
明
治
政
府
で
力
が
強
か
っ
た
薩
摩
藩
の
影
響

か
、
三
山
陵
の
場
所
は
薩
摩
藩
内
に
あ
る
候

補
地
が
有
力
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。
特
に
高

屋
山
上
陵
の
場
所
は
内
之
浦
が
有
力
視
さ
れ

て
い
て
、
明
治
５（
１
８
７
２
）年
に
明
治
天

皇
が
来
鹿
さ
れ
た
際
に
は
、
山
陵
と
し
て
内

之
浦
を

３※

遥よ
う

拝は
い

さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
新

た
な
説
と
し
て
溝
辺
の
神
割
岡
が
急
浮
上
し

ま
す
。
官
命
に
よ
り
溝
辺
を
実
地
調
査
し
た

田
中
頼よ

り

庸つ
ね

が『
高
屋
山
陵
考
』を
著
し
、
高
屋

山
上
陵
は
溝
辺
に
あ
る
と
力
説
し
ま
す
。
そ

の
根
拠
は『
古
事
記
』に「
高
千
穂
の
山
の
西
」

に
あ
る
と
書
か
れ
て
い
た
こ
と
と
、
神
割
岡

の
近
く
に
鷹
屋
神
社
が
あ
り
、「
高
屋
」が「
鷹

屋
」と
音
が
通
じ
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。

こ
の
説
は
に
わ
か
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、
当
時
の
宮
内
省
に
よ
っ
て
明
治
７

（
１
８
７
４
）年
７
月
、
神
代
三
山
陵
が
治
定
。

高
屋
山
上
陵
に
つ
い
て
は
溝
辺
説
が
採
用
さ

れ
、
現
在
の
場
所
に
決
定
し
ま
し
た
。

な
お
、
神
代
三
山
陵
の
決
定
に
先
立
ち
、

同
年
２
月
に
霧
島
神
社
は
霧
島
神
宮
へ
、
同

年
３
月
に
鹿
児
島
神
社
は
鹿
児
島
神
宮
、
鵜

戸
神
社
は
鵜
戸
神
宮（
宮
崎
県
日
南
市
）へ
と

改
称
さ
れ
、
神
宮
号
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

神
宮
と
は
、
神
社
の
中
で
天
皇
や
天
皇
の
祖

先
神
を
祭
神
と
す
る
特
別
な
由
緒
が
あ
る
と

勅
許
を
受
け
た
神
社
で
す
。
こ
の
決
定
は
、

各
陵
で
行
わ
れ
る
祭さ

い

祀し

を
神
代
三
山
陵
で
は

行
わ
な
い
こ
と
と
し
、
霧
島
・鹿
児
島・
鵜
戸

の
三
神
宮
で
の
祭
祀
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え

る
と
い
う
目
的
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

伝
説
の
場
所
を
決
定
す
る
の
に
も
、
そ
の

時
代
の
学
者
の
駆
け
引
き
や
学
問・
政
治
の

状
況
が
深
く
関
与
し
ま
す
。
決
定
過
程
に
着

目
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
歴
史
の
見
方
が
出

て
く
る
の
で
す
。

（
文
責
＝
小
水
流
）

始
め
、
後
の
学
者
た
ち
に
影
響
を
与
え
ま

す
。
そ
の
頃
の
薩
摩
藩
の
学
者
は
、
高
屋
山

上
陵
は
現
在
の
溝
辺
で
は
な
く
、
内
之
浦
郷

小
串
村（
現・肝
付
町
）の
国
見
岳
山
頂
が
有
力

候
補
地
だ
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
ほ
か
に
も
、

横
川
町
上
ノ
に
あ
る
弓ゆ

削げ

が
丘
と
い
う
小
高

い
丘
が
御
陵
だ
と
い
う
伝
説
が
あ
る
よ
う
に
、

神
話
に
名
前
だ
け
書
か
れ
た
神
の
墓
は
実
在

す
る
か
ど
う
か
に
関
わ
ら
ず
、
鹿
児
島
・
宮

崎
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
に
候
補
地
や
伝
説
地

と
し
て
現
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。

明
治
７
年
の
決
定

明
治
維
新
は
、
神
話
を
そ
の
出
自
の
基
に

す
る
天
皇
を
、
政
治
の
中
心
と
据
え
る
も
の

で
し
た
。
そ
の
た
め
、
明
治
に
な
る
と
神
話

上
の
場
所
を
政
府
が
定
め
る
と
い
う
動
き
が

出
て
き
ま
し
た
。
鹿
児
島
だ
け
で
な
く
宮
崎

に
も
さ
ま
ざ
ま
な
候
補
地
が
あ
っ
た
も
の
の
、

空
港
の
近
く
に
ひ
っ
そ
り
と
あ
る

１※

高た
か

屋や

山さ
ん

上じ
ょ
う

陵り
ょ
う。
宮
内
庁
が
管
轄
す
る
こ
の
御
陵
は

今
年
７
月
、 ２※

治じ

定じ
ょ
う１

５
０
年
を
迎
え
ま
す
。

政
府
か
ら
神
の
墓
だ
と
治
定
さ
れ
た
山
は
、

そ
の
決
定
ま
で
の
歴
史
も
面
白
い
も
の
で
す
。

そ
も
そ
も
山
陵
と
は

陵（
り
ょ
う・
み
さ
さ
ぎ
）と
は
天
皇・
皇
后

な
ど
の
墓
所
を
指
し
ま
す
。
高
屋
山
上
陵
は
、

『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』に
書
か
れ
る
天
皇 

家
の
祖
先
神
で
あ
る
彦ひ

こ

火ほ

火ほ

出で

見み
の

尊み
こ
との

墓
所

と
さ
れ
る
場
所
で
す
。
薩
摩
川
内
市
の
可え

愛の

山
陵（
瓊に

瓊に

杵ぎ
の

尊み
こ
との

墓
所
）、
鹿
屋
市
の
吾あ

い

平ら

山
上
陵（
鸕う鶿
草が

や

葺ふ
き

不あ
え
ず
の合
尊み

こ
との
墓
所
）
と
と

も
に
、
南
九
州
を
舞
台
と
し
た
日
向
神
話
の

神
の
墓
所
と
し
て
神じ

ん

代だ
い

三さ
ん

山さ
ん

陵り
ょ
うと
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
候
補
地

『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』に
は
神
代
三
山

陵
の
名
前
だ
け
が
あ
り
、
場
所
に
つ
い
て
具

体
的
な
記
述
は
あ
り
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
に

な
る
と
、
国
学
と
い
う
学
問
の
中
で
、
神
話

に
書
か
れ
た
場
所
が
ど
こ
か
考
察
す
る
動
き

が
起
こ
り
ま
す
。
薩
摩
藩
で
は
白し

ら

尾お

国く
に

柱は
し
らと

い
う
学
者
が
こ
の
三
山
陵
の
場
所
を
考
察
し

The gatew
ay to local history

※
１　

�

通
称
。
正
式
に
は「
た
か
や
の
や
ま
の
え
の

み
さ
さ
ぎ
」と
読
む
。

※
２　
国
が
場
所
を
特
定
・
決
定
す
る
こ
と
。

※
３　
遠
く
の
場
所
を
拝
む
こ
と
。

溝辺町にある高
たか
屋
や
山
さん
上
じょう
陵
りょう

治じ
じ
ょ
う定

１
５
０
年

高
屋

山
上
陵

『三国名勝図会』に描かれた高屋山上陵（内之浦説）

さ
ん
じ
ょ
う
り
ょ
う

た
か
や
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