
  

 

榮
法

寺
を
興

し
て
眞

宗
の
寺
院

と
し

た
。
」
と

あ
り

ま
す
。
 

 
し

か
し

、
こ

の
宝

暦
元

年
は

江
戸

時
代

の

後
期

で
す
。
そ

の
時

代
に
「

千
人

余
り

の
死

者

を
出

し
た
。
」
と

い
う
事

件
は
考

え
に

く
い

の

で
す

。
ま

た
、
そ

の
よ
う

な
大
事

件
が

都
甲

で

起
き

た
と
い

う
他
の

記
録
も
あ

り
ま

せ
ん

。
 

 
と

な
る

と
別

の
大

き
な

事
件

あ
る

い
は

戦

争
が

近
く

で
あ

っ
た

、
そ

し
て

都
甲

の
人

々

が
数

多
く

犠
牲

に
な

っ
た

戦
い

が
考

え
ら

れ

ま
す

。
「

千
人
余

り
」
と
は

、
非

常

に
多

い
数

を
示

す
表

現
で

す
か

ら
、

戦
死

し
た

者
の

屍
（

し
か

ば

ね
）

が
累

々
と

し
て

い
た

と
い

う

こ
と

で
し
ょ

う
。
 

 
こ

の
よ

う
に

考
え

て
く

る
と

、

そ
の

戦
い

は
天

正
八

年
（

一
五

八

〇
年

）
に

河
内

の
佐
野

村

で
あ

っ
た
鞍

掛
城
（
く

ら

か
け

じ
ょ
う

）
の

合
戦

と

し
か

考
え
ら

れ
ま
せ

ん
。
 

 
戦

国
大

名
大

友
氏

の

一
族

で
あ
り

武
蔵
・

国
東
・
太

田
・

河
内

の
一

帯
を

支
配

し
た

重
臣

の

田
原

氏
一

族
と

主
君

大
友

氏
と

の

確
執
（

か
く
し

つ
）
か
ら

始
ま

っ
た

攻
防

戦
で
す

。
両

者
併

せ
て
、
数

千

の
大

軍
が

河
内

平
野

か
ら

来
縄

一

帯
に

か
け

て
激

戦
を

繰
り

返
し

ま

し
た

。
つ

い
に
田

原
氏
は

攻
め

滅
ぼ

さ
れ

て
、
大

友
氏

に
乗
っ

取
ら

れ
ま

す
。
こ
の

戦
い
で

大
友
軍

の
主

力
部

隊
と

し
て

戦
っ

た
の

が
、

都
甲

谷
の

奥
に

そ

び
え

る
屋

山
城

の
城

主
 

吉
弘

統
幸

（
む

ね

ゆ
き

）
と
そ

の
家
臣

団
で
し
た

。
 

 
吉

弘
氏

の
家

臣
団

は
、

都
甲

氏
や

大

力
氏

、
六

郷
満

山
の

山
伏

達
を

中
心

と

し
た

強
者

（
つ

わ
も

の
）

ぞ
ろ

い
で

し

た
。
勇

猛
果
敢

な
そ
の

戦
い
ぶ

り
は

、
宗

麟
の

息
子

 
大

友
義
統
（

よ
し

む
ね

）
か

ら
厚

い
信
頼

を
受
け

て
い
ま
し

た
。
 

 
し

か
し
、

そ
の

分
犠

牲
も

多
か

っ
た

筈
で

す
。
亡
骸
（

な
き
が

ら
）
の

多
く

は
、

都
甲

に
連

れ
て

帰
り
、

現
在

の
寺

川
橋

の
下

で
洗

わ
れ

て
、
大

力
側

の
平

地
に

埋
め

ら
れ
た

と
思
わ

れ
ま
す
。
当

時
は

、

“
沈

み
橋

”
で

し
た
か

ら
、
遺
骸

は
石

の

上
に

寝
か

さ
れ

、
遺

族
は

泣
き

な
が

ら

綺
麗

に
し

て
別

れ
を

告
げ

の
で

し
ょ

う
。
墓
所

は
、
「
千

人
塚
」
と

呼
ば

れ
、

供
養

の
た

め
に

御
堂

が
建

立
さ

れ
た

の

で
す

。
 

 
た

し
か
に

昔
か
ら

、
榮

法
寺

本
堂
の

床
下
に

は
、

多
く

の
戦

死
者

が
埋

葬

さ
れ

て
い

る
と

聞
か

さ

れ
て

い
ま
す

。
 

現
在

、
山
門

の
脇
に

立
つ

有
縁

堂
（

納
骨

堂
）
が

あ

る
場

所
に
は

、
か
つ

て
地

蔵
堂

が
あ
り

、
深

夜
、
近

く
の

道
を

歩
く

と
血

に

濡
れ

た
馬

の
首

が
下

が

る
と

言
わ
れ

て
、
お

お
い

に
恐

れ
ら

れ
て

い
ま

し

た
。

そ
の
地

蔵
堂
に

は
、

お
そ

ら
く
「

持
地
地

蔵
」

が
祀

ら
れ

て
お

り
、
無

念
の

死
を
迎

え

て
修
羅

道
に
迷

う
人

々
を

、
極
楽
浄
土

へ
と
導

い
た

の
で
あ

り
ま
し
ょ

う
。
 

し
い

討
死

を
遂

げ
ま

し
た

。
そ

の
忠

義

の
生

き
方

に
は

、
敵

味
方

の
別

な
く

感

銘
を

受
け

た
よ

う
で

す
。
ま

た
、
こ

の

戦
い

で
は
「

武
勇

の
聞

こ
え

有
り

都
甲

兵
部

等
皆

々
討

ち
死

」
と

記
録

さ
れ

て

お
り

、
郷

土
の

将
士

多
数

が
命

を
散

ら

し
た

こ
と

が
わ

か
り

ま
す

。
 

 
統

幸
の

人
物

像
に

つ
い

て
は

、
黒

田

如
水

石
垣

原
軍

記
で

は
「

吉
弘

嘉
兵

衛
、
日

頃
よ

り
情

が
厚

く
、
武

の
道

に

達
し

て
お

り
、
大

将
の

器
た

る
人

物
で

あ
る

。
よ

っ
て

、
合

戦
の

場
に

お
い

て

も
家

臣
が

皆
、
そ

の
場

を
立

ち
去

る
こ

と
が

な
く

共
に

死
ぬ

こ
と

を
求

め
て

、

一
所

に
て

皆
討

ち
死

に
し

た
。
」
と

あ

り
ま

す
。

 

 
そ

の
後

、
統

幸
の

首
級

は
吉

弘
神

社

に
祀

ら
れ

、
墓

は
そ

の
裏

に
あ

り
ま

す
。
こ

の
よ

う
に

吉
弘

氏
は

大
友

家
の

た
め

に
最

後
ま

で
、
身

命
を

か
け

忠
節

を
尽

く
し

た
、
ま

さ
に

武
士

の
鑑

と
し

て
誉

高
い

家
柄

で
あ

り
ま

し
た

。
 

 千
年

の
歴

史
 

  
都

甲
谷

の
伝

説
を

考
え

る
 

「
都

甲
郷
土
史

」
と
い

う
古
い
冊

子
が
あ

り

ま
す

。
そ

こ
に
は
『

都
甲
谷
の
伝
説
』
と

で

も
言

う
べ
き
歴
史
が

記
さ
れ
て

い
ま

す
。
 

 
 
そ

の
一
節

「
金
宗

院
」
に
つ

い
て

は
�
 

「
金

宗
院

は
養
老

年
間

の
開
基

に
し

て
、

代
々

吉
弘
氏

の
御
菩
提

所
な
り

。
吉

弘
嘉
兵

衛
が

石
垣

原
の

合
戦

で
戦

死
す

る
と
黒

田

方
は

、
さ

ら
し

首
に

し
て

い

た
。
そ

の
こ
と

を
聞
い

た
金
宗

院
の
住
職
は

夜
間

、
ひ

そ
か
に

そ
の

首
を
持
ち

帰
り

、
途

中
の

都
甲

川
で

洗
っ

て
い

る
と
、

『
御
僧
ヨ
シ
ナ
イ
！
』
と

首
が

言
っ

た
。
そ

れ
で

、
こ

の
川
を

ヨ
シ
ナ

川
と

言
う

。
統

幸
戦
死

の
日

よ
り
十
日

後
の

こ
と

で

あ
っ

た
。
～
た
だ

し
真
実

か
ど

う
か

は
、
わ
か

ら
な
い

。
」
と

記
さ

れ
て
い

ま
す
。
 

 
 
現

在
、
築
地

と
大
力

に
架
か

る
寺

川
橋

の

付
近

が
そ

の
場

所
で

あ
る

と
言

い
伝

え
ら

れ
て

い
ま
す

。
 

 
 
と

こ
ろ
で

、
「

郷
社

都
甲
八
幡
社

」
に

も

不
思
議

な
伝
説

が
記

さ
れ
て
い

ま
す

。
こ
れ

は
「

榮
法
寺

」
の
項

に
も
書
か

れ
て

お
り

、

大
正
十
二
発
刊

の
『
西

国
東
郡
誌
』
に

も
同

じ
内
容

の
記

事
が
あ

り
ま
す
。

 

 
す

な
わ
ち

、「
宝
暦

元
年
（
一
七

五
一
年

）

に
都

甲
村

に
お

い
て
神
社

の
氏

子
た
ち

が

争
闘

を
起
こ

し
、
千
人

余
り
の

死
者

を
出

し

た
。
そ

こ
で
千

人
塚
を
築

い
て
薩
摩

の
産

で

あ
る

大
畠
九
兵
衛
が
剃
髪
し
て
僧

と
な
り

、
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そ

れ
は

十
六

世
紀

、
戦

国
時

代
の

頃
で

す
。

 

 
と

な
る

と
、

Ｎ
Ｈ

Ｋ
の

大
河

ド
ラ

マ
『

軍
師

 
官

兵

衛
』
の

世
界

で
す

。
そ

こ
で

は
、

播
磨

の
小

領
主

黒
田

官
兵

衛
が

苦
悩

し
つ

つ
も

夫
人

や
家

臣
達

と
厳

し
い

戦
国

の
世

を
懸

命
に

生
き

て
い

ま
す

。
そ

れ
は

現
代

の
社

会
に

も
通

じ
る

と
こ

ろ
が

あ
り

、
多

く
の

視
聴

者
に

共
感

と
感

動
を

も
た

ら
し

て
い

ま
す

。
 

 
い

ず
れ

、
舞

台
は

九
州

に
移

り
、

官
兵

衛
は

豊
前

中
津

城
の

城
主

と
な

り
ま

す
。

そ
し

て
登

場
す

る
の

が
、
も

う
一

人
の

主
役

、
屋

山
の

殿
さ

ま
吉

弘
統

幸
公

で
す

。
屋

山
城

主
、
吉

弘
嘉

兵
衛

尉
統

幸
（

か
ひ

ょ
う

え
の

じ
ょ

う
む

ね

ゆ
き

）
は

豊
臣

秀
吉

か
ら
「

無
双

の
槍

使

い
」
と

賞
讃

さ
れ

、
朱

柄
の

槍
を

許
さ

れ

る
ほ

ど
の

豪
毅

な
大

将
で

し
た

。
黒

田
官

兵
衛

や
そ

の
家

臣
 
井

上
九

郎
衛

門
と

は
、

と
も

に
朝

鮮
の

役
で

戦
っ

た
戦

友
で

あ
り

、
旧

知

の
仲

で
す

。
そ

の
黒

田
軍

に

対
し

、
大

友
軍

の
総

大
将

吉

弘
統

幸
は

別
府

の
石

垣
原

で
決

戦
を

挑
み

戦
死

す
る

の
で

す
。

そ
の

戦
い

ぶ
り

や
見

事
な

生

き
様

は
、
諸

人
に

深
い

感
銘

を
与

え
『

武

将
の

鑑
』

と
し

て
讃

え
ら

れ
ま

し
た

。
 

  
屋
山
城
は
い
つ
築
か
れ
た
？
 
 

 
戦

国
時

代
、

屋
山

に
は

山
城

が
築

か

れ
て

い
ま

し
た

。
そ

の
城

主
は

吉
弘

氏

で
す

。
豊

後
の

戦
国

大
名

 
大

友
氏

歴
代

に
重

用
さ

れ
、

九
州

各
地

で
奮

戦
し

た

勇
猛

果
敢

な
一

族
で

す
。
そ

の
時

代
は

、

今
か

ら
お

よ
そ

五
百

年
前
、

一
五

〇
〇

年
代

の
始

め
か

ら
一

五
九

三
年

の
大

友

氏
の

改
易

に
よ

り
、

廃
城

と
な

る
ま

で

の
約

百
年

間
に

及
び

ま
す

。
そ

れ
は

、
全

国
各

地
で

戦
い

が
続

発
し

た
戦

国
時

代

の
後

半
か

ら
、
豊

臣
秀

吉
に

よ
っ

て
『

天

下
統

一
』
が
実

現
し

、
つ

い
で
徳
川

家

康
に

よ
り
江
戸
幕

府
が
開

か
れ

る
、

そ
の
直

前
ま

で
の

時
代

で
す

。
 

 
国
東

半
島

に
お

い
て

は
、
平
安

時

代
末
期
（
千
二

百
年

頃
）
に

発
展

し
た

古
代
仏
教
文
化
（

六
郷
満

山
文
化
）

が
、
横
暴

な
武

士
達

の
出

現
に

よ
り

「
屋

山
寺
焼

き
討

ち
」

な
ど

の
試
練

に
さ

ら
さ

れ
よ

う
と

し
て

い
ま

し

た
。

 

 
 
屋
山
城
と
は
？

 

 
屋

山
城

は
、

国
東

半
島

の
中
央

か

ら
少

し
に
西
寄

り
に
位
置

し
て

い
ま

す
が

、
こ

の
城

は
豊

後
の

戦
国

大
名
・

大
友

氏
に

と
っ

て
、

領
国
支
配

の
拠

点
と

な
る

城
（
根

城
）
で

あ
り

、
中

国

 
ふ

る
さ

と
都

甲
谷

に
ひ

と
き

わ
高

く

そ
び

え
る

の
が

、
八
面

山
・
屋

山
で

す
。

そ
の
姿

は
、

ど
こ

か
ら
眺

め
て

も
美

し

く
、
堂

々
と

し
て
品
格

が
あ

り
、
そ

れ
で

い
て
懐

か
し

さ
を

感
じ

さ
せ

る
名

山
で

す
。

都
甲
谷

に
生

き
る

人
々

の
心
象
風
景

と
な

っ
て

い
る

の
で

し
ょ

う
か

。
 

 
そ
ん

な
屋

山
は

、
か

つ
て

歴
史

の
表

舞
台

に
登

場
し

た

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

 
 

 
都

甲
史

の
謎

  
第

二
弾
  

  
 屋山城主 

  吉弘嘉兵衛尉  燃ゆ! 

 
 
私

た
ち

が
城
郭

を
思

い
浮

か

べ
る

と
、

や
は

り
姫
路

城
に

な

り
ま

す
ね

。
で

も
、
姫
路

城
は

江
戸

時
代
初
期

に
築

城
さ

れ
た

も
の

で
す

。
立
派

な
天
守
閣

と

石
垣

、
瓦
葺

き
の

屋
根

を
も

っ

た
近

世
の

城
で

す
。
壮

大
な
ス

ケ
ー
ル

を
誇

る
権
力

の
象
徴

で

す
。

一
方

、
戦

国
時

代
に
作

ら
れ

た
山

城
は

土
塁

や
空
堀

な
ど

の
土

の
城

で
、
板
葺

き
の

屋
根

を
持

つ
高
櫓
・

物
見

台
な

ど
で
構
成

さ
れ

た
、

戦
闘

の

た
め

の
城

で
す

。
だ

か
ら

、
一
般

に
山

の
頂

上
な

ど
の

高
所

に
築

か
れ

て
お

り
、

様
々

な
工

夫
が
凝

ら
さ

れ
て

い
ま

し
た

。
※

「
日
本

の
城

」
よ

り
 

中
世

の
山

城
と

は
？

 

 榮
法

寺
 

 
大

畑
雅

英
 

1 



  

 

 
吉
弘
氏
と
都
甲
荘
 

 

  
一

方
、
吉

弘
氏

は
十
二

世
紀
末

に
鎌
倉

幕
府

が
開

か
れ

て
、
豊

後
の
守
護

と
し

て

入
部

し
た

大
友

氏
、
そ

の
系
譜

を
引

く
田

原
氏

一
族

、
そ

の
流

れ
を

く
む

吉
弘
正
堅

（
ま

さ
か

た
）
が

、
国
東

の
武
蔵
川

上
流

に
吉
広

城
を

築
き

、
吉

弘
氏

の
祖

と
な

っ

た
も

の
で

す
。

 

 
 
そ

の
頃

、
都

甲
谷

に
は

、
払

田
付
近

を

本
拠

地
と

し
て

い
た

都
甲

氏
が

開
発

し
た
荘
園

が
あ

り
、
そ

の
範

囲
は

現
在

の
払

田
、
荒
尾

、
築

地
、

松
行

、
新

城
の

地

域
と
考

え
ら

れ

て
い

ま
す

。
鎌
倉

時
代

の
都

甲
荘

は
、
都

甲
氏

が
地

頭
と

し
て
支
配

す
る

地
域

で
し

た
。

そ
の

都
甲

氏
は
南
北

朝
の
争
乱
期

（
十
四

世
紀
）
に

は
、
守
護

大
友

氏
や

田

原
氏

の
下

で
各

地
を
転

戦
し

、
一

所
懸

命

に
戦

っ
て

い
た

よ
う

で
す

。
 

 
 
室
町

時
代

に
な

る
と

大
友

氏
一

族
に

内
紛

が
続

き
ま

す
が

、
そ

れ
に
関
連

し
た

一
四
二

九
年

の
姫
岳

合
戦

で
功
績

を
挙

げ
た

吉
弘

氏
は

、
恩

賞
と

し
て

都
甲
荘

の

一
部

を
与

え
ら

れ
て

い
ま

す
。

そ
し

て
、

吉
弘

氏
は

一
四

三
七

年
に

武
蔵

か
ら

都

甲
荘
へ

と
本
拠

地
を

移
し

ま
す

。
五

代
吉

弘
綱

重
（

つ
な

し
げ
）
の

頃
に

は
、
都

甲

荘
の
松
行

や
六

郷
山

領
の
長
岩

屋
、
加
礼

川
一
帯

の
支
配
権

を
獲
得

し
て

い
ま

し

た
。
そ

の
後

、
吉

弘
氏

は
屋

山
城

を
築

城

し
て

戦
時

の
詰

城
（

つ
め

じ
ろ
）

と
し

、

平
時

は
松
行
付
近

に
構

え
た
館
・
筧

城

（
か

け
い

じ
ょ

う
）
を
居

城
と

し
て

い
ま

し
た

。
筧

城
の
位
置

は
諸
説

あ
っ

て
不
明

で
す

が
、
地
元

で
は

都
甲

中
学
校

の
付
近

で
は

と
考

え
ら

れ
て

い
ま

す
。

 

  
六
郷
満
山
と
吉
弘
氏

 

 
都

甲
谷

の
中
心

に
そ

び
え

る
屋

山
の

中
腹

に
あ

る
屋

山
寺
（

現
長
安
寺
）

は
、

鎌
倉

時
代

の
頃

よ
り

六
郷

山
の
惣

山
と

さ
れ

て
い

ま
す

。
六

郷
山

と
は

、
国
東

半
島

に
点
在

す
る

〇
〇
寺

、
〇

〇
岩

屋
な

ど
の

天
台
系

の
寺
院
集
団

の
総

称
（

六
郷
満

山
）
で

あ
り

、
惣

山
と

は

そ
の

中
核
寺
院

と
い

う
意

味
で

す
。

 

 
吉

弘
氏

は
、

こ
の

屋
山
寺

の
六

郷

執
行
（

ろ
く
ご

う
し
ぎ
ょ

う
）
に

、
一

族
の

も
の

を
就
任

さ
せ

て
六

郷
山
執

行
の
権
限

を
握

り
、

こ
れ

に
よ

っ
て

六
郷

山
の
宗
教
的
権
威

や
衆
徒
（
僧

兵
）
の

武
力

、
六

郷
山

領
等

を
掌
握

し

て
、
六

郷
山

全
体

を
支
配

し
ま

し
た

。
 

 
一

方
、
地
元

の
武

士
に

対
し

て
は

、

武
士

の
統
率

者
と

し
て

軍
事
指
揮
権

を
も

ち
、

都
甲
荘

を
中
心

に
勢
力

を

拡
大

し
て

、
政
治
的
・
経
済
的
支
配

を

確
立

す
る

と
と

も
に

、
国
東

半
島

に

確
固

た
る

地
位

を
築

い
て

い
っ

た
の

で
す

。
 

 
大
内
軍
の
侵
攻
と
氏
直
の
戦
死
 

  
七

代
吉

弘
親
信
（

ち
か

の
ぶ
）
・
八

代
氏
直
（

う
じ

な
お
）
父
子

の
時

代

は
、
ま

さ
に

戦
国
乱

世
で

、
大

友
氏

は

豊
前

一
帯

を
舞

台
に

大
内

氏
と
抗
争

を
繰

り
返

し
て

い
ま

し
た

。
一

五
三

二
年

、
大
内

氏
の

軍
勢

が
院
内

の
香

下
付
近

に
あ

る
「
妙

見
岳

城
」
に
入

る

と
大

友
義

鑑
（

よ
し

あ
き
）
は

そ
こ

を

攻
撃

さ
せ

ま
し

た
。
天
文

三
年
（

一
五

三
四

年
）
に

は
、
豊

後
へ
侵
攻

す
る

大

内
軍

を
食

い
止

め
る

た
め

に
、

吉
弘

地
方

の
雄
・

大
内

氏
や
毛
利

氏
へ

の
備

え
と

な
る

城
で

し
た

。
そ

の
規
模

は
豊

後
の

国
で

も
一
・
二

を
争

う
大
規
模

な

山
城

で
、
急
峻

な
屋

山
の

地
形

を
生

か

し
た
難
攻

の
城

で
し

た
。
ち

な
み

に
、
吉

弘
氏

一
族

の
高
橋
紹
運

が
築

城
し

た
太

宰
府

の
「
岩

屋
城

」
や

立
花
宗
茂

の
筑

前

「
立
花

城
」
も

、
縄
張

り
の

厳
し

い
堅

城

で
あ

り
屋

山
城

と
共

通
す

る
築

城
法

を

見
る

こ
と

が
出
来

ま
す

。
 

 
屋

山
城

の
構

造
図

（
入

り
口

付
近

）
 

 
屋

山
城

は
尾
根

に
沿

っ
て
横

に
長

い
 

連
郭
式

の
山

城
で

す
。
登

る
に

は
、
長
安

寺
さ

ん
の
裏

か
ら
林

道
に
入

り
、
約
二
十

分
で
頂

上
へ

。
眺
望

は
東
側
の

み
で

す
。
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大
友
氏
の
衰
退
と
滅
亡
 

  
全
盛
期

に
は

、
九

州
を
併
呑
（
へ

い
ど

ん
）

す
る

ほ
ど

の
勢
威

を
誇

っ
た

大
友

氏
で

し
た

が
、

天
正

六
年
（

一
五
七
八

年
）
に

日
向

に
出

兵
し

、
高

城
・
耳
川

の

戦
い

に
お

い
て
島

津
軍

に
敗

れ
る

と
、

一
気

に
凋
落
（

ち
ょ

う
ら

く
）
の
色

を
深

め
て

い
き

ま
す

。
鎮
信

も
大

友
軍

の
一

翼
を
担

っ
て

、
高

城
の

戦
で

戦
死

し
ま

し
た

。
こ

の
と

き
に

郷
土

の
武

士
達

も

多
数

戦
死

し
た

よ
う

で
、
大
力
・
田

代
の

持
地
庵

に
は
「

大
力

兵
部

」
と

い
う

武
将

の
墓
標

が
在

り
ま

す
。

 

 
鎮
信

の
あ

と
は

十
一

代
統

幸
（
む
ね
ゆ

き
）
が
継
ぎ

、
衰
運

の
大

友
氏

の
勢
力
挽

回
に

尽
力

し
ま

し
た

。
 

 
※

吉
弘

氏
は

、
親
信

か
ら

統
幸

ま
で

 

 
 

五
代

に
わ

た
る
当

主
の

う
ち
四

人
 

 
 

ま
で

が
戦

死
を

遂
げ

て
い

ま
す

。
 

  
天
正

十
五

年
、
豊

臣
秀

吉
の

九
州
征
伐

で
島

津
氏

が
降
伏

す
る

と
、
大

友
宗
麟

の

子
、
義

統
（

よ
し
む
ね
）
は

豊
後

一
国

を

安
堵

さ
れ

ま
し

た
が

、
朝

鮮
の

役
（
文
禄

の
役
）
に

お
い

て
秀

吉
の
怒

り
を

か
っ

て

取
り
潰

し
と

な
り

、
大

友
氏

は
没
落

し
ま

し
た

。
屋

山
城

は
、
こ

の
と

き
に

廃
城

と

な
り

ま
す

。
 

 
大

友
氏

の
改

易
後

、
吉

弘
統

幸
は

豊
前

の
中

津
城

主
黒

田
如

水
に
招

か
れ

て

厚
遇

を
受

け
ま

し
た

が
、

の
ち

に
従

兄
弟

で
筑

後
の
柳

河
城

主
立
花
宗
茂

に
知
行
二
千

石
を
賜

り
、

家
臣

に
取

り
立

て
ら

れ
て

い
ま

す
。

 
 

 
慶
長

五
年
（

一
六

〇
〇

年
）
、
関
ヶ

原
合

戦
の

前
夜

、
大

友
家
再
興

を
企

図
す

る
大

友
義

統
は

石
田

三
成

方
の

西
軍

に
属

し
、

豊
後

の
国

に
戻

り
ま

し
た

。
統

幸
は

か
つ

て
の

主
君

義
統

の
と

こ
ろ

に
駆

け
付

け
、

時
勢

を
説

い
て
東

軍
に

与
（

く
み
）
す

る
こ

と
を

進
言

し
ま

す
が

、
聞

き
入

れ
ら

れ
ず

、

や
む

な
く

主
君

に
従

っ
て

石
垣

原
の

合
戦

に
参
陣

し
ま

し
た

。
 

 
戦

い
は

、
大

友
軍

の
劣
勢

で
し

た

が
統

幸
は
得
意

の
槍

を
振

る
っ

て
黒

田
軍

に
果

敢
に

挑
み

、
つ

い
に
華

々

氏
直
・
寒

田
親

将
（

そ

う
だ

ち
か

ま
さ
）

を

大
将

に
命

じ
て

豊
前

に
出

兵
さ
せ

ま
す

。
 

 

 
山
香

の
大
村

山
に

本
陣

を
お

い
た

大
友

勢
は

、
氏
直

や
親

将

ら
が

山
麓

の
「
勢

場
ヶ

原
」

に
陣

を
張

る
大
内

軍
に
突
撃

し

て
奮

戦
、
自

ら
戦

死
す

る
な

ど
の
敗
北

を
喫

し
ま

し
た

が
、
援

軍
の
到
着

に
よ

り
大
内

軍
は
撃
退

さ
れ

ま
し

た
。

大
将

の
吉

弘
氏
直

は
、
弱
冠

十
九
才

の
若

武

者
で

あ
り

、
い

ま
も

大
村

山
の
頂

上

に
供
養

の
碑

が
残

さ
れ

て
い

ま
す

。

（
勢

場
が

原
の

戦
い
）
。
ち

な
み

に
、

こ
の

年
に

は
、
尾
張

国
で
織

田
信
長

が
生

ま
れ

て
い

ま
す

。
 

 
 
吉

弘
氏

の
家
督

は
、

氏
直

の
戦

死

後
、
嫡
男

鑑
理
（

あ
き

た
だ
）
が
継
承

し
ま

し
た

。
鑑
理

は
大

友
義
鎮
（

よ
し

し
げ
・
宗
麟
）
の
側
近

と
し

て
重

用
さ

れ
、
「

豊
州

三
老

」
の

一
人

と
し

て
、

主
君

の
義
鎮

か
ら

厚
い
信
頼

を
得

て

い
ま

し
た

。
戦

場
で

の
統
率
力

に
勝

れ
、

ま
た
政
治
力

に
も

秀
で

た
文

武

両
道

の
武

人
で

し
た

。
嫡
男

の
十

代

鎮
信
（

し
げ

の
ぶ
）
も
父
に
劣

ら
ぬ

人

物
で

、
立
花

城
の

城
督

と
し

て
、
博

多
・
堺

の
商

人
と

の
交
渉

な
ど

に
活

躍
し

ま
し

た
。
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