
応

永

三

十

二

年

（

一

四

二

五

）

七

月

二

十

五

日

夜

、

加

古

川

の

大

洪

水

で

千

人

余

の

人

が

亡

く

な

り

ま

し

た

。

こ

れ

は

、

当

時

播

磨

国

米

田

の

定

願

寺

に

住

し

た

僧

、

鎮

増

ち

ん

ぞ

う

に

よ

っ

て

記

録

さ

れ

た

も

の

で

す

。

五

十

一

歳

の

鎮

増

は

こ

の

時

の

模

様

を

「

目

前

に

近

々

と

流

れ

ゆ

く

者

を

見

れ

ど

も

、

何

と

も

了

簡

り
ょ
う

け
ん

な

し

」

と

、

手

の

施

し

よ

う

も

な

い

大

規

模

災

害

に

直

面

し

た

中

世

人

の

心

情

を

率

直

に

著

し

て

い

ま

す

。 

と

こ

ろ

で

鎮

増

は

、

応

永

十

九

年

（

一

四

一

二

）

十

一

月

十

四

日

早

朝

に

「

大

地

震

」

も

経

験

し

て

い

ま

し

た

。
こ

の

時

は

、
「

米

田

の

東

西

十

里

ば

か

り

」

の

寺

社

や

人

家

が

倒

壊

し

、

多

数

の

人

々

が

亡

く

な

っ

た

こ

と

を

「

こ

の

世

の

終

わ

り

か

と

思

っ

た

」

と

記

し

ま

し

た

。 

 

だ

が

「

他

国

」

に

そ

れ

ほ

ど

の

被

害

が

な

か

っ

た

と

の

風

聞

と

関

わ

ら

せ

て

、「
後

々

よ

く

考

え

て

み

る

と

、

こ

れ

は

守

護

赤

松

氏

滅

亡

の

予

兆

で

あ

っ

た

」

と

す

る

世

間

の

見

方

が

あ

っ

た

こ

と

も

紹

介

し

て

い

ま

す

。 

さ

て

、

鎮

増

自

身

は

大

洪

水

か

ら

一

カ

月

半

後

の

九

月

十

二

日

に

書

写

山

に

入

り

、

法

華

経

の

「

談

義

だ

ん

ぎ

」

活

動

を

再

開

し

ま

す

。

翌

年

に

は

、

播

磨

国

衙

こ

く

が

と

密

接

に

関

わ

る

法

会

が

営

ま

れ

た

天

台

六

箇

寺

の

普

光

寺
（

加

西

市

河

内

町

）

に

赴

い

た

り

、

播

磨

府

中

の

惣

社

そ

う

じ

ゃ

（

姫

路

市

）

に

お

い

て

守

護

赤

松

氏

に

仕

え

る

小

川

玄

助

入

道

を

願

主

と

す

る

席

で

「

直

談

」

を

行

っ

て

い

る

こ

と

が

注

目

さ

れ

ま

す

。 

と

こ

ろ

で

鎮

増

が

活

動

の

拠

点

と

し

た

定

願

寺

も

洪

水

の

翌

年

、

書

写

山

東

坂

元

に

移

転

し

ま

し

た

。

こ

れ

に

よ

っ

て

、

鎮

増

と

室

町

期

播

磨

の

政

治

的

中

枢

を

担

う

人

々

と

の

結

び

つ

き

は

よ

り

一

層

強

ま

る

こ

と

に

な

り

ま

し

た

。 

（

高

砂

市

史

編

さ

ん

専

門

委

員 

梶

木

良

夫

） 
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～

『

鎮

増

私

聞

書

』

を

読

む

～ 

▲『 鎮 増 私 聞 書
（ 抜 粋 ）』（昌 楽
寺 所 蔵 ）  


