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小
早
川
隆
景
は
天
文
２（
１
５
３
３
）年
、

毛
利
元
就
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。

12
歳
の
時
に
安
芸
の
竹
原
小
早
川
家
の
養
子

と
な
り
、
そ
の
後
、
本
家
の
沼
田
小
早
川
家

も
継
ぎ
ま
し
た
。
群
雄
割
拠
の
戦
国
時
代
、

瀬
戸
内
海
の
水
軍
に
強
い
影
響
力
を
持
つ
小

早
川
家
の
当
主
と
し
て
、
本
郷
の
新
高
山
城

を
中
心
拠
点
に
、
兄
の
吉
川
元
春
ら
と
元
就

を
助
け
、
毛
利
家
の
中
国
地
方
統
一
に
大
き

く
貢
献
し
ま
し
た
。

　
そ
の
頃
の
三
原
は
、
瀬
戸
内
海
の
海
路
と

山
陽
道
が
交
わ
る
場
所
と
し
て
交
易
な
ど
が

行
な
わ
れ
て
い
た
も
の
の
、
決
し
て
大
き
な

ま
ち
で
は
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
水
軍
を

掌
握
し
て
い
た
隆
景
は
、
早
く
か
ら
三
原
の

地
の
利
に
着
目
し
、
水
軍
の
基
地
、
瀬
戸
内

海
の
防
御
拠
点
と
し
て
こ
こ
に
新
た
な
城
を

整
備
す
る
構
想
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

　
小
早
川
家
の
家
系
図
に
よ
れ
ば
、
隆
景
は

永
禄
10（
１
５
６
７
）年
に
三
原
湾
に
あ
っ
た

大
小
の
島
を
つ
な
ぎ
、
三
原
城
の
築
城
を
始

め
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
石
垣
は
当
時
の

最
新
技
術
だ
っ
た
海
底
か
ら
石
を
組
み
上
げ

る
工
法
で
築
か
れ
、
船
舶
が
出
入
港
す
る
船

入
も
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
城
郭
と
軍
港
の
機
能
を
兼
ね
備
え
、
隆
景

の
理
想
が
形
と
な
っ
た
三
原
城
は
、
満
潮
時

に
は
海
に
浮
か
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
た
こ

と
か
ら「
浮
城
」と
呼
ば
れ
、
豊
臣
秀
吉
や
徳

川
家
康
も
そ
の
堂
々
と
し
た
姿
を
褒
め
た
た

え
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　　
三
原
城
主
と
な
っ
た
隆
景
は
、
時
の
権
力

者
だ
っ
た
豊
臣
秀
吉
の
厚
い
信
頼
を
得
て
、

伊
予
や
筑
前
の
統
治
を
任
さ
れ
る
な
ど
、
信
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日
本
の
西
は
隆
景
に

任
せ
れ
ば
全
て
安
泰

城
と
軍
港 

隆
景
の
理
想
が
形
に



義
あ
る
知
将
と
し
て
毛
利
家
を
支
え
ま
し
た
。

秀
吉
は「
日
本
の
西
は
隆
景
に
任
せ
れ
ば
全
て

安
泰
」と
言
う
ほ
ど
隆
景
を
高
く
評
価
し
、自

身
の
政
権
で
政
治
の
中
核
を
担
う
五
大
老
を

任
じ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
隆
景
は
天
皇
か

ら
従じ
ゅ
さ
ん
み
ご
ん
ち
ゅ
う
な
ご
ん

三
位
権
中
納
言
の
冠
位
も
与
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
水
戸
黄
門
で
知
ら
れ
る
徳

川
光み
つ
く
に圀
と
同
じ
冠
位
で
あ
り
、
隆
景
の
実
力

が
い
か
に
高
く
周
囲
に
認
め
ら
れ
て
い
た
か

が
分
か
り
ま
す
。

　
晩
年
、
豊
臣
家
か
ら
養
子
に
迎
え
た
小
早

川
秀
秋
に
家
督
を
譲
っ
た
隆
景
は
、
三
原
に

戻
っ
て
隠
居
生
活
を
送
り
ま
し
た
。
慶
長
２

（
１
５
９
７
）年
６
月
、
急
逝
。
死
因
は
脳
卒

中
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
西
日
本
を

舞
台
に
縦
横
無
尽
の
活
躍
を
し
た
隆
景
で
す

が
、
最
期
は
生
涯
愛
し
た
三
原
城
で
静
か
に

息
を
引
き
取
り
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
三
原
城
は
福
島
氏
、
浅
野
氏
の

支
城（
本
城
を
守
る
た
め
に
築
か
れ
た
城
）と

な
り
、
そ
の
都
度
、
拡
張
や
改
修
が
行
な
わ

れ
ま
し
た
。
最
も
大
き
な
時
で
、
東
は
和
久

原
川
か
ら
西
は
臥
竜
橋
付
近
ま
で
約
９
０
０

メ
ー
ト
ル
、
南
北
は
約
７
０
０
メ
ー
ト
ル
。

そ
の
中
に
本
丸
、
二
之
丸
、
三
之
丸
、
32
の

櫓や
ぐ
らと

14
の
門
が
備
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

　
幕
末
の
旗
本 

川か
わ
じ
と
し
あ
き
ら

路
聖
謨
は
、
嘉
永
５（
１

８
５
２
）年
に
三
原
城
下
を
通
行
し
た
よ
う

す
を
こ
う
書
き
残
し
て
い
ま
す
。

　
「
尾
道
か
ら
三
原
へ
向
か
う
途
中
は
、
大

き
な
入
り
江
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
大
き
さ

は
十
里（
約
39
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）ば
か
り
あ
る

と
い
う
。
所
々
に
島
が
見
え
て
、
ま
る
で
絵

の
よ
う
だ
。こ
れ
ま
で（
出
発
し
て
）

二
十
国
余
り
を
過
ぎ
た
が
、
自
然

の
景
色
は
舞
子（
兵
庫
県
神
戸
市
）

の
浜
や
須
磨（
同
）、
明
石（
兵
庫
県
明
石

市
）も
格
別
に
思
わ
な
か
っ
た
が
、
今
日
の

景
色
は
今
ま
で
に
な
い（
素
晴
ら
し
い
）事

で
、
驚
い
た
。
三
原
城
は
堀
が
入
り
江
に
な

っ
て
い
て
、
魚
を
捕
ら
せ
て
い
な
い
。
堀
に

鯛
や
そ
の
ほ
か
海
の
魚
が
た
く
さ
ん
泳
い
で

い
る
。
櫓
が
多
く
造
っ
て
あ
り
、
石
垣
の
高

さ
も
十
間（
約
18
メ
ー
ト
ル
）ほ
ど
あ
る
。
と

て
も
立
派
で
あ
り
、
人
々
は
み
な
驚
い
た
」

（
要
約・
現
代
語
訳
）。
江
戸
時
代
末
期
に
な

っ
て
も
三
原
城
は
人
々
を
圧
倒
す
る
威
容
を

誇
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　
明
治
維
新
後
、
近
代
化
の
波
の
中
で
堀
や

城
が
面
し
て
い
た
海
は
埋
め
立
て
ら
れ
、
石

垣
の
多
く
も
取
り
壊
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

明
治
27
年
に
は
山
陽
鉄
道
が
本
丸
を
貫
く
形

で
三
原
駅
が
開
業
。
昭
和
に
な
っ
て
旧
城
内

や
城
下
町
の
市
街
化
が
一
段
と
進
み
ま
し

た
。
今
な
お
残
る
天
主
台
跡
と
そ
れ
を
巡

る
堀
の
一
部
、
船
入
櫓
跡
、
本
丸
中
門
跡

な
ど
が
、往
時
の
壮
大
さ
を
今
に
伝
え
て

い
ま
す
。

問問い合わせ先

三原浅野家の家臣 森秀之進が慶応年間に実測して作成した絵図。
城郭に加えて、家臣屋敷や松の木まで精密に描かれています。

紙本著色備後国三原城絵図
（江戸時代）個人所蔵
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 天主台跡を見守る
　小早川隆景像
　（JR三原駅西口）

隆
景
後 

往
時
を

し
の
ば
せ
る
史
跡

本丸中門跡


