
は
じ

め
に
 

本
編

で
は

、
鎌

倉
時

代
か

ら
戦

国
時

代
ま

で
を

扱
う

。
 

本
編

の
構

成
に

あ
た

っ
て

は
、

前
刊

と
な

る
『

三
股

町
史

 
改

訂
版

』
の

構
成

を
見

直
し

、
各

時
代

で
一

つ
の

章
を

立
て

て

各
時

代
の

分
量

を
大

幅
に

増
や

し
た

。
分

量
を

増
や

す
こ

と
が

で
き

た
の

は
、

近
年

に
『

宮
崎

県
史

』
、
『

都
城

市
史

』
と

い
っ

た
自

治
体

史
の

刊
行

や
、
『

鹿
児

島
県

史
料

』
の

永
続

的
な

刊
行

に
伴

う
史

料
の

増
加

に
よ

っ
て

、
南

九
州

の
地

域
史

に
関

す

る
研

究
が

蓄
積

さ
れ

て
き

た
こ

と
に

よ
る

。
本

編
で

は
、

そ
う

し
た

成
果

を
基

に
し

て
述

べ
て

い
く

こ
と

に
意

を
用

い
た

。
た

だ
し

、
そ

れ
で

も
、

中
世

に
お

け
る

本
町

域
に

限
っ

て
の

著
述

は
困

難
を

極
め

た
こ

と
か

ら
、

古
代

か
ら

中
世

に
か

け
て

の
呼

称
で

あ
っ

た
「

三
俣

院
」
、

も
し

く
は

本
町

域
と

そ
の

周
辺

を
含

む
「

三
股

地
域

」
を

キ
ー

ワ
ー

ド
と

し
て

、
各

時
代

の
様

相

を
、

な
る

べ
く

史
料

に
即

し
て

示
し

て
い

く
こ

と
と

し
た

。
 

 
十

一
世

紀
、

中
央

で
は

、
院

政
の

施
行

に
よ

り
王

権
政

治
の

色
が

よ
り

濃
く

な
っ

た
が

、
こ

の
権

勢
を

求
め

、
次

第
に

公
家

や
武

家
を

巻
き

込
ん

だ
皇

族
の

対
立

が
始

ま
る

。
こ

の
争

い
の

な
か

で
台

頭
し

た
の

が
源

氏
と

平
氏

で
あ

っ
た

。
台

頭
す

る
契

機
を

先
に

得
た

の
は

平
氏

で
あ

り
、

平
清

盛
が

太
政

大
臣

に
な

る
と

、
そ

の
勢

威
は

最
高

潮
に

達
す

る
。

し
か

し
、

平
氏

の
施

政
は

そ
れ

ま
で

の
王

権
政

治
や

公
家

政
治

と
あ

ま
り

変
化

の
な

い
も

の
で

あ
り

、
そ

の
な

か
で

一
族

優
先

の
所

領
配

当
を

行
う

な
ど

、
恣

意
的

な
も

の
で

も
あ

っ
た

。
こ

れ
を

打
破

し
た

の
が

源
氏

で
あ

る
。

源
氏

一
門

と
関

東
武

士
団

の
掌

握
に

成
功

し
た

源
頼

朝
は

、
東

日
本

に
お

い
て

勢
威

を
高

め
る

と
、

一
気

に
平

氏
政

権
打

倒
を

行
う

。
そ

う
し

て
壇

ノ
浦

の
戦

い
で

勝
利

し
た

源
氏

は
、

鎌
倉

に
武

士
の

た
め

の
政

権
を

確
立

す
る

の
で

あ
る

。
 

こ
の

頃
、

日
向

国
南

部
で

は
、

大
宰

大
監

平
季

基
の

力
に

よ
っ

て
島

津
荘

が
誕

生
す

る
。

そ
の

後
ま

も
な

く
し

て
、

近
衛

家



の
家

司
で

あ
っ

た
惟

宗
氏

が
当

地
へ

下
向

し
て

島
津

荘
の

下
司

職
を

得
て

、
そ

の
地

名
を

と
っ

て
島

津
氏

を
名

乗
り

、
以

後
同

氏
は

南
九

州
政

治
史

の
中

心
に

君
臨

す
る

。
な

お
、

島
津

荘
の

誕
生

と
拡

大
に

関
し

て
、

近
年

で
は

、
大

宰
府

が
公

役
履

行
遂

行
の

た
め

配
置

し
た

な
か

に
、

日
向

国
の

担
当

と
し

て
惟

宗
氏

が
お

り
、

こ
れ

が
島

津
荘

域
拡

大
の

一
翼

を
担

い
、

の
ち

に
島

津
氏

と
な

っ
た

と
い

う
新

見
解

が
登

場
し

て
い

る
。

 

平
安

期
の

王
権

政
治

の
の

ち
、

有
史

初
の

本
格

的
な

武
家

政
権

が
誕

生
し

た
鎌

倉
期

は
、

朝
廷

に
よ

る
そ

れ
ま

で
の

支
配

体

制
に

加
え

て
、

守
護

制
の
導
入

を
は
じ

め
と

し
た

、
御

家
人
等

武
士
層

の
掌

握
に

も
意

が
注

が
れ

た
時

代
で

あ
っ

た
。
土

地
領

有
体
系

に
お

い
て

も
、

そ
れ

ま
で
混
在

し
て

い
た

王
族

や
貴

族
を
頂
点
（

所
有
者
）

と
す

る
私

領
（

荘
園
）

と
朝

廷
に
帰
属

し

税
徴
収

の
対
象

で
あ

る
国

有
地
（

公
領
）

の
整
備

が
よ

り
一
層
進
展

し
た

。
こ

こ
に

、
当

時
そ

の
ほ

と
ん

ど
が

公
家

領
で

あ
っ

た
荘
園

と
公

領
が
混
在

す
る

、
い
わ
ゆ

る
「

荘
園

公
領

制
」

の
時

代
が
幕

を
開

け
る

。
こ

う
し

た
動

き
の

な
か

、
幕

府
に

よ
る

全
国

的
な
統

制
を
図
ろ

う
と

し
、

次
第

に
荘
園

を
管
理

す
る

地
頭

の
配

置
権

も
掌

握
し

て
い

き
、

中
期

以
降

、
北
条

得
宗

家
に

よ
る

支
配

を
高

め
、

そ
の

権
勢

を
も

増
大

さ
せ

て
い

く
の

で
あ

る
。

こ
こ

に
朝

廷
と
幕

府
の
二

極
的

な
全

国
支

配
の

あ
り
方

が

顕
在

化
す

る
こ

と
な

り
、

こ
の

こ
と

は
、

地
方

へ
も

大
き

な
影
響

を
与

え
る

こ
と

に
な

っ
た

。
 

鎌
倉

初
期

に
お

け
る

日
向

国
に

は
、
当

初
島

津
宗

家
が

守
護
兼

地
頭

に
任
じ

ら
れ

て
い

た
が

、
の

ち
に
北
条

得
宗

領
と

さ
れ

、

幕
府
崩
壊

ま
で
北
条

氏
が
管
轄

す
る

。
そ

の
頃

、
日

本
列

島
最

大
級

の
荘

域
と

な
っ

て
い

た
島

津
荘

で
は

、
惣

代
若
林

氏
や
肝

付
氏
等

、
政
務

を
担

っ
て

い
た
在

地
官
人
等

が
勢

力
を
伸
ば

し
始

め
、

有
力

国
人

と
し

て
台

頭
す

る
。

こ
う

し
た

こ
と

を
受

け

て
第

一
章

で
は

、
平

安
末

期
及
び

鎌
倉

期
に

お
け

る
三

俣
院

を
、

島
津

荘
の
伸
張
過
程

を
ふ

ま
え

つ
つ
紹
介

し
、

か
つ

、
三

俣

院
内

に
相

当
数
存
在

し
て

い
た
在

地
領
主

に
つ

い
て

も
、
主
要

な
も

の
に

つ
い

て
、

史
料

の
限

り
に

お
い

て
触

れ
る

。
 

 
鎌

倉
幕

府
の
滅
亡

後
、
天

皇
を
頂
点

と
し

た
政

治
体

制
を
創
出

し
よ

う
と

し
て

誕
生

し
た
建

武
政

権
は

、
天

皇
集

権
化

に
こ



だ
わ

っ
た

後
醍
醐
天

皇
の

政
治
指
針

が
受

け
入

れ
ら

れ
ず

に
、

政
権

の
体

制
は

次
第

に
機
能

し
な

く
な

っ
て

い
く

。
こ

れ
を

改

善
し

、
再
び

新
た

な
支

配
体

制
を
創
出

し
よ

う
と

、
足

利
尊

氏
が
反

後
醍
醐
帝

の
旗

を
掲
げ

る
こ

と
に

な
る

。
と

こ
ろ

が
機

を

一
に

し
て

、
足

利
氏
内

部
で

の
政

権
争

い
で

あ
る
観
応

の
擾
乱

が
起

こ
る

。
尊

氏
の
弟

直
義

と
尊

氏
の
執
事

で
あ

っ
た

高
師

直

の
政

治
的

対
立

で
あ

る
。

と
り
わ

け
、

こ
の
内
乱

に
絡

ん
だ

直
義

の
子

直
冬
（
尊

氏
実
子
）

の
九

州
下

向
は

、
島

津
氏

が
南
北

朝
の
間

を
揺

れ
動

き
、
そ

れ
に

国
人
層

も
巻

き
込

ま
れ

る
と

い
う

、
混
沌

と
し

た
南

九
州

の
状
況

を
生
み

だ
す

こ
と

に
な

っ
た

。

ま
た

三
俣

院
を
拠
点

に
し

た
肝
付

氏
の
軍
事

行
動

は
、
薩
摩
半

島
で
活
動

し
て

い
た

南
朝
方

の
懐
良
親

王
と

と
も

に
、
北

朝
が

直
接

乗
り
出

す
ほ

ど
の
全

国
的
規
模

の
抵
抗

と
な

っ
て

い
っ

た
。

た
だ

、
こ

の
不

安
定

な
状
況

を
払
拭

し
た

の
も
足

利
政

権
で

あ
っ

た
。

三
代
将
軍
義
満

は
南
北

朝
の
合

一
を

成
し

遂
げ

、
こ

の
政

治
体

制
の

一
本

化
に

よ
っ

て
、
全

国
的

支
配

の
安
定

を
も

た
ら

し
た

の
で

あ
る

。
第
二

章
で

は
、

こ
う

し
た
動

向
を

も
と

に
、

南
北

朝
期

に
お

け
る

三
俣

院
の
状
況

を
述

べ
る

が
、
特

に

樺
山

氏
に

よ
る
樺
山

領
有

の
経
緯

や
そ

の
在

地
支

配
に

つ
い

て
も

、
史

料
と

研
究
動

向
に

即
し

て
記

述
す

る
。

 

室
町

期
に
入

る
と

、
足

利
将
軍

家
の

権
力

が
低

下
し

て
い

く
な

か
、

島
津

氏
の

よ
う

な
守
護

の
系
譜

を
引

く
守
護

大
名

が
誕

生
し

た
。

し
か

し
、

自
己

の
所

領
を

確
立

し
た

島
津

氏
一

族
や

国
人
層

は
、

所
領

の
防

衛
と

、
隣
接

す
る
他

領
へ

の
進
攻

に
意

を
注
ぐ

こ
と

と
な

り
、

島
津

宗
家

の
存
在
価
値

は
低

下
の

一
途

を
た

ど
っ

て
い

く
。

ま
た

、
応
仁

の
乱

に
よ

っ
て
全

国
騒
乱

の

時
代

に
突
入

す
る

と
、

南
九

州
で

は
伊

東
氏

と
島

津
氏

が
熾
烈

な
争

い
を
繰

り
広
げ

、
島

津
氏

が
勝

利
す

る
。

そ
こ

に
登

場
し

た
島

津
忠
良

は
、
薩
摩
半

島
南

部
を
拠
点

と
し

て
次

第
に

そ
の

支
配

域
を

拡
大

し
、
長
子
・
貴
久

を
宗

家
当
主
＝

守
護

に
就

か

せ
、

戦
国

大
名

島
津

氏
を

誕
生

さ
せ

る
。
貴
久

は
父

の
勢

威
を
背
景

に
薩
隅

日
三

州
内

で
の

地
位

を
確

立
さ
せ

、
そ

の
後

有
力

一
族

か
ら

支
持

を
集

め
る

ま
で

に
成
長

し
、

大
隅

国
の
肝
付

氏
を
従

え
た
天
正

期
前
半

頃
、

そ
の
存
在
価
値

を
確

立
さ
せ

る
。

宗
家

が
そ

う
し

た
行
動

を
展
開

し
て

い
た

ち
ょ

う
ど

そ
の

時
期

、
都

城
・

三
股

地
域

を
統

一
し

た
北
郷

氏
は

、
宗

家
を
主

家
と



し
て

こ
れ

を
支

え
て

い
く

。
そ

し
て
天
正
末

期
、

島
津

氏
は

九
州

制
覇
目

前
ま

で
漕
ぎ

つ
け

た
も

の
の

、
そ

れ
を
抑
止

す
べ

く

大
挙

し
て

九
州

へ
上
陸

し
た
豊

臣
政

権
軍

に
敗
北

し
、

島
津

氏
は

直
ち

に
降
伏

し
た

。
豊

臣
政

権
は
全

国
的

に
太
閤
検

地
を
実

施
し

て
石

高
制

を
導
入

す
る
等

の
画

期
的

な
政
策

を
取

り
入

れ
た

が
、

島
津

氏
領
内

で
も

同
様

に
実

施
し

た
。

こ
の

こ
と

は
島

津
氏

に
と

っ
て

、
領

地
支

配
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
大

き
く
転
換
せ
ざ

る
を

得
な

い
も

の
で

あ
っ

た
が

、
同

時
に

、
家

臣
団

の
支

配

地
転
換

と
そ

れ
に

伴
う

家
臣

団
の
抵
抗

、
そ

し
て

朝
鮮
出
兵

に
お

け
る
軍

役
に

対
す

る
家

臣
団

の
不
満
等

、
大

き
な
問
題

を
残

す
こ

と
と

な
っ

た
。

こ
う

し
た

こ
と

を
踏

ま
え

、
第

三
章

で
は

、
伊

東
氏

の
「
山
西

」
進
出

、
樺
山

氏
に

よ
る

三
俣

院
掌

握
の

実
態

、
在

地
領
主

と
の
連
携
等

を
考
察

し
つ

つ
、
南
北

朝
合

一
後

の
三

俣
院

の
状
況

に
つ

い
て
詳

述
す

る
。
ま

た
第
四

章
で

は
、

島
津

氏
と
伊

東
氏

に
よ

る
日

向
争
奪

行
動

の
な

か
で

、
北
郷

氏
が

勢
力

を
強

め
三

俣
院

を
掌

握
す

る
様

相
を

述
べ

る
。

そ
し

て

島
津

宗
家

の
権

力
確

立
と

勢
力
伸
張

、
そ

の
後

の
豊

臣
政

権
下

に
お

け
る
諸

行
動

を
踏

ま
え

つ
つ

、
都

城
・

三
股

地
域

の
状
況

を
述

べ
て

い
く

こ
と

と
す

る
。

 

本
編

で
は

以
上

の
構

成
で

中
世

三
股

地
域

の
歴

史
を
概
観

し
て

い
く

。
こ

こ
に

示
し

た
も

の
が

、
今

後
の

本
町

に
お

け
る

地

域
史

研
究

に
資

す
る

こ
と

を
期
待

し
た

い
。

 


