
は
じ

め
に

 

 
本

編
で

は
、

近
世

と
い

う
時

代
に

お
け

る
都

城
・

三
股

地
域

の
歴

史
に

つ
い

て
見

て
い

く
こ

と
に

し
た

い
。

 

 
本

書
で

描
く

近
世

と
は

、
天

正
十

五
年

（
一

五
八

七
）

の
豊

臣
政

権
に

よ
る

九
州

制
覇

と
島

津
氏

の
降

伏
、

そ
れ

に
続

い
て

秀
吉

に
よ

っ
て

実
施

さ
れ

た
島

津
領

国
内

の
太

閤
検

地
か

ら
、

慶
応

三
年

（
一

八
六

七
）

の
大

政
奉

還
と

王
政

復
古

、
そ

し
て

徳
川

幕
府

が
崩

壊
す

る
戊

辰
戦

争
（

一
八

六
八

〜
六

九
）

ま
で

を
取

り
扱

う
こ

と
と

す
る

。
こ

れ
は

、
南

九
州

地
域

を
支

配
し

て
い

た
島

津
氏

及
び

北
郷

氏
（

後
の

都
城

島
津

氏
）

が
豊

臣
秀

吉
の

統
一

政
権

に
服

属
し

た
時

期
か

ら
、

徳
川

家
を

中
心

に
し

た
幕

藩
体

制
が

崩
壊

し
、

新
た

な
国

家
体

制
に

向
け

て
出

発
す

る
時

期
で

あ
る

。
つ

ま
り

、
戦

国
の

世
が

終
焉

す
る

時
期

か
ら

再
び

維
新

の
動

乱
の

時
代

ま
で

の
約

三
〇

〇
年

に
わ

た
る

平
和

な
時

代
が

対
象

と
な

る
。

 

 
そ

の
歴

史
の

舞
台

に
は

、
現

在
の

本
町

域
に

と
ど

ま
ら

ず
、

都
城

市
域

を
含

め
た

地
域

と
し

て
「

都
城

・
三

股
地

域
」

を
設

定
し

た
い

。
こ

れ
は

本
町

が
、

都
城

島
津

氏
の

所
領

、
そ

し
て

島
津

宗
家

の
直

轄
領

と
そ

の
支

配
の

枠
組

み
が

異
な

っ
て

い
る

か
ら

で
あ

る
。

都
城

島
津

氏
は

、
近

世
初

頭
ま

で
は

本
町

域
す

べ
て

を
所

領
と

し
て

い
た

が
、

そ
の

後
、

一
部

を
島

津
宗

家
に

献
上

さ
せ

ら
れ

、
本

町
域

は
直

轄
領

と
都

城
島

津
家

領
が

入
り

交
わ

る
こ

と
と

な
っ

た
。

そ
の

た
め

、
三

股
町

の
歴

史
を

見
る

に
あ

た
っ

て
は

、
都

城
島

津
氏

及
び

島
津

宗
家

と
の

動
向

と
あ

わ
せ

て
見

て
い

く
必

要
が

あ
る

か
ら

で
あ

る
。

 

 
近

世
と

い
う

時
代

は
教

科
書

的
に

見
る

と
、

大
ま

か
に

ど
の

よ
う

な
時

代
だ

っ
た

の
で

あ
ろ

う
か

。
先

述
し

た
よ

う
に

、
い

く
さ

に
明

け
暮

れ
て

い
た

戦
国

乱
世

が
織

田
信

長
、

豊
臣

秀
吉

に
よ

っ
て

平
定

さ
れ

、
い

わ
ゆ

る
天

下
統

一
さ

れ
た

と
こ

ろ
か

ら
始

ま
る

。
織

田
信

長
は

道
半

ば
で

倒
れ

た
が

、
引

き
継

い
だ

秀
吉

に
よ

っ
て

天
下

統
一

が
成

し
遂

げ
ら

れ
た

。
秀

吉
は

、
戦

国
大

名
を

配
下

に
置

き
、
太

閤
検

地
を

実
施

し
な

が
ら

体
制

を
固

め
て

い
っ

た
。
し

か
し

、
朝

鮮
出

兵
時

に
死

去
し

、
そ

の
後

、



徳
川

家
康

が
台

頭
、

慶
長

五
年

（
一

六
〇

〇
）

の
関

ヶ
原

の
戦

い
を

経
て

征
夷

大
将

軍
と

な
っ

て
江

戸
に

幕
府

を
開

く
の

で
あ

る
。

 

 
慶

長
八

年
（

一
六

〇
三

）
、

徳
川

家
康

に
よ

っ
て

開
か

れ
た

江
戸

幕
府

は
、

慶
応

三
年

(
一

八
六

七
)
 
十

月
の

徳
川

慶
喜

に
よ

る
大

政
奉

還
ま

で
二

六
五

年
間

続
き

、
い

く
さ

の
な

い
平

和
な

時
代

で
あ

っ
た

。
 

 
将

軍
で

あ
っ

た
徳

川
氏

は
、

元
来

、
自

分
自

身
も

武
家

の
棟

梁
で

あ
り

、
い

わ
ば

武
家

集
団

の
筆

頭
で

、
封

建
的

主
従

関
係

の
頂

点
に

位
置

し
て

い
た

と
い

え
る

。
そ

し
て

同
時

に
「

公
儀

」
と

し
て

「
幕

藩
制

国
家

」
の

ト
ッ

プ
と

し
て

の
地

位
を

も
占

め
て

い
た

の
で

あ
る

。
 

江
戸

時
代

の
国

家
は

「
幕

藩
制

国
家

」
と
呼

ば
れ

、
徳

川
将

軍
家

を
頂

点
と

し
た

幕
府

と
、

大
名

と
家

臣
・

領
民

に
よ

っ
て

構
成

さ
れ

る
藩

と
で

成
り
立

っ
て

い
た

。
藩

は
、

い
わ

ば
大

名
を

頂
点

と
す

る
地
方

統
治
機

関
で

あ
り

、
そ

の
統
治

の
あ

り
方

に
つ

い
て

は
、

一
定

の
自
律
性

・
独

自
性

を
保

っ
て

い
た

も
の

の
、

兵
農

分
離

制
の

も
と

で
著

し
く

制
約

を
受

け
て

お
り

、
幕

府
を

中
心

と
す

る
中
央

集
権

的
な

国
家
機
構

の
一

部
を
担

う
と

い
う
形

の
も

の
で

あ
っ

た
。

な
お

、
「

藩
」

と
い

う
用
語

は
、

近
世

に
お

い
て

は
公
称

で
は

な
く

、
当

時
は

「
国

」
「

大
名

」
「

家
」
「

領
」

な
ど

と
呼

ば
れ

て
い

た
。

近
世

中
期
以

降
に
当

時
の

儒
学
者
等

に
よ

っ
て

「
藩

」
が
用

い
ら

れ
る

よ
う

に
な

っ
て

、
近

世
後

期
に

一
般

に
も
広

が
っ

て
い

っ
た
呼

び
方

で
あ

り
、
版

籍
奉

還
の

時
に

初
め

て
明
治

政
府

に
よ

っ
て

公
式

に
採
用

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

。
つ

ま
り

、
「

藩
」

は
近

世
に

お
け

る
正
式

な

名
称

で
は

な
く

、
歴

史
用
語

と
し

て
使
用

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

と
言

え
る

。
し

か
し

、
「

藩
」

は
教

科
書
等

で
も
使
用

さ
れ

、

大
名

の
家

と
そ

の
支

配
対

象
で

あ
る

領
国

・
領
民

を
あ

わ
せ

た
も

の
の
呼
称

と
し

て
常
識

的
に

な
っ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

こ
こ

で
も

「
藩

」
を
使
用

し
た

い
。

 

ま
た

、
幕

府
は
海
外

と
の

交
流

に
つ

い
て

は
鎖

国
制

を
採
用

し
て

お
り

、
外

交
・
貿
易

を
独

占
し

て
い

た
。

ま
た

、
こ

れ
に



あ
わ

せ
て
キ
リ
シ
タ
ン

の
禁
止

と
宣

教
師

・
信
者

の
弾
圧

・
追
放

な
ど

も
実

施
し

た
。

 

幕
府

の
国

内
に

お
け

る
国

家
的

支
配
機
能

に
つ

い
て

み
る

と
、

三
都

（
江

戸
、
京

都
、

大
坂

）
を

は
じ

め
と

す
る

主
要

都
市

を
直

轄
支

配
し

、
そ

れ
を
通
じ

て
全

国
的

に
商
業

を
支

配
し

た
。

ま
た

、
貨
幣
鋳
造

権
を
持
ち

、
金

・
銀

・
銅

な
ど
鉱
産
物

に

対
す

る
独

占
的

統
制

、
全

国
的

交
通
運
輸

体
制

の
支

配
と

統
制

な
ど

を
行

っ
た

。
思
想

的
に

は
、

国
家
思
想

と
し

て
儒
学

を
奨

励
し

、
キ
リ
シ
タ
ン

を
は
じ

め
と

す
る

異
端

宗
教

・
宗
派

を
国

家
権
力

に
よ

っ
て
弾
圧

・
否

定
し

た
。

こ
れ

に
よ

っ
て
寺
社

統

制
権

を
掌
握

し
、
民
衆

を
支

配
し

た
。

 

近
世

の
国

家
は

領
主

制
を
採
用

し
て

お
り

、
将

軍
は

そ
の

幕
藩

領
主

制
の
最
高

位
者

で
あ

っ
た

。
そ

の
幕

藩
領

主
制

は
将

軍

を
頂

点
と

す
る

集
権

的
特
質

を
持
ち

、
幕

府
は

領
主

制
権
力

の
中
央
機

関
と

し
て

の
性
格

を
強

く
持

っ
て

い
た

。
徳

川
氏

は
、

そ
の

領
主

制
的
性
格

に
お

い
て

は
、

約
三

〇
〇

〇
万
石

と
い

わ
れ

る
日

本
全

国
の
土

地
所
有
者

で
あ

り
、
御

三
家

、
親

藩
、
譜

代
、
外
様

に
区

分
さ

れ
る

大
名

、
旗

本
、
御

家
人

よ
り

な
る

直
属

家
臣

団
を
擁

し
て

い
た

。
こ

の
う
ち

、
大

名
と

一
部

の
旗

本

は
、

将
軍

か
ら
知
行

と
し

て
所

領
を
宛

て
が

わ
れ

、
そ

れ
ぞ

れ
に

そ
の

所
領

支
配

を
任

せ
ら

れ
て

お
り

、
そ

の
総
石
高

は
約

二

三
〇

〇
万
～

二
五

〇
〇
万
石

で
あ

っ
た

。
そ

の
他

の
旗

本
と
御

家
人

は
支

配
所

領
を

も
た

ず
、

将
軍

か
ら
知
行

と
し

て
禄
米

を

与
え

ら
れ

て
い

た
。

こ
れ

ら
の

直
属

家
臣

団
と

将
軍

と
の

関
係

は
、
基

本
的

に
は
知
行
給
与

と
御
恩

・
奉

公
と

し
て

の
軍
役

関

係
に

よ
っ

て
貫

か
れ

て
い

た
。

こ
の

う
ち
親

藩
、
譜

代
大

名
、
旗

本
、
御

家
人

は
幕

府
行

政
の
担
当
者

に
も

な
っ

て
い

た
。

 

 
同

時
に

、
幕

府
は

、
大

名
以

下
の

武
士

団
が
結
合

す
る

た
め

の
機

関
で

も
あ

っ
た

。
そ

れ
は

武
家
諸
法
度

に
示

さ
れ

て
お

り
、

集
中

と
統

一
の

原
理

に
基
づ

い
て

、
武
士

団
の
結
束

を
固

め
る

こ
と

が
至

上
命
令

と
さ

れ
、

こ
れ

に
反

す
る
者

は
、
圧

倒
的

に

強
大

な
軍
事
力

を
背
景

に
し

て
、
改
易

・
転

封
・
減

封
に

よ
っ

て
処

分
さ

れ
る

こ
と

に
な

る
の

で
あ

る
。

 

 
こ

う
し

た
、

近
世

と
い

う
時

代
に

お
け

る
都

城
・

三
股

地
域

は
、
鹿
児

島
藩

に
属

し
て

い
た

。
鹿
児

島
藩

は
島

津
宗

家
を

大



名
と

す
る
外
様

大
藩

で
あ

っ
た

。
島

津
氏

は
外

城
制
度

と
い

っ
て

藩
領

内
を
外

城
ま

た
は
私

領
に
区
画

し
て

、
そ

こ
に

地
頭

・

領
主

を
置

い
て

支
配

さ
せ

て
い

た
。

都
城

・
三

股
地

域
は

、
藩

の
直

轄
領

と
北

郷
氏

（
都

城
島

津
氏

）
が
治

め
る

地
域

（
私

領
）

と
が
混

在
し

て
い

た
の

で
あ

る
。

 

 
鹿
児

島
藩

は
武
士
人
口

が
他

藩
に
比

べ
て
非
常

に
多

く
、

武
士

身
分

の
人
々

の
城

下
集

中
が
徹
底

で
き

な
か

っ
た

。
郷
村

に

百
姓

身
分

の
人
々

と
共

に
、
「

郷
士

」
と
呼

ば
れ

た
武
士

身
分

の
人
々

が
暮

ら
し

て
い

た
の

で
あ

る
。

宗
教

統
制

で
は

、
幕

府

が
キ
リ
シ
タ
ン

の
禁
止

政
策

を
と

っ
て

お
り

、
こ

れ
に
鹿
児

島
藩

も
従

っ
て

い
た

が
、
加

え
て

一
向

宗
（
浄
土
真

宗
）

も
禁
止

し
て

い
た

の
で

あ
る

。
さ

ら
に
農
民

支
配

に
お

い
て

は
、「
門
割

制
度

」
を
採
用

し
て

い
た

。
こ

れ
は
数
軒

の
農
民

の
家

を
「
門

」

に
編

成
し

て
、

こ
の
門
ご

と
に
耕

地
を
割

り
当

て
る

制
度

で
、
数

年
ご

と
に
割
替

え
を
行

っ
て

い
た

。
こ

の
制
度

も
鹿
児

島
藩

独
特

の
も

の
で

あ
り

、
人
々

の
生
活

に
大

き
な
影
響

を
与

え
て

い
た

。
こ

う
し

た
独

自
の

政
策

が
見

ら
れ

た
鹿
児

島
藩

は
、

幕

末
維

新
期

に
は

幕
府

を
倒

し
、

新
し

い
明
治

と
い

う
時

代
を

開
く

上
で

中
心

的
役
割

を
担

っ
て

い
く

の
で

あ
る

。
 

本
章

で
は

、
こ

の
よ

う
な

近
世

の
幕

藩
制

国
家

の
時

代
に

お
け

る
、
鹿
児

島
藩

及
び

都
城

・
三

股
地

域
と

い
う

舞
台

の
歴

史

に
つ

い
て

、
地

域
の
人
々

を
主

体
に

見
て

い
く

こ
と

に
し

た
い

。
 

 


