
薩
摩
藩
に
１
２
０
カ
所
あ
っ
た

武
士
の
住
ま
い
で
あ
る
麓

は
、
他
藩
の
よ
う
な
巨
大
な
城
は

無
く
、「
島
津
家
は
人
を
も
っ
て
城

と
な
す
」
の
言
葉
通
り
、
多
く
の

武
士
を
各
地
に
配
置
し
、
い
ざ
と

い
う
と
き
の
守
り
に
備
え
ま
し
た
。

　

垂
水
麓
は
か
つ
て
、「
一
垂
、
二

蒲
生
、
三
知
覧
」
と
云
わ
れ
た
程
、

武
家
屋
敷
の
風
情
が
残
っ
て
い
た

と
さ
れ
ま
す
。
戦
後
の
急
激
な
近

代
化
に
よ
り
古
い
建
物
は
壊
さ
れ
、

昔
の
面
影
は
無
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
が
、
お
長
屋
、
垂
水
人
形

な
ど
の
史
跡
や
文
化
財
が
今
も
な

お
残
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
旧
家

か
ら
は
、
古
文
書
や
掛
け
軸
な
ど

が
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

鹿
児
島
の
島
津
本
家
に
次
ぐ
家

格
で
あ
っ
た
と
も
云
わ
れ
る
垂
水

島
津
家
は
、
江
戸
中
期
か
ら
明
治

に
か
け
て
文
化
教
育
に
力
を
入
れ

て
お
り
ま
し
た
が
、
特
に
第
10
代
・

貴た
か
す
み澄
公
の
と
き
に
は
、
優
秀
な
講

垂
水
島
津
家
は
徳
川
幕
府
が

安
定
す
る
の
を
見
計
ら
っ

た
よ
う
に
、
慶
長
16
（
１
６
１
１
）

年
に
山
城
の
垂
水
城
か
ら
現
在
の

垂
水
小
学
校
の
地
に
移
転
し
ま
し

た
。
本
城
川
が
作
り
出
し
た
沖
積

平
野
は
葦
や
木
々
が
繁
茂
し
て
い

た
の
で
新
し
い
お
仮
屋
は
別
名
『
林

之
城
』
と
も
呼
称
さ
れ
ま
し
た
。

計
画
的
に
作
ら
れ
た
麓
は
、
通
り

が
縦
横
に
整
然
と
区
画
さ
れ
て
、

他
の
麓
と
違
っ
て
い
ま
す
。
幕
藩

体
制
が
崩
壊
し
、
明
治
政
府
が
確

立
し
県
内
の
麓
の
位
置
づ
け
は
大

き
く
変
わ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ま
で
、

垂
水
麓
は
お
仮
屋
を
中
心
に
武
士

階
級
が
居
住
す
る
政
治
、
文
化
の

中
心
で
あ
り
垂
水
郷
の
権
威
と
し

て
、
武
家
文
化
の
中
心
で
あ
り
ま

し
た
。
一
方
、
本
町
地
区
は
道
の

両
側
に
商
店
が
櫛
比
す
る
垂
水
の

経
済
の
中
心
を
な
し
て
い
ま
し
た
。

　

正
保
２
（
１
６
４
５
）
年
の
古

地
図
を
手
に
、
麓
の
通
り
を
歩
く

と
現
在
の
町
割
り
と
ほ
と
ん
ど
変

わ
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

出
水
な
ど
の
武
家
屋
敷
は
残
っ
て

い
ま
せ
ん
が
垂
水
麓
に
は
武
家
門

が
点
在
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。
家

臣
団
の
屋
敷
の
広
大
さ
、
小
さ
な

ク
ラ
ン
ク
や
ゆ
る
や
か
に
曲
が
っ

た
小
道
ま
で
変
わ
っ
て
い
な
い
こ

と
を
発
見
す
る
喜
び
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
西
側
を
貫
い
て
走
る
ブ
リ
ッ

ク
道
路
は
か
つ
て
物
流
の
動
脈
を

目
指
し
た
国
鉄
大
隅
線
の
廃
線
路

が
あ
り
、
も
う
少
し
西
へ
足
を
延

ば
せ
ば
、
老
舗
の
『
十
五
郎
そ
ば
』、

第
六
垂
水
丸
の
慰
霊
碑
が
建
つ
垂

水
旧
港
が
あ
り
ま
す
。
昔
と
今
が

混
在
す
る
垂
水
麓
を
歩
い
て
、
実

感
、
体
感
し
て
ほ
し
い
の
で
す
。▲ 瀬角 龍平 氏

市文化財保護審議委員会会長

▲ 川﨑 あさ子 氏
日本遺産地域プロデューサー

垂
水
麓
の
魅
力
、
魅
せ
ら
れ
人
に
聞
く

師
を
招
き
、
漢
詩
や
和
歌
な
ど
多

く
の
文
化
が
花
開
き
ま
し
た
。
当

時
の
歌
集
も
現
存
し
て
お
り
、
近

世
文
学
史
を
研
究
す
る
上
で
貴
重

な
資
料
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

私
は
、
そ
れ
ら
の
も
の
か
ら
、

当
時
の
人
々
の
生
活
や
交
流
な
ど

を
理
解
し
、
垂
水
に
来
て
く
だ
さ

る
観
光
客
の
皆
さ
ま
に
紹
介
し
て

い
き
た
い
で
す
。
文
化
財
イ
ン
ス

ト
ラ
ク
タ
ー
講
習
で
、
講
師
が
言

わ
れ
た
「
本
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
は
載
っ
て
い
な
い
歴
史
や
逸
話
、

そ
こ
で
し
か
味
わ
う
こ
と
が
で
き

な
い
空
気
や
ガ
イ
ド
の
思
い
を
伝

え
て
ほ
し
い
」
と
い
う
言
葉
を
大

切
に
、
観
光
客
の
皆
さ
ん
と
向
き

合
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

後
世
に
語
り

継
ぎ
た
い
文
化

　

垂
水
麓
に
は
、
有
形
・
無
形
多
く
の
文
化
財
が
残
っ
て
い
ま
す
。

４
０
０
年
以
上
前
に
垂
水
・
薩
摩
を
守
っ
た
武
士
た
ち
が
住
ん
で

い
た
街
に
残
る
、
貴
重
な
文
化
で
す
。
先
人
た
ち
が
残
し
て
く
れ

た
文
化
を
後
世
に
引
き
継
い
で
い
き
ま
し
ょ
う
。
垂
水
麓
に
関
す

る
詳
し
い
情
報
は
、社
会
教
育
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

垂
水
人
形

　

江
戸
時
代
に
は
、
武
士
の
内
職

と
し
て
作
ら
れ
て
い
た
と
言
わ
れ

て
い
る
垂
水
人
形
。
粘
土
を
型
枠

に
入
れ
て
乾
燥
さ
せ
た
後
に
素
焼

き
し
、
胡
粉
（
顔
料
）
を
塗
り
、

色
付
け
さ
れ
る
素
朴
な
人
形
で
す
。

　

昭
和
30
年
代
に
一
度
制
作
が
途

絶
え
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
平
成

元
年
に
、「
垂
水
人
形
研
究
会
」
が

結
成
さ
れ
、
再
び
土
人
形
の
制
作

が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
で
も
、

垂
水
土
人
形
展
な
ど
、
後
世
に
継

ぐ
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

▲ 垂水麓に点在する武家門

武
家
門

　

垂
水
麓
に
は
、
武
家
屋
敷
は
残

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
武
家
門
が

多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

馬
場

　

乗
馬
を
行
う
た
め
の
場
所
の
こ

と
で
、
各
麓
に
馬
場
が
あ
り
、
そ

こ
に
暮
ら
す
武
士
が
乗
馬
訓
練
な

ど
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
現
在
も

通
り
の
名
称
が
残
っ
て
お
り
、
馬

場
が
当
時
の
道
幅
で
生
活
道
路
と

し
て
機
能
し
て
い
ま
す
。

無
形
の
文
化

▼ 

麓
言
葉

　
「
き
こ
ん
に
し
や
ん
せ
」（
無
理

せ
ず
に
ゆ
っ
く
り
し
て
く
だ
さ
い
）

「
ま
か
い
も
ん
そ
」（
一
緒
に
し
ま

し
よ
う
）
な
ど
垂
水
の
麓
言
葉
は
、

他
所
と
は
異
な
る
優
雅
で
丁
寧
な

言
葉
遣
い
で
、
最
近
ま
で
話
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

▼ 

郷
土
料
理

　
「
粟
ん
か
ゆ
」
や
新
城
・
柊
原
の

「
二
十
三
夜
ま
っ
ち
ゃ
げ
だ
ご
」
水

之
上
の
「
本
城
め
ん
ざ
ん
」
海
潟
・

中
俣
の
「
と
ん
き
ゅ
ん
汁
大
根
そ

ば
」
牛
根
の
「
の
い
の
ま
か
ね
」

な
ど
、
外
食
な
ど
な
か
っ
た
時
代

に
季
節
の
野
菜
、
魚
な
ど
を
使
っ

て
、
行
事
や
祭
り
の
際
、
ご
ち
そ

う
と
し
て
ふ
る
ま
わ
れ
た
愛
情
溢

れ
る
も
の
で
、
素
朴
で
あ
り
な
が

ら
垂
水
の
歴
史
と
深
く
関
わ
っ
て

き
た
ふ
る
さ
と
の
味
で
す
。

▲粟んかゆ
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