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明
智
光
秀
と
の
関
わ
り

前
田
家
で
の
活
躍

　
可
児
才
蔵
は
、御
嵩
町
出
身
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
武
将
で
す
。
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に

か
け
て
活
躍
し
ま
し
た
。
天
下
分
け
目
の
関
ヶ
原

の
戦
い
で
は
、福
島
正
則
の
軍
の
先
鋒
隊
長
を
務

め
、徳
川
家
康
か
ら
〝
笹
の
才
蔵
〞
の
通
り
名
を

与
え
ら
れ
ま
し
た
。（
注
1
）そ
ん
な
才
蔵
は
、正

則
に
召
し
抱
え
ら
れ
る
ま
で
は
主
君
に
恵
ま
れ

ず
、明
智
光
秀
、前
田
利
家
、羽
柴
秀
次
な
ど
、次
々

に
仕
官
先
を
変
え
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
彼
ら
の
下
で
戦
場
を
渡
り
歩
い
て
い
た
才
蔵

の
活
躍
と
武
勇
は
、当
時
の
人
々
の
間
に
も
伝

わ
っ
て
い
た
よ
う
で
、多
く
の
逸
話
が
全
国
各
地

に
残
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、才
蔵
の
全
容
を
明

ら
か
に
で
き
る
史
料
は
ま
だ
見
つ
か
っ
て
い
な
い

た
め
、そ
の
生
涯
は
謎
に
包
ま
れ
て
い
ま
す
。

注
1 …

 

森
長
可
が〝
笹
の
才
蔵
〞の
通
り
名
を
与
え

た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

注
2 …

 

義
景
の
子
と
す
る
と
、
多
く
の
逸
話
に
矛
盾

が
生
ま
れ
ま
す
。

注
3 …

 

才
蔵
の
出
生
は
尾
張
国（
美
濃
国
）葉
栗
郡

と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

　

願
興
寺
を
出
た
才
蔵
は
、戦
場
を
求
め
、諸
国

を
流
浪
し
て
い
た
よ
う
で
す
。『
御
嵩
町
史　

通

史
編
』に
よ
る
と
、時
期
は
不
明
で
す
が
、才
蔵

は
明
智
光
秀
に
仕
え
て
い
て
、本
能
寺
の
変
で
は
、

光
秀
に
従
っ
て
本
能
寺
を
攻
め
た
と
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
他
に
、本
能
寺
で
敵
将
の
首
を
取
り

損
ね
た
者
に
対
し
、手
本
を
見
せ
て
取
り
方
を
教

え
た
と
記
さ
れ
て
い
る
文
献
も
あ
り
ま
す
。

　

才
蔵
は
、前
田
利
家
に
仕
え
て
い
た
時
期
も

あ
っ
た
よ
う
で
す
。
末
森
城
の
戦
い
に
参
戦
し

た
と
き
、城
将
の
奥
村
永
福
が
矢
倉
か
ら
命
令

を
出
し
、息
子
の
榮
明
が
裏
門
か
ら
出
て
敵
と

戦
っ
て
い
る
と
、敵
将
、
佐
々
勝
五
郎
が
榮
明
を

見
つ
け
て
戦
い
始
め
ま
し
た
。
利
家
は
榮
明
を
助

け
る
よ
う
に
命
令
し
、才
蔵
は
す
ぐ
に
勝
五
郎

と
戦
い
始
め
ま
し
た
が
、槍
の
柄
が
折
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
そ
こ
で
永
福
が
上
か
ら
代
わ
り

才
蔵
の
気
骨
「
雨
降
り
の
傘
也
」

　
『
小
牧
陣
始
末
記
』に
は
、
才
蔵
が
羽
柴
秀

次
に
仕
え
て
い
た
時
期
の
逸
話
が
記
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

秀
次
が
長
久
手
の
戦
い
で
敗
走
し
、
馬
を
見

失
っ
て
徒
歩
で
逃
げ
て
い
た
と
こ
ろ
へ
、
馬
に

乗
っ
た
才
蔵
が
通
り
か
か
り
ま
し
た
。
そ
こ
で

秀
次
は
馬
を
貸
す
よ
う
に
命
じ
ま
し
た
が
、
才

蔵
は「
雨
降
り
の
傘
也（
雨
の
日
に
傘
を
貸
す
人

な
ど
い
な
い
）」と
言
い
放
ち
、
走
り
去
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
戦
場
で
敗
走
す
る
と
き
は
、
身

分
の
上
下
な
ど
関
係
な
い
と
い
う
信
念
が
才
蔵

に
は
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
主
君
に
も
馬
を
貸

さ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
の
逸
話
は
、
才
蔵
の
気

骨
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
す
。
し
か
し
、
秀
次

に
し
て
み
れ
ば
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
反
逆

行
為
。
才
蔵
は
、
こ
の
一
件
を
知
っ
た
羽
柴
秀

吉
に
叱
ら
れ
、
秀
次
の
下
を
去
り
、
日
陰
者
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
し
た
。

の
槍
を
投
げ
、
才
蔵
が
受
け
取
っ
て
再
び
加
勢

す
る
と
、
つ
い
に
榮
明
は
勝
五
郎
を
討
ち
取
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
才
蔵
の

自
著
で
あ
る『
誓
文
日
記
』に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

福
島
正
則
と
の
出
会
い

　
『
名
将
言
行
録
』に
は
、
才
蔵
が
日
陰
者
に

な
っ
て
い
た
と
き
、
噂
を
聞
い
た
福
島
正
則
が
、

才
蔵
を
７
０
０
石
で
召
し
抱
え
た
と
記
さ
れ
て

い
ま
す（
こ
の
と
き
に
才
蔵
は
、
半
分
の
３
５

０
石
を
家
来
の
竹
内
久
右
衛
門
に
分
け
与
え
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
）。

　

正
則
に
お
目
通
り
し
た
時
、
得
意
な
こ
と
に

つ
い
て
聞
か
れ
た
才
蔵
は「
長
年
の
修
練
の
結

果
、
自
分
で
髪
を
結
ぶ
こ
と
が
上
手
に
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
」と
答
え
ま
し
た
。
こ
れ

を
聞
い
た
正
則
の
家
来
た
ち
は
、
才
蔵
は
う
つ

け
者
か
ひ
ね
く
れ
者
で
は
な
い
か
と
さ
さ
や
き

ま
し
た
。
し
か
し
正
則
は「
後
ろ
に
目
が
な
け

れ
ば
、
自
分
で
髪
を
結
ぶ
こ
と
は
難
し
い
。
そ

れ
が
上
手
に
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
目
の
前

の
こ
と
な
ら
何
で
も
た
や
す
く
で
き
る
の
だ
ろ

う
」と
言
い
ま
し
た
。
正
則
は
才
蔵
の
能
力
を

し
っ
か
り
と
見
抜
い
て
い
た
と
い
え
ま
す
。

戦
国
最
強
の
武
将

1

　

才
蔵
の
出
生
に
つ
い
て
は
、御
嵩
町
の
古
刹
・

願
興
寺
に
伝
わ
る『
大
寺
記
』に
、
次
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
越
前（
現
在
の
北
陸
地
方
）で
朝
倉
義
景
が
滅
ぼ

さ
れ
た
時
、
１
人
の
身
重
の
側
室
が
逃
げ
出
し
、

放
浪
の
末
に
願
興
寺
に
た
ど
り
着
き
、
隠
れ
住

む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
や
が
て
男
の
子
が
生

ま
れ
ま
し
た
が
、
名
字
を
朝
倉
に
す
る
こ
と
を

避
け
、
可
児
大
寺（
願
興
寺
の
別
名
）に
ち
な
ん

で
可
児
太
郎
と
名
付
け
、
側
室
は
宝
渕
宗
珠
と

名
乗
り
ま
し
た
。
そ
の
後
も
２
人
は
願
興
寺
で

暮
ら
し
て
い
ま
し
た
が
、
太
郎
は
７
歳
ご
ろ
に

な
る
と
越
前
へ
出
て
行
き
、
可
児
才
蔵
と
名
乗

り
ま
し
た
」

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
才
蔵
は
、
越
前
の
守
護
で

あ
っ
た
朝
倉
氏
の
子
孫
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。（
注
2
）ま
た
、
可
児
と
い
う
名
字
が
、
可

児
郡
か
ら
発
祥
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
才

蔵
と
御
嵩
町
の
間
に
は
深
い
関
係
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。（
注
3
）

 
可
児
才
蔵
生
誕
の
地 

御
嵩
町

才
蔵
の
遍
歴
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可
児
才
蔵

広
島
県
の
才
蔵
寺
に
あ
る

可
児
才
蔵
像

が
ん
こ
う
じ

お
お
て
ら
き

ほ
う
え
ん
そ
う
じ
ゅ

せ
い
も
ん
に
っ
き

御
嵩
町
の
古
刹
・
願
興
寺

2　戦国最強の武将 可児才蔵

 

二

一



　
才
蔵
は
、福
島
正
則
に
従
っ
て
関
ヶ
原
の
戦
い

に
参
戦
し
、そ
の
活
躍
に
感
嘆
し
た
徳
川
家
康
か

ら
〝
笹
の
才
蔵
〞
の
通
り
名
を
与
え
ら
れ
ま
し

た
。『
名
将
言
行
録
』『
石
田
軍
記
』『
黒
田
家
譜
』

か
ら
、そ
の
前
後
の
逸
話
も
含
め
て
紹
介
し
ま
す
。

　

才
蔵
に
関
す
る
逸
話
の
中
に
は
、
福
島
正
則

が
登
場
す
る
も
の
が
多
く
、
そ
の
行
動
や
発
言

か
ら
、
お
互
い
の
関
係
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
こ
こ
で
は『
福
島
太
夫
殿
御
事
』『
名
将

言
行
録
』か
ら
、
２
つ
の
逸
話
を
紹
介
し
ま
す
。

　

あ
る
日
、
正
則
は
日
の
あ
た
る
石
垣
に
、

十
文
字
槍
が
置
か
れ
て
い
る
の
を
見
つ
け
ま

し
た
。
日
が
あ
た
っ
て
は
槍
に
良
く
な
い
と

思
い
、
日
陰
へ
置
き
直
そ
う
と
し
ま
し
た
が
、

ふ
と
鞘
を
抜
い
て
見
る
と
、
赤
く
錆
び
て
い

た
た
め
、（
持
ち
主
が
手
入
れ
を
し
て
い
な
い

こ
と
を
）怒
っ
て
放
り
投
げ
ま
し
た
。
そ
こ

へ
才
蔵
が
現
れ
、
正
則
に
自
分
の
槍
を
放
り

投
げ
た
理
由
を
聞
く
と
、
才
蔵
は「
槍
先
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。
槍
は
先
で
突
く
も
の
で
す
」

と
言
い
、
槍
を
拾
っ
て
正
則
に
渡
し
ま
し
た
。

　

正
則
が
鞘
を
全
て
抜
き
取
る
と
、
槍
の
先

端
は
氷
の
よ
う
に
研
ぎ
立
て
ら
れ
て
い
て
、

鳥
肌
が
立
つ
ほ
ど
で
し
た
。
肝
を
潰
し
た
正

則
は
、
槍
を
鞘
に
納
め
、
日
陰
へ
置
き
直
し

ま
し
た
。

　

才
蔵
は
広
島
城
の
門
番
を
夜
通
し
勤
め
て
い

ま
し
た
が
、
年
を
と
っ
て
か
ら
は
、
休
憩
中
は

寝
転
ん
で
仮
眠
を
取
っ
て
い
ま
し
た
。
す
る
と
、

そ
こ
へ
正
則
に
仕
え
て
い
る
小
坊
主
が
来
て
、

正
則
か
ら
の
贈
り
物
と
し
て
、
才
蔵
に
う
ず
ら

を
手
渡
し
ま
し
た
。
す
る
と
才
蔵
は
慌
て
て
起

き
上
が
り
、
は
か
ま
を
は
き
、
本
丸
の
方
へ
向

か
っ
て
う
ず
ら
を
受
け
取
り
、
お
礼
の
言
葉
を

述
べ
ま
し
た
。
そ
し
て
小
坊
主
に
向
か
い
、
寝

転
ん
で
い
る
自
分
に
対
し
て
、
正
則
か
ら
の
贈

り
物
が
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
は
、

正
則
に
対
し
て
大
変
失
礼
な
こ
と
だ
と
言
っ

て
、
厳
し
く
叱
り
ま
し
た
。

　

こ
の
話
を
聞
い
た
正
則
は「
全
て
の
家
来
に

才
蔵
の
よ
う
な
心
を
持
っ
て
欲
し
い
。
そ
う
す

れ
ば
、
ど
ん
な
事
も
私
の
思
い
通
り
に
で
き
る

だ
ろ
う
」と
言
い
ま
し
た
。

　

才
蔵
が
宝
蔵
院
流
槍
術
を
習
得
す
る
ま
で
の

経
緯
が『
甲
子
夜
話
』に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

あ
る
日
、
才
蔵
は
奈
良
に
あ
る
興
福
寺
の
宝

蔵
院
を
訪
ね
ま
し
た
。
そ
こ
で
槍
術
に
つ
い
て

聞
き
ま
し
た
が
、
戦
場
で
槍
の
使
い
方
を
覚
え

た
才
蔵
に
は
、
槍
術
の
理
屈
が
分
か
ら
ず
、
正

則
の
許
し
を
得
て
宝
蔵
院
で
修
行
を
始
め
ま
し

た
。
し
か
し
、
修
行
後
の
戦
い
で
は
、
か
え
っ

て
恐
怖
心
が
芽
生
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

才
蔵
は
再
び
宝
蔵
院
を
訪
ね
、
こ
の
こ
と
を

話
す
と
、
ま
だ
半
分
し
か
学
べ
て
い
な
い
か
ら

だ
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
才
蔵
は
更
に
修

行
を
重
ね
、
遂
に
宝
蔵
院
流
槍
術
を
習
得
し
、

正
則
の
も
と
へ
戻
り
ま
し
た
。
こ
れ
以
降
、
才

蔵
は
、
敵
の
槍
道
を
は
っ
き
り
と
観
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

3

　

本
戦
前
、
正
則
が
才
蔵
と
若
侍
を
使
い
に
出

す
と
、
若
侍
は
竹
束（
竹
を
束
ね
た
防
具
）の
外

側
を
通
っ
て
行
く
と
言
い
ま
し
た
が
、
才
蔵
は

弓
矢
や
鉄
砲
を
避
け
る
た
め
に
同
行
は
せ
ず
、

竹
束
の
内
側
を
通
っ
て
行
き
ま
し
た
。
や
が
て

若
侍
は
命
か
ら
が
ら
目
的
地
に
着
き
、
才
蔵
は

何
事
も
な
く
目
的
地
に
着
き
ま
し
た
。
そ
の
帰

り
道
、若
侍
は
才
蔵
の
判
断
が
正
し
く
、自
分
は

命
拾
い
を
し
た
と
言
い
ま
し
た
。
す
る
と
才
蔵

は「
大
事
な
任
務
を
終
え
ず
に
死
ぬ
わ
け
に
は
い

か
な
か
っ
た
。
し
か
し
任
務
を
終
え
た
今
は
、

死
ん
で
も
惜
し
く
は
な
い
」と
言
い
、竹
束
の
外

側
を
通
っ
て
帰
り
ま
し
た
。
し
か
し
若
侍
に
は

も
う
そ
の
勇
気
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

家
康
が
到
着
す
る
ま
で
の
間
、
正
則
た
ち
は

勝
手
な
行
動
を
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
あ
る
日
、正
則
の
陣
に
近
づ
い
た
敵
将
を
、

才
蔵
が
勝
手
に
討
ち
取
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ

れ
に
怒
っ
た
正
則
は
才
蔵
に
謹
慎
を
命
じ
ま
し

た
。
し
か
し
才
蔵
は
、
翌
日
か
ら
笹
の
枝
を
背

中
に
立
て
て
密
か
に
戦
い
に
出
か
け
、
首
を
取

る
と
耳
や
鼻
に
笹
の
葉
を
入
れ
て
そ
の
場
に
捨

て
、ま
た
密
か
に
帰
っ
て
い
ま
し
た
。

　

本
戦
の
先
陣
は
福
島
隊
。
才
蔵
が
そ
の
隊
長

で
し
た
。
し
か
し
、
直
前
に
な
っ
て
味
方
の
井

伊
直
政
と
松
平
忠
吉
が
先
頭
に
出
て
き
ま
し
た
。

才
蔵
が「
先
陣
を
き
る
の
は
福
島
隊
な
の
で
、こ

の
先
は
通
せ
ま
せ
ん
」と
制
す
と
、
直
政
は「
家

康
様
の
命
令
で
す
。
偵
察
に
行
く
間
だ
け
通
し

な
さ
い
」と
言
っ
た
の
で
、
才
蔵
は「
偵
察
な
ら

主
力
は
残
し
て
行
っ
て
く
だ
さ
い
」と
言
い
、そ

の
結
果
、
直
政
た
ち
は
た
っ
た
３
０
０
人
ほ
ど

の
兵
を
率
い
て
進
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

関
ヶ
原
の
戦
い
の
後
、
首
実
検
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
そ
こ
で
才
蔵
は
、
謹
慎
中
も
戦
っ
て
い

た
こ
と
を
話
し
ま
し
た
。
正
則
は
怒
り
ま
し
た

が
、全
て
の
首
を
確
認
し
た
結
果
、17
人
の
首
か

ら
笹
の
葉
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。（
注
4
） 

こ
れ

を
知
っ
た
家
康
は
感
嘆
し
、
才
蔵
に
〝
笹
の
才

蔵
〞
の
通
り
名
を
与
え
ま
し
た
。
な
お
、
こ
の

一
件
で
才
蔵
は
家
康
の
印
象
に
残
っ
た
よ
う
で
、

家
康
は
正
則
に
会
う
と
、
才
蔵
の
無
事
を
尋
ね

て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

才
蔵
と
福
島
正
則
の
関
係

一
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四

才
蔵
の
槍

五

関
ヶ
原
の
戦
い

三

二

「関ケ原合戦図屏風」 関ケ原歴史民俗資料館所蔵

才
蔵
が
使
用
し
た
と
さ
れ
る
十
文
字
槍

注
4 …

 

20
人
の
首
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。



　　

戦
場
以
外
で
も
才
蔵
は
勇
ま
し
く
、
気
骨

の
あ
る
振
る
舞
い
を
し
て
い
ま
し
た
。
年
を

と
っ
て
も
衰
え
な
か
っ
た
そ
の
様
子
は『
名
将

言
行
録
』に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

あ
る
日
、
才
蔵
に
試
合
を
申
し
込
ん
だ
者

が
い
ま
し
た
。す
る
と
才
蔵
は
、甲
冑
を
着
け
、

そ
の
背
中
に
笹
の
枝
を
差
し
、
鉄
砲
を
持
っ

た
家
来
を
10
人
連
れ
て
現
れ
ま
し
た
。
驚
い

た
相
手
が「
私
は
一
対
一
の
槍
試
合
の
つ
も
り

で
す
」と
言
う
と
、
才
蔵
は
笑
っ
て「
私
の
試

合
は
い
つ
も
こ
の
と
お
り
で
す
」と
言
い
ま
し

た
。
才
蔵
に
と
っ
て
は
、
実
戦
を
想
定
し
て

い
な
い「
試
合
」な
ど
意
味
の
な
い
も
の
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。

　

福
島
正
則
の
身
内
の
加
兵
衛
と
い
う
者
が

「
才
蔵
様
は
若
い
こ
ろ
は
凄
か
っ
た
そ
う
で
す

が
、
今
で
は
刀
を
腰
に
帯
び
る
こ
と
も
で
き

ず
、
家
来
に
持
た
せ
て
い
る
ご
様
子
。
そ
の

お
手
並
み
、
拝
見
し
た
い
も
の
で
す
」と
言
い

ま
し
た
。
才
蔵
は
若
い
こ
ろ
は
長
太
刀
の
使

い
手
で
し
た
が
、
年
を
と
っ
て
か
ら
は
刀
を

　
「
福
島
正
則
が
、
広
島
城
の
石
垣
を
無
断
で
改

修
し
た
罪
を
問
わ
れ
、
広
島
か
ら
追
わ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
と
き
、
納
得
が
で
き
な
か
っ
た
才

蔵
は
、
数
十
人
の
家
来
と
共
に（
広
島
城
の
近

く
の
）小
さ
な
城
に
立
て
こ
も
り
ま
し
た
。
や

が
て
広
島
城
に
や
っ
て
来
た
新
城
主
・
浅
野
長

晟
が
こ
の
城
を
攻
め
る
と
、
才
蔵
た
ち
は
熱
い

み
そ
汁
を
浴
び
せ
か
け
て
戦
い
ま
し
た
。
次
に

長
晟
が
才
蔵
た
ち
を
兵
糧
攻
め
に
す
る
と
、
才

蔵
た
ち
は
周
辺
の
人
々
に
、『
城
山
の
お
地
蔵
様

に
笹
の
葉
を
供
え
、
そ
こ
に
み
そ
と
米
を
乗
せ

る
と
願
い
が
叶
う
』と
い
う
噂
を
流
し
ま
し
た
。

す
る
と
み
そ
と
米
が
次
々
と
集
ま
り
、
才
蔵
た

ち
は
戦
い
続
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」と
い

う
民
話
が
広
島
市
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
民
話
に
出
て
く
る
お
地
蔵
さ
ま
は
、
今
も
才

蔵
寺
に
置
か
れ
て
い
て「
ミ
ソ
地
蔵
」と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。
み
そ
は「
脳
み
そ
」を
連
想
さ
せ
る

た
め
、
今
で
は
多
く
の
受
験
生
が
参
拝
し
、
み

そ
を
供
え
て
合
格
を
祈
願
し
て
い
ま
す
。

　

九
州
北
部
に
は
、
夜
に
窓
か
ら
忍
び
込
も
う

と
し
た
曲
者
を
才
蔵
が
切
り
捨
て
た
ら
、
そ
れ

は
疱
瘡
神（
天
然
痘
の
神
）だ
っ
た
の
で
、
そ
の

後
、
才
蔵
を
描
い
た
紙
を
門
に
貼
る
と
、
天
然

痘
に
か
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ

り
ま
す
。『
笹
野
才
蔵
人
形
』は
、
こ
の
才
蔵
を

人
形
に
し
た
も
の
で
、
若
い
男
前
の
才
蔵
は
、

派
手
な
着
物
を
着
て
、
愛
宕
権
現
の
使
い
で
あ

る
猿
を
連
れ
て
い
ま
す
。

　

才
蔵
の
武
勇
の
中
に
は
、
半
ば
伝
説
と
も
い
え
る
よ
う
な
民
間
伝
承
に
姿
を
変
え
、

現
代
に
伝
わ
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

家
来
に
持
た
せ
て
い
た
の
で
す
。
す
る
と
才

蔵
は「
こ
れ
は
お
恥
ず
か
し
い
。
若
い
こ
ろ
は

こ
の
刀
で
試
合
を
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
名
残

惜
し
く
て
家
来
に
持
た
せ
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
武
芸
の
方
は
、
よ
そ
目
に
は
分
か
り
に
く

い
の
で
、
今
ご
覧
に
入
れ
ま
し
ょ
う
」と
言
っ

て
立
ち
上
が
り
、
そ
ば
に
置
い
て
あ
っ
た
刀
を

取
る
と「
こ
れ
が
長
太
刀
の
技
で
す
」と
言
っ

て
刀
を
抜
き
、
加
兵
衛
の
首
を
落
と
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。

　

若
侍
た
ち
が
集
ま
っ
て
話
を
し
て
い
た
時

「
ど
れ
ほ
ど
凄
い
人
も
、
年
を
と
っ
た
ら
そ
う

で
は
な
い
。
心
は
勇
ま
し
く
て
も
、
若
い
こ
ろ

と
は
違
う
」と
言
っ
た
の
を
聞
い
た
才
蔵
は

「
年
寄
り
も
人
に
よ
る
」と
言
い
ま
し
た
。
更

に
若
侍
た
ち
が「
ど
れ
ほ
ど
強
い
者
も
、
手
足

が
弱
っ
て
し
ま
っ
て
は
何
も
で
き
な
い
」と
言

う
と
、
才
蔵
は「
い
や
い
や
、
人
に
よ
る
」と
言

い
ま
し
た
。
才
蔵
は
年
を
と
っ
て
も
甲
冑
と

武
器
を
身
に
着
け
、
馬
に
乗
っ
て
走
り
回
り
、

若
侍
と
戦
っ
て
も
負
け
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

5

　　

晩
年
、
才
蔵
は
才
入
に
改
名
し
て
、
仏
門

に
入
る
と
、
広
島
城
の
東
に
あ
る
矢
賀
山
に

所
有
し
て
い
た
山
荘
・
竹
葉
軒
の
跡
に
、
才

蔵
寺
を
建
て
ま
し
た（
矢
賀
山
か
ら
は
広
島

城
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
）。

　
『
翁
草
』に
は
、
才
蔵
の
最
期
が
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
軍
神
・
愛
宕
権
現
を
信
仰
し
て
い

た
才
蔵
は
、
自
分
が
そ
の
縁
日
に
死
ぬ
こ
と

を
予
言
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
予
言
ど
お

り
、
縁
日
に
あ
た
る
6
月
24
日
に
身
を
清
め
、

甲
冑
と
薙
刀
を
身
に
着
け
た
才
蔵
は
、
椅
子

に
座
っ
た
ま
ま
息
絶
え
ま
し
た
。
才
蔵
の
墓

標
は
、
矢
賀
山
の
麓
、
通
称「
才
蔵
峠
」の
脇

に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
心
あ
る
武
士
は
馬
を

下
り
、
水
を
供
え
、
花
を
手
向
け
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

民
話「
可
児
才
蔵
の
み
そ
合
戦
」
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八

笹
野
才
蔵
人
形

九

才
蔵
の
最
期

七

衰
え
を
知
ら
ぬ
才
蔵

六

【 
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史
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９
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９
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編『
可
児
町
史
』可
児
町
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９
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０
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９
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介
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術
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記
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菩
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刊
行
会
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９
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９
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３
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水
編『
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人
百
話
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国
軍
事
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編
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ん
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編『
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町
史
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町
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９
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笹野才蔵人形
（津屋崎人形巧房）

ミソ地蔵（才蔵寺）

才蔵の墓標（才蔵寺）
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ナ
ラ
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刻
テ
モ
見
セ
ン  

ワ
カ
心

直
ノ
外
ニ  

節
モ
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モ
ナ
シ

　

こ
れ
は
、
才
蔵
が『
誓
文
日
記
』に
書

き
留
め
た
、生
涯
で
唯
一
の
短
歌
で
す
。

天
真
爛
漫
で
竹
を
割
っ
た
よ
う
な
性
格

は
、
こ
れ
ま
で
に
紹
介
し
た
才
蔵
の
活

躍
と
武
勇
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。
今
回
は
、
全
国
各
地
に
残
っ

て
い
る
才
蔵
の
逸
話
を
集
め
、
こ
の
よ

う
な
形
に
ま
と
め
ま
し
た
。
こ
の
冊
子

を
手
に
取
ら
れ
た
み
な
さ
ん
が
、
戦
国

最
強
の
武
将
・
可
児
才
蔵
の
魅
力
を
発

見
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

最
後
に
・
・
・
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