
鹿
屋
の
地
で
育
ま
れ
た

名
品
・
名
産
・
名
所
な
ど
の

よ
か
も
ん
を
ご
紹
介

大人の

伊伊い

じ

ち

い

じ

ち
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て
い
る
双
子
塚
は
形
の
美
し
い
大
小

の
二
つ
の
丘（
塚
）
で
、
古
墳
と
い

う
説
も
あ
り
ま
す
が
、
詳
し
い
こ
と

は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
面
白
い
こ
と
に
、
県
内
各

地
に
残
る『
弥や
ご
ろ
う

五
郎
ど
ん
伝
説
』
が
、

こ
こ
双
子
塚
に
も
残
っ
て
い
ま
す
。

巨
人
弥
五
郎
が
モ
ッ
コ（
土
石
運
搬

に
用
い
る
網
袋
）
に
土
を
入
れ
て
運

ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
担
ぎ
棒
が
折
れ

て
し
ま
い
、
そ
の
際
、
土
が
こ
ぼ
れ

て
で
き
た
も
の
が
双
子
塚
だ
と
い
う

伝
説
で
す
。
不
思
議
に
並
ぶ
二
つ
の

丘
を
見
て
、
人
々
が
思
い
を
馳
せ
た

の
で
し
ょ
う
。

　

戦
時
中
ま
で
大
塚
に
は
樹
齢

２
０
０
年
前
後
と
言
わ
れ
る
一
本
の

松
の
老
木
が
そ
び
え
て
い
た
そ
う
で

す
。
そ
れ
は
遠
く
か
ら
で
も
確
認
で

き
、
通
行
人
の
目
印
に
な
っ
て
い
た

よ
う
で
す
。

　

大
塚
は
３
分
の
２
の
高
さ
ま
で
岩

盤
で
、
そ
の
上
に
土
が
乗
っ
て
い
る

構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
頂
上
で

足
踏
み
を
す
る
と
空
洞
が
あ
る
よ
う

な
音
が
す
る
た
め
、『
何
か
埋
蔵
さ

れ
て
い
る
の
で
は
』
と
も
言
わ
れ
ま

す
。
実
際
、
塚
の
周
辺
か
ら
は
古
代

の
土
器
の
破
片
も
見
つ
か
っ
て
お

り
、
ま
た
小
塚
か
ら
も
古
い
骨
壷
が

出
土
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

双
子
塚
は
霧
島
連
山
や
高
隈
山
、

国
見
山
系
を
一
望
で
き
る
見
晴
ら
し

の
良
い
場
所
な
の
で
、
は
る
か
昔
、

古
代
人
の
墓
所
と
し
て
利
用
さ
れ
た

の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

現
在
、
双
子
塚
は
地
域
住
民
に

よ
っ
て
管
理
さ
れ
、
霊
園
が
建
て
ら

れ
た
り
、
ツ
ツ
ジ
な
ど
が
植
え
ら
れ

た
り
し
て
い
ま
す
。」

　

輝
北
町
諏
訪
原
の
八は
え
や
ま

重
山
台
地

は
、「
春は
い
や
ま山
の
牧
」
と
言
わ
れ
、
古
く

か
ら
牧ま
き
ば場
の
地
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

今
で
は
田
畑
が
広
が
る
台
地
と

な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
を
通
る

県
道
を
走
る
と
、
道
路
を
は
さ
ん
で

左
右
に
１
つ
ず
つ
古
墳
の
よ
う
な
丘

が
あ
る
の
に
気
が
付
き
ま
す
。
こ
れ

が
双
子
塚
で
す
。

　

今
回
は
鹿
屋
市
文
化
財
保
護
審
議

会
委
員
の
伊
地
知
一
郎
さ
ん
に
紹
介

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
「
昔
か
ら
地
域
住
民
に
親
し
ま
れ

▲

『
薩さ

つ
ぐ
う
に
ち
ち
り
さ
ん
こ
う

隅
日
地
理
纂
考
』（
明
治
４
年
）

双双
ふ

た

ふ

た　　

子子ごご　　

塚塚
づ

か

づ

か

輝北町諏
す わ ば ら

訪原双子塚
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