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加
藤
清
正
は
、肥
後
入
国
後
最
初
に

行
っ
た
こ
と
が
、千
年
以
上
前
に
あ
っ

た
と
い
わ
れ
る「
下
井
手
」の
作
り
直

し
で
し
た
。
白
川
か
ら
水
を
引
き
、良

い
水
田
を
増
や
し
、米
な
ど
を
多
く
収

穫
で
き
る
よ
う
に
し
た
の
で
す
。
そ

れ
は
、人
々
の
く
ら
し
を
安
定
さ
せ
る

た
め
で
し
た
。
そ
の
後
、上
井
手
を
作

ろ
う
と
し
ま
す
が
、上
井
手
を
作
る
の

は
と
て
も
難
し
く
計
画
は
休
止
し
て

し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、寛
永
九
年

（
１
６
３
６
年
）に
細
川
忠
利
が
工
事

を
再
開
さ
せ
ま
す
。
そ
の
後
、孫
の
綱

利
が
大
津
か
ら
堀
川
ま
で
上
井
手
を

開
通
さ
せ
ま
す
。
そ
し
て
、井
手
沿
い

の「
塘
町
筋
」に
は
、お
寺
や
神
社
が
建

て
ら
れ
参
勤
交
代
の
宿
場
町
と
し
て

大
き
く
発
展
し
て
い
き
ま
す
。

　

参
勤
交
代
の
時
に
、熊
本
を
出
発
し

た
藩
主
の
行
列
は
、大
津
の
御
茶
屋
で

あ
る「
本
陣
」で
最
初
の
夜
を
過
ご
し

ま
し
た
。
そ
の
日
は
、簀
戸
口
と
言
う

臨
時
の
関
所
を
作
っ
て
、出
入
り
を
制

限
し
、人
々
は
早
く
か
ら
道
路
に
座
っ

て
行
列
を
迎
え
ま
し
た
。
町
は
奇
麗

に
清
掃
さ
れ
、町
全
体
が
静
ま
り
返
っ

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、参
勤
交
代
の

行
列
が
消
費
す
る
費
用
は
多
く
、各
宿

場
町
は
と
て
も
繁
栄
し
ま
し
た
。
も

ち
ろ
ん
、大
津
町
も
例
外
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
宿
場
町
と
し
て
大
津

町
は
と
て
も
繁
栄
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
現
在
の
大
津
町
の
繁
栄
は
、正

に
宿
場
町
の
時
代
か
ら
始
ま
っ
た
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
す
。

と
う

す

ど

ぐ
ち

ま
ち
す
じ
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「
大
津
町
史
」

細
川
忠
利
肥
後
就
封
は
寛
永
九
年
で
あ
り
三
年
後
の
寛
永
十
二
年
に
は

参
勤
交
代
の
制
度
が
定
め
ら
れ
大
津
宿
駅
つ
く
り
が
始
ま
り
大
津
殷
盛
時
代
を
む
か
え
る
こ
と
と
な
る
。

上
井
手
の
開
さ
く
に
よ
り
南
方
に
築
き
揚
げ
た
土
堤
の
上
に
旅
籠
屋
、

小
売
店
、露
店
を
建
て
承
応
二
年（
１
６
５
４
年
）に
は

光
尊
寺
が
開
基
さ
れ
民
心
の
安
定
に
貢
献
し
、塘
町
筋
の
集
落
が
形
成
さ
れ
た
。

大
津
手
永
会
所
が
機
構
、建
物
と
も
に
完
備
し
、

現
菊
池
郡
東
部
地
方
の
政
治
経
済
、軍
事
に
わ
た
る
中
心
地
と
な
っ
た
の
は

宝
暦
年
間（
１
７
５
１
年
〜
１
７
６
４
年
）で
あ
り
、

手
永
会
所
は
現
鶴
口
日
吉
神
社
参
道
鳥
居
よ
り
西
側
に
位
置
し
五
十
一
村
を
統
括
し
た
。

一
方
会
所
に
付
随
し
て
御
茶
屋（
本
陣
）・
御
客
屋（
脇
本
陣
）が
出
来
、現
仲
町
は
役
所
街
の
町
並
が
充
実
し
、

上
大
津
に
年
貢
米
貯
蔵
の
大
津
御
蔵
が
建
ち
、阿
蘇
を
願
客
と
し
た
豪
商
が
軒
を
並
べ
、

東
は
上
大
津
簀
戸
口
よ
り
西
は
室
簀
戸
口
に
い
た
る
三
〇
丁
の
町
並
が
完
成
し
大
津
手
永
会
所
所
在
地
と
し
、

参
勤
宿
駅
と
し
て
明
治
維
新
に
い
た
る
ま
で
一
二
〇
年
の
殷
盛
を
え
た
の
で
あ
る
。　

―

大
津
町
史
よ
り

井
手
が
で
き
た
こ
と
が

繁
栄
の
始
ま
り

最
初
の
宿
場
町

大
津


