
郷
里
に
お
け
る
毛
谷
村
六
助
と
論
介

―
―
福
岡
県
郷
土
紙
「
か
み
つ
の
」
を
め
ぐ
っ
て

岩
谷
め
ぐ
み

（
一
）「
か
み
つ
の
」
と
毛
谷
村
六
助

説
話
の
研
究
者
に
は
、
学
術
的
に
研
究
に
携
わ
る
人
も
い
れ
ば
、
地
元
の

歴
史
や
伝
説
な
ど
を
収
集
し
整
理
す
る
郷
土
史
家
も
い
る
。
中
央
の
研
究
者

の
研
究
成
果
は
学
会
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
論
文
集
な
ど
に
よ
っ
て
比
較
的
目

に
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
が
、
地
元
に
根
差
し
た
郷
土
史
家
の
研
究
は
埋

も
れ
た
ま
ま
に
な
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
こ
の
度
取
り
上
げ
る
資
料

「
か
み
つ
の
」
は
福
岡
県
田
川
郡
添
田
町
上
津
野
で
地
区
住
民
向
け
に
発
行

さ
れ
た
ミ
ニ
コ
ミ
紙
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
極
め
て
興
味
深
い
内
容
が
見
出

さ
れ
る
。

「
か
み
つ
の
」
と
の
筆
者
の
出
会
い
は
偶
然
で
あ
る
。
以
前
よ
り
研
究
の

テ
ー
マ
と
し
て
い
る
、
文
禄
慶
長
の
役
の
ヒ
ー
ロ
ー
と
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
毛

谷
村
六
助
と
韓
国
の
官
妓
論
介
と
の
関
わ
り
を
探
る
過
程
で
の
こ
と
で
あ

る
。
福
岡
県
と
大
分
県
の
県
境
に
位
置
す
る
英
彦
山
の
麓
の
小
さ
な
村
の
樵

に
過
ぎ
な
か
っ
た
毛
谷
村
六
助
が
、
壬
辰
戦
争
に
加
藤
清
正
の
家
臣
と
し
て

出
征
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
に
な
り
、
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
で
は
描
き
き
れ
な

か
っ
た
新
た
な
説
話
が
発
生
し
て
い
た
。
芝
居
『
彦
山
権
現
誓
助
剣
』
の
主

人
公
で
あ
る
毛
谷
村
六
助
の
故
郷
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
彦
山
の
麓
を
訪
れ

た
際
、
案
内
を
し
て
く
れ
た
渡
壁
氏
の
「
毛
谷
村
六
助
の
許
婚
の
妹
で
あ
る

お
菊
の
縁
の
松
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
が
あ
る
」
と
の

一
言
で
、
そ
の
説
話
に
接
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
っ
た
。「
か
み
つ
の
」

は
、
添
田
町
津
野
在
住
の
元
小
学
校
長
、
園
田
治
氏
が
昭
和
三
五
年
七
月
一

日
に
Ｂ
四
判
の
ガ
リ
版
刷
り
「
上
津
野
公
民
館
分
館
便
り
」
と
し
て
第
一
号

を
発
行
し
て
以
来
、
月
一
回
の
ペ
ー
ス
で
数
十
年
も
続
い
て
い
る
。「
か
み

つ
の
」
に
は
、
近
隣
の
行
事
や
周
辺
の
話
題
を
掲
載
す
る
一
方
、「
郷
土
研

究
」
と
称
し
て
郷
土
の
伝
説
な
ど
を
調
べ
て
連
載
し
て
い
る
。
地
元
の
人
々

の
毛
谷
村
六
助
に
対
す
る
眼
差
し
を
う
か
が
え
る
資
料
と
言
え
よ
う
。

こ
こ
で
は
、
伝
説
の
主
人
公
で
あ
り
な
が
ら
、
な
お
も
生
き
続
い
て
い
る

毛
谷
村
六
助
像
を
、
上
記
の
新
た
に
入
手
し
得
た
郷
土
史
家
の
資
料
な
ど
か

ら
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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（
二
）「
お
菊
の
松
」

「
か
み
つ
の
」
に
お
け
る
、
お
菊
の
縁
の
松
に
つ
い
て
の
連
載
は
、「
お

菊
の
松
」
と
称
し
て
、
昭
和
五
五
年
四
月
（
№
二
三
五
）
か
ら
六
三
年
九
月

（
№
三
三
七
）（
五
七
回
）
ま
で
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
内
容
は
、
①
毛

谷
村
六
助
が
芝
居
な
ど
で
親
し
ま
れ
て
い
る
吉
岡
一
味
斉
の
仇
討
ち
の
助
太

刀
を
す
る
本
筋
、
②
後
日
談
―
朝
鮮
出
征
の
話
―
、
③
あ
ら
す
じ
、
そ
し
て

④
「
お
菊
の
松
」
周
辺
の
開
拓
史
、
の
四
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
は
、
昭
和
五
五
年
四
月
（
№
二
三
五
）
〜
昭
和
五
八
年
八
月
（
№
二

七
六
）
の
三
〇
回
で
一
段
落
し
た
本
筋
①
に
つ
い
て
で
あ
る
。
内
容
は
、『
彦

山
権
現
誓
助
剣
』
同
様
、
父
で
あ
る
吉
岡
一
味
斉
が
京
極
内
匠
の
闇
討
ち
に

あ
い
、
そ
の
仇
討
ち
の
た
め
、
お
園
が
妹
お
菊
と
一
緒
に
仇
を
探
し
て
小
倉

ま
で
来
る
。
お
菊
が
上
津
野
の
奥
で
癪
の
た
め
動
け
な
く
な
っ
た
の
で
、
お

園
が
助
け
を
呼
び
に
行
っ
て
い
る
間
、
京
極
内
匠
の
手
の
者
に
よ
っ
て
返
り

討
ち
に
あ
う
。
お
菊
が
お
園
の
帰
り
を
待
っ
て
い
る
間
、
暗
く
な
っ
て
い
る

の
で
近
く
の
松
の
木
に
提
灯
を
か
け
て
お
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
松
を
《
提

灯
掛
け
の
松
》
と
し
、
お
菊
は
そ
の
松
の
根
元
に
埋
葬
さ
れ
た
。
一
方
、
お

菊
の
埋
葬
の
の
ち
、
お
園
は
許
婚
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
毛
谷
村
六
助
の

助
太
刀
に
よ
っ
て
父
と
妹
の
仇
討
ち
の
本
懐
を
遂
げ
る
こ
と
で
本
筋
は
終
わ

る
。暫

く
期
間
を
お
い
て
、
再
び
「
お
菊
の
松
」
が
そ
の
後
の
後
日
談
②
と
し

て
連
載
さ
れ
た
の
が
昭
和
五
九
年
で
、
そ
れ
は
昭
和
五
九
年
一
一
月
（
№
二

九
一
）
〜
六
一
年
四
月
（
№
三
〇
八
）
の
四
三
回
を
以
て
終
了
し
た
。
内
容

と
し
て
は
、
毛
谷
村
六
助
改
め
貴
田
孫
兵
衛
は
、
加
藤
清
正
に
従
い
朝
鮮
に

出
征
し
た
が
、
そ
こ
で
不
慮
の
死
を
遂
げ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
園
田
氏
は
、

毛
谷
村
六
助
は
朝
鮮
の
北
東
部
国
境
付
近
で
オ
ラ
ン
カ
イ
と
の
戦
闘
で
死
亡

し
た
の
が
正
し
い
と
述
べ
な
が
ら
、「
た
だ
確
実
な
記
録
が
な
い
た
め
、
六

助
を
な
ぞ
の
人
物
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
り
す
る
」（
四
三
回
）
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
毛
谷
村
六
助
の
生
存
説
が
起
こ
っ
て
い
る
の
は
「
あ
れ
ほ
ど
の
偉
丈

夫
な
毛
谷
村
六
助
を
む
ざ
む
ざ
北
鮮
（
マ
マ：

岩
谷
注
）
の
片
隅
で
死
な
せ

た
く
な
い
と
思
う
の
で
、
そ
れ
が
い
ろ
い
ろ
と
伝
説
を
生
む
」
と
諸
説
を
否

定
し
た
。
殊
に
、
韓
国
で
広
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
、
毛
谷
村
六
助
が
晋
州
城

戦
闘
の
祝
賀
宴
の
最
中
に
、
朝
鮮
の
官
妓
論
介
の
色
香
に
惑
わ
さ
れ
て
、
無

理
心
中
に
追
い
込
ま
れ
た
と
い
う
説
に
対
し
て
は
、「
そ
れ
は
あ
く
ま
で
朝

鮮
の
伝
説
で
あ
っ
て
、
事
実
で
は
な
い
」
と
述
べ
な
が
ら
も
、
一
方
で
、
論

介
と
の
関
わ
り
に
触
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
園
田
氏
は
毛
谷
村
六
助
の
最
期

を
、
地
元
に
伝
わ
る
『
毛
谷
村
六
助
略
縁
起
』
の
説
話
を
採
用
せ
ず
、『
清

正
記
』
の
オ
ラ
ン
カ
イ
で
の
戦
死
説
を
取
り
込
ん
で
い
る
が
、
論
介
の
無
理

心
中
説
も
、
否
定
は
し
て
い
る
も
の
の
、
詳
細
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
三
）
毛
谷
村
六
助
の
死
に
関
す
る
説

で
は
、
こ
こ
で
毛
谷
村
六
助
の
死
に
関
す
る
説
に
簡
単
に
触
れ
る
こ
と
と

す
る
。
ま
ず
、
前
項
で
園
田
氏
が
参
考
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
オ
ラ
ン
カ
イ

と
の
戦
闘
の
際
に
討
ち
死
し
た
と
い
う
説
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、『
清
正
記
』

に
見
出
さ
れ
、
森
本
義
太
夫
と
貴
田
孫
兵
衛
が
、
エ
ン
タ
ン
城
の
一
番
乗
り

の
た
め
に
口
論
し
た
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
ま
た
そ
こ
に
は
、
貴
田
孫
兵
衛

が
オ
ラ
ン
カ
イ
の
大
男
の
剣
に
よ
っ
て
討
ち
死
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、『
絵
本
太
閤
記
』
で
も
、『
清
正
記
』
と
同
様
に
、
オ
ラ
ン
カ
イ
で
の
戦
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死
説
を
と
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
五
九
二
年
、
加
藤
清
正
の
軍
勢
は
、
咸

鏡
道
を
過
ぎ
、
朝
鮮
の
国
境
よ
り
北
隣
の
オ
ラ
ン
カ
イ
の
地
へ
攻
め
入
り
、

オ
ラ
ン
カ
イ
軍
は
籠
城
す
る
。
清
正
の
勇
臣
、
森
本
義
太
夫
と
貴
田
孫
兵
衛

が
城
の
近
く
に
進
み
出
る
と
、
城
の
中
か
ら
二
人
の
大
男
が
出
て
来
る
。
貴

田
孫
兵
衛
が
、
刃
渡
り
三
尺
あ
ま
り
の
槍
を
持
っ
て
攻
撃
し
、
相
手
の
兵
を

倒
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
相
手
の
兵
は
、

持
ち
た
る
剣
を
孫
兵
衛
に
投
付
て
死
に
た
り
。
去
る
に
て
も
運
の
極
め

の
哀
し
さ
、
投
た
る
剣
孫
兵
衛
が
左
の
肩
に
ぐ
さ
と
立
て
、
痛
手
な
れ

ば
同
じ
く
倒
れ
伏
し
た
り
け
る
（
中
略
）
貴
田
孫
兵
衛
は
爰
に
て
命
を

落
と
し
け（
１
）り。

と
、
剣
を
孫
兵
衛
に
投
付
け
、
毛
谷
村
六
助
―
貴
田
孫
兵
衛
―
が
オ
ラ
ン
カ

イ
と
の
戦
闘
で
戦
死
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
朝
鮮
か
ら
戻
っ
て
き
て
天
寿
を
全
う
し
た
と
い
う
説
が
あ
る
。
毛

谷
村
六
助
の
故
郷
で
あ
る
大
分
県
下
毛
郡
山
国
町
槻
木
村
の
喜
登
家
に
伝

わ
っ
て
い
る
『
毛
谷
村
六
助
略
縁
起
』
に
見
出
さ
れ（
２
）る。
そ
れ
は
、
毛
谷
村

六
助
の
父
親
は
、
浪
人
の
佐
竹
勘
兵
衛
で
、
六
助
は
、
訳
あ
っ
て
母
親
の
名

字
で
あ
る
園
部
を
名
乗
り
、
園
部
六
助
と
し
て
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
二

七
才
の
時
に
、「
太
閤
の
朝
鮮
征
伐
」
で
秀
吉
に
随
行
し
た
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
功
績
を
立
て
た
後
、
秀
吉
と
と
も
に
凱
旋
し
、
故
郷
に
帰
郷
し
、

六
二
歳
（
一
六
三
一
年
）
に
病
死
し
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
秀
吉

自
身
は
朝
鮮
に
出
征
し
て
い
な
い
の
で
、
毛
谷
村
六
助
が
秀
吉
と
一
緒
に
凱

旋
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
『
毛
谷
村
六
助
略
縁
起
』
の
信

憑
性
は
極
め
て
乏
し
い
が
、
こ
の
縁
起
に
は
、
人
々
の
毛
谷
村
六
助
に
生
還

し
て
欲
し
か
っ
た
と
い
う
願
望
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ

の
文
書
は
「
享
保
元
丙
申
七
月
貮
之

右
明
治
三
十
五
年
五
月
再
寫
」
と

な
っ
て
い
る
が
、
注
目
し
た
い
の
が
明
治
三
五
年
（
一
九
〇
二
）
の
年
記
で

あ
る
。
毛
谷
村
に
近
隣
の
有
志
ら
の
協
力
で
、
毛
谷
村
六
助
の
墓
が
建
立
さ

れ
た
の
が
、
ま
さ
し
く
明
治
三
五
年
で
あ
る
。
ま
た
、
明
治
の
こ
の
頃
は
、

日
本
中
で
毛
谷
村
六
助
が
も
て
は
や
さ
れ
た
時
代
で
あ（
３
）る。
そ
れ
ゆ
え
、
こ

の
縁
起
の
信
憑
性
よ
り
も
む
し
ろ
、
毛
谷
村
六
助
の
地
元
で
、
英
雄
で
あ
っ

た
毛
谷
村
六
助
を
慕
う
人
々
に
よ
っ
て
墓
が
建
立
さ
れ
た
こ
と
と
時
を
同
じ

く
し
て
『
毛
谷
村
六
助
略
縁
起
』
が
「
再
寫
」
さ
れ
た
こ
と
に
意
義
が
あ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
毛
谷
村
六
助
略
縁
起
』
の
内
容
は
、
次
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
。

六
助
ト
申
ハ
佐
竹
勘
兵
衛
之
子
。
妻
ハ
今
井
村
町
人
園
部
弥
衛
門
ト

申
者
ノ
娘
也
。
佐
竹
ハ
元
来
浪
人
之
身
柄
。
実
名
ヲ
隠
シ
、
母
方
之
苗

字
ヲ
取
り
園
部
六
助
ト
名
乗
り
（
中
略
）
六
助
長
成
二
十
七
才
之
頃
、

文
禄
四
年
乙
未
、
太
閤
朝
鮮
征
伐
之
砌
御
供
仕
。
古
今
無
双
の
勇
士
の

末
、
□
□
。
終
ニ
討
勝
太
閤
御
凱
陣
之
御
供
申
。
当
所
へ
帰
り
、
六
十

二
才
に
て
病
死
す
。

次
に
、
毛
谷
村
六
助
が
論
介
の
無
理
心
中
に
よ
っ
て
悲
運
の
最
期
を
遂
げ

た
と
い
う
説
が
初
め
て
出
現
し
た
の
は
、
韓
国
が
日
本
の
植
民
地
支
配
の
下

に
あ
っ
た
一
九
三
一
年
の
「
侠
妓
論
介
―
死
を
以
て
貞
節
を
守
る
」（『
朝
鮮

仏
教
』
八
〇
号
）
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
は
、

次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
妓
生
論
介
は
、
晋
州
城
の
守
将
徐
礼
元
の
寵
愛

を
受
け
て
い
た
。
倭
軍
の
侵
攻
で
晋
州
城
が
陥
落
、
そ
し
て
論
介
の
最
愛
の

守
将
徐
礼
元
も
戦
死
す
る
。
論
介
は
断
崖
の
上
に
逃
れ
て
入
水
を
図
ろ
う
と

試
み
る
が
、
加
藤
清
正
の
家
臣
の
将
軍
が
論
介
の
入
水
を
止
め
、
論
介
を
口

説
こ
う
と
し
、
そ
れ
に
対
し
論
介
は
、
不
意
に
乗
じ
て
そ
の
武
将
を
抱
き
抱

え
て
断
崖
か
ら
飛
び
降
り
た
。
さ
ら
に
そ
こ
で
は
、
そ
の
武
将
を
毛
谷
村
六
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助
と
し
て
言
及
し
て
い
る
。
毛
谷
村
六
助
が
論
介
の
心
中
相
手
と
し
て
記
さ

れ
た
の
は
、
そ
れ
が
初
め
て
で
あ
る
。『
朝
鮮
仏
教
』
は
、
一
九
二
四
年
五

月
に
朝
鮮
在
住
の
日
本
の
仏
教
界
の
著
名
な
人
々
と
親
日
的
な
朝
鮮
の
知
識

人
等
で
構
成
さ
れ
た
朝
鮮
仏
教
団
の
機
関
誌
と
し
て
発
行
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
そ
の
目
的
は
、
朝
鮮
に
お
け
る
植
民
地
政
策
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
の

人
々
の
教
化
で
あ
っ
た
。
ま
だ
実
証
で
き
な
い
が
、
朝
鮮
で
も
歌
舞
伎
が
上

演
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
そ
れ
が
二
人
を
結
び
つ
け
る
契
機
と
な
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
玉
川
一
郎
は
、
一
九
四
一
年
の
『
京
城
・
鎮
海
・
釜
山
』（
新
小

説
社
）
で
、
晋
州
に
い
る
日
本
人
の
小
学
生
の
口
を
借
り
て
、
次
の
よ
う
に

毛
谷
村
六
助
の
名
前
に
言
及
し
て
い
る
。

「
加
藤
清
正
が
此
処
に
攻
め
て
来
た
時
に
、
ど
う
し
て
も
こ
の
河
（
南

江：

岩
谷
注
）
が
わ
た
れ
な
く
て
困
つ
た
そ
う
だ
よ
。
よ
う
や
く
筏
を

作
つ
て
、
夜
、
渡
つ
た
そ
う
だ
が
」（
中
略
）「
守
る
方
に
も
仲
々
勇
ま

し
い
の
が
居
た
そ
う
だ
。
清
正
の
家
来
で
豪
傑
と
呼
ば
れ
た
毛
谷
村
六

助
が
（
中
略
）」「
ふ
う
ん
、
先
生
、
そ
の
先
知
つ
て
る
わ
。
毛
谷
村
六

助
が
妓
生
に
だ
ま
さ
れ
よ
つ
て
、
抱
き
つ
か
れ
た
ま
ん
ま
こ
の
矗
石
樓

か
ら
南
江
に
は
ま
り
よ
つ
て
、
溺
れ
よ
つ
た
ん
や
。（
以
下（
４
）略）」

つ
ま
り
、
論
介
に
よ
っ
て
無
理
心
中
に
追
い
込
ま
れ
た
倭
将
と
し
て
毛
谷

村
六
助
の
名
前
が
浮
上
し
た
の
は
、
日
本
統
治
下
の
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
で

あ
る
が
、発
端
と
な
っ
た
の
は
日
本
と
縁
の
あ
る
『
朝
鮮
仏
教
』
と
『
京
城
・

鎮
海
・
釜
山
』
等
で
あ
る
ゆ
え
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
韓
国
で
発
生
し
た
説
で

あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
。

因
み
に
、
太
平
洋
戦
争
後
、
韓
国
で
毛
谷
村
六
助
の
名
前
を
最
初
に
登
場

さ
せ
た
の
は
、
一
九
四
六
年
の
朴
鐘
和
に
よ
る
「
論
介
」（『
新
世
代
』）
で

あ
る
。
朴
鐘
和
は
、「
六
助
は
六
尺
長
身
で
広
い
胸
板
に
日
本
刀
を
差
し
て

高
ら
か
に
笑
っ
て
い
た
。
厳
つ
い
額
に
は
刀
傷
が
三
つ
も
あ
っ
た
。
六
助
と

い
う
の
は
又
の
名
を
貴
田
統
治
と
し
、
日
本
の
剣
客
と
し
て
有
名
な
長
州
人

の
吉
岡
一
味
斎
の
弟
子
で
あ
る
。
後
に
一
味
斎
は
剣
客
京
極
内
匠
と
い
う
も

の
の
嫉
妬
に
よ
り
暗
殺
さ
れ
（
中
略
）」
と
、
毛
谷
村
六
助
を
紹
介
し
、
仇

討
ち
の
話
に
ま
で
触
れ
な
が
ら
毛
谷
村
六
助
が
如
何
に
立
派
な
人
で
あ
っ
た

の
か
を
述
べ
た
。
さ
ら
に
、「
倭
将
六
助
は
片
言
の
韓
国
語
で
論
介
に
話
か

け
た
」
と
続
け
、
論
介
が
毛
谷
村
六
助
を
選
ん
だ
理
由
を
「
論
介
は
毛
谷
村

六
助
を
加
藤
清
正
と
勘
違
い
し
た
」
と
記
し
て
い
る
。

（
四
）「
お
菊
の
松
」
に
お
け
る
論
介
の
言
及
と
韓
国
側
資
料

「
お
菊
の
松
」
に
戻
れ
ば
、「
お
菊
の
松
」
は
四
三
回
を
以
て
終
了
し
た

よ
う
に
思
わ
れ
た
が
、
昭
和
六
二
年
七
月
（
№
三
二
三
）
〜
六
三
年
二
月

（
№
三
三
〇
）
の
五
〇
回
ま
で
再
び
連
載
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
あ
ら
す
じ
③

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
殊
に
、
論
介
が
毛
谷
村
六
助
と
無
理
心
中
を
遂
げ
た

理
由
に
つ
い
て
は
、
朱
論
介
と
い
う
才
色
兼
備
の
妓
生
が
「
並
み
居
る
日
本

の
武
将
、
そ
の
中
で
も
一
と
際
太
く
逞
し
く
り
り
し
い
六
助
を
、
敵
の
総
大

将
加
藤
清
正
と
思
い
ち
が
い
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
男
さ
え
亡
き
も
の
に
す

れ
ば
仇
は
討
て
る
と
心
に
決
し
な
が
ら
（
中
略
）」（
五
〇
回
）
と
、
加
藤
清

正
と
勘
違
い
し
て
の
行
動
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

一
方
、
一
九
七
六
年
に
英
彦
山
の
麓
に
毛
谷
村
六
助
と
論
介
の
墓
を
建
て

た
上
塚
博
勇
氏
は
、「
毛
谷
村
六
助
墓
地
建
立
の
趣
意
文
」
で
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

夕
日
に
赤
々
と
燃
え
る
南
江
の
水
は
血
で
真
赤
に
染
ま
り
異
様
さ
を
増
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し
て
い
た
。そ
の
殺
伐
た
る
光
景
は
あ
た
か
も
生
地
獄
の
様
相
を
呈
し
、

戦
役
と
は
云
え
こ
れ
が
人
間
の
な
せ
る
業
だ
ろ
う
か
、
因
果
と
は
い
え

空
し
い
も
の
で
あ
る
と
六
助
は
岩
の
上
よ
り
両
眼
を
と
じ
心
を
静
か
に

合
掌
し
て
、
今
は
無
き
両
軍
将
兵
の
冥
福
に
耽
っ
て
い
た
。
そ
の
背
後

よ
り
し
の
び
よ
っ
て
い
た
手
が
突
然
首
に
巻
き
つ
い
た
。
そ
の
十
本
の

指
に
は
玉
の
つ
い
た
指
輪
が
夕
日
に
き
ら
り
と
光
っ
た
。
そ
れ
は
妓
生

論
介
の
華
奢
な
指
で
あ
り
、
そ
の
細
い
手
に
満
身
の
力
を
こ
め
て
六
助

の
体
を
押
し
た
。
瞬
間
六
助
は
全
身
を
も
っ
て
振
り
回
し
た
が
足
元
が

悪
く
滑
り
前
に
の
め
っ
て
論
介
と
共
に
水
中
に
没
し
た
。

武
将
と
は
云
え
、
身
に
甲
冑
を
ま
と
い
、
然
も
戦
い
の
あ
と
の
酒
で

酔
い
が
早
く
廻
り
、
銘
酊
し
て
瞑
想
に
ふ
け
っ
て
い
た
時
に
不
意
を
つ

か
れ
て
身
を
か
わ
す
こ
と
が
で
き
ず
、
異
国
の
人
と
な
っ
た
六
助
は
大

変
憐
れ
な
最
後
（
マ
マ
）
で
し（
５
）た。

毛
谷
村
は
、
韓
国
側
の
資
料
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
お
酒
に
酔
っ
て
、
論

介
の
色
香
に
惑
わ
さ
れ
て
無
理
心
中
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
戦

死
し
た
両
国
の
将
兵
の
冥
福
を
祈
っ
て
い
る
最
中
に
、
論
介
に
不
意
を
突
か

れ
て
、
江
に
落
ち
て
没
し
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
毛
谷
村
六
助
に
代
わ
っ

て
、
論
介
に
償
う
気
持
ち
を
込
め
て
供
養
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
毛
谷
村

が
成
仏
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。

論
介
が
、
多
く
の
武
将
の
中
で
、
な
ぜ
毛
谷
村
六
助
を
無
理
心
中
の
相
手

に
選
ん
だ
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
そ
の
問
い
に
関
連
す
る
詳
し
い
資

料
を
見
出
す
の
は
困
難
で
あ
る
。
韓
国
側
の
資
料
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、

あ
る
倭
将
が
論
介
を
誘
惑
し
た
と
い
う
内
容
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
相
手

が
誰
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
が
倭
軍
の
武
将
で
あ
れ
ば
、
論
介
に
と
っ
て
十

分
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。日
本
側
の
資
料
を
見
る
と
、

論
介
と
毛
谷
村
六
助
に
つ
い
て
の
関
係
を
示
す
も
の
は
、
上
塚
氏
と
園
田
氏

の
資
料
を
除
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
れ
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
毛
谷
村
六

助
に
関
す
る
文
献
で
は
、
例
え
ば
、
毛
谷
村
が
仇
討
ち
を
遂
げ
て
朝
鮮
に
出

兵
す
る
話
で
あ
り
、
話
は
そ
こ
で
終
わ
る
も
の
が
大
部
分
で
、
そ
れ
以
外
の

記
述
と
し
て
、
毛
谷
村
六
助
が
朝
鮮
で
亡
く
な
っ
た
と
簡
単
に
記
さ
れ
て
い

る
も
の
が
わ
ず
か
に
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
当
該
の
武
将
が
毛
谷
村

と
な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
、
日
本
側
の
資
料
で
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
困
難

に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
論
介
に
よ
る
無
理
心
中
が
毛
谷
村
六
助
を
相
手
と

し
て
な
さ
れ
た
と
い
う
説
が
初
め
て
唱
え
ら
れ
た
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
、

一
九
三
一
年
の
「
侠
妓
論
介
―
死
を
以
て
貞
節
を
守
る
」（『
朝
鮮
仏
教
』
八

〇
号
）
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ハ
ン
グ
ル
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
韓
国
が
日
本
に
支
配
さ
れ
て
い
た
時
代
の
も
の
で
、
そ
の
雑
誌
の
性
質

か
ら
し
て
、
厳
密
に
韓
国
側
の
資
料
と
は
言
い
難
い
。
論
介
が
、
多
く
の
武

将
の
中
で
、
な
ぜ
毛
谷
村
を
無
理
心
中
の
相
手
に
選
ん
だ
か
に
つ
い
て
、
そ

の
答
え
の
一
つ
と
し
て
、
前
に
触
れ
た
毛
谷
村
が
加
藤
清
正
に
間
違
わ
れ
て

殺
さ
れ
た
と
い
う
説
が
あ
る
。
朴
鐘
和
氏
が
戦
後
、
韓
国
で
そ
の
説
を
唱
え

た
こ
と
が
あ
る
が
、
日
本
で
は
、『
彦
山
権
現
誓
助
剣
』
と
源
を
同
じ
く
す

る
地
元
の
伝
説
「
お
菊
の
松
」
で
論
介
の
話
を
取
り
上
げ
た
園
田
氏
に
よ
っ

て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
研
究
者
が
論
介
と
毛
谷
村
を
テ
ー
マ
と
し
た

論
文
は
あ
る
も
の（
６
）の、
毛
谷
村
の
地
元
で
そ
の
テ
ー
マ
を
直
接
取
り
上
げ
た

の
は
、
園
田
氏
が
最
初
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
、
上
塚
氏
が
論
介
と
毛
谷
村
を

一
緒
に
祀
っ
た
こ
と
が
、
影
響
を
与
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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（
五
）「
お
菊
の
松
」
以
後
の
「
か
み
つ
の
」
を
め
ぐ
る
出
来
事

さ
て
、「
か
み
つ
の
」
に
戻
る
こ
と
に
す
る
。「
お
菊
の
松
」
は
、
昭
和
六

三
年
三
月
（
№
三
三
一
）
〜
六
三
年
九
月
（
№
三
三
七
）（
五
七
回
）
で
連

載
を
終
え
る
。
園
田
氏
は
、
お
菊
の
松
の
周
辺
に
お
け
る
開
拓
の
歴
史
④
に

触
れ
な
が
ら
、
そ
の
延
長
線
上
で
毛
谷
村
六
助
と
論
介
の
墓
に
つ
い
て
触
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
、「
お
菊
の
松
」
の
付
近
の
土
地
を
買
収
し
た
田
川
市
の

実
業
家
上
塚
博
勇
氏
が
、
お
菊
の
哀
れ
な
物
語
を
知
り
、
お
菊
と
お
園
を
祀

る
祠
堂
を
建
て
る
一
方
、
毛
谷
村
六
助
や
論
介
と
の
縁
を
知
り
、
昭
和
四
九

年
五
月
に
韓
国
の
晋
州
に
赴
き
、
現
地
で
の
供
養
を
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

上
塚
博
勇
氏
は
、
韓
国
の
晋
州
を
訪
ね
、
英
彦
山
に
宝
寿
院
を
建
立
す
る
。

ま
た
、〈
壬
辰
倭
乱
両
国
軍
官
民
人
合
同
慰
霊
碑
〉
と
、〈
朱
論
介
之
墓
〉、〈
毛

谷
村
六
助
の
墓
〉
を
建
て
た
。
落
慶
法
要
は
一
九
七
六
年
四
月
一
六
日
に
行

わ
れ
、
日
章
旗
と
太
極
旗
の
双
方
が
掲
げ
ら
れ
た
。
晋
州
市
は
、
上
塚
博
勇

氏
に
よ
る
、
日
韓
の
歴
史
的
和
解
と
論
介
や
毛
谷
村
六
助
の
怨
恨
の
解
消
を

願
う
活
動
に
共
感
し
て
、
一
九
七
六
年
に
、
晋
州
市
長
の
名
前
で
彼
に
感
謝

状
を
授
与
す
る
。
そ
の
後
一
九
八
二
年
に
至
る
ま
で
在
福
岡
韓
国
総
領
事
館

は
「
韓
・
日
共
同
鎮
魂
祭
」
に
副
領
事
を
派
遣
し
た
。
一
方
、
韓
国
の
在
日

居
留
民
団
は
「
英
彦
山
義
岩
朱
論
介
烈
士
墓
碑
永
久
保
存
会
」（
会
長：

梁

承
好
）
を
発
足
さ
せ
る
。
上
塚
博
勇
氏
の
建
立
し
た
宝
寿
院
の
境
内
に
、
高

さ
三
メ
ー
ト
ル
の
慈
母
観
音
像
を
建
て
る
。
ま
た
、
一
九
九
五
年
七
月
の
除

幕
式
を
日
韓
共
同
で
執
り
行
い
、
論
介
の
慰
霊
祭
を
継
続
し
て
行
う
こ
と
を

決
定
し
た
。

以
上
の
こ
と
に
触
れ
、
園
田
氏
は
、「
郷
土
の
皆
さ
ん
も
ぜ
ひ
一
度
は
こ

の
墓
に
参
り
、
上
塚
氏
の
厚
意
を
知
っ
て
頂
き
た
い
」
と
し
な
が
ら
、
人
々

へ
の
毛
谷
村
六
助
の
墓
参
り
を
勧
め
て
い
る
。

（
六
）「
お
菊
の
松
」
に
お
け
る
毛
谷
村
六
助
像

結
局
、「
お
菊
の
松
」
で
推
察
で
き
る
園
田
氏
の
毛
谷
村
六
助
像
は
い
か

な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
幼
い
頃
、
父
に
死
に
別
れ
母
と
二
人

く
ら
し
、
貧
し
い
な
が
ら
も
親
子
む
つ
ま
し
く
楽
し
い
生
活
だ
っ
た
。
母
は

信
心
深
く
（
中
略
）
六
助
は
英
彦
山
を
特
に
信
仰
し
年
に
二
三
度
は
絶
頂
の

上
宮
に
も
登
っ
て
い
た
」（
六
回
）
と
い
う
記
述
か
ら
す
れ
ば
、
貧
し
い
な

が
ら
も
信
仰
心
の
厚
い
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
毛
谷
村
六
助

が
豊
前
坊
天
狗
よ
り
色
々
の
術
を
学
び
、
さ
ら
に
教
順
寺
に
入
門
し
、
四
書

五
経
は
も
ち
ろ
ん
論
語
を
暗
唱
し
た
り
し
て
学
問
の
勉
強
も
怠
ら
な
か
っ

た
、
と
い
う
事
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
英
彦
山
の
樵
に
過
ぎ
な

か
っ
た
毛
谷
村
六
助
が
、
文
武
両
道
に
優
れ
た
人
物
と
し
て
成
長
し
た
わ
け

で
、
園
田
氏
が
毛
谷
村
六
助
像
に
対
し
て
強
調
し
た
の
は
武
芸
が
優
れ
た
こ

と
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
孝
行
者
と
し
て
の
姿
で
あ
る
。
毛
谷
村
六
助
の

人
物
や
技
量
が
気
に
入
っ
た
小
倉
城
主
の
立
花
統
虎
が
何
度
も
士
官
す
る
こ

と
を
勧
め
た
が
、
毛
谷
村
は
母
親
と
離
れ
る
こ
と
を
嫌
い
、
悉
く
士
官
を
拒

否
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
毛
谷
村
六
助
の
死
の
状
況
に
つ
い
て
、
園
田
氏
が
諸
説
の
中

か
ら
オ
ラ
ン
カ
イ
で
の
戦
死
説
を
選
択
し
た
の
に
は
、
生
き
て
帰
郷
し
て
天

寿
を
遂
げ
た
こ
と
よ
り
も
、
戦
さ
で
の
死
が
、
武
将
と
し
て
の
毛
谷
村
六
助

に
相
応
し
い
最
期
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
し

て
や
、
朝
鮮
で
官
妓
の
色
香
に
惑
わ
さ
れ
て
無
理
心
中
に
追
い
込
ま
れ
た
説
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は
論
外
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
園
田
氏
は
、
同
時
に
論
介

に
よ
る
無
理
心
中
説
を
完
全
に
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
園
田
氏
は
、
論
介
の
無
理
心
中
説
に
言
及
し
な
が
ら
も
、

論
介
が
毛
谷
村
六
助
を
選
ん
だ
理
由
と
し
て
、
毛
谷
村
が
、
他
で
も
な
い
勇

猛
な
加
藤
清
正
に
勘
違
い
さ
れ
た
こ
と
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。つ
ま
り
、

加
藤
清
正
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
人
物
と
し
て
毛
谷
村
六
助
を
取
り
上
げ
て
い

る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
説
は
毛
谷
村
六
助
関
連
の
資
料
を
収
集
し
て

編
纂
し
た
芦
馬
氏
も
同
様
で
あ（
７
）る。

（
七
）
結
語

以
上
、添
田
町
上
津
野
の
ミ
ニ
コ
ミ
紙
の
「
か
み
つ
の
」
の
「
お
菊
の
松
」

を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
中
に
見
出
さ
れ
る
毛
谷
村
六
助
像
を
辿
っ
て
み
た
。

内
容
的
に
は
信
憑
性
に
乏
し
い
記
述
な
ど
も
あ
る
が
、
毛
谷
村
六
助
の
地
元

で
取
り
上
げ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
意
義
が
あ
る
。
も
と
も
と
日
本
で
は
毛

谷
村
六
助
に
関
す
る
文
献
で
は
、
論
介
と
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
た
も

の
は
な
か
っ
た
。
日
本
に
よ
る
韓
国
の
植
民
地
統
治
時
代
に
、
朝
鮮
半
島
で

初
め
て
、
論
介
と
毛
谷
村
六
助
の
関
係
が
記
述
さ
れ
、
毛
谷
村
六
助
が
論
介

に
よ
る
無
理
心
中
に
追
い
込
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
説
を
黙

殺
す
る
の
で
は
な
く
、
園
田
氏
は
丁
寧
に
と
り
あ
げ
た
上
で
、
そ
の
説
を
否

定
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
否
定
し
つ
つ
も
、
そ
の
説
に

そ
っ
て
毛
谷
村
六
助
像
を
別
の
側
面
か
ら
照
ら
し
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
加

藤
清
正
と
勘
違
い
さ
れ
る
ほ
ど
の
武
将
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
で
、
結
局
、

園
田
氏
は
、
論
介
と
毛
谷
村
六
助
の
関
係
が
存
在
す
る
と
い
う
説
を
は
か
ら

ず
も
首
肯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

注

（
１
）
引
用
は
塚
本
哲
三
編
『
絵
本
太
閤
記
』
下
（
有
朋
堂
書
店
、
一
九
二

七
年
）
に
よ
る
。

（
２
）
『
毛
谷
村
六
助
略
縁
起
』原
本
を
入
手
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の

で
、芦
馬
豊
雲
編
『
郷
土

田
川
「
史
録
」
毛
谷
村
六
助
「
貴
田
孫
兵

衛
」
伝
』（
吟
詠
道
無
相
豊
雲
流
総
本
部
、一
九
九
一
年
）を
参
照
し
た
。

（
３
）

浄瑠璃
０
１
０
１
０
０
１
０
０
２
０
０
１
０
１
０
１
１
１
０

歌舞伎
１０
５
６
１１
１０
５
４
３
３
４
３
３
９
４
３
５
４
６
４
４

年
１９０８
１９０９
１９１０
１９１１
１９１２
１９１３
１９１４
１９１５
１９１６
１９１７
１９１８
１９１９
１９２０
１９２１
１９２２
１９２３
１９２４
１９２５
１９２７
１９３５

浄瑠璃
２
２
３
３
０
０
１
０
１
０
０
１
０
２
１
０
１
１
０
１

歌舞伎
４
４
３
３
３
７
５
５
５
４
５
５
６
５
５
６
６
８
５
５

年
１８４９
１８５７
１８５９
１８６７
１８７０
１８７６
１８７８
１８８０
１８９０
１８９１
１８９６
１８９７
１８９８
１８９９
１９０２
１９０３
１９０４
１９０５
１９０６
１９０７

（
近
代
に
お
け
る
『
彦
山
権
現
誓
助
剣
』
の
主
な
上
演
回
数
）

国
立
劇
場
上
演
資
料
集
『
通
し
狂
言

彦
山
権
現
誓
助
剣
』、
国
立

劇
場
調
査
育
成
部
調
査
資
料
課
編

二
〇
〇
二
年
一
二
月
、
国
立
劇
場

上
演
資
料
集
『
文
楽

彦
山
権
現
誓
助
剣
』
国
立
劇
場
芸
能
調
査
資
料

室

二
〇
〇
〇
年
一
二
月
を
参
考
に
岩
谷
が
表
を
作
成
。

― 149 ―



表
の
よ
う
に
、『
彦
山
権
現
誓
助
剣
』
は
、
平
均
的
に
年
三
回
以
上
は

上
演
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
著
し
く
増
加
し
た
の
が
、
一
九
〇
八
年
か
ら

一
九
一
二
年
の
間
で
あ
る
。
毎
月
の
よ
う
に
日
本
の
ど
こ
か
で
『
彦
山

権
現
誓
助
剣
』
が
公
演
さ
れ
て
い
た
。
演
目
と
し
て
は
、
一
一
段
の
内
、

毛
谷
村
六
助
が
、
吉
岡
の
妻
子
の
助
太
刀
を
し
て
仇
討
ち
を
成
功
さ
せ

る
「
毛
谷
村
」
の
段
が
、
最
も
多
く
公
演
さ
れ
て
い
る
。
毛
谷
村
六
助

が
、
そ
の
よ
う
に
人
々
か
ら
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
時

代
の
状
況
と
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
最
も
多
く
演
じ
ら
れ
た
の
は
一

九
〇
八
年
で
あ
り
、そ
れ
は
日
本
が
韓
国
を
併
合
す
る
二
年
前
で
あ
る
。

（
４
）
玉
川
一
郎
『
京
城
・
鎮
海
・
釜
山
』（
新
小
説
社
、
一
九
四
一
年
）

（
５
）
（
２
）
中
の
『
郷
土

田
川

「
史
録
」
毛
谷
村
六
助
「
貴
田
孫
兵

衛
」
伝
』。

（
６
）
毛
谷
村
六
助
と
論
介
を
関
連
さ
せ
た
研
究
は
、
か
ね
こ
ひ
さ
か
ず

「
ノ
ン
ゲ
悲
話
に
お
け
る
毛
谷
村
六
助
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
五

九
巻
一
号
、
一
九
九
四
年
一
月
）、
田
畑
博
子
『
彦
山
権
現
誓
助
剣
』

論
―
毛
谷
村
六
助
と
論
介
―
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
六
一
巻
五

号
、
一
九
九
六
年
五
月
）、
崔
官
『
文
禄
・
慶
長
の
役
（
壬
辰
倭
乱
）』

（
講
談
社
、
一
九
九
四
年
）、
川
村
湊
『
妓
生
―
「
も
の
言
う
花
」
の

文
化
誌
』（
作
品
社
、
二
〇
〇
一
年
）、
名
越
二
荒
之
助
編
『
日
韓
２
０

０
０
年
の
真
実
』（
国
際
企
画
、
一
九
九
七
年
）。

（
７
）
（
５
）
同
。

写
真

（
い
わ
や
め
ぐ
み

立
教
大
学
日
本
学
研
究
所
研
究
員
）

（１）宝寿院内部（英彦山）
（
３
）
木
田
孫
兵
衛
墓
（
毛
谷
村
）

（２）毛谷村六助墓之由来（宝寿院）

（４）「かみつの」
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