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千ち
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し

尚
古
集
成
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副
館
長

サ
ツ
マ
イ
モ
の
鹿
児
島
伝
来
は
、十
七

世
紀
初
頭
か
ら
十
八
世
紀
初
頭
と
す
る

も
の
ま
で
諸
説
あ
る
。鹿
児
島
に
定
着
す

る
の
は
十
八
世
紀
初
頭
で
あ
る
。沖
縄
を

経
由
し
て
、中
国（
唐
）か
ら
伝
わ
っ
て
き

た
た
め
、鹿
児
島
で
は「
カ
ラ
イ
モ
」「
ト
イ

モ
」と
い
い
、日
本
の
他
の
地
域
で
は
鹿
児
島

（
薩
摩
）か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
の
で「
サ
ツ

マ
イ
モ
」と
い
う
。

鎖
国
体
制
下
、海
外
と
の
窓
口
は
長
崎

し
か
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、薩

摩
藩
が
支
配
す
る
琉
球
王
国
で
も
中
国
と

の
交
易
が
続
い
て
い
た
。こ
の
ル
ー
ト
で
伝

わ
っ
て
き
た
サ
ツ
マ
イ
モ
は
、薩
摩
藩
領
が

鎖
国
体
制
か
ら
一
歩
離
れ
た
状
況
に
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

■ 

「
集
成
館
事
業
」と
芋
焼
酎

サ
ツ
マ
イ
モ
が
日
本
に
伝
わ
っ
て
も
、焼

■ 

最
古
の
記
録
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

鹿
児
島
で
広
く
飲
ま
れ
て
い
る
焼
酎
。

焼
酎
に
は
、海
に
育
ま
れ
た
鹿
児
島
の
歴

史
・
文
化
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。

焼
酎
文
化
の
根
底
に
は
日
本
酒
文
化
が

あ
る
と
言
わ
れ
る
。

焼
酎
の
始
ま
り
は
米
焼
酎
で
あ
っ
た
。蒸

し
た
米
を
黄き

麹こ
う
じ

で
ア
ル
コ
ー
ル
発
酵
さ
せ

る
と
い
う
点
な
ど
日
本
酒
と
共
通
点
が
多

い
。日
本
酒
の
製
造
技
術
と
、数
千
年
前
に

中
近
東
で
誕
生
し
た
蒸
留
の
技
術
が
融
合

さ
れ
、米
焼
酎
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ

る
。だ

が
、焼
酎
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
飲
ま
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。最
古

の
記
録
は
、ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
ア
ル
バ
レ
ス

が
一
五
四
七
年
に
著
し
た『
日
本
報
告
』の

「
日
本
人
は
米
で
造
る
蒸
留
酒
」を
飲
む

と
い
う
記
述
で
あ
る
。

『
日
本
報
告
』
は
、
来
日
経
験
が
あ
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
初
め
て
著
し
た
見
聞
記

で
あ
る
。本
著
に
は「
日
本
」と
あ
る
が
、ｑ

ｕ
ａ
ｍ
ｇ
ｕ
ａ
ｓ
ｕ
ｍ
ａ（
鹿
児
島
）や
ａ
ｍ
ａ
ｍ

ｇ
ｏ
ａ
ｏ（
山
川
・
現
指
宿
市
）な
ど
南
九
州

の
地
名
が
多
く
書
か
れ
、し
か
も「
海
岸
で

お
湯
が
沸
く
」「
砂
を
掘
っ
て
入
浴
し
て
い

る
」と
あ
り
、南
九
州
の
状
況
を
記
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

最
も
古
い
記
録
が
、海
外
、そ
れ
も
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
存
在
す
る
こ
と
は
、南
九
州
が
海

外
交
易
の
拠
点
、日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の

出
会
い
の
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。

■ 

サ
ツ
マ
イ
モ
の
登
場

ア
ル
バ
レ
ス
が
来
日
し
た
こ
ろ
、日
本
に

は
ま
だ
サ
ツ
マ
イ
モ
は
な
か
っ
た
。

酎
の
主
流
は
米
焼
酎
で
あ
っ
た
。

主
流
が
、米
焼
酎
か
ら
芋
焼
酎
に
代
わ

る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、幕
末
、島
津

斉
彬
が
取
り
組
ん
だ「
集
成
館
事
業
」で
あ

る
。事
業
の
一
環
に
銃
の
近
代
化
が
あ
り
、

そ
れ
ま
で
の
火
縄
銃
に
代
わ
っ
て
、衝
撃
で

爆
発
す
る
薬
品「
雷ら

い

汞こ
う

」で
火
薬
に
点
火
す

る
雷
管
銃
が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
製
造
に
必
要
と
な
っ
た
ア
ル
コ
ー

ル
を
、焼
酎
か
ら
抽
出
し
た
。斉
彬
は
、コ

ス
ト
削
減
の
た
め
芋
焼
酎
の
量
産
・
使
用

を
命
じ
た
。そ
の
際
、お
い
し
く
飲
め
る
よ

う
に
改
良
す
る
よ
う
に
と
も
命
じ
て
い
る
。

■ 

芋
焼
酎
が
主
役
の
座
に

明
治
に
な
っ
て
、焼
酎
の
製
法
が
激
変
し

た
。ま

ず
仕
込
み
方
法
が
、原
料
と
麹
を
一
度

に
仕
込
ん
で
い
た「
ド
ン
ブ
リ
仕
込
」か
ら
、

【
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
】

昭
和
58
年
鹿
児
島
大
学
卒
。同
年
、尚

古
集
成
館
に
入
館
し
、学
芸
係
長
・
文

化
財
課
長
を
経
て
、平
成
18
年
か
ら
副

館
長
。島
津
家
や
薩
摩
藩
の
歴
史
・
文

化
を
研
究
。福
岡
県
出
身
。
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米
と
麹
を
ま
ぜ
て
数
日
寝
か
せ
、こ
れ
を

原
料
と
ま
ぜ
て
仕
込
む「
二
段
仕
込
」へ
と

変
わ
っ
た
。麹
菌
も
日
本
酒
と
同
じ
黄
麹

に
代
わ
り
、沖
縄
の
泡
盛
製
造
に
使
わ
れ
て

い
た
黒
麹
、さ
ら
に
黒
麹
か
ら
開
発
さ
れ

た
白
麹
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。そ
れ

で
安
価
で
う
ま
い
芋
焼
酎
が
造
れ
る
よ
う

に
な
り
、芋
焼
酎
が
主
役
の
座
に
躍
り
出

た
の
で
あ
る
。

数
十
年
前
ま
で
、南
九
州
以
外
で
は
あ

ま
り
飲
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
芋
焼
酎
。今
で

は
日
本
各
地
で
飲
ま
れ
て
い
る
。

芋
焼
酎
は
、海
外
の
文
化
・
技
術
の
影

響
を
い
ち
早
く
受
け
入
れ
た
鹿
児
島
の
地

で
、日
本
の
伝
統
文
化
・
技
術
と
融
合
さ
れ

て
、新
し
い
文
化
・
技
術
と
し
て
生
み
出
さ

れ
た
象
徴
的
な
特
産
品
で
あ
る
。こ
れ
は

同
時
に
、鹿
児
島
が
海
外
と
の
交
流
を
通

じ
て
、焼
酎
文
化
が
形
成
さ
れ
た
先
進
地

で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

蒸し米
黄麹を用いた酒造り

蒸留技術

蒸留技術

サツマイモ（17世紀）
黒麹
（20世紀）

焼酎の技術伝播

焼酎を飲む武士「倭文麻環（しずのおだまき）」より
「倭文麻環」は、27代島津斉興が国学者白

しら

尾
お

国
くに

柱
はしら

に薩摩に伝わる軍記・祭礼・歌謡など62話をまとめさ
せたもの。

伝統の手づくりかめ仕込でつくられる芋焼酎


