
開聞地域
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国
指
定
有
形
文
化
財
　
松ま
つ
う
め
ま
き
え

梅
蒔
絵
櫛く
し
げ笥

付ふ
ぞ
く
ひ
ん

属
品
竝
な
ら
び
に

目も
く
ろ
く録

共と
も

　
一い
ち
ご
う合

　
松
梅
蒔
絵
櫛

笥
付
属
品
竝
目

録
共
　
一
合

は
、
枚
聞
神
社

の
宝
物
庫
に
保

管
さ
れ
て
い
る

美
術
工
芸
品
で

す
。
表
面
に
松

や
梅
、
鶴
、
亀

な
ど
を
金
粉
で

描
い
た
蒔
絵
が

装
飾
さ
れ
た
化

粧
箱
で
、
中
に

は
円
形
の
手
鏡

が
大
小
２
枚
、

櫛
が
３
点
、
そ

の
他
小
壺
な
ど

国指定有形文化財　松梅蒔絵櫛笥付属品竝目録共　一合

め
、
室
町
時
代
の
高
貴
な
女
性

の
持
ち
物
と
推
定
さ
れ
て
い
ま

す
。

226

国指定有形文化財
松梅蒔絵櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛
（枚聞神社宝物館内）

開聞十町

住所：宿市開聞十町１３６６

の
化
粧
道
具
が
入
っ
て
い
ま
す
。作
者
や
伝
来
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　
昔
は
枚
聞
神
社
の
本
殿
に
納
め
ら
れ
て
お
り
、「
玉
手
筥
」
な
ど
と
呼
ば
れ

て
大
切
に
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
化
粧
箱
の
目
録
に
は
大
永
３
（
１
５
２
３
）
年
の
年
号
が
記
さ
れ
て
い
る
た

県
指
定
天
然
記
念
物

　
縄な
わ
じ
ょ
う
げ
ん
ぶ
が
ん

状
玄
武
岩

　
玄
武
岩
と
は
、
地
表
や
地

下
の
浅
い
と
こ
ろ
で
急
激
に

冷
え
て
固
ま
っ
た
溶
岩
の
一

種
で
す
。

　
開
聞
岳
の
ふ
も
と
の
花
瀬

か
ら
田
崎
の
海
岸
に
か
け
て

露
出
す
る
玄
武
岩
は
、
紀
元

前
５
０
０
年
頃
の
開
聞
岳
の

大
爆
発
の
と
き
に
流
れ
出
た

も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
ま

縄状玄武岩
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す
。

　
玄
武
岩
は
、
ガ
ラ
ス
の
主
成
分

で
も
あ
る
二
酸
化
ケ
イ
素
の
含
有

量
が
比
較
的
少
な
く
、
流
動
性
に

富
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
地

表
に
流
れ
出
た
際
に
、
障
害
物
が

あ
る
と
う
ね
う
ね
と
曲
が
っ
た
り

縄
状
に
ね
じ
れ
た
り
し
て
ユ
ニ
ー

ク
な
自
然
地
形
を
形
成
し
ま
す
。

　
日
本
で
見
ら
れ
る
溶
岩
は
、
桜

島
に
あ
る
よ
う
な
ゴ
ツ
ゴ
ツ
と
し

226〒
開聞入野郵便局

県指定文化財
縄状玄武岩

花瀬望比公園

住所：指宿市開聞十町４２０８−１１

た
砕
塊
溶
岩
が
ほ
と
ん
ど
で
す
が
花
瀬
海
岸
は
、
沖
へ
向
っ
て
ド
ロ
ド
ロ
と
流

れ
出
た
溶
岩
の
様
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
て
も
貴
重
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

　
縄
状
玄
武
岩
は
、
火
山
と
大
地
の
活
動
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
珍
し
い
溶
岩

で
す
。

県
指
定
有
形
文
化
財

　
枚ひ
ら
き
き
じ
ん
じ
ゃ
ほ
ん
で
ん

聞
神
社
本
殿

　
枚
聞
神
社
は
薩
摩
国
の
一
の
宮
で
す
が
、
創
建
が
い
つ
な
の
か
は
っ
き
り
し

ま
せ
ん
。
文
書
に
現
れ
る
最
初
の
記
録
は
、
貞
観
２
（
８
６
０
）
年
の
『
日
本

三
代
実
録
』
で
す
。

　
枚
聞
神
社
は
、貞
観
１
６
（
８
７
４
）
年
の
開
聞
岳
の
噴
火
に
よ
り
、一
時
期
、

揖
宿
神
社
に
御
神
体
を
移
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
本
殿
は
、
慶
長

１
５
（
１
６
１
０
）

年
に
島し

ま
づ
よ
し
ひ
ろ

津
義
弘
が

寄
進
し
た
も
の
で
、

そ
の
後
、
天
明
７

(

１
７
８
７)

年
に

島し
ま
づ
し
げ
ひ
で

津
重
豪
が
改
築
し

て
い
ま
す
。

　
社
殿
の
正
面
に

勅
使ち
ょ
く
し
で
ん
殿
が
あ
り
、

そ
の
奥
に
拝は
い
で
ん殿
・

幣へ
い
で
ん殿

・
本ほ
ん
で
ん殿

と
並
ん

で
い
ま
す
。

　
本
殿
は
、
千ち

ぎ木
、

鰹か
つ
お
ぎ木

を
銅ど
う
ば
ん
ぶ

板
葺
き

の
屋
根
に
の
せ
た

入い
り
も
や
づ
く
り

母
屋
造
と
な
っ
て

い
ま
す
。
総
朱
塗
極

彩
色
で
、
特
に
雲
う
ん
り
ゅ
う竜

の
彫
刻
の
入
っ
た

向こ
う
は
い
ば
し
ら

拝
柱
（
龍
柱
）
は

製
作
技
術
の
高
さ
を

示
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
建
物

枚
聞
神
社
本
殿
。
背
後
に
は
御
神
体
の
枚
聞
神
社
が
聳
え
て
い

ま
す
。
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226

県指定有形文化財
枚聞神社本殿

開聞十町

住所：宿市開聞十町１３６６

市
指
定
史
跡

　
瑞ず
い
お
う
い
ん
あ
と

応
院
跡

　
枚
聞
神
社
の
西
側
一
帯
に
は
、
江
戸
時

代
ま
で
瑞
応
院
と
い
う
寺
が
あ
り
ま
し

た
。
瑞
応
院
は
、枚
聞
神
社
の
別べ
っ
と
う
じ

当
寺（
神

社
に
付
属
し
て
い
た
寺
）
で
、
智
通
僧
正

に
よ
っ
て
白は
く
ち雉

３
（
６
５
２
）
年
に
建
て

ら
れ
た
と
さ
れ
ま
す
。

　
そ
の
後
、
数
百
年
の
間
、
廃
寺
と
な
っ

て
い
ま
し
た
が
、
正
し
ょ
う
ち
ゅ
う

中
３
（
１
３
２
６
）

年
に
島
津
氏
が
舜
し
ゅ
ん
ぜ
い請
和
尚
に
再
興
さ
せ
、

坊
津
一
乗
院
の
末
寺
と
な
り
ま
し

た
。

　
明
治
初
期
の
廃
仏
毀
釈
に
至
る

約
４
５
０
年
の
間
、
六
十
数
代
の

住
職
が
お
り
、
枚
聞
神
社
ま
で
を

司
り
、神し
ん
り
ょ
う領（

枚
聞
神
社
の
所
領
）

二
百
六
石
の
内
、
百
七
十
九
石
を

授
け
ら
れ
、
大
き
な
権
力
を
持
っ

て
い
た
よ
う
で
す
。

　
ま
た
、
瑞
応
院
に
は

島し
ま
づ
も
と
ひ
さ

津
元
久
・
家い
え
ひ
さ久

の
位
牌
が
安
置

さ
れ
て
お
り
、
頴
娃
郷
の
菩ぼ
だ
い
じ

提
寺

で
も
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
本
尊
は
、
廃
仏
毀
釈
の
難
を
避

け
る
た
め
、
埋
め
隠
さ
れ
ま
し
た

が
、明
治
１
２
年
に
掘
り
出
さ
れ
、

現
在
は
南
さ
つ
ま
市（
旧
坊
津
町
）

久
志
の
広こ
う
せ
ん
じ

泉
寺
に
安
置
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
ま
た
、
昭
和
６
２
年
に
は
西
側

駐
車
場
で
、
江
戸
時
代
の
石せ
っ
か
ん棺

が

発
見
さ
れ
、
棺
内
に
は
９
３
枚
の

古
銭
が
入
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

226

市指定史跡
瑞応院跡

開聞十町

枚聞神社前

枚聞神社

住所：指宿市開聞十町１４０６−１
瑞応院跡地石棺出土跡

に
は
、「
奉
再
興
嶋
津
兵
庫
入
道
慶
長

十
五
庚
戌
年
九
月
九
日
」
の
銘
が
入
っ

た
擬ぎ

ぼ

し
宝
珠
が
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
建
立
や
修
理
な
ど
の
棟
札
も
、
現
存

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
宝
物
殿
に
は
国

指
定
文
化
財
を
は
じ
め
と
し
て
、
貴
重

な
文
化
財
が
多
数
展
示
さ
れ
て
い
ま

す
。

瑞応院跡
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市
指
定
史
跡
　
入い
り
の
は
ら

野
原
石せ
き
と
う
ぐ
ん

塔
群

　
入
野
原
石
塔
群
は
、
石
塔
の
造
り
や
形
な
ど
か
ら
室
町
時
代
く
ら
い
の
も
の

で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
開か
い
も
ん
ぐ
う

聞
宮
由ゆ
い
し
ょ緒

古こ
せ
き跡

糺き
ゅ
う
ほ
う
ち
ょ
う

方
帳
に
は
、
瑞
応
院
か
ら
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
西

の
入
野
原
に
小こ
し
ろ
う

四
郎
の
塚
が
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
小
四
郎
は
、
頴
娃
家
の
相
続
争
い
で
、
兄
九
郎
と
瑞
応
院
の
住
職
を
殺
し
、

第
七
代
の
頴
娃
城
主
・
頴え

い娃
久ひ
さ
と
ら虎

と
な
っ
た
人
物
で
す
。

　
た
だ
、
現
在
残
っ
て
い
る
石
塔
群
が
、
小
四
郎
や
頴
娃
氏
に
関
係
す
る
も
の

か
ど
う
か
は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　
こ
の
石
塔
は
、
現
在
地
の
西
南
約
１
０
０
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
し

た
が
、
昭
和
６
０
年
度
の
区
画
整
理
事
業
の
際
に
現
在
地
へ
移
設
し
ま
し
た
。

226

入野駅

市指定史跡
入野原石塔群

住所：指宿市開聞十町４７５４−１６

市
指
定
有
形
文
化
財
　
天あ
ま

の
岩い
わ
や屋

供く
よ
う
と
う
ぐ
ん

養
塔
群

　
開
聞
岳
の
麓
、登
山
道
の
脇
に「
岩

屋
ど
ん
」
と
呼
ば
れ
る
場
所
が
あ
り

ま
す
。

　
こ
こ
に
は
、
現
在
複
数
の
板い
た
び碑

と

五ご
り
ん
と
う

輪
塔
の
壊
れ
た
か
け
ら
が
建
っ
て

い
ま
す
。
室
町
時
代
の
も
の
と
江
戸

時
代
の
も
の
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
当

時
の
人
々
が
死
後
の
め
い
福
を
祈
っ

て
生
前
に
建
て
た
も
の
で
す
。

　
こ
の
岩
屋
に
は
、
次
の
よ
う
な
伝

説
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　「
あ
る
僧
侶
（
塩
し
お
つ
ち
の
お
き
な

土
翁
と
も
）
が
、

岩
屋
で
法
水
（
修
行
の
た
め
に
身
体

を
洗
い
清
め
る
た
め
の
水
）
を
く
ん

で
３
７
日
間
の
修
行
を
し
て
い
る
と

こ
ろ
に
１
頭
の
雌め
じ
か鹿

が
現
れ
、
法
水

を
な
め
ま
し
た
。
す
る
と
、
雌
鹿
は

た
ち
ま
ち
身
ご
も
り
、
気
品
の
高
い

女
の
子
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

　
瑞ず
い
し
ょ
う
ひ
め

照
姫
と
名
付
け
ら
れ
た
女
の
子

は
、
知
通
和
尚
に
育
て
ら
れ
、
後
に

入野原石塔群

天の岩屋供養塔群
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市
指
定
有
形
文
化
財
　
松ま
つ
ば
ら
だ

原
田
観か
ん
の
ん
じ
あ
と
せ
き
と
う
ぐ
ん

音
寺
跡
石
塔
群

　
開か
い
も
ん
こ
じ
え
ん
ぎ

聞
古
事
縁
起
に
よ
る
と
、

昔
、
松
原
田
一
帯
に
観
音
寺
が

建
て
ら
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

し
か
し
、
廃
寺
に
な
っ
た
り
、

明
治
の
廃
仏
毀
釈
で
破
壊
さ
れ

た
り
し
た
結
果
、
六ろ
く
じ
ぞ
う
と
う

地
蔵
塔
や

五ご
り
ん
じ
ぞ
う
と
う

輪
地
蔵
塔
、
板い
た
び碑
等
は
、
永

い
年
月
に
わ
た
っ
て
地
中
に
埋

も
れ
て
散
逸
し
た
ま
ま
と
な
っ

て
い
ま
し
た
。

指宿市市立
開聞中学校

市指定有形文化財
天の岩屋供養塔群

住所：指宿市開聞十町２５８０

　
そ
の
後
、
昭
和
２
年
に
公
民
館

敷
地
を
整
地
す
る
と
き
、
埋
も
れ

て
い
た
こ
れ
ら
の
供
養
塔
を
掘
り

出
し
、
保
存
し
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
昭
和
５
９
年
に
行
わ

れ
た
公
民
館
改
築
の
際
、
現
在
地

に
移
設
し
、
種
類
ご
と
に
ま
と
め

て
安
置
し
直
し
ま
し
た
。
な
か
で

も
、
大た
い
え
い永

２
（
１
５
５
２
）
年
８

月
と
記
さ
れ
て
い
る
六
地
蔵
塔

は
、
こ
の
地
方
で
最
も
古
い
も
の

で
す
。

指宿市市立
開聞中学校

市指定有形文化財
松原田観音寺跡石塔群

住所：指宿市開聞十町１１８８

市
指
定
有
形
文
化
財
　
瑞
ず
い
お
う
い
ん
ち
ゅ
う
こ
う
か
い
ざ
ん
し
ゅ
ん
ぜ
い

応
院
中
興
開
山
舜
請
の
墓は
か

　
舜
し
ゅ
ん
ぜ
い請

法ほ
う
い
ん印

（
法
印
＝
僧
の
最
上
位
の
役
職
名
）
は
、
小し
ょ
う
な
ご
ん

納
言
阿あ
じ
ゃ
り

闍
梨
と
号
し

（
本
名
の
ほ
か
に
別
の
名
前
を
名
乗
る
こ
と
）、
正
し
ょ
う
ち
ゅ
う

中
３
（
１
３
２
６
）
年
に
瑞

応
院
を
再
興
し
ま
し
た
。

　
舜
請
は
、
応お
う
え
い永
２
７
（
１
４
２
０
）
年
１
１
月
２
７
日
、
１
３
１
歳
で
亡
く

な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
舜
請
の
墓
は
枚
聞
神
社
の
東
に
建
て
ら
れ
て
お

り
、
３
基
の
宝ほ
う
き
ょ
う
い
ん
と
う

筐
印
塔
の
中
央
に
あ
り
ま
す
。
左
右
の
２
基
は
南
向
き
に
建
て

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
舜
請
の
墓
だ
け
は
神
社
の
方
（
西
向
き
）
を
向
い
て
い
ま

す
。
墓
が
神
社
の
方
を
向
い
て
い
る
の
は
、
舜
請
が
御
神
体
の
御
化
粧
の
不
都

天
智
天
皇
の
后
に
な
り
、
大
宮
姫
と

呼
ば
れ
た
そ
う
で
す
。
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合
で
神
罰
を
受
け
、
目
玉
が
飛
び
出
し
た
こ
と
に
対
し
て
深
く
ざ
ん
げ
し
、
生

き
た
ま
ま
墓
の
中
に
入
り
、
７
日
７
夜
、
輪
を
鳴
ら
し
、
神
社
の
方
を
伏
し
て

拝
み
死
ん
で
い
っ
た
た
め
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

開聞十町

枚聞神社前

市指定有形文化財
瑞応院中興開山舜請の墓

226

枚聞神社

住所：指宿市開聞十町１３５９−３

市
指
定
有
形
文
化
財
　
上う
え
の
じ
ん
じ
ゃ

野
神
社
周し
ゅ
う
へ
ん辺
供く
よ
う
と
う
ぐ
ん

養
塔
群

　
開
聞
古
事
縁
起
に
よ
る
と
、
上
野
集
落
は
、
舒じ
ょ
め
い
て
ん
の
う

明
天
皇
の
子
孫
に
あ
た
る
上

野
少
将
左
衛
門
大
夫
藤
原
豊
若
麿
に
よ
っ
て
荘
園
化
さ
れ
た
と
あ
り
ま
す
。

　
上
野
氏
系
図
に
よ
る
と
、
桓か
ん
む
て
ん
の
う

武
天
皇
の
子
孫
で
あ
る
平
良
文
の
孫
が
こ
の
地

に
来
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
他
家
古
城
主
由
来
記
に
も
上
野
氏
の
名

前
が
見
ら
れ
、
頴
娃
氏
の
一
族
と
し
て
、
こ
の
地
域
を
治
め
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。

　
上
野
神
社
周
辺
に
は
、
こ
う

し
た
伝
承
と
の
関
連
を
思
わ
せ

る
「
上
野
ど
ん
の
墓
」
と
呼
ば

れ
る
百
数
十
の
供
養
塔
群
が
あ

り
ま
す
。
比ひ

よ
く
づ
か

翼
塚
（
愛
し
合
っ

て
死
ん
だ
男
女
を
一
緒
に
葬
っ

た
塚
）
と
み
ら
れ
る
２
基
の
宝

塔
を
中
心
に
、
周
囲
に
は
五
輪

塔
や
板
碑
等
、
中
世
の
も
の
と

思
わ
れ
る
供
養
塔
が
多
く
あ
り

ま
す
。

　
伝
承
と
供
養
塔
群
と
の
関
係

に
は
不
明
な
点
も
あ
り
ま
す

が
、
昔
か
ら
地
域
の
人
々
は
上

野
城
主
の
墓
と
し
て
供
養
塔
群

の
保
存
に
努
め
て
き
ま
し
た
。

昭
和
１
５
年
に
は
、
整
地
し
て

神
社
を
新
築
し
て
い
ま
す
。

　
か
つ
て
、
こ
の
地
に
暮
ら
し

た
人
々
の
仏
教
信
仰
の
深
さ
を

し
の
ば
せ
る
大
切
な
文
化
財
で

す
。

〒
上野郵便局

市指定有形文化財
上野神社周辺供養塔群

住所：指宿市開聞上野１９６３

瑞応院中興開山舜請の墓

上野神社周辺供養塔群
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市
指
定
有
形
文
化
財
　
上か
み
せ
ん
た

仙
田
東ひ
が
し
や
し
き

屋
敷
供く
よ
う
と
う
ぐ
ん

養
塔
群

　
仙
田
瓦か
わ
ら
げ
お

ヶ
尾
一
帯
は
、
昔
、
仙
田
村
東
屋
敷
と
呼
ば
れ
、
こ
の
地
に
住
ん
で

い
た
六
兵
衛
（
戒
名
は
月
秋
浄
井
上
座
）
が
建
立
し
た
と
い
わ
れ
る
六
地
蔵
塔

１
基
、
五
輪
塔
１
５
基
、
板
碑
６
基
の
ほ
か
、
多
く
の
供
養
塔
の
残
欠
が
残
っ

て
い
ま
す
。

　
元げ
ん
な和
８
（
１
６
２
２
）
年
に
建
立
さ
れ
た
六
地
蔵
塔
に
は
、
六
兵
衛
が
、
こ

の
世
の
幸
福
と
極
楽
に
往
生
す
る
こ
と
を
願
っ
て
、
伊
勢
神
宮
や
熊
野
権
現
に

参
拝
し
た
こ
と
や
３
３
カ
所
を
巡
礼
し
た
こ
と
な
ど
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

市
指
定
有
形
文
化
財
　
モ
ク
ヨ
山や
ま
六ろ
く
じ
ぞ
う
と
う

地
蔵
塔

　
唐
と
う
せ
ん
き
ょ
う

船
峡
東
入
口
の
近
く
に
は
、
ム
ク
ロ
ジ
の
大
木
の
林
が
あ
り
、
古
く
か
ら

「
モ
ク
ヨ
山
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
モ
ク
ヨ
山
に
は
、天て
ん
し
ょ
う正１
０
（
１
５
８
２
）

年
に
建
て
ら
れ
た
高
さ
２
ｍ
の
六
地
蔵
塔
を
中
心
に
、
数
基
の
五
輪
塔
と
板
碑

１
基
が
あ
り
ま
す
。
六
地
蔵
塔
は
笠
の
部
分
が
破
損
し
て
い
ま
し
た
が
、
昭
和

５
６
年
に
修
復
さ
れ
ま
し
た
。

　
六
地
蔵
塔
に
は
、
頴
娃
城
に
い
た
平
姓
池い
け
だ田
対つ
し
ま
の
か
み

馬
守(

平
姓
＝
平
氏
の
流
れ

を
く
む)

が
、
天て
ん
し
ょ
う正８
（
１
５
８
０
）
年
に
急
死
し
た
次
男
・
新
三
郎
の
成
仏

を
願
っ
て
供
養
し
た
と
い
う
碑
文
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

下吉構造改造センター

市指定有形文化財
上仙田東屋敷供養塔群

住所：指宿市開聞仙田１７９１−３

下吉構造改造センター

市指定有形文化財
モクヨ山六地蔵塔

住所：指宿市開聞仙田１４４４

上仙田東屋敷供養塔群

モクヨ山六地蔵塔
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市
指
定
有
形
文
化
財
　
興く
だ
ま
じ
ん
じ
ゃ

玉
神
社
（
九く
だ
ま
だ
い
み
ょ
う
じ
ん

玉
大
明
神
）
の
棟む
な
ふ
だ札

　
仙
田
九く
だ
ま
は
ら

玉
原
の
興
玉
神
社
に
は
、
５
枚
の
棟
札
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
棟
札
と
は
、
棟
上
げ
の
と
き
に
工
事
の
由
緒
、
年
月
日
、
建
築
者
、
工
匠

(

飾
り
や
工
作
を
作
る
職
人)

な
ど
を
記
し
て
棟
木
に
打
ち
つ
け
る
札
の
こ
と

で
す
。
最
も
古
い
の
は
、
天て
ん
も
ん文

５
（
１
５
３
６
）
年
１
２
月
２
０
日
と
記
さ
れ

た
棟
札
で
、
頴
娃
氏
第
４
代
兼
洪
の
時
代
の
も
の
で
す
。

　
頴
娃
氏
の
延
命(

長
生
き)

、
子
孫
繁
昌
、
武
運
長
久(

戦
に
勝
つ
運
命
が

長
く
続
く
こ
と)

、
郡
内
安
全
の
祈
願
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
兼
洪
の

市
指
定
有
形
文
化
財
　
九く
ろ
う
づ
か

郎
塚
と
頼ら
い
そ
う
づ
か

宗
塚

　
開
聞
小
学
校
の
敷
地
に
あ
り
、
地
元
の
人
々
に
九
郎
塚
（
ク
ロ
ド
ン
）、
頼

宗
塚
（
デ
ス
ド
ン
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
２
つ
の
塚
に
は
、
次
の
よ
う
な
話
が
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
頴
娃
６
代
城
主
兼か
ね
か
た堅

の
子
・
九
郎
に
は
、
兼
堅
の
側
室
の
子
で
あ
る
小こ
し
ろ
う

四
郎

と
い
う
弟
が
い
ま
し
た
。
兼
堅
の
死
後
、
こ
の
異
母
兄
弟
の
間
で
、
頴
娃
家

の
相
続
争
い
が
起
こ
り
ま
し
た
。
小
四
郎
の
母
親
は
、
わ
が
子
に
頴
娃
家
を

継
が
せ
よ
う
と
、
兄
の
九
郎
を
ひ
ど
く
い
じ
め
ま
し
た
。
事
情
を
伝
え
聞
い
た

241〒
仙田簡易郵便局

市指定有形文化財
興玉神社（九玉大明神）の棟札

鏡池

住所：指宿市十二町２２９０
　　　( 指宿市考古博物館内で保管 )

家
来
の
竹た
け
う
ち内

実さ
ね
み
ち通

が
、
大
工
の

田た
な
か中
左さ
こ
ん
だ
ゆ
う

近
太
夫
、
鍛
冶
職
人
の

上う
え
の野
景か
げ
ま
さ勝
に
命
じ
て
九
玉
大
明

神
の
再
建
造
を
行
っ
た
と
き
の

も
の
で
す
。
こ
の
ほ
か
、
正
し
ょ
う
と
く徳

２
（
１
７
１
２
）
年
、
安あ
ん
え
い永

４
（
１
７
７
５
）
年
、
寛か
ん
せ
い政

元
（
１
７
８
９
）
年
、
文ぶ
ん
か化

５

（
１
８
０
８
）
年
の
棟
札
が
残
っ

て
い
ま
す
。

上
段
：
九
郎
塚

　下
段
：
頼
宗
塚

興
玉
神
社
（
九
玉
大
明
神
）
の
棟
札
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市
指
定
史
跡
・
有
形
文
化
財
　
鳥と
り
ご
え
ほ
り
き
り

越
堀
切
と
決け
っ
こ湖
碑ひ

　
現
在
、池
田
湖
に
は
６
つ
の
河
川
が
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
の
１
つ
、

池
田
湖
南
側
の
「
新
川
」
の
み
が
流
出
河
川
で
、
宮
田
川
と
合
流
し
て
川
尻
漁

港
へ
と
続
い
て
い
ま
す
。
こ
の
川
は
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
行

わ
れ
た
大
工
事
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
で
す
。
　

　
島し
ま
づ
な
り
あ
き
ら

津
斉
彬
は
二に
が
つ
で
ん
お
ん
せ
ん

月
田
温
泉
に
滞
在
中
、
指
宿
は
水
利
に
乏
し
く
田
ん
ぼ
が
少

な
い
こ
と
か
ら
、
池
田
湖
の
水
を
灌か
ん
が
い漑
に
利
用
す
る
こ
と
を
考
案
し
ま
し
た
。

　
早
速
、
郡
奉
行
に
命
じ
ま
し
た
が
、
郡
奉
行
は
水
神
の
祟
り
が
あ
る
と
し
て
、

島し
ま
づ
た
か
ひ
さ

津
貴
久
は
、
九
郎
に
深
く
同
情
し
、
自
分
の
近
く
に
住
ま
わ
せ
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
元げ
ん
き亀

２
（
１
５
７
１
）
年
貴
久
が
亡
く
な
り
、
九
郎
は
後
ろ
盾
を

失
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
頴
娃
家
の
実
権
を
握
っ
て
い
た
小
四
郎
の
母
親
は
、

小
四
郎
を
城
主
に
し
よ
う
と
謀は
か

り
ま
し
た
。
九
郎
を
支
持
す
る
農
民
た
ち
は
、

九
郎
に
頴
娃
城
へ
帰
っ
て
く
る
よ
う
嘆
願
し
ま
し
た
。
九
郎
は
一
旦
頴
娃
城
に

戻
り
ま
し
た
が
、
城
の
中
に
温
か
く
迎
え
る
人
は
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
意
を

決
し
た
九
郎
は
、
元
亀
２
（
１
５
７
１
）
年
７
月
１
３
日
、
６
３
人
の
家
来
と

と
も
に
枚
聞
神
社
に
立
て
こ
も
り
ま
し
た
。

　
７
月
１
７
日
、
九
郎
を
支
持
す
る
農
民
た
ち
は
城
に
攻
め
込
み
ま
し
た
。
し

か
し
、
戦
闘
に
不
慣
れ
な
農
民
た
ち
は
返
り
討
ち
に
合
い
、
九
郎
ら
も
た
ち
ま

ち
兵
に
取
り
囲
ま
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
瑞
応
院
１
４
代
住
職
で
あ
っ
た
頼ら
い
そ
う宗

は
、
九
郎
を
か
く
ま
い
、
坊
之
津
の
一

開聞小前 開聞十町

開聞小学校

開聞農業構造
改善センター

枚聞神社

市指定有形文化財
頼宗塚

市指定有形文化財
九郎塚

住所：指宿市開聞十町２７７２（九郎塚）
　　　指宿市開聞十町２５１９−４（頼宗塚）

乗
院
に
逃
が
そ
う
と
し
ま
し
た

が
、
兵
士
に
見
つ
か
り
、
九
郎

と
と
も
に
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。

　
二
人
の
悲
し
い
死
を
悼
ん
だ
村

人
ら
は
、
九
郎
と
頼
宗
が
亡
く

な
っ
た
場
所
に
そ
れ
ぞ
れ
塚
を
建

て
、二
人
を
供
養
し
た
そ
う
で
す
。

決湖碑
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こ
れ
を
恐
れ
た
と
い
い
ま
す
。

　
そ
れ
を
聞
い
た
斉
彬
は
、
こ
う
命
じ
た
と
い
い
ま
す
。

　「
水
神
が
何
ぞ
民
益
に
な
る
こ
と
を
妨
ぐ
る
べ
き
、
神
は
人
民
に
幸
を
与
ゆ

る
た
め
に
あ
る
も
の
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
妖
言
で
あ
る
。
よ
ろ
し
く
民
益
を

起
こ
す
趣
を
神
に
告
げ
、
速
や
か
に
着
手
す
べ
し
」

　
こ
う
し
て
池
田
湖
の
壁
、
つ
ま
り
カ
ル
デ
ラ
の
外
壁
を
約
２
０
メ
ー
ト
ル
掘

削
し
、開
聞
の
仙
田
方
面
に
水
を
引
く
鳥
越
掘
削
工
事
が
、安あ
ん
せ
い政

４（
１
８
５
７
）

年
に
始
ま
り
ま
す
。

　
し
か
し
翌
年
、
斉
彬
は
逝
去
し
て
し
ま
い
、
さ
ら
に
今
和
泉
島
津
家
の
領
地

８
０
町
歩
の
干
拓
を
目
指
し
て
始
ま
っ
た
一
大
事
業
も
明
治
維
新
に
よ
っ
て
中

断
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、
明
治
５
（
１
８
７
２
）
年
に
県
令
大お

お
や
ま
つ
な
よ
し

山
綱
良
が
こ
の
事
業
を
再
開

さ
せ
ま
す
。
工
事
に
は
串
木
野
鉱
山
の
労
働
者
た
ち
も
動
員
さ
れ
ま
し
た
。
莫

大
な
工
事
費
と
延
べ
１
１
万
人
余
り
の
作
業
員
を
費
や
す
難
工
事
で
し
た
が
、

明
治
９
（
１
８
７
６
）
年
、
つ
い
に
「
鳥
越
堀
切
」
は
完
成
し
ま
す
。
こ
の
工

事
に
よ
っ
て
池
田
湖
は
初
め
て
海
へ
流
れ
出
る
河
川
と
つ
な
が
る
こ
と
と
な

り
、
開
聞
仙
田
に
新
田
が
造
成
さ
れ
た
こ
と
を
記
念
し
て
、
同
年
に
は
「
決
湖

碑
」
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
碑
文
に
は
難
工
事
で
あ
っ
た
こ
と
や
池
田
湖
の
湖
面
が
下
が
っ
た
こ

と
、
新
た
な
耕
作
地
と
し
て
水
田
や
桑
田
を
開
墾
し
た
こ
と
、
当
時
の
役
人
の

名
前
な
ど
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
調ず
し
ょ所

笑し
ょ
う
ざ
え
も
ん

左
衛
門
廣ひ
ろ
さ
と郷

が
財
政
再
建
に
取
り
組
ん
だ
天
保
年
間
、
指
宿
で
は
大

市指定有形文化財
決湖碑

池田湖

住所：指宿市開聞仙田１６８５−６
　　　　　　　　　　１７０５−１０

型
公
共
事
業
が
相
次
い
で
行
わ
れ

ま
し
た
。

　「
鳥
越
堀
切
」と「
決
湖
碑
」は
、

江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
初
期
に

か
け
て
の
「
近
代
化
遺
産
」
の
１

つ
と
し
て
価
値
が
見
い
だ
さ
れ
、

平
成
２
５
年
３
月
、
市
の
指
定
文

化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
当
時

の
優
れ
た
技
術
と
先
人
た
ち
の
苦

労
と
努
力
の
跡
が
し
の
ば
れ
る
文

化
財
で
す
。

掘削中の鳥越堀切
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市
指
定
有
形
文
化
財
　
枚ひ
ら
き
き
じ
ん
じ
ゃ

聞
神
社
琉り
ゅ
う
き
ゅ
う球
扁へ
ん
が
く額
７
点

　
今
か
ら
４
０
０
年
前
、
鹿
児
島
藩
は
幕
府
の
許
可
を
得
て
、
琉
球
王
国
を
統

治
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
統
治
の
証
と
し
て
、
毎
年
、
琉
球
か
ら
使
節
団

が
鹿
児
島
を
訪
れ
ま
し
た
。

　
枚
聞
神
社
の
宝
物
殿
に
は
、
江
戸
時
代
に
琉
球
使
節
か
ら
奉
納
さ
れ
た
扁
額

が
７
枚
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。
扁
額
と
は
、
門も
ん
こ戸
や
室
内
な
ど
に
掲
げ
る
横
に
長

い
額
の
こ
と
で
す
。

　
琉
球
扁
額
は
、
県
内
に
十
数
枚
残
っ
て
い
ま
す
が
、
最
も
数
多
く
残
っ
て
い

る
の
が
枚
聞
神
社
で
す
。
そ
れ
は
枚
聞
神
社
が
、
琉
球
か
ら
の
使
節
が
鹿
児
島

を
訪
れ
る
際
、
航
海
の
目
印
に
し
た
開
聞
岳
を
祭
る
神
社
で
あ
っ
た
か
ら
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

226

市指定有形文化財
枚聞神社琉球扁額７点
（枚聞神社宝物館内）

開聞十町

住所：宿市開聞十町１３６６

枚ひ
ら
き
き
じ
ん
じ
ゃ

聞
神
社
の
酒さ
け
が
め甕

　
枚
聞
神
社
宝
物
殿
に
、
大
き
な
甕
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
現
在
の
愛
知
県

一
帯
で
生
産
さ
れ
た
「
常と
こ
な
め
や
き

滑
焼
」
の
甕
で
あ
り
、
約
６
５
０
年
前
に
作
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
神
社
の
伝
承
に
よ
る
と
、
豊
玉
媛
が
玉
ノ
井

で
水
を
く
ん
だ
甕
を
、
酒
作
り
の
甕
と
し
て
代
々
使
っ
て
い
ま
し
た
が
、
正し
ょ
う
じ治

元
（
１
１
９
９
）
年
１
１
月
３
日
の
台
風
に
よ
っ
て
、
社
殿
が
壊
れ
、
豊
玉
媛

の
甕
も
割
れ
て
し
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
神
社
の
神
官
が

京
都
に
上
京
し
て
作
ら
せ
た
甕
が
、
現
在
残
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
に
編
集
さ
れ
た
『
三さ
ん
ご
く
め
い
し
ょ
う
ず
え

國
名
勝
図
会
』
に
も
挿
絵
入
り
で
紹
介
さ
れ
、

神
社
の
お
神
酒
を
作
る
酒
甕
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。

226

枚聞神社の酒甕
（枚聞神社宝物館内）

開聞十町

住所：宿市開聞十町１３６６

酒
甕
は
枚
聞
神
社
宝
物
殿
内
に
展
示
さ
れ

て
い
ま
す
。

枚聞神社の琉球扁額
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鏡か
が
み
い
け池　

江
戸
時
代
末
期
に
編へ
ん
さ
ん纂
さ
れ
た

『
三さ
ん
ご
く
め
い
し
ょ
う
ず
え

国
名
勝
図
会
』
に
、
市
を
代
表

す
る
名
勝
の
一
つ
で
あ
る
鏡
池
の
こ

と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に

よ
る
と
、「
周
囲
は
５
町
余
り
（
約

５
４
５
ｍ
）、深
さ
は
九
尋ひ
ろ

余
り
（
約

１
６
ｍ
）、
池
の
中
に
は
大
小
の
樹

木
の
枯
株
が
多
く
あ
り
、
嘉か
き
つ吉

３

（
１
４
４
３
）
年
に
池
に
な
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
る
。
形
状
は
、
大
き
な

円
鏡
の
よ
う
で
、
開
聞
岳
の
影
を
浸

す
。」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、『
薩さ
っ
ぱ
ん
し
ょ
う
け
い
ひ
ゃ
く
ず

藩
勝
景
百
図
』
で
は
、

３
人
の
男
性
が
鏡
池
の
縁
に
あ
る
松

の
木
の
そ
ば
で
、
雄
大
な
開
聞
岳
と

静
か
な
湖
面
の
鏡
池
を
眺
め
な
が
ら

一
休
み
し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て

い
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
鏡
池
は
古
く
か

ら
名
勝
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
た
こ

と
が
窺
え
ま
す
。

島し
ま
づ
し
げ
ひ
で

津
重
豪
奉ほ
う
の
う納
の
「
始し
せ
い生
」
額が
く

　
枚
聞
神
社
に
は
、
第
八
代
鹿
児
島
藩
主
島し
ま
づ
し
げ
ひ
で

津
重
豪
が
奉
納
し
た
「
始
生
」
と

書
か
れ
た
扁
額
が
あ
り
ま
す
。

　
重
豪
と
い
え
ば
、
藩
校
で
あ
る
「
造ぞ
う
し
か
ん

士
館
」
や
、
農
業
に
必
要
な
暦
を
作
る

た
め
に
天
文
観
測
所
「
明め
い
じ
か
ん

時
館
」
を
設
立
し
た
藩
主
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

南
九
州
最
大
の
繁
華
街
で
あ
る
天
文
館
の
地
名
は
、
こ
の
「
明
時
館
」
に
由
来

し
て
い
ま
す
。
　

　
額
に
書
か
れ
た
「
始
生
」
は
、
七
十
二
候
（
気
象
や
動
植
物
の
様
子
を
例
に

あ
げ
て
自
然
の
移
り
変
わ
り
を
示
し
た
暦
）
の
中
に
、「
葭
あ
し
は
じ
め
て
し
ょ
う
ず

始
生
」
と
い
う

226

島津重豪奉納の「始生」額
（枚聞神社宝物館内）

開聞十町

住所：宿市開聞十町１３６６

『薩藩勝景百図』に描かれた鏡池と開聞岳

「始生」額
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形
で
登
場
し
て
い
ま
す
。

　
文
字
通
り
、
葦あ
し

（
葭
）
が
生
え
始
め
る
時
期
、
現
在
の
４
月
下
旬
ご
ろ
を
表

し
た
言
葉
で
す
。「
よ
し
」
は
、「
善
（
よ
）
し
」
に
も
通
じ
る
た
め
、
お
め
で

た
い
意
味
合
い
も
あ
っ
て
「
始
生
」
の
文
字
が
書
か
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
始
生
」
額
は
、
島
津
重
豪
の
枚
聞
神
社
に
対
す
る
崇
敬
の
深
さ
を
物
語
る
奉

納
品
の
一
つ
で
す
。

日に
ち
ろ
せ
ん
そ
う

露
戦
争
出し
ゅ
っ
せ
い征
兵へ
い
し士
凱が
い
せ
ん
も
ん

旋
門

　
枚
聞
神
社
の
鳥
居
の
そ
ば

に
は
、
三
角
柱
の
傘
石
が
載

せ
ら
れ
た
高
さ
３
ｍ 

の
本

柱
と
、
高
さ
１
・
３
２
メ
ー

ト
ル
の
脇
柱
で
一
組
に
な
っ

て
い
る
石
製
の
門
柱
が
あ
り

ま
す
。

　
こ
の
門
柱
は
、
日
露
戦
争

に
出
征
し
、
輝
か
し
い
武
勲

を
立
て
て
凱
旋
し
た
郷
土
の

兵
士
を
迎
え
よ
う
と
建
て
ら

れ
た
凱
旋
門
で
す
。
明
治

３
７
（
１
９
０
４
）
年
８
月
、

旧
頴
娃
村
が
、
苙お
ろ
ん
く
ち口の
石
切
り
場

で
切
り
出
し
た
も
の
を
用
い
て
建

立
し
ま
し
た
。

　
建
立
当
時
、
凱
旋
門
は
西
側
の

県
道
上
に
あ
り
ま
し
た
が
、
昭
和

４
０
年
代
の
道
路
拡
幅
工
事
の
際

に
撤
去
さ
れ
、
長
ら
く
放
置
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
日
露
戦
争
終
結
８
０

周
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
こ
の

由
緒
あ
る
重
要
な
文
化
財
を
後
世

226

日露戦争出征兵士凱旋門

開聞十町

住所：宿市開聞十町１３６６

に
残
そ
う
と
、
有
志
ら
が
立
ち
上
が
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
昭
和
６
０
年
１
０

月
、
賛
同
者
か
ら
の
浄じ
ょ
う
ざ
い財を
得
て
、
現
在
の
場
所
に
原
形
ど
お
り
復
原
さ
れ
た

の
で
す
。

枚ひ
ら
き
き
じ
ん
じ
ゃ

聞
神
社
の
鏡
か
が
み

　
枚
聞
神
社
に
は
、
長
年
に
わ
た
り
多
く
の
宝
物
が
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
ら
の
中
に
、
東
京
国
立
博
物
館
に
貸
し
出
さ
れ
て
い
る
二
枚
の
鏡
が
あ
り
ま

す
。

　
一
枚
は
、「
草そ
う
か
ち
ょ
う
く
じ
ゃ
く
ほ
う
き
ょ
う

花
蝶
孔
雀
方
鏡
」
で
す
。
青
銅
製
で
、
中
央
に
紐
を
通
す
穴

を
設
け
た
正
方
形
の
鏡
で
す
。
平
安
時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
（
１
２
世
紀
）
に
作

ら
れ
た
も
の
で
す
。

日露戦争出征兵士凱旋門
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鏡
の
文
様
は
、
中
央
か
ら
伸
び

た
草
花
の
周
り
を
蝶
が
飛
び
、
そ

の
下
に
孔
雀
が
立
っ
て
い
ま
す
。

　
も
う
一
枚
は
「
群

ぐ
ん
ち
ょ
う
そ
う
じ
ゃ
く
き
ょ
う

蝶
双
雀
鏡
」

で
す
。
青
銅
製
の
円
鏡
で
、
南
北

朝
時
代
（
１
４
世
紀
）
に
作
ら
れ

て
い
ま
す
。
中
央
に
は
、
蝶
の
群

れ
と
２
羽
の
雀
の
文
様
が
あ
り
ま

す
。

226

枚聞神社の鏡
（枚聞神社宝物館内）

開聞十町

住所：宿市開聞十町１３６６

オ
リ
ビ
ン
が
あ
ふ
れ
る
砂
浜

　
開
聞
岳
の
東
に
あ
る

川
尻
海
岸
に
は
、
約
１

㎞
に
わ
た
っ
て
オ
リ
ビ

ン
と
呼
ば
れ
る
透
明
な

黄
緑
色
の
鉱
物
を
含
ん

だ
砂
浜
が
広
が
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
鉱
物
の
宝

石
名
は
「
ペ
リ
ド
ッ

ト
」
と
い
い
、
８
月
の

誕
生
石
に
も
な
っ
て
い

ま
す
。

　
オ
リ
ビ
ン
は
、
約

３
７
０
０
年
前
の
開
聞

岳
誕
生
に
伴
う
噴
火
に

よ
っ
て
、
地
上
へ
噴
出

さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
長
い
年
月
を
か
け
て
風
化
し
て
い
き
、
や
が
て
砂
浜
に

堆
積
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
川
尻
海
岸
の
浜
砂
に
含
ま
れ
る
オ
リ
ビ
ン
は
、
直
径
が
０
・
５
㎜
程
度
の
も

の
か
ら
、
２
㎜
に
達
す
る
も
の
ま
で
あ
り
ま
す
。
オ
リ
ビ
ン
が
こ
の
砂
浜
に
多

く
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、普
通
の
砂
粒
が
簡
単
に
波
に
さ
ら
わ
れ
る
の
に
対
し
、

オ
リ
ビ
ン
は
比
重
が
大
き
い
た
め
、
簡
単
に
は
さ
ら
わ
れ
ず
、
多
く
残
る
か
ら

草花蝶孔雀方鏡

群蝶双雀鏡

開聞岳とオリビン
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下し
も
せ
ん
た

仙
田
寺て
ら
は
な鼻
の
石せ
き
ぞ
う
ぶ
つ
ぐ
ん

造
物
群

　
開
聞
下
仙
田
地
区
に
は
、
か
つ
て
旧
峰
山
寿じ
ゅ
ふ
く
じ

福
寺
が
あ
り
ま
し
た
。
旧
峰
山

寿
福
寺
は
、
旧
頴
娃
町
に
あ
っ
た
島し
ま
づ
ひ
さ
と
よ

津
久
豊
が
開
基
し
た
禅
寺
の
証し
ょ
う
お
ん
じ

音
寺
の
末

寺
で
、
下
仙
田
地
区
に
多
く
の
関
連
施
設
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
明

治
４
（
１
８
７
１
）
年
の
廃
仏
棄
釈
に
よ
り
、
他
の
寺
院
と
同
じ
く
破
壊
さ
れ

隣
接
地
に
移
設
さ
れ
ま
し
た
。

　
移
設
先
に
は
、
石い

し
ど
う
ろ
う

塔
籠
１
基
、

「
奉ほ
う
ぞ
う
り
ゅ
う

造
立
」
銘め
い
と
う塔

１
基
、
板い
た
び碑

１

基
、
大だ
い
に
ち
に
ょ
ら
い
せ
き
ぞ
う

日
如
来
石
像
１
体
、
塔と

ば婆

を
彫
っ
た
板ば
ん
じ
ょ
う
く
よ
う
と
う

状
供
養
塔
１
基
、

家い
え
が
た
せ
き
と
う

形
石
塔
１
基
、
無む
ほ
う
と
う

縫
塔
３
基
、

五ご
り
ん
と
う

輪
塔
２
基
、
墓
３
基
、「
大
日

如
来
」
と
彫
ら
れ
た
石
塔
１
基
と

そ
の
脇
に
自
然
石
が
１
基
設
置
さ

れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、板
碑
の
背
後
に
は
、「
大
」

226〒
下仙田簡易郵便局

下仙田寺鼻の石造物群

住所：指宿市開聞仙田２５７６−２

ト
カ
ラ
馬う
ま

　
開
聞
山
麓
自
然
公
園
に
は
、
ト
カ
ラ
馬
と
い
う
日
本
在
来
馬
が
い
ま
す
。
背

中
ま
で
の
高
さ
が
１
２
０
㎝
程
で
、
栗
色
を
し
た
ポ
ニ
ー
の
よ
う
な
小
型
馬
で

す
。
た
て
が
み
や
尾
の
毛
が
長
く
、
濃
い
色
を
し
て
い
て
、
と
て
も
お
と
な
し

く
人
懐
こ
い
馬
で
す
。
か
ご
し
ま
文
化
財
辞
典
に
よ
る
と
、
ト
カ
ラ
馬
の
歴
史

は
明
治
３
０
年
ご
ろ
、
喜
界
島
か
ら
ト
カ
ラ
列
島
の
宝
島
へ
十
数
頭
が
移
入
さ

れ
た
こ
と
に
始
ま
る
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
戦
前
に
は
１
０
０
頭
前
後
が
飼
育
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
そ
の
後
減
り

下仙田寺鼻の石造物群

る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　
下
仙
田
地
区

の
一
角
に
は
、

廃
仏
棄
釈
に
よ

り
壊
さ
れ
た
旧

峰
山
寿
福
寺
関

連
の
石
造
物
が

集
め
ら
れ
、
地

区
の
人
々
に

よ
っ
て
守
り
伝

え
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
こ
の
石

造
物
群
は
平
成

１
９
年
１
２

月
、
葬
儀
会
場

建
設
に
伴
い
、

と
彫
ら
れ
た
大
日
如
来
石
塔
１
基
、
自
然
石
を
用
い
た
石
塔
３
基
が
並
べ
て
あ

り
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
石
造
物
の
後
ろ
に
は
、
五
輪
塔
の
空
風
輪
や
火

輪
等
が
並
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
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続
け
、
昭
和
２
７
年
に
は
４
３
頭
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
年
、
専
門

家
に
よ
っ
て
「
ト
カ
ラ
馬
」
と
名
付
け
ら
れ
、
純
粋
な
在
来
馬
と
し
て
貴
重
な

種
類
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
翌
年
に
は
県
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
ま

し
た
。

　
し
か
し
そ
の
後
、
島
だ
け
で
の
飼
育
保
存
が
困
難
に
な
っ
て
き
た
た
め
、
各

花は
な
ぜ瀬

　
花
瀬

　
花
瀬
、
開
聞
獄
の
西
麓
脇
浦
の
磯
辺
に
あ
り
。
地
頭
仮
屋
よ
り
午
方
凡
壱
里

拾
弐
町
余

　
磯
岩
多
く
、
町
間
量
か
た
し
、
潮
汐
漲
り
流
れ
、
岩
間
に
潮
溜
ま
り
て
池
の

如
し

　
底
を
臨
め
ば
、
磯
か
き
の
類
五
色
の
色
を
な
す
、
或
は
時
に
し
て
出
、
或
は

時
に
し
て
没
す

　
四
季
共
に
あ
り
、そ
の
形
円
形
に
し
て
大
小
あ
り
。
大
な
る
は
圍
五
～
六
寸
、

小
な
る
は
三
～
四
寸
菊
花
に
似
た
り
、
名
づ
け
て
花
瀬
と
い
ふ

　
磯
石
間
に
蠣
の
種
類
多
し
、
そ
の
中
に
形
ち
小
に
し
て
舌
あ
る
も
の
あ
り
、

土
俗
（
地
元
の
人
）
こ
れ
を
「
勢
い
」
と
い
ふ

　
蟶
の
字
を
用
ゆ
る
か
、
そ
の
せ
い
の
類
潮
底
に
し
て
、
舌
を
吐
て
五
色
の
色

を
な
す
。
故
に
こ
れ
を
見
る
に
出
没
隠
見
定
ま
ら
ず
、
名
づ
け
て
「
花
勢
」
と

い
ふ

　
そ
の
海
岩
急
瀬
の
間
に
あ
る
を
も
て
俗
に
花
瀬
と
呼
ふ
と
い
ふ
　

獄
の
東
、
川
尻
浦
に
も
ま
た
花
瀬
あ
り
、
脇
浦
に
は
劣
れ
り

　
こ
れ
は
、
江
戸
時
代
の
後
半
に
鹿
児
島
藩
が
出
版
し
た
『
薩さ
つ
ま
め
い
し
ょ
う
し

摩
名
勝
志
』
と

い
う
地
誌
か
ら
の
抜
粋
で
す
。
花
瀬
の
海
に
は
、
菊
の
花
の
よ
う
な
色
と
り
ど

り
の
直
径
９
〜
１
８
㎝
の
生
き
物
が
い
て
、
そ
れ
が
出
た
り
引
っ
込
ん
だ
り
す

る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

トカラ馬

地
へ
移
し
て

飼
育
保
存
す

る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　
自
然
環
境

が
似
て
い
る

開
聞
山
麓
に

引
っ
越
し
て

き
た
の
は
、

昭
和
３
８
年

ご
ろ
で
す
。
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ま
た
、
こ
の
生
き
物
を
見
よ
う
と
し
て
も
、
あ
っ
と
い
う
間
に
隠
れ
て
し
ま

い
、
な
か
な
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
地
元
で
は
「
勢
い
」
と
呼
ば

れ
て
お
り
、「
花
勢
」
の
名
が
付
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
火
山
学
者
の
成
尾
英
仁
氏
は
、「
花
瀬
」
の
地
名
は
、
五
色
か
ら
な
る
不
思

議
な
生
き
物
に
由
来
し
「
花
勢
」
が
「
花
瀬
」
に
変
化
し
た
と
述
べ
て
い
ま
す
。

こ
の
不
思
議
な
生
き
物
に
つ
い
て
、
博
物
学
者
の
荒
俣
宏
氏
は
「
イ
バ
ラ
カ
ン

ザ
シ
」
と
呼
ば
れ
る
生
物
だ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
ま
す
。

　
イ
バ
ラ
カ
ン
ザ
シ
は
、
温
か
い
海
に
生
息
す
る
ゴ
カ
イ
の
仲
間
で
、
赤
や
青
、

黄
や
緑
な
ど
美
し
い
色
彩
を
帯
び
た
鰓さ
い
か
ん冠

と
い
う
エ
ラ
を
持
っ
て
い
ま
す
。
鰓

冠
は
刺
激
を
受
け
る
と
素
早
く
引
っ
込
ん
で
し
ま
う
た
め
、
前
述
の
「
勢
い
」

と
い
う
名
前
の
由
来
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

「
塩し
お
が
ま釜
ど
ん
」
の
掛か
け
じ
く軸

　
川
尻
漁
港
の
入
口
に
は
自
然
石
が
３
個
並
べ
ら
れ
て
お
り
、「
塩
釜
ど
ん
」

と
呼
ば
れ
、
塩
釜
神
社
の
ご
神
体
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
由
来
に
つ

い
て
は
、
そ
の
昔
、
こ
の
地
に
塩し
お
つ
ち
の
お
き
な

土
老
翁
と
い
う
神
様
が
塩
釜
を
つ
く
り
、
二

反
歩(

約
２
千
㎡)

ほ
ど
の
日
本
最
古
の
塩
田
を
開
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
川
尻
に
は
「
塩
釜
ど
ん
」
を
描
い
た
と
さ
れ
る
掛
軸
が
古
く
か
ら
伝

わ
っ
て
い
ま
す
。
上
部
に
は
開
聞
岳
が
空
高
く
そ
び
え
立
っ
て
お
り
、
そ
の
麓

に
枚
聞
神
社
の
屋
根
の
一
部
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
前
面
に
は
、
３
人
の
神

様
が
並
ん
で
お
り
、
中
央
は
天て
ん
ぢ
て
ん
の
う

智
天
皇
、
向
か
っ
て
左
側
は
大お
お
み
や
ひ
め

宮
姫
、
右
側
の

不ふ
ど
う
そ
ん

動
尊
の
姿
を
し
て
い
る
の
が
塩
土
老
翁
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
は

正
月
二
日
に
床と
こ

の
間ま

に
掲
げ
、
塩
神
様
の
祭
典
を
行
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
掛

イバラカンザシ（山村秀雄氏提供）

「塩釜どん」の掛け軸

226〒
開聞入野郵便局

イバラカンザシ

花瀬望比公園

住所：指宿市開聞十町４２０８−１１
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軸
が
い
つ
頃
の
作
か
は
不
明
で
す
が
、
塩
釜
神
社
の
由
緒
を
表
す
た
め
に
作
ら

れ
た
の
で
は
な
い
か
推
測
さ
れ
ま
す
。
　

　
ま
た
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
の
初
め
ま
で
は
、
枚
聞
神
社
の
お
祭
り
の

際
、
川
尻
の
塩
屋(
現
在
の
川
尻
上
・
北
集
落)

と
脇
浦
の
塩
屋
、
開
聞
岳
を

挟
ん
だ
東
西
の
塩
屋
が
、
交
替
で
塩
を
献
納
し
て
お
り
、
こ
の
地
が
塩
作
り
に

と
っ
て
重
要
な
土
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。

　

海か
い
じ
ん神

　
開か
い
も
ん
だ
け

聞
岳

　
開
聞
岳
は
、
今
か
ら
約
３
７
０
０
年
前
の
縄
文
時
代
後
期
に
、
阿
多
カ
ル
デ

ラ
の
西
端
に
位
置
す
る
海
底
噴
火
を
皮
切
り
に
火
山
活
動
が
始
ま
り
、そ
の
後
、

少
な
く
と
も
１
２
回
の
噴
火
を
繰
り
返
し
溶
岩
や
火
山
レ
キ
、
火
山
灰
が
積
み

重
な
っ
て
陸
続
き
と
な
り
、海
に
突
き
出
た
よ
う
な
現
在
の
姿
に
な
り
ま
し
た
。

　
開
聞
岳
（
神
）
に
ま
つ
わ
る
最
古
の
記
録
は
、『
日
本
三
代
実
録
』
の
貞
観

２
年
（
８
６
０
）
の
神
位
の
昇
叙
の
記
録
で
す
。
ま
た
、貞
観
８
年
（
８
６
６
）

と
元
慶
６
年
（
８
８
２
）
に
、
神
位
が
昇
叙
し
、
正
４
位
下
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
理
由
に
つ
い
て
永
山
修
一
氏
は
、「
開
聞
神
が
「
祟
」
を
成
す
性
格
、
即

ち
噴
火
を
お
こ
す
も
の
で
あ
っ
た
た
め
」
と
し
て
い
ま
す
。

　
さ
て
、
開
聞
岳
は
薩
摩
半
島
の
最
南
端
に
位
置
し
、
標
高
９
２
４
ｍ
で
独
立

峰
の
薩
摩
富
士
と
も
呼
ば
れ
る
姿
は
、遥
か
遠
方
か
ら
も
望
め
る
こ
と
が
で
き
、

古
来
か
ら
薩
摩
・
大
隅
半
島
か
ら
南
島
に
か
け
て
の
航
海
の
目
標
物
と
さ
れ
て

き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
江
戸
時
代
に
、
開
聞
岳
を
「
海
門
岳
」
と
表
記
し
た
こ

と
か
ら
も
う
か
が
い
知
れ
ま
す
。

　
山
川
港
に
入
港
す
る
南
島
や
琉
球
、
中
国
と
の
交
易
船
の
乗
組
員
は
、
大
海

の
遠
路
の
中
、
航
海
安
全
を
祈
願
す
る
開
聞
岳
を
航
海
の
目
標
物
に
し
な
が
ら

航
海
し
、
遥
か
か
な
た
に
開
聞
岳
が
見
え
た
時
に
は
、
さ
ぞ
か
し
胸
を
な
で
お

ろ
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　『
三
国
名
勝
図
会
』
に
は
、
航
海
中
に
開
聞
岳
が
見
え
る
と
、
船
中
で
酒
を

酌
み
開
聞
神
を
祀
っ
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
山
川
港
に
入
港
し
た
琉

球
使
節
団
は
、
開
聞
神
と
「
海
の
神
々
」
を
祀
る
枚
聞
神
社
へ
航
海
の
お
礼
を

目
的
に
参
詣
し
、
琉
球
国
王
の
一
族
が
琉
球
扁
額
を
納
め
て
い
ま
す
。 

　
ま
た
、
慶
長
９
年
（
１
６
０
９
）、
島
津
義
弘
は
、
琉
球
出
兵
の
折
に
８
０

余
艘
の
船
を
山
川
港
に
集
結
さ
せ
ま
し
た
。
出
兵
前
に
枚
聞
神
社
で
祈
願
し
ま

し
た
。
そ
し
て
、
翌
年
に

枚
聞
神
社
の
本
殿
等
の
改

修
を
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
平
安
時

代
に
噴
火
を
お
こ
し「
祟
」

を
成
す
も
の
と
さ
れ
た
開

聞
岳
（
神
）
は
、
中
世
・

近
世
に
は
、
航
海
安
全
の

祈
願
対
象
と
な
り
、「
海

神
」
と
し
て
崇
拝
さ
れ
て

い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

　

空中から見た開聞岳
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