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鹿
児
島
市
の
天
文
館 

電
車
通
り

沿
い
に
新
名
所
が
誕
生
し
ま
し
た
。 

「
セ
ン
テ
ラ
ス
天
文
館
」
で
す
。 

 
 

以
前
は
タ
カ
プ
ラ
ビ
ル
が
あ
っ
た
と

こ
ろ
で
、
長
年
県
民
に
親
し
ま
れ
て

き
ま
し
た
。
セ
ン
テ
ラ
ス
は
地
上
十

五
階
で
七
十
一
も
の
テ
ナ
ン
ト
が
あ

り
、
ホ
テ
ル
も
併
設
さ
れ
て
い
る
複

合
施
設
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
セ

ン
テ
テ
ラ
ス
の
オ
ー
プ
ン
イ
ベ
ン
ト

の
一
つ
と
し
て
、
六
月
に
「
和
装
フ

ェ
ス
」
が
開
催
さ
れ
、
私
た
ち
鹿
児

島
教
区
雅
友
会
が
出
演
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。 

コ
ロ
ナ
禍
で
こ
う
し
た
イ
ベ
ン
ト

で
演
奏
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
は
約
三

年
ぶ
り
、
私
た
ち
も
楽
し
み
に
約
一

ヶ
月
か
け
て
練
習
や
準
備
を
整
え
て

ま
い
り
ま
し
た
。 

当
日
会
場
に
は
溢
れ
ん
ば
か
り
の

観
客
が
あ
り
、
ま
た
電
車
通
り
や
ア

ー
ケ
ー
ド
の
方
か
ら
は
音
色
に
惹
か

れ
て
、
ま
た
音
色
に
吸
い
込
ま
れ
る

よ
う
に
続
々
と
集
ま
っ
て
こ
ら
れ
、

嬉
し
い
限
り
で
し
た
。
改
め
て
、 

 
 

雅
楽
の
音
色
に
魅
力
が
あ
る
こ
と
を

感
じ
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
し
た
。

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
管
楽
器
や
弦
楽
器

と
は
異
な
り
、
気
温
・
体
温
で
音
色

が
変
わ
り
、
大
変
繊
細
な
楽
器
ば
か

り
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
ま
し

た
。 

          

ス
タ
イ
ル
の 

  

 
ま
た
こ
の
度
の
イ
ベ
ン
ト
は
「N

E
O

和
装
協
会
」
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ

ン
の
時
間
も
あ
り
ま
し
た
。
雅
友
会

含
む
別
院
の
先
生
方
とN

E
O

和
装
ス

タ
イ
ル
の
モ
デ
ル
さ
ん
と
一
緒
に

「
僧
侶
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー
」
も

実
現
し
ま
し
た
。
衣
体
は
布
袍
か
ら

黒
衣
、
色
衣
ま
で
、
お
袈
裟
も
輪
袈

裟
か
ら
五
条
袈
裟
・
七
条
袈
裟
ま
で

身
に
つ
け
登
場
す
る
と
、
観
客
か
ら

ま
さ
か
の
拍
手
や
き
い
ろ
い
声
援
、

初
め
て
の
こ
と
で
ド
ギ
マ
ギ
す
る
こ

と
で
し
た
。 

               

コ
ロ
ナ
禍
で
久
々
の
演
奏
活
動
、
こ

う
し
た
「
ご
縁
づ
く
り
」
の
活
動
が

今
後
さ
ら
に
展
開
さ
れ
て
い
く
こ
と

を
期
待
し
ま
す
。 
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「

新

制 

御

本

典 
作
法
」
研
修
会
に 

参
加
い
た
し
ま
し
て

  

鹿
児
島
教
区 

勤
式
指
導
員 

南
薩
組 

廣
泉
寺 

大
八
木
宗
司 

  

二
〇
二
三
（
令
和
五
）
年
三
月
よ

り
京
都
・
本
願
寺
に
て
お
迎
え
い
た

し
ま
す
『
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇

年
・
立
教
開
宗
八
〇
〇
年
慶
讃
法
要
』

に
用
い
る
新
し
い
お
勤
め
と
し
て
、

こ
の
度
「
新
制 

御
本
典
作
法
」
が

制
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
先
立
ち

ま
し
て
、
去
る
八
月
二
十
四
日
、
大

塚
賢
司
本
願
寺
会
役
者
を
お
招
き
し
、

鹿
児
島
別
院
本
堂
に
て
研
修
会
を
開

催
い
た
し
ま
し
た
。 

研
修
の
は
じ
め
に
、
こ
の
お
勤
め

を
制
定
す
る
に
あ
た
っ
て
の
思
い
を

話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

ま
ず
、「
新
制
」
と
な
っ
て
お
り
ま

す
の
は
、
五
十
年
前
、
親
鸞
聖
人
御

誕
生
八
〇
〇
年
・
立
教
開
宗
七
五
〇

年
慶
讃
法
要
に
際
し
「
御
本
典
作
法
」

と
い
う
音
楽
法
要
の
お
勤
め
が
制
定

さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
と
区

別
し
て
「
新
制
」
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。 こ

の
「
新
制 

御
本
典
作
法
」
の

特
徴
は
、 

・
聞
い
て
い
た
だ
く
専
門
的
な
声

明 

 

・
僧
侶
と
ご
門
徒
の
皆
さ
ま
と
一

緒
に
お
唱
え
す
る
声
明 

 
・
伝
統
的
な
声
明 

 

・
新
し
い
時
代
の
声
明 

 

こ
の
四
点
を
念
頭
に
お
い
て
制
定

さ
れ
た
そ
う
で
す
。 

こ
れ
ま
で
本
願
寺
で
用
い
ら
れ
て

き
た
お
勤
め
、
作
法
に
お
い
て
は
、

そ
の
御
文
が
宗
祖
・
親
鸞
聖
人
の
主

著
で
あ
る
浄
土
真
宗
の
根
本
聖
典

「
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
」（
教
行

信
証
）
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
も

の
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
の

度
の
こ
の
新
し
い
お
勤
め
は
教
行
信

証
か
ら
す
べ
て
の
御
文
を
選
定
し
、

伝
統
的
な
声
明
と
大
衆
唱
和
の
両
面

を
兼
ね
備
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
ま

す
。 こ

の
お
勤
め
に
は
第
一
種
と
第
二

種
が
制
定
さ
れ
て
お
り
、
お
勤
め
の

根
幹
と
な
る
「
正
信
念
佛
偈
」
の
部

分
は
、
第
一
種
が
本
願
寺
声
明
の
源

流
で
あ
る
天
台
声
明
に
お
い
て
大
衆

唱
和
の
お
勤
め
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
た
「
和
讃
譜
」
と
い
わ
れ
る
節
を

も
と
に
こ
の
度
作
ら
れ
た
も
の
と
な

っ
て
い
ま
す
。
第
二
種
は
既
に
皆
さ

ま
に
な
じ
み
の
あ
る
「
十
二
礼
の
節
」

の
お
勤
め
で
す
。 

今
回
の
研
修
会
で
は
ご
門
徒
の
皆

さ
ま
の
参
加
が
多
か
っ
た
の
で
、
特

に
こ
の
第
一
種
の
和
讃
譜
に
よ
る

「
正
信
念
佛
偈
」
の
練
習
を
い
た
し

ま
し
た
。 

私
自
身
は
事
前
に
Ｃ
Ｄ
を
聞
い
て

お
り
ま
し
た
の
で
、
正
直
、
ご
門
徒

の
方
々
に
は
難
し
く
抵
抗
が
あ
る
か

と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
度
の

研
修
会
で
は
ご
門
徒
の
方
々
も
す
ぐ

に
慣
れ
た
様
子
で
、
鹿
児
島
別
院
の

本
堂
に
響
く
「
正
信
偈
」
の
声
に
感

動
し
な
が
ら
共
に
お
勤
め
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。 

鹿
児
島
教
区
に
お
い
て
も
、
二
〇

二
四
（
令
和
六
）
年
十
一
月
に
『
鹿
児

島
教
区
・
本
願
寺
鹿
児
島
別
院
親
鸞

聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年
・
立
教
開
宗

八
〇
〇
年
慶
讃
法
要
』
が
勤
め
ら
れ

ま
す
。
ま
だ
具
体
的
に
お
勤
め
の
内

容
等
は
決
ま
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、

声
明
や
雅
楽
で
し
か
伝
え
ら
れ
な
い

感
動
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
の
で
、

そ
こ
に
向
け
て
我
々
雅
友
会
も
研
鑽

を
深
め
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

             

（
本
願
寺
会
役
者 

大
塚
賢
司
師
） 
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『
雅
楽
の 

歴
史
的
危
機
を

救
え
！
』 

 
 二

〇
二
〇
年
一
月
十
五
日
に
日
本

で
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
感
染
者
が
初
確
認
さ
れ
て
か
ら
、

早
く
も
三
年
が
経
過
し
よ
う
と
し
て

い
ま
す
。
こ
の
三
年
の
間
に
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
大
小
さ
ま
ざ
ま

な
変
化
を
私
た
ち
の
生
活
に
も
た
ら

し
ま
し
た
。
寺
院
活
動
に
お
い
て
も
、

法
要
・
法
座
が
中
止
や
短
縮
と
な
っ

た
り
、
一
方
で
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の

配
信
が
活
用
さ
れ
た
り
と
、
コ
ロ
ナ

禍
で
い
か
に
お
寺
と
ご
縁
を
結
ん
で

い
た
だ
く
か
、
試
行
錯
誤
の
日
々
が

続
い
て
い
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
は
雅
楽
界
に
も
影
響
を
与
え
て

い
ま
す
。 

 

雅
楽
師
の
東
儀
秀
樹
さ
ん
が

Y
o
u
T
u
b
e

に
投
稿
し
た
動
画
「
雅
楽
の

歴
史
的
危
機
！
篳
篥
の
ヨ
シ
に
関
す

る
署
名
の
お
願
い
」（
二
〇
二
〇
年
十

月
十
九
日
投
稿
）
で
は
、
篳
篥
の
リ

ー
ド
に
な
る
ヨ
シ
が
採
れ
な
く
な
っ

て
い
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。  

高
槻
市
の
東
部
、
淀
川
河
川
敷
の
鵜

殿
（
う
ど
の
）
地
区
は
、
篳
篥
の
リ
ー

ド
部
分
と
な
る
ヨ
シ
の
一
大
産
地
で

す
。
鵜
殿
地
区
で
群
生
し
て
い
る
ヨ

シ
原
の
ヨ
シ
は
、
太
く
・
弾
力
性
に

富
ん
で
お
り
、
多
く
の
奏
者
が
リ
ー

ド
部
分
と
し
て
使
用
し
て
い
る
そ
う

で
す
。 

ヨ
シ
原
の
ヨ
シ
を
リ
ー
ド
と
し
て
使

う
に
は
、「
ヨ
シ
原
焼
き
」
と
い
う
野

焼
き
の
作
業
が
必
要
と
な
り
ま
す
。  

こ
の
鵜
殿
の
ヨ
シ
原
焼
き
は
、
地
元

の
冬
の
風
物
詩
と
し
て
も
有
名
で
し

た
。
し
か
し
、
コ
ロ
ナ
禍
の
状
況
か

ら
見
学
者
の
密
集
を
避
け
る
た
め
、

二
年
間
「
ヨ
シ
原
焼
き
」
が
行
わ
れ

ず
、
リ
ー
ド
に
適
し
た
ヨ
シ
が
育
た

な
い
状
況
が
続
き
ま
し
た
。
こ
の
ま

ま
で
は
「
雅
楽
の
文
化
が
終
わ
っ
て

し
ま
う
」
と
危
機
感
を
感
じ
た
東
儀

さ
ん
は
、
動
画
を
投
稿
し
、
野
焼
き

の
再
開
を
求
め
る
署
名
活
動
を
行
い

ま
す
。 

こ
の
署
名
活
動
で
集
ま
っ
た
署
名

は
一
万
筆
以
上
に
な
り
、
二
〇
二
二

年
一
月
、
現
地
の
見
学
が
な
い
形
で

三
年
ぶ
り
に
ヨ
シ
原
焼
き
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
、
雅
楽

の
歴
史
に
も
影
響
を
与
え
る
と
感
じ

さ
せ
る
出
来
事
で
し
た
。
ヨ
シ
原
焼

き
を
行
う
た
め
に
は
、
消
防
署
や
警

察
所
、
保
健
所
な
ど
関
係
機
関
の
許

可
が
必
要
で
あ
っ
た
り
、
近
隣
住
民

の
理
解
も
必
要
で
あ
っ
た
り
と
大
変

な
こ
と
も
多
い
と
い
い
ま
す
。 

で
す
が
、
地
域
の
伝
統
行
事
と
し

て
、
そ
し
て
雅
楽
の
文
化
が
続
い
て

い
く
た
め
に
、
来
年
も
「
ヨ
シ
原
焼

き
」
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
や

み
ま
せ
ん
。 
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 逸
話
『
篳
篥
の
名
手
・
和
邇

部
茂
光
と
名
器
・
海
賊
丸
』 

  

先
日
『
真
宗
事
物
の
解
説
』（
西
原

芳
俊 

著
）
と
い
う
本
を
読
ん
で
い
る

と
、
篳
篥
の
名
手
で
あ
る
和
邇
部
茂

光
（
わ
に
べ
し
げ
み
つ
）
と
い
う
楽

人
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
て
い

ま
し
た
。 

 
 

 

あ
る
時
、
和
邇
部
用
光
（
※
）
と
い

う
楽
人
が
、
土
佐
か
ら
都
へ
船
で
向

か
っ
て
い
る
と
、
安
芸
の
国
の
港
で

海
賊
が
襲
い
か
か
っ
て
き
ま
し
た
。

楽
人
で
あ
る
用
光
は
な
す
す
べ
も
あ

り
ま
せ
ん
。
殺
さ
れ
る
覚
悟
を
決
め

た
用
光
は
、
涙
を
流
し
な
が
ら
「
小

調
子
」
と
い
う
曲
を
奏
し
ま
し
た
。

す
る
と
、
そ
の
音
色
は
澄
ん
で
清
く
、

あ
ま
り
の
素
晴
ら
し
い
楽
の
音
に
海

賊
た
ち
は
涙
を
流
し
、
何
も
取
ら
ず

立
ち
去
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

（
『
十
訓
抄
』
意
訳
） 

 
 と

い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
。 

 

そ
の
時
に
吹
い
た
篳
篥
が
、
後
々

「
海
賊
丸
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
そ
う
で
す
。 

 

海
賊
た
ち
が
涙
し
た
和
邇
部
用
光

の
篳
篥
は
ど
ん
な
音
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
と
想
像
が
ふ
く
ら
み
ま
す
。 

 

※
和
邇
部
茂
光
は
、『
十
訓
抄
』
で

は
和
邇
部
用
光
（
わ
に
べ
の
も
ち
み

つ
）
と
記
述
。 

 

 
龍 
泉 

寺 

今
回
の
朋
友
紀
行
は
、
霧
島
市
龍
泉

寺 

苅
屋
龍
栄
先
生
、
淳
慶
先
生
、

唯
真
先
生
と
親
子
三
人
で
雅
友
会
に

所
属
し
て
お
ら
れ
ま
す
。 

 

霧
島
連
山
南
側
の
麓
に
位
置
す
る

龍
泉
寺
は
、
明
治
十
九
年
の
設
立
で

す
。 本

堂
は
、
明
治
四
十
一
年
門
徒
の

方
々
の
手
に
よ
り
建
立
さ
れ
ま
し
た
。 

霧
島
川
や
周
辺
を
田
畑
に
囲
ま
れ

た
の
ど
か
な
場
所
で
す
。 

 

隠
れ
念
仏
時
代
の
お
講
が
今
で
も

存
続
し
、
各
地
区
で
報
恩
講
が
営
ま

れ
て
い
ま
す
。 

               

念
仏
洞
（
ガ
マ)

が
、
五
カ
所
ほ
ど

点
在
し
て
お
り
、
阿
彌
陀
如
来
を
隠

し
て
お
参
り
し
て
い
た
と
言
わ
れ
る

柱
仏
、
昭
和
三
十
年
代
の
聞
き
伝
え

に
よ
る
ご
門
徒
の
日
記
に
は
、
仏
像

持
ち
と
言
わ
れ
る
方
が
役
人
に
捕
ま

り
刑
を
受
け
た
こ
と
な
ど
記
録
さ
れ

て
い
ま
す
。 

 

教
え
を
守
っ
て
こ
ら
れ
た
先
人
の

息
づ
か
い
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
す
。 

       

ま
た
寺
本
堂
余
間
に
ご
ざ
い
ま
す 

太
鼓
、
鞨
鼓
、
鉦
鼓
や
龍
笛
・
笙
・ 

篳
篥
は
初
代
住
職
か
ら
現
在
ま
で
受

け
継
が
れ
て
い
ま
す
。 

   

☆
雅
友
会
へ
の
お
問
い
合
せ 

鹿
児
島
教
区
教
務
所
内
雅
友
会
事
務
局 
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