反
）一

丈
為
両
尊

矢
賀
部
筑
前
守
藤
原
久
盛

　
　
　
　
　
　

億
劫
不
朽

釈
迦
如
来
坐
像　

雪
林
覚
盛
居
士

　
　
　
　
　
　

功
徳
甚
深

于
時　

大１
５
２
８

永
八
戊
子
秋
時
正
日

〇
久
盛
の
妻
の
墓
塔

観
音
妙
智
力　

能
求
世
間
苦

　
　
　
　
　
　

現
世
安
穏

観
音
菩
薩
坐
像　

月
窓
妙
盛
大
姉

　
　
　
　
　
　

後
生
善
処

大
永
第
八
戊
子
九
月
彼
岸
日
敬
誌

〇
鑑
典
の
墓
塔

奉
漸
讀
大
乗
妙
典
一
千
一
百
部

當
圧
役
矢
賀
部
常
陸
介
鑑
典

預
修　

賀
屋
覚
淳
居
士

天
文
十１

５
４
７六

丁
未
南
呂
彼
岸
日

　

初
代
川
瀬
城
主
矢
賀
部
久

盛
は
、
夫
婦
の
墓
塔
を
建
立

し
た
翌
年
（
享
禄
２
・
1
5
2
9
）、
上

妻
郡
太
原
村
内
の
山（

字
地
名
）下

3
丈
、

山（
字
地
名
）別

8
丈
の
合
計
2
反
1
丈

を
、
久
盛
（
久
興
）
一
代
限

り
で
寄
進
し
て
い
ま
す
。（『
筑
後

将
士
軍
談
』）

　
「
横
溝
六
郎
遺
文
集
」
を
は

じ
め
、
こ
れ
ま
で
久
盛
の
墓

塔
に
彫
刻
さ
れ
た
尊
像
は
阿

弥
陀
如
来
坐
像
と
認
識
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
し
か
し
こ
こ

で
は
、
釈
迦
如
来
坐
像
と
し

て
い
ま
す
。「
稲
員
家
文
書
」

の
中
に
、
2
反
1
丈
の
土
地

寄
進
に
関
す
る
重
要
な
文
書

を
見
つ
け
た
た
め
で
す
（
詳

細
は
次
号
で
述
べ
ま
す
）。

　

ま
た
、
系
譜
に
は
「
十
郎

九
郎
久
興
」
と
い
う
名
前
が

出
て
き
ま
す
。『
下
広
川
郷
土

史
』（
井
上
農
夫
著
）
で
は
矢
賀
部

鑑
典
の
前
名
と
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
こ
で
は
矢
賀
部
久

盛
が
改
め
た
名
前
で
あ
る
と

し
て
い
ま
す
。「
横
溝
六
郎
遺

文
集
」
や
土
地
寄
進
地
面
積
、

墓
塔
に
彫
ら
れ
た
も
の
、
資

料
に
出
る
人
名
か
ら
判
断
し

た
も
の
で
す
。（
続
く
）

（
広
川
町
郷
土
史
研
究
会
）

（
補
注
）

丈じ
ょ
う… 

中
世
の
面
積
の
単
位
。

5
丈
＝
1
反
。

熊ク
ニ
サ
カ
ラ

野
度
… 

肥
後
の
国
と
あ
る

が
、
場
所
の
特
定

は
で
き
て
い
な
い
。

逆ぎ
ゃ
く
し
ゅ
う

修
… 

生
前
に
弔
い
の
供
養

を
済
ま
せ
る
こ
と
。

預よ
し
ゅ
う修

と
も
い
う
。

時じ
し
ょ
う
び

正
日
…
彼
岸
の
日
の
こ
と
。

南な
ん
り
ょ呂

…
陰
暦
八
月
の
異
称
。

ふるさと再発見

広
川
町
古
墳
資
料
館
だ
よ
り

　

優
美
で
繊
細
な
彫
刻
が
施

さ
れ
た
石
人
山
古
墳
の
直
弧

文
。
こ
の
文
様
の
解
明
に
、

日
本
で
唯
一
挑
戦
し
て
き
た

の
が
西
平
孝
史
氏
（
彫
刻
家
）

で
す
。
広
川
町
は
平
成
25
年
か

ら
、髙
木
恭
二
氏
（
考
古
学
者
）

と
と
も
に
、
西
平
氏
の
研
究

を
支
援
し
て
き
ま
し
た
。

　

今
年
、
今
ま
で
の
成
果
を

も
と
に
入
門
書
「
は
じ
め
て

の
直
弧
文
」（
写
真
）
が
作

ら
れ
ま
し
た
。
難
解
と
さ
れ

る
直
弧
文
に
つ
い
て
、
図
形

分
解
を
通
し
て
わ
か
り
や
す

く
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
入
門
書
を
使
っ
た

今
年
度
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
は
、
来
年
2
月
ま
で
開

催
す
る
予
定
で
す
。
興
味

の
あ
る
人
は
教
育
委
員
会

事
務
局
（
☎
0
9
4
3
・

３
２・
0
0
9
3
）
へ
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

大聖寺墓地に残る矢賀部久盛（右）と妻（左）の逆修墓塔

広
川
町
に
残
る
城
と
館
跡

川
瀬
城
と
矢
賀
部
氏 

そ
の
2

蒲池治
はるひさ

久 鑑
あき

久
ひさ 女子 鎮勝

親
ちか

広
ひろ 国広 一広

久
ひさ

盛
もり

鑑
あき

典
のり 鎮典 山口四郎

右衛門尉

重統 仙太郎
父に従い、肥後国熊野度
に赴く

太田村に住む

薙髪して教善坊

大和守、立花宗成公から二町五
反四丈を賜って新庄村に住む

溝口館主山下覚信妻近江守、柳川城筑後守

常陸介

大学頭、戦功により肥後
国熊野度に八百町を賜う

和泉守、山下城

佐渡守、戦功により鑑広
公から山下姓を賜う

筑前守、川瀬城
後改名十郎九郎久興

右京亮、寛永三年没
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