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永
正
５
年
（
１
５
０
８
年
）
２

月
15
日
、
島
津
第
11
代
当
主

島し
ま
づ
た
だ
ま
さ

津
忠
昌
は
突
然
自
ら
の
命
を

絶
っ
た
。
享
年
46
歳
で
あ
っ
た
。

島
津
氏
の
内
乱
と
日
向
の
伊
東
氏
、

肥
後
の
相
良
氏
な
ど
の
侵
攻
、
地

元
の
抵
抗
勢
力
の
台
頭
へ
の
対
応

に
追
わ
れ
、
苦
し
ん
だ
末
の
自
殺

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

忠
昌
は
１
４
７
４
年
、
家
督
を

継
い
で
当
主
と
な
っ
た
。
し
か
し

こ
の
時
忠
昌
が
11
歳
の
若
さ
で

あ
っ
た
た
め
か
、
島
津
氏
内
部
で

も
忠
昌
に
対
し
て
抵
抗
す
る
も
の

が
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
島
津

氏
の
分
家
、
薩
さ
っ
し
ゅ
う州
島
津
家
二
代
当

主
で
あ
っ
た
島し
ま
づ
く
に
ひ
さ

津
国
久
は
、
肥
後

の
戦
略
を
め
ぐ
っ
て
忠
昌
と
対
立
。

国
久
は
所
領
の
出
水
で
叛は
ん
き旗
を
翻
ひ
る
が
え

し
、
国
分
方
面
に
侵
攻
し
た
が
、

忠
昌
が
救
援
に
出
向
い
た
た
め

撤て
っ
た
い退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
代
わ

り
に
手
薄
に
な
っ
た
加
世
田
を
占

領
す
る
。
同
時
期
に
国
久
に
応
じ

る
よ
う
に
豊ぶ
し
ゅ
う州
島
津
家
初
代
当
主

の
島し
ま
づ
す
え
ひ
さ

津
季
久
、
相
そ
う
し
ゅ
う州
島
津
家
初
代

当
主
の
島し
ま
づ
と
も
ひ
さ

津
友
久
が
反
乱
を
起
こ

す
が
、
友
久
は
鎮
圧
さ
れ
、
季
久

も
降
伏
す
る
。
こ
の
流
れ
に
や
む

な
く
国
久
は
出
水
に
戻
り
、
忠
昌

に
恭
き
ょ
う
じ
ゅ
ん
順
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

文
明
16
年
（
１
４
８
４
年
）
に

伊い
ざ
く作
（
島
津
）
久ひ
さ
や
す逸
が
島
津
本

家
に
反
乱
を
起
こ
す
。
こ
の
時

も
、
豊
州
島
津
家
二
代
当
主
の

島し
ま
づ
た
だ
か
ど

津
忠
廉
ま
で
も
忠
昌
に
叛
旗
を

翻
し
た
。
島
津
国
久
が
忠
廉
を
説

得
し
、
忠
廉
が
兵
を
収
め
た
の
を

き
っ
か
け
に
久
逸
の
乱
は
収
拾
す

る
こ
と
が
で
き
た
。

　

島
津
忠
昌
は
文
明
18
年

（
１
４
８
６
年
）
に
こ
の
乱
の
後
の

整
理
を
行
う
た
め
に
豪
族
の
所
領

の
配
置
換
え
を
行
い
、
一
旦
は
平

穏
を
取
り
戻
し
た
か
の
よ
う
に
見

え
た
。　

　

し
か
し
、
大
隅
地
域
で
は
明
応

３
年
（
１
４
９
４
年
）
に
志
布
志

の
新に
い
ろ
た
だ
た
け

納
忠
武
と
櫛
間
に
い
た
豊
州

島
津
家
三
代
当
主
の
島し
ま
づ
た
だ
と
も

津
忠
朝
が

対
立
す
る
よ
う
に
な
る
。
新
納
氏

は
、
新に
い
ろ
た
だ
つ
ぐ

納
忠
続
の
後
に
、
そ
の
末

弟
の
忠た
だ
あ
き明
が
継
ぎ
、
こ
の
頃
に
は

忠
明
の
子
忠
武
が
新
納
家
七
代
当

主
と
な
っ
て
い
た
。
当
時
忠
昌
は

忠
朝
を
庇
護
し
て
い
た
た
め
、
新

納
忠
武
は
島
津
宗
家
に
反
抗
の
気

勢
を
示
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
高
山
の
肝き
も
つ
き
か
ね
つ
ら

付
兼
連
は
新
納
忠
武

に
味
方
す
る
よ
う
に
な
る
。

　

翌
年
に
は
、
島
津
忠
昌
は
、
忠

朝
に
命
じ
て
串
良
城
の
平ひ
ら
た
か
ね
む
ね

田
兼
宗

の
討
伐
を
命
じ
、
忠
朝
は
岩
弘
城
に

侵
攻
し
、
兼
宗
も
ま
た
こ
れ
を
迎

え
撃
っ
た
。
結
果
、
兼
宗
は
敗
れ

て
忠
朝
に
降
伏
し
、
忠
朝
は
叔
父

の
平ひ
ら
や
ま
た
だ
や
す

山
忠
康
に
串
良
を
守
ら
せ
た
。

平
田
兼
宗
は
忠
昌
に
と
っ
て
軍
事
、

政
治
に
お
い
て
忠
誠
を
尽
く
し
て

い
た
家
老
で
あ
っ
た
。
実
は
、
同

じ
時
期
に
兼
宗
と
同
じ
く
家
老
職

に
あ
っ
た
村む
ら
た
つ
ね
や
す

田
経
安
も
忠
昌
に
殺

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
に
い
た
っ

て
は
、
島
津
忠
昌
に
と
っ
て
、
平

田
兼
宗
と
村
田
経
安
の
二
人
の
家

老
ま
で
も
が
敵
に
成
り
う
る
状
況

に
あ
っ
て
、
こ
こ
に
島
津
宗
家
そ

の
も
の
が
不
安
定
な
状
況
に
あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

そ
れ
か
ら
十
年
を
経
た
永
正
３

年
（
１
５
０
６
年
）
８
月
６
日
、

つ
い
に
島
津
忠
昌
は
大
軍
を
率
い

て
、
現
在
の
鹿
屋
市
串
良
町
柳
井
谷

に
高
山
本
城
攻
め
の
本
陣
を
敷
い

た
。
高
山
本
城
の
城
主
は
肝
付
兼
連

の
子
で
肝
付
本
家
第
十
四
代
当
主

兼か
ね
ひ
さ久
で
あ
る
。
兼
久
は
急
ぎ
新
納
忠

武
に
救
援
を
求
め
た
。
忠
昌
が
高

山
本
城
攻
略
に
苦く
り
ょ慮
し
て
い
る
最

中
に
背
後
か
ら
新
納
忠
武
の
襲
し
ゅ
う
げ
き撃

を
受
け
、
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
肝

付
兼
久
も
高
山
本
城
か
ら
出
撃
し

た
た
め
、
忠
昌
は
挟
み
撃
ち
に
遭

う
形
と
な
っ
た
。
結
局
島
津
忠
昌

は
軍
を
立
て
直
す
こ
と
が
で
き
ず
、

敗
れ
て
鹿
児
島
に
引
き
上
げ
た
の

で
あ
る
。

　

島
津
忠
昌
は
軍
事
よ
り
も
、
文
学

に
優
れ
て
い
た
。
１
４
７
８
年
に
は

臨り
ん
ざ
い
し
ゅ
う

済
宗
の
僧
侶
で
あ
る
桂け
い
あ
ん
げ
ん
じ
ゅ

庵
玄
樹

を
招
い
て
朱
子
学
を
興
隆
さ
せ
、

薩さ
つ
な
ん
が
く
は

南
学
派
の
基
礎
を
築
い
た
。
ま

た
、
琉
球
や
李り
し
ち
ょ
う
せ
ん

氏
朝
鮮
と
積
極
的

な
貿
易
を
奨
し
ょ
う
れ
い励
し
て
い
る
。

　

島
津
忠
昌
の
人
物
像
に
つ
い
て

は
考
証
す
べ
き
で
あ
る
が
、
も
し
、

時
代
が
戦
国
期
で
な
か
っ
た
ら
、
文

化
・
経
済
の
発
展
に
お
い
て
名
君

と
し
て
評
価
さ
れ
る
よ
う
な
活
躍

を
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
筆
者

は
思
う
。

『
願
わ
く
ば　

花
の
も
と
に
て　

春
死
な
む　

そ
の
如
月
の　

望
月
の
頃
』

　

こ
れ
は
、
平
安
時
代
末
期
か
ら

鎌
倉
時
代
初
頭
に
活
躍
し
た
歌
人 

西さ
い
ぎ
ょ
う
行
の
歌
で
あ
る
。
忠
昌
は
自
身
の

死
に
こ
の
歌
を
添
え
た
。「
如
月
の

望
月
の
頃
」
と
は
釈し
ゃ
か
に
ゅ
う
め
つ

迦
入
滅
の
時
期

を
示
す
。
こ
こ
に
忠
昌
が
生
き
て
き

た
修し
ゅ
ら羅
の
世
界
を
離
れ
た
安
ら
か

な
世
界
へ
の
願
望
が
読
み
と
れ
る
。

【
内
村
憲
和
】

豊
州
家
飫
肥

薩
州
家

伊
作
家 相

州
家

新
納
氏

肝
付
氏

種
子
島
氏

島
津
宗
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▲忠昌期の勢力図

歴
史
を
歩
く 
⑰

『
戦
国
時
代
の
群
像

　
　
～
第
二
話　
島し
ま
づ
た
だ
ま
さ

津
忠
昌
～
』




