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Ⅰ
部

枕
崎
市
の
歴
史

第
１
章

「枕
崎
」
の
由
来

（成
り
立
ち
）
や
位
置
等

わ
た
し
た
ち
の
枕
崎
市
は
、
な
ぜ

「枕
崎
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

明
確
な
理
由
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
『
枕
崎
市
誌
』
に
は
、
次
の
３
つ
の
説
が
あ
り
ま
す
。

①

昔
、
枕
崎
浦
内
に
近
瀬
と
い
う
瀬
が
あ
り
、
こ
こ
に
枕
箱
に
入

っ
た
小
さ
な
御
神
体
が
漂
着
し
た
の
で
、
そ

れ
を
神
社
に
祀
り
、
以
後
こ
の
辺
り
を

「枕
崎
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
。

ま
つ

②

昔
、
恵
比
寿
様
の
御
神
体
が
箱
枕
の
引
き
出
し
に
入

っ
て
、
近
瀬
と
い
う
瀬
に
流
れ
着
い
た
の
で
、
そ
の
辺

え

び

す

り
を

「枕
崎
」
と
い
う
よ
う
に
な

っ
た
。

③

沖
合
を
通
る
船
か
ら
見
る
と
、
地
形
が
枕
に
似
て
い
る
か
ら
、
「枕
崎
」
に
な

っ
た
。
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い
ず
れ
に
し
て
も
、
「枕
」
が
関
係
し
ま
す
。
昔
の
枕
は
、
主
に
使
わ
れ
た
の
は
木
枕
系
と
薦
枕
系
で
す
。
江
戸

こ
も

時
代
に
な

っ
て
、

世
紀
前
半
の
頃
か
ら
両
者
が

一
緒
に
な

っ
た
箱
枕
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
箱
枕
と
は

「木
製
の
箱

18

の
上
に
小
さ
な

括

枕

（俵
形
に
作
り
、
両
側
に
房
を

つ
け
た
も
の
）
を
の
せ
た
も
の
」
（『
日
本
史
大
事
典
』
平
凡

く
く
り

社
）
で
す
。

も
う
１
つ
の
説
が
あ
り
ま
す
。
薩
摩
藩
が
編
集
し
た

『
三
国
名
勝
図
会
』
（
１

８
４
３
年
完
成
）
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
の
枕
崎
を
扱

っ
た
図

（下
写

真
）
に
は
、
岬
を
中
心
に
し
て
人
家
が
並
び
、
そ
の
岬
を

「枕
嵜
」
（嵜
は
崎
の

異
体
字
で
、
同
じ
漢
字
で
す
）
と
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
枕
崎
は
、
こ
の
岬
の
名

前
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
三
島
や
ト
カ
ラ
の
島
々
で
は
、
暗
礁
や
浅
瀬
の
こ
と
を

「
マ
ク
ラ
」
と
い
い
ま
す
。
こ
の
付
近
は
瀬
が
多
く
、
枕
崎
の
マ
ク
ラ
は
瀬
を
意

味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
実
際
、
こ
の
付
近
に
は
、
瀬
崎
と
い
う
字
も
あ

あ
ざ

り
ま
す
。

瀬
が
多
い
岬
が
転
じ
て

「瀬
崎
」
が

「枕
崎
」
に
な

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

枕
崎
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
頃
ま
で
は
単
な
る
漁
村
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
最
後

の
説
が
最
も
適
切
な
よ
う
に
思
い
ま
す
。
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な
お
、
「枕
崎
」
と
い
う
地
名
が
文
献
に
出
て
く
る
の
は
、
江
戸
幕
府
の
命
令
で
作
ら
れ

た

『
元
禄
国
絵
図
』
（
１
６
９
７
年
完
成
）
が
最
初
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
枕
崎
と
い
う
地

名
は
、
お
よ
そ
３
０
０
年
前
と
い
う
こ
と
で
す
。

但
し
、
枕
崎
は
、
昔
は
鹿
籠
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た

（
８
ペ
ー
ジ
参
照
）
し
、
今
の
枕
崎

か

ご

全
体
を
枕
崎
と
い
う
の
は
、
大
正

（
１
９
２
３
）
年
に

「枕
崎
町
」
と
な

っ
て
か
ら
で
す
。

12

そ
の
他
、
枕
崎
市
に
は
、
「立
神
」
「桜
山
」
「金
山
」
「別
府
」
の
４
小
学
校
が
あ
り
ま
す
。

「立
神
」
は
、
観
光
名
所
に
も
な

っ
て
い
る
沖
の
立
神

（右
写
真
）
か
ら
来
て
い
ま
す
。

立
神

・
岩
戸
山

（左
写
真
）
・
硫
黄
島
に
は
、
お
も
し
ろ
い
次
の
よ
う
な
民
話
が
残

っ
て

い
ま
す
。

３
者
は
、
も
と
も
と
仲
の
い
い
友
だ
ち
だ

っ
た
。
あ
る
日
、
立
神
と
岩
戸
山
が
ケ
ン
カ

を
し
た
。
立
神
は
怒

っ
て
火
を
投
げ

つ
け
た
と
こ
ろ
、
岩
戸
山
は
燃
え
て
赤
く
爛
れ
、
今

た
だ

の
赤
崩

・
禿
山
が
で
き
た
。
岩
戸
山
は
仕
返
し
に
包
丁

（ま
た
は
鉈
）
を
投
げ

つ
け
た
。

あ
か
く
れ

ち
ん
ち
よ

な
た

立
神
は
身
体
を
切
り
取
ら
れ
て
沖
に
聳
え
立

っ
て
い
る
。
そ
れ
以
来
、
こ
の
２
つ
は
互
い

そ
び

に
、
に
ら
み
あ

っ
た
ま
ま
向
か
い
合

っ
て
い
る
。
そ
の
時
、
隣
に
い
た
の
が
硫
黄
島
で
あ
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る
。
硫
黄
島
が
ケ
ン
カ
を
し
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
と
、
立
神
が
硫
黄
島
め
が
け
て
櫂
を
投
げ

つ
け
た
の
で
、
硫

か
い

黄
島
は
怒

っ
て
、
む
く
む
く
と
煙
を
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「桜
山
」
は
、
江
戸
時
代
の
枕
崎
の
中
心
地
は
、
今
の
桜
山
校
区
で
し
た
が
、
小
学
校

・
中
学
校
の
と
こ
ろ
に

「桜

之
城
」
と
い
う
お
城
が
あ
り
ま
し
た

（

ペ
ー
ジ
参
照
）
。

21

「金
山
」
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
江
戸
時
代
に
金
山
が
発
見
さ
れ
、
栄
え
た
と
こ
ろ

で
す

（

ペ
ー
ジ
参
照

下
写
真
は
昭
和

年
頃
の
様
子
で
す
）
。

19

10

「別
府
」
は
、
奈
良
時
代
、
国
々
に
国
司
を
置
き
ま
し
た
が
、
そ
の
地
を

「国
府
」

と
い
い
、
国
府
の
支
所
が
置
か
れ
た
と
こ
ろ
を

「別
府
」
と
い
い
ま
し
た

（

ぺ
ー
ジ

38

参
照
）
。
別
府
と
い
う
地
名
は
、
全
国
に
あ
り
ま
す
。
な
お
、
俵
積
田
と
い
う
集
落
が

あ
り
ま
す
が
、
「貢
米
を
貯
蔵
す
る
倉
庫
が
あ

っ
た
」
た
め
で
す
。
ま
た
、
別
府
と
は
、

「未
墾
の
地
を
開
墾
し
た
所
ま
た
は
私
墾
の
地
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
行
政
区
域
と
し
て
は
、
明
治

年
に
、
東
鹿
篭
村
、
西
鹿
篭
村
、
枕
崎
村
、
別
府
村
の
４
村
が
合
併
し
て
、

か

ご

22

東
南
方
村
に
な

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
大
正

年
に
枕
崎
町
、
昭
和

年
に
枕
崎
市
と
な
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う

み
な
か
た

12

24

な
関
係
か
ら
、
枕
崎
市
は
、
４
つ
の
大
字

（東
鹿
篭
、
西
鹿
篭
、
枕
崎
、
別
府
）
か
ら
成
り
、
さ
ら
に
は
１
７
８
３

お
お
あ
ざ



- 5 -

の
小
字
が
あ
り
ま
す
。

こ

あ

ざ

下
の
地
図
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
何
と
な
く
違
う
感
じ
が
し
ま
す
が
、
普

段
見
る
地
図
と
は
南
北
が
逆
さ
ま
に
な

っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
見
る
と
、

南

の
海

へ
の
玄
関
口
、
南

の
島
々
と
の
関
わ
り
合
い
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

こ
う
し
た
と
ら
え
方
は
、
枕
崎
の
特
徴

・
歴
史
を
考
え
た
時
に
、
と
て
も
参
考
に
な
り
ま
す
。


