
垂
水
島
津
家
墓
所

　

垂
水
島
津
家
墓
所
は
島
津
家
の

菩
堤
寺
で
あ
っ
た
心し

ん
の
う
じ

翁
寺
の
一
部

で
す
。（
心
翁
寺
は
明
治
時
代
の

廃は
い
ぶ
つ
き
し
ゃ
く

仏
毀
釈
で
な
く
な
り
ま
し
た
）

　

現
在
は
、
佐
土
原
藩
主
と
な
っ

た
第
２
代
以ゆ

き
ひ
さ久

を
除
く
歴
代
の
当

主
の
墓
碑
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

令
和
２
年
３
月
よ
り
「
薩
摩
藩
主

島
津
家
墓
所
」
を
構
成
す
る
１
つ

と
し
て
、
垂
水
市
で
は
初
め
て
の

国
指
定
史
跡
と
な
っ
て
い
ま
す
。

垂
水
麓
の

　
名
所
を
巡
る

　

現
在
で
も
、
垂
水
麓
に
は
林
之
城
跡
地
に
残
る
お
長
屋
と
石
垣

を
中
心
に
、
多
数
の
建
造
物
、
文
化
財
な
ど
が
残
っ
て
お
り
、
当

時
の
面
影
を
色
濃
く
残
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
皆
さ
ん
に
訪

れ
て
い
た
だ
き
た
い
貴
重
な
文
化
財
を
紹
介
し
ま
す
。

お
殿で

ん
か加

神
社

　

垂
水
小
学
校
の
裏
手
に
あ
る
城

山
の
中
腹
に
位
置
し
て
い
ま
す
。

祭
神
は
垂
水
島
津
家
の
祖
で
あ
る

忠た
だ
ま
さ将

で
、
永
禄
８(

１
５
６
５) 

年

に
子
の
以
久
が
父
の
た
め
に
国
分

の
清
水
に
建
立
し
た
の
が
始
ま
り

で
す
。
寛
永
２(

１
６
２
５)

年
に

島
津
久ひ

さ
の
ぶ信

に
よ
っ
て
垂
水
郷
内
に

再
興
さ
れ
、
後
に
現
在
地
に
移
設

さ
れ
ま
し
た
。
当
時
、
麓
の
武
士

た
ち
の
信
仰
を
集
め
ま
し
た
。

文
行
館
・
詩
文
集

　

文
行
館
は
、
第
10
代
貴た

か
す
み澄

に

よ
っ
て
、
士
族
の
子
弟
の
教
育
の

た
め
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。 

講
師

と
し
て
讃
岐
の
乾い

ぬ
い
き
ゆ
う

徽
猷
や
高
崎
の

市い
ち
か
わ
か
く
め
い

川
鶴
嗚
ら
の
学
者
を
招
き
、
そ

の
充
実
に
努
め
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
貴
澄
は
漢
詩
や
和
歌

へ
の
造
詣
が
深
く
、
家
臣
ら
も

彼
の
影
響
を
受
け
、 

貴
澄
の
漢
詩

集
『
廃は

い
ろ
く
し
こ
う

簏
詩
稿
』、
和
歌
集
『
浪な

み

の

藻も
く
ず屑

』
な
ど
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

日
本
遺
産
「
薩
摩
の
武
士
が
生
き
た
町
」
魅
力
発
信
推
進
協
議

会
で
は
、
地
域
の
歴
史
や
伝
統
文
化
の
魅
力
を
知
っ
て
も
ら
お
う

と
、県
内
の
麓
を
有
す
る
地
域
で
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
、
２
月
初
旬
に
、
垂
水
市
に
て
無
観
客
で
開
催
さ
れ

た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
を
紹
介
し
ま
す
。

郷
土
芸
能
を
踊
る
機
会
や
、

垂
水
麓
で
江
戸
時
代
の
和

歌
の
翻
字
を
す
る
な
ど
、
麓
の
文

化
に
関
わ
る
機
会
が
多
く
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
時
代
の
文
化
に
触
れ
、

当
時
の
教
養
の
高
さ
や
芸
術
へ
の

関
心
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と

は
、
貴
重
な
経
験
と
な
り
ま
し
た
。

　

文
化
に
は
、
必
ず
背
景
が
あ

り
、
紡
い
で
き
た
歴
史
が
あ
り
ま

す
。
麓
文
化
を
継
承
す
る
保
存
会

の
方
々
と
関
わ
る
こ
と
で
、
強
い

思
い
と
行
動
力
が
、
次
世
代
へ
と

繋
が
る
き
っ
か
け
に
な
る
と
感
じ

ま
し
た
。
魅
力
、
郷
土
芸
能
を
継

承
す
る
た
め
に
取
組
を
続
け
ら
れ

る
こ
と
は
、
と
て
も
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
使
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
以

上
の
魅
力
が
麓
に
は
あ
り
ま
す
。▲ 有馬主事補（入庁１年目）

　 文化行政の業務等に従事

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
新
城
麓

に
伝
わ
る
郷
土
芸
能
『
御
所
の
お

庭
』
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。『
御
所

の
お
庭
』
は
、
江
戸
後
期
に
検

け
ん
ぎ
ょ
う校

と
呼
ば
れ
た
盲
目
の
地
歌
音
楽
家

た
ち
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
上

方
端
歌
の
ひ
と
つ
で
、
全
国
で
多

く
の
替
え
歌
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

新
城
麓
に
伝
わ
る
も
の
は
、
ほ
ぼ

原
曲
に
近
い
も
の
で
、
芸
能
文
化

史
を
語
る
う
え
で
重
要
な
歌
謡
で

す
。
し
か
し
、
踊
り
子
が
年
々
減

少
し
、
今
で
は
、
わ
ず
か
４
人
と

な
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
市
内

か
ら
踊
り
子
を
募
集
し
、
９
人
で

伝
統
の
踊
り
を
披
露
し
ま
し
た
。

　

そ
の
他
、
本
市
で
取
組
ま
れ
て

い
る
『
千
本
イ
チ
ョ
ウ
と
日
本
遺

産
「
麓
」
祭
り
に
つ
い
て
』
の
事

例
発
表
も
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
同
時

開
催
で
東
川
隆
太
郎
氏
（
か
ご
し

ま
探
検
の
会
代
表
）
に
よ
る
『
垂

水
麓
の
町
割
り
を
め
ぐ
る
ま
ち
歩

き
』
と
垂
水
史
談
会
に
よ
る
『
垂

水
島
津
家
墓
地
ツ
ア
ー
』
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

▲ 『垂水島津家墓地ツアー』の様子

▲ 『御所のお庭』の舞台演舞の様子

▲シンポジウム
の内容を動画で
配信中です！

担
当
者
が
感
じ
る
魅
力 ▲ 垂水市文化会館に保管されている漢詩集等

薩
摩
の
武
士
が
生
き
た
町

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
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