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島
津
の
大
軍
が
豊
後
へ
侵
入
し
て
き
た
の
は
、
天
正
十
四
年

（
一
五
八
六
）
十
月
で
あ
る
。

　
大
友
宗
麟
が
日
向
遠
征
で
、
島
津
軍
に
大
敗
し
た
の
は
、
天
正
六
年

（
一
五
七
八
）十
一
月
だ
。
あ
れ
か
ら
八
年
の
歳
月
が
経（
た
）っ
て
い
る
。

こ
の
八
年
の
間
、
両
国
は
平
穏
で
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。

　
九
州
の
覇
者
を
目
指
し
て
い
る
島
津
氏
は
、
最
大
の
障
害
で
あ
る
豊
後

の
大
友
氏
を
討
つ
目
標
に
向
か
っ
て
、
周
到
な
準
備
を
す
す
め
て
き
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
日
向
の
大
敗
で
内
部
の
結
束
の
弱
さ
を
露
呈
し
た
大
友

氏
は
、
崩
れ
か
か
っ
た
既
得
権
の
維
持
に
躍
起
と
な
り
な
が
ら
、
島
津
の

侵
攻
に
お
び
え
続
け
て
き
た
。
も
っ
と
も
島
津
と
大
友
は
、
い
っ
た
ん
は

和
睦
（
わ
ぼ
く
）
の
手
を
握
り
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
天
下
取

り
を
目
指
す
織
田
信
長
と
、
前
（
さ
き
の
）
関
白
（
か
ん
ぱ
く
）
近
衛
前

久
の
口
き
き
に
よ
っ
た
も
の
で
、
天
正
九
年
（
一
五
八
一
）
三
月
ご
ろ
和

睦
が
成
立
し
た
。
大
友
氏
は
こ
の
和
睦
は
大
い
に
歓
迎
し
た
の
だ
が
、
島

津
氏
は
し
ぶ
し
ぶ
の
体
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
や
が
て
な
し
く
ず
し
に
破
ら

れ
て
し
ま
っ
た
。

　
島
津
方
は
、
ま
ず
肥
後
・
肥
前
方
面
の
、
島
津
へ
敵
対
す
る
勢
力
を
討

①
島
津
義
久
の
野
望          

｜ 

内
応
の
手
、
着
々
と
う
つ 

｜

伐
す
る
こ
と
を
名
目
に
北
上
を

始
め
、
次
々
と
北
九
州
の
拠
点

を
押
さ
え
て
い
っ
た
。
豊
後
攻

略
の
包
囲
網
を
固
め
る
た
め
で

あ
る
。

　
一
方
大
友
方
は
、
日
向
敗
戦
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を
機
に
、
あ
か
ら
さ
ま
に
反
大
友
の
姿
勢
を
み
せ
て
き
た
筑
前
・
肥
後
の

勢
力
を
押
さ
え
て
、
地
盤
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
の
行
動
を

と
る
。

　
そ
れ
は
、
北
九
州
に
お
い
て
大
友
と
島
津
の
間
接
戦
争
の
様
相
を
も
み

せ
て
き
て
、や
が
て
豊
薩
戦
へ
の
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
流
れ
と
な
る
の
だ
が
、

大
友
方
は
守
り
の
姿
勢
で
あ
り
、
島
津
方
は
攻
め
の
姿
勢
で
あ
る
こ
と
に

変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
そ
の
間
、
中
央
の
情
勢
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
っ

た
。

　
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
六
月
に
は
、
織
田
信
長
が
本
能
寺
の
変
で
不

慮
の
死
を
遂
げ
、
天
下
は
羽
柴
（
豊
臣
）
秀
吉
の
手
に
移
り
、
着
々
と
国

内
統
一
の
布
石
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
翌
十
一
年
に
は
、
秀
吉
は
大
阪
城
を
建
て
、
十
三
年
に
は
、
関
白
の
位

を
得
た
。
大
友
宗
麟
は
、
そ
の
秀
吉
に
す
が
っ
て
、
島
津
の
侵
略
を
阻
止

す
る
こ
と
を
考
え
た
。
そ
こ
で
大
阪
城
竣
工
（
し
ゅ
ん
こ
う
）
と
関
白
に

な
っ
た
こ
と
を
祝
う
使
者
を
上
阪
さ
せ
た
。
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）

九
月
の
こ
と
で
あ
る
。

　
祝
儀
の
使
者
は
、
秀
吉
の
好
み
そ
う
な
名
刀
や
茶
器
、
絵
画
な
ど
、
高

価
な
名
品
を
献
上
し
、
祝
辞
の
言
上
と
共
に
、
宗
麟
の
書
状
を
差
し
出
し

た
。
そ
の
書
状
は
、
島
津
が
大
友
へ
戦
い
を
い
ど
ん
で
い
る
九
州
の
現
状

を
訴
え
、
ご
威
光
を
も
っ
て
九
州
に
平
穏
を
も
た
ら
せ
て
ほ
し
い
、
と
懇

願
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
訴
え
は
聞
き
届
け
ら
れ
た
。
十
月
二
日
付
け
で
秀
吉
は
島
津
へ
、

次
の
よ
う
な
内
容
の
書
状
を
送
っ
て
い
る
。

　「
関
東
、
奥
州
な
ど
は
、
綸
命
（
り
ん
め
い
）（
天
子
の
命
）
に
よ
っ
て

泰
平
に
な
っ
て
お
る
の
に
、
九
州
が
合
戦
を
続
け
て
い
る
の
は
何
故
か
。



第十三章●島津軍の豊後侵攻 1 6

国
郡
境
の
争
い
に
つ
い
て
は
後
日
双
方
の
主
張
に
も
と
づ
い
て
裁
定
す

る
。
豊
後
攻
め
の
動
き
は
直
ち
に
中
止
す
る
こ
と
。
こ
れ
は
天
皇
の
命
で

あ
る
。
こ
の
命
に
背
く
な
ら
成
敗
す
る
。
よ
く
よ
く
分
別
し
て
返
答
せ
よ
」

　
厳
し
い
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
書
状
に
は
、大
名
の
細
川
藤
孝（
幽

斎
）
ら
の
添
状
が
つ
け
ら
れ
て
あ
っ
た
。
こ
の
書
状
が
島
津
へ
届
い
た
の

は
、
翌
十
四
年
正
月
二
十
二
日
。
三
カ
月
半
ほ
ど
も
か
か
っ
て
い
る
。

　
そ
の
こ
ろ
島
津
の
当
主
義
久
は
、
豊
後
侵
攻
に
つ
い
て
連
日
軍
議
を
開

い
て
い
た
。
す
で
に
肥
後
の
大
半
は
勢
力
下
に
収
め
て
い
る
の
で
肥
後
口

か
ら
攻
め
入
る
べ
き
か
。
こ
れ
も
島
津
支
配
下
に
あ
る
日
向
口
か
ら
突
入

す
べ
き
か
。同
時
に
二
つ
の
口
か
ら
侵
攻
す
る
両
面
作
戦
を
と
る
べ
き
か
。

　
一
方
で
は
豊
後
側
の
国
境
を
守
備
す
る
城
主
の
一
部
に
対
し
て
、
島
津

へ
の
内
応
の
手
が
う
た
れ
て
い
た
。
島
津
側
の
資
料
に
よ
る
と
、
豊
後
南

郡
衆
（
大
野
・
直
入
方
面
の
城
主
集
団
）
の
中
の
五
、六
人
が
肥
後
の
阿

蘇
氏
を
通
じ
て
「
豊
後
侵
攻
の
さ
い
は
味
方
す
る
」
と
誓
約
し
た
と
い
う
。

　
島
津
側
に
は
、
大
友
の
キ
リ
シ
タ
ン
傾
斜
の
た
め
の
、
内
部
の
弱
点
が

手
に
取
る
よ
う
に
見
え
て
い
る
か
ら
、
勝
利
へ
の
確
信
は
強
ま
る
一
方
で

あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
戦
機
は
熟
し
、
作
戦
会
議
の
最
中
に
大
阪
城
の
関
白
秀
吉

か
ら
「
豊
後
侵
攻
は
や
め
よ
」
と
い
う
書
状
が
届
い
た
の
で
あ
る
。

　「
関
白
が
天
皇
の
御
名
で
命
令
し
て
き
て
も
、
わ
し
は
豊
後
攻
め
を
取

り
や
め
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
ぞ
。
皆
の
者
は
、
関
白
か
ら
の
書
状
に
対

し
て
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
と
思
う
か
」

②
関
白
の
命
も
無
視 

　   

｜ 

「
落
ち
度
は
な
い
」
と
島
津
側 
｜
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島
津
義
久
は
、
関
白
か

ら
の
書
状
を
、
重
臣
た
ち

の
面
前
に
投
げ
る
よ
う
に

し
て
語
気
を
強
め
た
。

　「
御
意
の
通
り
。
作
戦

続
行
に
何
ら
異
を
は
さ
む

も
の
は
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
。

さ
り
な
が
ら
関
白
の
書
状
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
参
り
ま
す
ま
い
。
当
方

の
事
情
を
了
解
し
て
も
ら
う
た
め
、大
阪
へ
返
書
を
送
る
が
穏
当
で
は
…
」

　
と
い
う
の
が
大
方
の
意
見
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

　「
当
家
は
、
鎌
倉
以
来
の
由
緒
あ
る
名
門
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
秀

吉
殿
は
、
由
来
な
き
家
柄
の
出
と
承
知
し
て
お
る
。
こ
れ
を
関
白
扱
い
し

て
、
返
書
を
呈
上
す
る
の
は
、
当
家
の
沽
券
（
こ
け
ん
）
に
か
か
わ
る
。

出
す
べ
き
で
な
い
」

　
と
い
う
強
硬
な
意
見
が
一
部
か
ら
出
た
。
薩
摩
人
の
面
目
躍
如
た
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
相
談
の
末
、
添
状
を
つ
け
て
き
た
細
川
幽
斎
あ
て
に
出
す

こ
と
で
、
秀
吉
へ
の
返
書
に
替
え
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
手
紙
の
内
容
も

合
議
し
て
作
り
上
げ
た
。
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　「
天
正
九
年
（
一
五
八
一
）
に
、
信
長
公
、
近
衛
前
久
公
の
お
口
添
え

に
よ
っ
て
、
大
友
方
と
和
睦
（
わ
ぼ
く
）
し
て
こ
の
か
た
、
当
方
は
何
ら

態
度
に
変
わ
り
は
な
い
の
に
、
大
友
方
が
和
睦
を
無
視
し
て
、
度
々
武
威

を
構
え
て
き
た
。
そ
れ
で
も
当
方
は
、
堅
く
和
睦
を
守
り
続
け
て
き
た
の

で
あ
る
が
、
近
ご
ろ
日
向
や
肥
後
の
国
境
に
お
い
て
、
大
友
方
が
犯
す
よ

う
な
態
度
を
繰
り
返
し
て
お
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
当
方
と
し

て
も
、
い
か
な
る
事
態
に
な
る
や
、
予
測
し
が
た
く
存
じ
て
お
る
。
当
方
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に
落
ち
度
は
な
い
こ
と
を
了
解
い
た
だ
き
た
い
」

　
と
い
う
、
き
わ
め
て
一
方
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
大
友
宗
麟
は
、
大
阪
へ
送
っ
た
使
者
が
「
た
だ
ち
に
、
島
津
に
対
し
て
、

豊
後
へ
合
戦
を
し
か
け
る
こ
と
は
や
め
よ
と
命
じ
る
か
ら
安
心
せ
よ
」
と

い
う
秀
吉
の
言
葉
を
持
ち
帰
っ
た
が
、
そ
れ
で
安
心
と
い
う
わ
け
に
は
い

か
な
い
。
国
境
を
守
る
べ
き
城
主
の
離
反
が
相
次
い
で
い
る
情
報
が
入
る

し
、
秀
吉
の
命
令
ぐ
ら
い
で
、
た
や
す
く
豊
後
攻
め
を
思
い
と
ど
ま
る
島

津
で
は
な
い
、
と
い
う
危
機
感
が
宗
麟
ら
を
い
ら
だ
た
せ
た
。

　
こ
の
危
機
感
は
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
た
ち
に
も
伝
わ
っ
て
い
た
。

　「
豊
後
国
に
は
、
肥
後
と
の
国
境
に
近
い
南
郡
と
呼
ば
れ
る
地
方
に
、

封
録
と
領
地
を
持
っ
て
い
る
幾
人
か
の
強
力
な
城
主
で
あ
る
老
中
た
ち
が

い
た
。
こ
れ
ら
の
城
主
は
、
必
ず
や
豊
後
に
対
し
て
反
逆
し
、
薩
摩
方
に

投
降
す
る
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
城
主
の
最
も
主
だ
っ
た

人
は
、
入
田
宗
和
殿
、
志
賀
道
益
殿
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
多
く
の
兵
と
立

派
な
城
を
有
す
る
武
将
が
幾
人
か
い
る
」

　
と
、
宣
教
師
の
本
国
へ
の
報
告
に
記
し
て
い
る
。

　
入
田
宗
和
（
義
実
）
は
、
義
鎮
（
宗
麟
）
が
家
督
相
続
の
さ
い
起
こ
し

た
「
二
階
崩
れ
の
変
」
と
称
さ
れ
る
お
家
騒
動
の
さ
い
、
そ
の
首
謀
者
と

目
さ
れ
て
殺
さ
れ
た
入
田
親
誠
（
ち
か
ざ
ね
）
の
子
で
、
事
変
後
許
さ
れ

て
入
田
の
津
賀
牟
礼
（
つ
が
む
れ
）
城
主
と
な
っ
た
。
一
時
、
筑
前
の
笠

木
城
勤
番
を
、
宗
麟
か
ら
命
じ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
。

　
志
賀
道
益
（
親
度
、
ち
か
の
り
））
は
、
北
志
賀
氏
と
し
て
岡
城
の
城

主
で
あ
っ
た
。
妻
は
宗
麟
の
先
妻
の
連
れ
子
で
、
宗
麟
か
ら
は
信
頼
さ
れ

重
く
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
義
統
の
侍
女
と
不
義
が
あ
っ
た
と
し
て
勘
気

を
こ
う
む
り
、子
の
親
次
に
家
督
を
譲
っ
て
岡
城
の
支
城
で
あ
る
菅
迫（
す
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が
さ
こ
）
城
に
蟄
居
（
ち
っ
き
ょ
）
し
て
い
た
。
入
田
宗
和
の
手
引
き
で

島
津
に
内
通
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、南
郡
衆
の
有
力
者
の
離
反
の
推
測
が
つ
い
て
い
る
の
に
、

こ
れ
に
対
す
る
有
効
な
手
を
打
つ
才
覚
も
力
も
、
大
友
家
に
は
な
く
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
大
友
家
を
補
佐
す
る
人
材
も
不
足
し
て
い
た
。

　
豊
後
を
薩
摩
の
侵
攻
か
ら
守
る
た
め
に
は
、
も
は
や
秀
吉
の
援
軍
に
頼

る
ほ
か
な
い
。
宗
麟
は
そ
う
考
え
、
自
ら
大
阪
城
へ
伺
候
し
て
秀
吉
に
じ

か
に
訴
え
る
こ
と
を
決
意
し
た
。

　
本
来
な
ら
家
督
を
継
い
で
大
友
家
の
当
主
と
な
っ
て
い
る
義
統
が
、
隠

居
し
て
い
る
親
を
わ
ず
ら
わ
さ
ず
上
阪
す
る
の
が
当
然
な
の
だ
が
、
義
統

に
は
、
そ
ん
な
実
力
も
積
極
性
も
な
い
。
宗
麟
に
は
そ
れ
が
分
か
っ
て
い

る
か
ら
、
体
も
か
な
り
弱
っ
て
い
る
隠
居
の
身
を
む
ち
打
っ
て
、
天
正

十
四
年
（
一
五
八
六
）
三
月
、
臼
杵
か
ら
船
で
大
阪
へ
向
か
っ
た
。

　
大
阪
城
の
関
白
秀
吉
に
宗
麟
が
謁
し
た
の
は
四
月
五
日
で
あ
る
。
秀
吉

は
諸
国
の
大
名
が
上
阪
し
、
ひ
ざ
を
屈
し
て
伺
候
す
る
の
を
た
い
そ
う
喜

ん
だ
。
そ
れ
は
大
名
た
ち
が
、
天
下
人
と
な
っ
た
秀
吉
の
威
光
に
伏
し
、

臣
従
を
誓
う
証
（
あ
か
し
）
で
も
あ
っ
た
か
ら
だ
。

　
九
州
の
名
門
で
あ
る
大
友
氏
が
、
先
に
祝
儀
の
献
物
を
届
け
た
上
に
、

宗
麟
本
人
が
は
る
ば
る
上
阪
し
た
の
だ
か
ら
、
う
れ
し
さ
は
格
別
だ
っ
た

よ
う
だ
。

　
宗
麟
は
秀
吉
に
会
っ
た
翌
日
、
堺
の
妙
国
寺
の
宿
か
ら
、
大
阪
城
に
伺

候
し
た
様
子
を
、
国
元
の
重
臣
古
荘
丹
後
入
道
に
書
き
送
っ
て
い
る
。
そ

③
宗
麟
の
大
阪
城
伺
候
　    

｜ 

秀
吉
が
島
津
討
伐
を
約
束 

｜
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れ
に
は
、
大
阪
城
の
偉
大
さ
や
関
白
か
ら
異
例
と
い
う
ほ
ど
の
歓
待
を
受

け
た
こ
と
を
、
こ
ま
ご
ま
と
感
極
ま
っ
た
言
葉
を
も
っ
て
書
き
連
ね
て
あ

る
。

　
宗
麟
の
上
阪
は
成
功
で
あ
っ
た
。秀
吉
は
島
津
討
伐
を
固
く
約
束
し
た
。

ま
た
永
年
大
友
氏
と
宿
敵
関
係
に
あ
っ
た
中
国
の
毛
利
氏
に
和
睦
（
わ
ぼ

く
）
を
命
じ
、
毛
利
輝
元
と
宗
麟
の
間
に
和
議
が
成
立
し
た
。

　
秀
吉
の
宗
麟
と
の
約
束
は
、
た
だ
ち
に
実
行
に
移
さ
れ
た
。
四
月
十
日

に
は
、
毛
利
輝
元
・
小
早
川
隆
景
、
吉
川
春
元
ら
に
、
豊
後
へ
援
軍
を
送

る
こ
と
を
命
じ
た
。
さ
ら
に
討
伐
軍
の
指
揮
に
は
黒
田
孝
高
（
如
水
）、

宮
本
宗
賦
が
当
て
ら
れ
た
。

　
と
こ
ろ
で
薩
摩
の
島
津
義
久
が
細
川
幽
斎
あ
て
に
出
し
た
、
秀
吉
へ
の

返
書
を
持
っ
た
使
者
は
、
宗
麟
よ
り
も
一
足
早
く
大
阪
へ
到
着
し
、
島
津

側
の
言
い
分
は
、
秀
吉
に
届
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
秀
吉

の
答
え
は
、
次
の
よ
う
な
九
州
分
割
案
で
あ
っ
た
。

　
す
な
わ
ち
「
肥
後
半
国
・
豊
前
半
国
・
筑
後
国
・
豊
後
国
を
大
友
氏
に
、

肥
前
は
毛
利
氏
に
、
筑
前
は
秀
吉
の
直
轄
領
、
残
る
薩
摩
・
大
隅
・
日
向
・

豊
前
半
国
・
肥
後
半
国
を
島
津
領
と
す
る
。
こ
れ
に
対
す
る
島
津
の
回
答

は
七
月
以
内
に
上
阪
し
て
行
う
べ
し
。
も
し
回
答
が
な
け
れ
ば
、
秀
吉
自

身
が
九
州
に
出
向
い
て
然

（
し
か
）
る
べ
き
処
置
を

と
る
」
と
い
う
も
の
で
あ

る
。

　
九
州
和
平
の
た
め
の
分

割
案
を
島
津
に
示
し
な
が

ら
、
そ
の
一
方
で
宗
麟
に
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は
島
津
討
伐
を
約
束
し
、
救
援
軍
の
派
遣
ま
で
手
配
し
て
い
る
。
ど
う
せ

島
津
が
承
諾
す
る
は
ず
は
な
い
。
打
つ
べ
き
手
は
打
っ
て
お
く
と
い
う
、

秀
吉
の
読
み
が
は
た
ら
い
た
の
だ
。
島
津
の
使
者
が
、
秀
吉
の
九
州
分
割

案
を
持
っ
て
薩
摩
へ
帰
り
つ
い
た
の
は
五
月
の
末
で
あ
っ
た
。
島
津
で
は

直
ち
に
こ
れ
に
対
す
る
緊
急
会
議
が
開
か
れ
た
。

　「
九
州
の
大
半
に
島
津
の
威
力
が
及
ん
で
い
る
現
状
を
無
視
し
た
こ
の

よ
う
な
案
は
、
一
顧
の
価
値
も
な
い
」

　
と
い
う
強
硬
意
見
が
会
議
の
冒
頭
か
ら
支
配
し
て
、
分
割
案
へ
の
回
答

は
無
用
、
大
友
を
討
つ
べ
し
と
一
決
し
た
。

　
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
薩
摩
で
は
、
戦
争
開
始
な
ど
国
の
大
事
に
か
か

わ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
神
意
を
聴
く
習
俗
が
あ
る
こ
と
だ
。
武
家
一
般

に
出
陣
に
際
し
神
前
に
祈
る
と
か
戦
勝
を
祈
願
す
る
な
ど
の
習
わ
し
は
あ

る
が
、
薩
摩
で
は
も
っ
と
深
刻
で
あ
る
。
開
戦
す
べ
き
か
ど
う
か
、
出
陣

の
日
取
り
は
い
つ
が
い
い
か
、
な
ど
ま
で
信
仰
す
る
神
の
託
宣
を
い
た
だ

い
て
、
こ
れ
を
大
事
に
す
る
傾
向
が
あ
る
の
だ
。

　
豊
後
侵
攻
に
つ
い
て
は
、
本
年
（
天
正
十
四
年
・
一
五
八
六
）
七
月
ま

で
に
開
戦
せ
よ
。
八
月
に
延
期
は
よ
ろ
し
く
な
い
。
と
い
う
託
宣
が
あ
っ

た
。
こ
れ
に
従
っ
て
ぜ
ひ
と
も
進
撃
開
始
と
い
う
決
議
が
さ
れ
た
。

　
出
陣
の
日
程
に
つ
い
て
は
、
六
月
十
六
・
七
日
が
大
吉
日
、
七
月
は
一

日
の
ほ
か
吉
日
は
な
い
。
と
い
う
神
意
が
告
げ
ら
れ
た
と
い
う
。
し
か
し

遠
方
の
豊
後
に
陣
を
す
す
め
る
に
は
、
時
間
的
に
こ
の
日
程
で
は
無
理
な

の
で
「
調
伏
の
矢
」
を
吉
日
の
六
月
十
六
日
に
、
国
境
か
ら
豊
後
に
射
込

む
こ
と
で
侵
入
に
代
え
る
こ
と
に
し
、
そ
の
よ
う
に
実
行
さ
れ
た
。

　「
調
伏
の
矢
」
と
は
、
敵
を
降
伏
さ
せ
る
神
の
祈
り
を
込
め
た
矢
の
こ

と
で
あ
る
。
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薩
摩
勢
の
豊
後
侵
攻
は
決
ま
っ
た
。
島
津
の
当
主
義
久
の
率
い
る
軍
は

日
向
口
か
ら
、
義
久
の
弟
義
弘
の
率
い
る
軍
は
肥
後
口
か
ら
攻
め
入
る
こ

と
に
な
り
、
従
う
重
臣
た
ち
の
手
配
も
す
ん
だ
。

　
日
向
口
に
は
六
月
二
十
七
日
、
肥
後
口
に
は
同
月
二
十
四
日
に
所
定
の

場
所
に
集
結
す
る
こ
と
ま
で
決
ま
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
に
わ
か
に
豊
後

侵
入
計
画
変
更
の
命
令
が
義
久
か
ら
出
さ
れ
た
。
そ
れ
は
義
久
が
霧
島
岳

の
神
に
、
筑
前
出
陣
と
豊
後
出
陣
に
つ
い
て
神
意
を
問
わ
せ
た
と
こ
ろ
、

託
宣
は
筑
前
出
陣
の
み
に
下
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
筑
前
に
は
大
友
方

の
名
将
高
橋
紹
運
、
立
花
統
虎
ら
が
守
り
に
つ
い
て
お
り
、
ま
た
こ
れ
ま

で
島
津
に
屈
し
大
友
を
敵
と
し
て
い
た
筑
紫
広
門
が
大
友
方
に
寝
返
っ
て

い
る
。
豊
後
攻
め
の
前
に
、
こ
れ
ら
を
討
つ
べ
し
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
、
豊
後
出
陣
の
日
取
り
は
数
カ
月
後
と
な
っ
た
。
島
津
の
重
臣

の
中
に
は
、
朝
令
暮
改
の
作
戦
に
立
腹
し
た
者
も
あ
る
が
、
要
す
る
に
開

戦
に
つ
い
て
は
、
神
意
に
問
い
、
会
議
に
会
議
を
重
ね
、
用
心
深
く
計
画

を
す
す
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
一
方
、
関
白
秀
吉
は
島
津
が
い
よ
い
よ
開
戦
へ
向
か
っ
て
動
き
始
め
た

と
知
っ
て
、
七
月
十
二
日
に
、
四
国
の
仙
石
秀
久
、
長
宗
我
部
元
親
（
も

と
ち
か
）、
十
河
存
保
（
そ
ご
う
ま
さ
や
す
）
の
三
人
に
島
津
討
伐
の
た

め
の
先
手
を
命
じ
た
。

　「
四
国
勢
が
七
月
二
十
日
に
出
船
す
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
豊
後
府
中

に
上
陸
し
た
ら
、
仙
石
ら
と
協
議
し
て
落
ち
度
の
な
い
よ
う
。
ま
た
黒
田

孝
高
ら
大
部
隊
も
下
向
さ
せ
る
手
は
ず
を
整
え
た
」

　
と
、
秀
吉
は
大
友
義
統
に
知
ら
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
書
状
は
、「
た
と

④
ま
ず
筑
前
へ
出
陣          

｜ 

統
虎
、
立
花
城
守
り
抜
く 

｜
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え
島
津
軍
が
合
戦
を
挑
ん
で
も
、
援
軍
が
到
着
す
る
ま
で
は
堅
固
の
覚
悟

で
取
り
合
わ
ず
、合
戦
は
無
用
で
あ
る
」と
、こ
ん
こ
ん
と
諭
し
て
あ
っ
た
。

　
島
津
軍
は
神
意
に
従
っ
て
、
七
月
に
筑
前
の
大
友
の
城
を
攻
め
た
。
筑

前
の
岩
屋
城
に
は
高
橋
紹
運
（
鎮
種
）、
宝
満
城
に
は
紹
運
の
次
男
統
増
、

立
花
城
に
は
立
花
統
虎
、
五
箇
山
城
に
は
筑
紫
広
門
が
拠
っ
て
い
る
。

　
島
津
方
は
、
義
久
の
弟
家
久
の
率
い
る
五
万
の
大
軍
を
も
っ
て
、
ま
ず

岩
屋
城
を
包
囲
し
た
。
岩
屋
城
を
守
る
兵
力
は
わ
ず
か
七
百
六
十
人
で

あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
で
は
守
り
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
家
久
は
使
者
を
送
っ
て
高
橋
紹
運
に
降
伏
を
す
す
め
た
。
こ
の
降
伏
勧

告
文
の
要
旨
を
『
豊
後
大
友
物
語
』（
狭
間
久
著
）
か
ら
借
用
す
る
と
、

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　「
当
城
で
義
死
を
と
げ
ん
と
す
る
覚
悟
に
は
感
じ
入
る
が
、
義
者
は
不

仁
者
の
た
め
に
死
せ
ず
と
い
う
。
大
友
家
は
政
治
が
乱
れ
、
人
の
う
ら
み

を
買
い
、
キ
リ
ス
ト
教
を
保
護
し
て
、
古
今
未
曾
有
の
悪
行
を
重
ね
て
い

る
。
そ
ん
な
大
友
家
に
忠
義
だ
て
し
て
死
ぬ
の
は
バ
カ
げ
て
い
る
。
降
参

し
な
さ
い
」

　
む
ろ
ん
死
を
覚
悟
の
高
橋
紹
運
が
、
誘
い
に
の
る
は
ず
は
な
い
。
七
月

二
十
七
日
の
島
津
軍
の
総
攻
撃
で
落
城
し
、
紹
運
は
壮
烈
な
戦
死
を
と
げ

た
。

　
戦
い
終
わ
っ
て
、
紹
運

の
懐
中
か
ら
島
津
家
久
あ

て
の
書
状
が
見
つ
か
っ

た
。
こ
れ
に
は
、

　「
降
参
を
す
す
め
ら
れ

た
が
従
わ
な
か
っ
た
の
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は
、
義
の
重
き
に
よ
っ
て
で
あ
り
他
意
は
な
い
」

　
と
丁
重
に
礼
を
述
べ
て
あ
っ
た
と
い
う
。「
義
の
重
き
」
に
万
感
が
こ

め
ら
れ
て
お
り
哀
切
で
あ
る
。

　
紹
運
は
、
国
東
の
吉
弘
一
族
の
出
で
、
一
万
田
一
族
の
高
橋
家
を
継
ぎ
、

宝
満
城
と
岩
屋
城
の
城
主
と
な
っ
た
。
故
立
花
道
雪
と
共
に
北
九
州
の
守

り
の
双
へ
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
忠
烈
ぶ
り
は
、
岩
屋
城
址
（
じ
ょ
う
し
）

に
記
念
碑
を
建
て
て
今
に
語
り
伝
え
て
い
る
。

　
岩
屋
城
の
落
城
に
つ
づ
い
て
、
宝
満
城
と
五
箇
山
城
も
落
ち
た
が
、
堅

固
な
立
花
城
だ
け
は
、
統
虎
が
頑
強
に
抵
抗
し
て
守
り
抜
い
た
。
長
引
く

う
ち
に
、
秀
吉
の
島
津
討
伐
軍
の
大
部
隊
が
、
黒
田
孝
高
に
率
い
ら
れ
て

北
九
州
に
上
陸
す
る
と
の
情
報
が
は
い
り
、
島
津
軍
は
八
月
二
十
四
日
、

立
花
城
攻
略
を
あ
き
ら
め
て
肥
後
へ
後
退
し
た
。

　
統
虎
は
高
橋
紹
運
の
長
男
で
、立
花
道
雪
に
乞
わ
れ
て
婿
養
子
と
な
り
、

道
雪
亡
き
あ
と
の
立
花
城
を
守
っ
た
。
こ
の
と
き
二
十
歳
で
あ
っ
た
。
そ

の
勇
武
は
秀
吉
の
激
賞
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
後
に
宗
茂
と
名
を
変
え
、

名
将
の
名
を
と
ど
め
た
。

　
関
白
秀
吉
に
よ
る
島
津
討
伐
軍
が
北
九
州
に
、
ま
た
仙
石
秀
久
ら
四
国

の
援
軍
が
豊
後
府
内
沖
ノ
浜
に
上
陸
を
開
始
し
た
の
は
九
月
に
入
っ
て
か

ら
で
あ
る
。

　
秀
吉
が
大
阪
城
で
宗
麟
に
援
軍
派
遣
を
約
束
し
て
か
ら
五
カ
月
を
要
し

て
い
る
。
秀
吉
は
派
兵
を
し
ぶ
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
関
白
に
な
っ

た
も
の
の
ま
だ
政
権
が
安
定
せ
ず
、
諸
大
名
の
配
置
替
え
な
ど
難
し
い
問

⑤
四
国
よ
り
援
軍
到
着  

　
　
｜ 

豊
前
鎮
圧
に
出
た
が
… 

｜
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題
を
抱
え
、
秀
吉
直
属
の
兵
力
を
動
か
す
の
に
手
間
が
か
か
っ
た
と
み
る

べ
き
だ
ろ
う
。

　
こ
の
間
、
島
津
軍
を
筑
前
に
引
き
つ
け
て
放
さ
ず
、
豊
後
侵
攻
を
遅
ら

せ
た
高
橋
、
立
花
ら
城
主
の
勇
戦
は
た
た
え
ら
れ
て
よ
い
。

　
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
、
豊
前
も
動
揺
し
て
い
た
。

　
宇
佐
の
妙
見
嶽
城
は
田
原
紹
忍
の
居
城
と
な
っ
て
久
し
い
。豊
前
地
方
は
、

地
頭
の
郷
士
集
団
が
あ
っ
て
兵
力
を
蓄
え
て
い
る
。
大
友
に
と
っ
て
は
油
断

の
な
ら
ぬ
う
る
さ
い
地
帯
で
あ
る
が
、紹
忍
が
妙
見
嶽
城
に
入
っ
て
か
ら
は
、

に
ら
み
が
き
い
た
の
か
比
較
的
平
静
が
保
た
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
つ
い
に
島

津
か
ら
の
手
が
回
っ
た
ら
し
く
、
反
乱
が
起
き
た
の
で
あ
る
。

　
反
乱
が
起
き
れ
ば
紹
忍
だ
け
で
は
難
し
い
。
府
内
へ
注
進
が
走
り
、
鎮

圧
軍
の
派
遣
が
要
請
さ
れ
た
。

　
し
か
し
大
友
義
統
に
は
、自
力
で
反
乱
を
鎮
圧
す
る
自
信
が
な
か
っ
た
。

義
統
を
補
佐
す
べ
き
家
老
（
加
判
衆
）
も
乏
し
い
。
有
力
な
家
老
で
あ
っ

て
も
、
自
城
に
引
き
こ
も
っ
て
動
か
ず
、
中
に
は
島
津
へ
内
応
の
う
わ
さ

も
し
き
り
で
あ
る
。
今
頼
り
に
し
て
い
る
の
は
、
吉
弘
統
幸
、
宗
像
鎮
継
、

大
津
留
鎮
益
、
田
北
統
辰
ら
家
臣
団
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
ら
家
臣
の
総
兵

力
を
集
め
て
も
五
千
に
足
り
な
い
。

　
九
月
の
末
ご
ろ
に
は
仙
石
秀
久
、
長
宗
我
部
元
親
・
信
親
父
子
、
十
河

存
保
（
そ
ご
う
ま
さ
や
す
）
ら
四
国
勢
が
沖
ノ
浜
に
上
陸
、
そ
れ
ぞ
れ
府

内
に
陣
を
構
え
た
。

　
こ
の
四
国
勢
は
、
強
力
な
兵
力
を
持
っ
て
来
た
わ
け
で
は
な
い
。
北
九

州
に
上
陸
し
て
南
下
す
る
島
津
討
伐
の
大
軍
と
合
流
す
る
ま
で
、
島
津
軍

の
侵
攻
を
牽
制
（
け
ん
せ
い
）
す
る
先
遣
隊
に
す
ぎ
な
い
。
と
い
っ
て
も

総
兵
力
は
六
千
。
こ
れ
だ
け
の
軍
勢
と
兵
糧
を
今
治
港
に
集
結
し
、
四
国



第十三章●島津軍の豊後侵攻 1 16

の
水
軍
が
豊
後
水
道
を
横
切
っ
て
府
内

に
送
り
込
む
の
に
お
よ
そ
一
カ
月
は
か

か
っ
た
と
い
う
。

　
豊
前
の
反
乱
の
知
ら
せ
に
、
心
細
い

思
い
を
し
て
い
た
義
統
が
、
続
々
と
上

陸
し
て
く
る
四
国
勢
を
迎
え
て
、
大
い

に
意
を
強
く
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
出
迎
え
た
義
統
は
、
来
援
へ
の

礼
を
述
べ
る
間
も
お
か
ず
、
豊
前
の
郷

士
た
ち
の
反
乱
を
訴
え
、

　「
薩
摩
の
軍
が
肥
後
、
日
向
か
ら
攻

め
入
る
前
に
、
豊
前
の
逆
徒
を
討
っ
て
お
か
ね
ば
、
腹
背
に
敵
と
対
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
討
伐
の
加
勢
を
い
た
だ
け
な
い
か
」

　
と
頼
み
込
ん
だ
。
四
国
勢
は
こ
れ
に
賛
同
し
、
大
友
合
同
軍
が
豊
前
討

伐
に
進
発
し
た
の
は
十
月
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
出
動
は
、
秀

吉
も
承
認
し
た
と
い
わ
れ
る
。

　
こ
の
豊
前
討
伐
は
配
慮
が
足
り
な
か
っ
た
。
た
か
が
豊
前
の
郷
士
集
団

が
背
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
重
大
時
期
に
大
挙
し
て
軍
を
移
動
さ
せ

な
く
と
も
、
秀
吉
の
大
軍
団
が
南
下
し
て
く
れ
ば
、
反
乱
は
消
滅
し
て
し

ま
う
。
そ
れ
よ
り
も
島
津
軍
が
侵
入
の
機
を
う
か
が
っ
て
い
る
肥
後
口
と

日
向
口
の
警
戒
を
強
め
、
侵
入
に
備
え
た
国
境
の
城
塞
を
堅
固
に
す
る
手

配
こ
そ
急
務
で
あ
っ
た
。
情
勢
を
熟
知
し
て
い
な
い
四
国
勢
に
そ
れ
を
責

め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
当
面
の
責
任
者
で
あ
る
義
統
の
将
た
る
器
の

問
題
で
あ
る
。

　
豊
後
の
中
枢
部
が
四
国
援
軍
ま
で
引
き
連
れ
て
豊
前
に
出
払
っ
て
し
ま
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い
、
府
内
は
が
ら
空
き
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
好
機
を
島
津
が
見
逃

す
は
ず
は
な
い
。
ど
っ
と
侵
攻
を
開
始
し
た
。

　
肥
後
口
よ
り
侵
入
し
た
島
津
軍
は
、
義
弘
を
総
指
揮
者
と
し
、
十
月

二
十
一
日
に
豊
後
と
境
を
接
す
る
阿
蘇
郡
野
尻
（
高
森
町
）
に
着
陣
、
翌

二
十
二
日
に
は
、
す
で
に
打
ち
合
わ
せ
の
で
き
て
い
る
津
賀
牟
礼
城
主
入

田
宗
和
、
菅
迫
城
主
志
賀
道
益
の
手
引
き
で
、
祖
母
連
峰
西
ろ
く
の
国
境

を
越
え
、
九
重
野
の
高
城
攻
撃
を
開
始
し
た
。
兵
力
に
つ
い
て
は
、
二
万

数
千
あ
る
い
は
三
万
余
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
が
豊
後
侵
攻
の
緒
戦
で
あ
る
。

　
岡
城
の
支
城
で
あ
る
高
城
は
、
緩
木
（
ゆ
る
ぎ
）
山
西
方
に
あ
る
山
城

（
比
高
三
二
〇
メ
ー
ト
ル
）
で
、志
賀
親
次
の
臣
、佐
田
常
任
（
つ
ね
と
う
）、

阿
南
勘
解
由
之
丞
（
か
げ
ゆ
の
じ
ょ
う
）
が
守
備
に
つ
い
て
い
た
。

　
小
城
で
あ
る
か
ら
守
兵
の
数
も
し
れ
て
い
る
。
島
津
勢
は
一
気
に
攻
め

落
と
し
緒
戦
を
飾
る
つ
も
り
で
ど
っ
と
攻
め
登
っ
た
。
と
こ
ろ
が
思
い
が

け
ぬ
反
撃
を
う
け
た
。
城
側
が
敵
襲
に
備
え
て
、
各
要
所
に
つ
る
し
て
お

い
た
大
木
や
大
石
を
ど
っ
と
切
っ
て
落
と
し
た
の
で
あ
る
。
島
津
勢
は
大

損
害
を
こ
う
む
っ
て
山
ろ
く
ま
で
退
き
、
攻
撃
は
慎
重
に
な
っ
た
。
伝
承

で
は
、
城
の
水
を
断
っ
て
落
城
さ
せ
た
と
い
う
。

　
島
津
の
兵
が
近
く
の
農
家
に
入
っ
て
「
こ
の
城
の
兵
た
ち
は
、
山
の
上

で
水
に
不
自
由
し
て
お
る
と
思
う
が
、
水
は
ど
こ
か
ら
く
む
の
か
」
と
尋

ね
る
と
、
老
婆
が
自
慢
げ
に
「
水
は
な
ん
ぼ
で
も
飲
め
る
そ
う
じ
ゃ
」
と

い
っ
た
。
島
津
兵
が
不
審
が
っ
て
「
山
の
上
に
も
水
が
わ
く
の
か
」
と
い

⑥
豊
薩
緒
戦
の
攻
防             
｜ 
降
伏
、
抗
戦
さ
ま
ざ
ま 

｜



第十三章●島津軍の豊後侵攻 1 18

う
と
「
殿
様
が
知
恵
の
あ
る
方
で
な
あ
、
水
が
か
れ
ん
よ
う
に
祖
母
山
の

谷
か
ら
埋
樋
（
う
め
と
い
）
を
引
い
て
、
山
の
上
に
水
を
送
る
ご
と
工
夫

し
て
お
る
そ
う
じ
ゃ
」
と
老
婆
は
し
ゃ
べ
っ
て
し
ま
っ
た
。
埋
樋
と
い
う

の
は
、
地
下
に
隠
し
た
水
道
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
聞
い
た
島
津
方
は

「
直
ち
に
水
を
断
て
」
と
ば
か
り
、
し
ゃ
べ
っ
た
老
婆
を
殺
し
、
埋
樋
の

場
所
を
捜
し
て
破
壊
し
た
。
こ
の
た
め
間
も
な
く
城
は
落
ち
た
。

　
島
津
勢
は
、
高
城
の
攻
略
を
手
始
め
に
、
手
強
い
岡
城
（
後
述
）
は
別

と
し
て
、
竹
田
周
辺
の
諸
城
を
落
と
し
、
十
二
月
に
は
朽
網
郷
（
く
た
み
）

（
直
入
・
久
住
）
の
諸
城
を
攻
め
、
次
々
と
城
主
を
降
伏
さ
せ
た
。

　
小
城
な
が
ら
、
か
な
り
の
抵
抗
を
し
た
あ
げ
く
の
落
城
も
あ
っ
た
が
、

た
や
す
く
降
伏
し
島
津
軍
を
迎
え
入
れ
た
城
も
あ
る
。

　
か
ね
て
内
応
し
て
い
た
入
田
宗
和
、
志
賀
道
益
は
別
と
し
て
、
大
友
の

重
臣
で
あ
る
志
賀
道
運
（
久
住
・
南
山
城
）
朽
網
宗
歴
（
久
住
・
山
野
城
）

も
、
大
友
を
見
限
り
、
戦
わ
ず
し
て
島
津
に
降
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
異

な
っ
た
次
の
よ
う
な
戦
史
も
あ
る
。

　
南
山
城
、
山
野
城
と
も
激
し
く
抵
抗
し
た
。
そ
こ
へ
島
津
義
弘
か
ら
の

降
伏
勧
告
状
が
届
い
た
。
降
伏
か
最
後
ま
で

戦
う
か
、城
内
は
両
派
に
割
れ
て
混
乱
し
た
。

南
山
城
の
道
運
は
、
支
城
の
縄
張
城
に
逃
れ

て
抗
戦
し
こ
こ
で
戦
死
し
た
。
山
野
城
の
宗

歴
は
病
床
に
あ
っ
た
が
、
降
伏
に
応
じ
よ
う

と
す
る
城
内
の
弱
気
に
怒
っ
て
、
自
ら
長
刀

を
杖
（
つ
え
）
に
出
撃
し
、
陣
中
で
倒
れ
て

息
絶
え
た
、と
い
う
忠
烈
さ
を
伝
え
て
い
る
。

　
敵
へ
寝
返
っ
た
者
も
、
壮
烈
な
戦
死
を
と
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げ
た
者
も
、
主
家
大
友
の
凋
落
（
ち
ょ
う
ら
く
）
を
前
に
し
た
家
臣
た
ち

の
悲
惨
を
語
る
も
の
だ
。
先
に
筑
前
岩
屋
城
の
高
橋
紹
運
が
、
島
津
家
久

の
降
伏
勧
告
文
の
〝
義
者
は
不
仁
者
の
た
め
に
死
せ
ず
〟
を
と
ら
ず
〝
義

の
重
き
〟
に
死
ん
だ
が
、
島
津
の
豊
後
侵
攻
で
、
自
城
を
大
軍
に
囲
ま
れ

た
城
主
た
ち
も
、
同
様
の
降
伏
勧
告
文
を
送
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し

て
二
者
の
ど
ち
ら
を
選
ぶ
べ
き
か
に
苦
悩
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
島
津
の
大
軍
に
囲
ま
れ
、
抗
戦
の
末
落
城
し
た
小
さ
な
城
の
中
に
は
、

領
民
の
女
子
供
ま
で
も
城
に
こ
も
ら
せ
死
闘
し
た
哀
れ
も
あ
る
。
領
民
を

ろ
う
城
さ
せ
な
く
と
も
、
激
し
い
攻
防
戦
と
な
れ
ば
、
領
民
の
家
は
焼
か

れ
、
生
命
の
保
証
は
な
い
。
主
家
大
友
か
ら
の
救
援
の
望
み
も
な
く
、
踏

み
つ
ぶ
さ
れ
る
し
か
な
い
と
す
れ
ば
〝
不
仁
者
の
た
め
に
死
せ
ず
〟
の
道

を
選
び
、
領
民
の
安
泰
を
願
っ
て
降
伏
し
、
不
忠
者
の
恥
に
甘
ん
じ
た
武

将
を
だ
れ
が
責
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
一
方
、
日
向
口
に
向
か
っ
た
島
津
軍
は
、
当
主
義
久
は
延
岡
に
在
陣
し
、

国
境
を
越
え
た
の
は
弟
の
家
久
に
率
い
ら
れ
た
二
万
余
の
軍
勢
で
あ
る
。

延
岡
か
ら
北
川
の
流
れ
を
さ
か
の
ぼ
り
、
十
一
月
十
五
日
ご
ろ
梓
越
（
あ

ず
さ
ご
え
）
の
峠
か
ら
宇
目
の
里
に
な
だ
れ
こ
ん
だ
。

　
こ
の
梓
越
の
道
は
、
先
年
日
向
遠
征
の
大
友
軍
が
南
下
し
、
ま
た
惨
敗

の
宗
麟
ら
が
命
か
ら
が
ら
逃
げ
戻
っ
た
道
で
あ
る
。

　
宇
目
郷
に
入
っ
た
島
津
軍
は
、
梓
越
付
近
で
迎
え
討
つ
は
ず
の
、
国
境

の
要
塞
（
よ
う
さ
い
）
朝
日
岳
城
の
城
主
柴
田
紹
安
の
内
応
で
、
戦
わ
ず

し
て
深
く
侵
入
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
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　オオイタデジタルブックは、大分合同新聞社と学校法

人別府大学が、大分の文化振興の一助となることを願っ

て立ち上げたインターネット活用プロジェクト「NAN-

NAN（なんなん）」の一環です。

　NAN-NAN では、大分の文化と歴史を伝承していくう

えで重要な、さまざまな文書や資料をデジタル化して公

開します。そして、読者からの指摘・追加情報を受けな

がら逐次、改訂して充実発展を図っていきたいと願って

います。情報があれば、ぜひ NAN-NAN 事務局にお寄せ

ください。

　NAN-NAN では、この「ロマンを追って」以外にもデ

ジタルブック等をホームページで公開しています。イン

ターネットに接続のうえ下のボタンをクリックすると、

ホームページが立ち上がります。まずは、クリック！！！

◇
著
者
略
歴
◇
渡
辺
克
己

　
大
分
県
佐
賀
関
町
木
佐
上
出
身
。

大
正
二
年
生
ま
れ
。
朝
鮮
京
城
で
新

聞
記
者
。
終
戦
で
引
き
揚
げ
、
大
分

合
同
新
聞
記
者
。
こ
ど
も
新
聞
、
学

芸
部
等
の
部
長
を
経
て
調
査
部
長
を

最
後
に
昭
和
四
十
三
年
定
年
退
社
。

昭
和
二
十
七
年
か
ら
同
四
十
三
年
ま

で
大
分
市
社
会
教
育
委
員
、
昭
和

四
十
三
年
か
ら
同
四
十
八
年
ま
で
民

生
児
童
委
員
。

　
郷
土
史
を
研
究
し
「
大
分
今
昔
」

「
豊
後
の
磨
崖
仏
散
歩
」「
国
東
古
寺

巡
礼
」「
忠
直
卿
狂
乱
始
末
」「
真
説
・

山
弥
長
者
」
等
の
著
書
。
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