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■鹿児島市城山町
■見学自由
＜アクセス＞
バス停城山から徒歩3分

所

￥

■城山公園展望台
城山は鹿児島市街地の中心にある108mの小高い山。明治10年（1877）に起きた
薩摩武士達の反乱・西南戦争の舞台としても知られ、西郷隆盛ら薩摩軍と明治政府
が最後に戦った舞台でもある。西郷洞窟や西郷隆盛終焉の地などそれにまつわる
史跡もあるが、やはり圧巻は展望台から眺める鹿児島の風景。手前に街があり、海
を挟んで桜島がある光景は、鹿児島観光を象徴する一枚だ。車ならすぐ登れるのだ
が、公園として整備されているので徒歩や自転車でも容易に登ることができる。桜
島を望む絶好のポジションで、やはりここからの光景がベストだといえよう。

せ
　 

ご

ふ
　
る
　
さ
　
と

2
6
0
年
以
上
続
い
た
江
戸
幕
府
が
倒
さ
れ
た

の
は
、1
8
6
8
年
。数
え
て
来
年
が
1
5
0
年

に
あ
た
る
。幕
末
動
乱
期
を
彩
っ
た
の
は
薩
摩

と
長
州
の
両
藩
。と
も
に
関
ケ
原
の
合
戦
で
は

西
軍
に
つ
い
た
藩
同
士
で
あ
る
。こ
の
う
ち
薩

摩
は
、名
君
・
島
津
斉
彬
の
登
場
に
よ
り
近
代
化

を
推
進
。こ
れ
が
幕
府
を
倒
す
原
動
力
に
な
り
、

明
治
か
ら
の
近
代
国
家
建
設
の
礎
と
な
っ
て
い

る
。維
新
1
5
0
年
を
前
に
、鹿
児
島
市
内
を
旅

し
た
。町
の
所
々
に
は
、西
郷
隆
盛
ら
維
新
の
巨

人
達
の
息
吹
が
感
じ
ら
れ
る
。

明
治
維
新
1
5
0
年
　「
フ
ェ
リ
ー
さ
ん
ふ
ら
わ
あ
」で

2
0
1
8
年
大
河
ド
ラ
マ「
西
郷
ど
ん
」の
舞
台
へ
―
。

幕
末
の
維
新
の
動
乱
期
を
彩
っ
た

薩
摩
武
士
の
郷
里
へ
、

い
ざ
参
ら
ん
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幕
末
の
主
役
は
薩
摩
と
長
州
で
、こ
の
二
藩

が
時
代
を
回
天
さ
せ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
。日
本
の
南
端
に
あ
る
薩
摩
藩
が
そ
の

主
役
と
な
り
え
た
の
は
独
特
の
教
育
方
法
と

財
力
、そ
し
て
先
の
時
代
を
見
る
眼
に
あ
っ

た
。25
代
島
津
重
豪
は
閉
鎖
的
だ
っ
た
藩
政
を

改
革
し
、藩
校
造
士
館
や
演
武
館
を
設
立
、

〝
蘭
癖
〞（
オ
ラ
ン
ダ
か
ぶ
れ
）と
噂
さ
れ
る
ほ

ど
開
化
政
策
を
取
っ
て
い
る
。た
だ
、豪
奢
な

事
業
に
よ
り
財
政
は
困
窮
を
極
め
、5
0
0
万

両
の
負
債
、年
間
利
子
60
万
両
と
い
う
途
方
も

な
い
額
を
背
負
っ
た
。重
豪
が
そ
の
財
政
を
立

て
直
す
の
に
起
用
し
た
の
が
茶
坊
主
あ
が
り

の
調
所
広
郷
で
あ
る
。調
所
が
行
っ
た
の
は
、

い
わ
ゆ
る
借
金
の
踏
み
倒
し
。2
5
0
年
の
年

賦
返
済
で
無
利
子
償
還
と
い
う
無
茶
な
通
達

を
商
人
に
出
し
て
い
る
。調
所
は
こ
う
し
て
借

金
を
踏
み
倒
し
に
近
い
形
で
一
方
的
な
発
令

を
行
う
と
と
も
に
、物
産
に
も
注
力
し
、大
坂

の
商
人
と
協
力
し
て
黒
砂
糖
の
専
売
強
化
を

図
っ
た
り
、琉
球
を
通
じ
て
清（
中
国
）と
も
貿

易
を
盛
ん
に
行
っ
て
い
る
。当
時
は
鎖
国
の
時

代
で
外
国
と
の
交
易
は
長
崎
に
限
ら
れ
て
い

た
が
、そ
の
補
助
的
な
も
の
と
し
て
琉
球
を

通
じ
た
貿
易
を
認
め
て
い
た
。薩
摩
は
そ
の

ル
ー
ト
を
駆
使
し
な
が
ら
さ
ら
に「
密
貿
易
」

も
拡
大
し
て
お
り
、そ
の
こ
と
に
よ
り
多
大
な

財
力
を
手
に
し
て
い
た
の
だ
。こ
れ
が
幕
末
の

活
動
の
原
動
力
に
な
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も

な
い
。

　

重
豪
の
ひ
孫
で
藩
主
に
就
い
た
28
代
島
津

斉
彬
は
、名
君
と
称
さ
れ
、松
平
春
嶽
、伊
達
宗

城
、山
内
容
堂
と
と
も
に
幕
末
の
四
賢
侯
に
挙

げ
ら
れ
る
人
物
。斉
彬
は
幕
政
に
も
提
案
を
行

い
、老
中
・
阿
部
正
弘
に
幕
政
改
革
を
提
案
。黒

船
来
航
以
来
の
危
機
を
打
開
す
る
の
は
公
武

合
体
策
し
か
な
い
と
主
張
し
た
。藩
政
自
体
も

改
革
し
、富
国
強
兵
に
努
め
て
洋
式
造
船
、反

射
炉
の
建
設
、地
雷
・
水
雷
・
ガ
ラ
ス
・
ガ
ス
灯

の
製
造
な
ど
の
集
成
館
事
業
を
興
し
て
い
る
。

　

集
成
館
と
は
、磯
の
仙
巌
園
に
あ
る
も
の

で
、日
本
初
の
工
業
地
帯
と
考
え
て
も
ら
え
れ

ば
い
い
。斉
彬
は
、欧
米
が
ア
ジ
ア
各
国
を
植

民
地
化
し
て
い
る
こ
と
に
危
機
を
募
ら
せ
、島

津
の
別
荘（
仙
巌
園
）の
あ
っ
た
磯
地
区
で
紡

績
、大
砲
鋳
造
、造
船
と
い
っ
た
近
代
化
を
進

め
る
事
業
を
興
し
た
の
だ
。仙
巌
園
の
学
芸

員
・
岩
川
拓
夫
さ
ん
は
、「
斉
彬
時
代
は
こ
の
地

は
別
荘
扱
い
。踊
り
や
舞
い
を
見
た
り
し
て

民
衆
と
の
交
流
を
図
る
場
で
し
た
」と
説
明

し
、斉
彬
の
偉
業
を
教
え
て
く
れ
た
。斉
彬
は

ま
ず
竹
林
を
開
い
て
工
場
群
を
建
設
。こ
の
場

所
が
海
に
面
し
て
お
り
、海
上
輸
送
に
適
し
て

い
た
り
、背
後
に
山
の
急
な
斜
面
が
あ
る
た

め
、そ
の
利
を
用
い
て
水
車
の
動
力
が
使
え
る

と
い
っ
た
好
要
因
が
あ
っ
た
の
が
そ
の
建
設

理
由
だ
そ
う
。こ
れ
に
加
え
て
仙
巌
園
は
お
も

て
な
し
の
場
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
の
で
、

来
訪
者
に
近
代
化
工
場
群
を
見
せ
る
狙
い
も

あ
っ
た
の
だ
と
い
う
。集
成
館
事
業
に
よ
り
薩

摩
は
急
速
な
近
代
化
に
成
功
。こ
の
こ
と
に

■反射炉跡
大砲を鋳造するために鉄を溶かした西洋式設備の跡。島津斉彬がオランダの
書物を頼りにして造らせた。現在は基礎部分だけが残っている。奥の石積み
がその跡で、右手にあるのは、かつての姿を縮小再現したもの。

■水力発電用ダム跡
島津忠義が造らせたもので水の落差によっ
て発電を行い、それを御殿などの照明に利
用した。

 右は猫神。島津義弘が朝鮮出兵時に7匹の猫を連れ

て行き、猫の目を時計代わりとした。そのことから時の神様として猫を

祀っている。左は桜島の火山灰。民間事業者によって使い方はそれぞ

れだが、最終的には廃棄物処分場などで捨てられている。

■尚古集成館本館
1865年に建てられた機械工場跡を使って島津家の歴史と近代化事業を紹
介している。建物自体は150年前のもので、現存する日本最古の洋式石造建
築物である。外壁はレンガの代わりに溶結凝灰岩を用いており、人の手で
削ったとは思えないほど水平に削って積み上げられている。この建物も世界
遺産に登録されている。

な
ぜ
、薩
摩
が
幕
末
・
明
治
の

原
動
力
に
な
っ
た
の
か

庭園美を愛でながら、

日本の近代化について思う
■仙巌園
仙巌園は万治元年（1658）に島津光久が別邸として設けたもの。
桜島を築山に、錦江湾を池に見立てた雄大な庭園である。
15,000坪の庭園に、島津斉彬が集成館事業の拠点を造り、近代
化への礎を築いた。園内の反射炉跡は、世界文化遺産にもなって
いる。桜島と錦江湾が一番美しく見えるという御殿は、維新後に
島津忠義が住んでいた所で、彼が使用していた部屋や世継ぎのた
めの部屋などが残っており、その頃の風情を伝えている。

■鹿児島市吉野町9700-1
■099-247-1551
■8：30～17：30　　■無休
■大人(高校生以上)1,000円、小中学生500円
　御殿共通券は大人1,600円、小中学生800円
＜アクセス＞鹿児島中央駅から車で20分、まち

巡りバス、カゴシマシティビュー
「仙巌園前」下車すぐ

所

☎

時 休

￥

仙巌園内には、奇岩・千尋
巌や琉球国王から献上さ
れた楼閣・望嶽楼など見
所がたっぷり。天下に聞こ
えた名庭園だけに景色が
よく、島津斉彬や久光はこ
こから花火を楽しんだと
いう。明治になって島津久
光が自分の思う世になら
ず、やけになって花火を上
げたとの逸話があるが、そ
れがここかどうかは定か
ではないようだ。

明治維新15 0年！ 動乱期の人物伝を伝える鹿児島のまち

仙巌園トリビア

今も仙巌園に隣接する工場では
薩摩切子づくりが行われている。
薩摩切子は江戸切子と違って、よ
り細かい細工や表面に色ガラス
を厚くつけたものが多い。薩摩切
子は欧州のカットグラスを模範
にして色被せをボヘミアガラス
や乾隆ガラスから学んだようだ
が、当時のものには日本的繊細
さが出ていたといわれる。

ら
ん
ぺ
き

ず
し
ょ
ひ
ろ
さ
と

な
り
あ
き
ら

し
げ
ひ
で



Summer & Autumn 2017　0506　Summer & Autumn 2017

■維新ふるさと館
鹿児島は幕末・維新の英雄を多く輩出した地である。記念碑や銅像は街中に多く見
られるが、歴史観光の施設が少ない。そんな思いから平成8年（1996）に造られたの
が加治屋町に建つ｢維新ふるさと館｣だ。同館では歴史を遊ぶをテーマにわかりやす
く明治維新を解説。｢幕末探訪・郷中教育コーナー｣では、幕末期に主役となった下級
武士の一日を再現。地域の先輩が後輩を指導する薩摩ならではの郷中教育を紹介。
また、日の丸（日本の国旗）や君が代（国歌）が薩摩にルーツがあることなどを紹介し
た｢世界を見ていた薩摩｣や、西郷と大久保のエピソードを記した｢薩摩エピソード｣な
ど展示が数多くある。特筆すべきは、地階にある｢維新体感ホール｣。ここでは｢維新へ
の道｣と｢薩摩スチューデント、西へ｣を上演。西郷隆盛、大久保利通、勝海舟などの偉
人のロボットが登場し、彼らによって維新史が語られる。基本的には薩摩史観による
もので｢維新への道｣は約25分。多彩な映像やロボットを使ってわかりやすく幕末か
ら西南戦争までを描いており、基本知識がなくとも十分楽しめる内容になっている。

■鹿児島市加治屋町23-1
■099-239-7700
■9：00～17：00（入場は16：30まで）
■無休
■大人300円、小人150円

所

☎

時

休

￥

＜アクセス＞
鹿児島中央駅から徒歩8分、カゴシマ
シティビュー 維新ふるさと館前下車
すぐ、市電・高見橋下車徒歩3分

よ
っ
て
も
幕
末
を
リ
ー
ド
で
き
る
雄
藩
の
立
場

を
得
た
の
で
あ
る
。「
様
々
な
藩
が
幕
末
に
富
国

強
兵
を
掲
げ
ま
し
た
が
、他
藩
は
大
砲
を
造
る

な
ど
強
兵
目
的
が
主
で
、本
来
の
意
味
の
富
国

へ
は
踏
み
出
せ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。と

こ
ろ
が
島
津
斉
彬
は
豊
か
さ
を
導
く
品
に
も
着

手
。そ
の
一
例
が
薩
摩
切
子
の
工
場
で
す
」と
岩

川
さ
ん
。切
子
自
体
は
長
崎
か
ら
伝
わ
っ
た
外

国
の
ガ
ラ
ス
製
品
を
も
と
に
江
戸
の
職
人
を
招

い
て
島
津
斉
興（
斉
彬
の
父
）が
始
め
て
い
た
も

の
だ
が
、斉
彬
が
集
成
館
事
業
の
一
環
に
加
え

る
こ
と
で
さ
ら
に
技
術
が
進
歩
。や
が
て
伝
統

工
芸
品
と
な
り
、今
の
鹿
児
島
物
産
品
に
な
っ

た
か
と
思
う
と
、ま
さ
に
先
見
の
明
が
あ
っ
た

と
い
え
る
。紡
績
所
の
建
設
と
て
同
じ
。こ
こ
で

の
技
術
が
や
が
て
大
阪
の
堺
へ
波
及
し
、全
国

へ
と
伝
わ
る
。こ
れ
が
ひ
い
て
は
豊
田
佐
吉
の

豊
田
式
木
製
人
力
織
機
、無
停
止
杼
換
式
自
動

織
機
へ
繋
が
り
、そ
の
資
金
を
得
た
豊
田
喜
一

郎
が
国
産
自
動
車
を
造
っ
て
、ト
ヨ
タ
の
礎
を

成
す
と
思
う
と
、日
本
の
工
業
大
国
の
原
点
が

斉
彬
の
集
成
館
事
業
に
あ
っ
た
と
考
え
て
も
お

か
し
く
は
な
い
の
だ
。

　

斉
彬
は
下
級
城
下
士
で
あ
っ
た
西
郷
隆
盛

ら
の
才
を
見
い
出
し
、要
職
に
就
か
せ
て
い

る
。殊
に
隆
盛
へ
の
寵
愛
ぶ
り
は
凄
く
、隆
盛

も
斉
彬
を
師
と
仰
ぐ
ほ
ど
。幕
末
動
乱
期
か
ら

維
新
に
か
け
て
隆
盛
は
薩
摩
藩
の
若
い
連
中

の
崇
拝
の
的
に
な
っ
て
い
く
の
だ
が
、そ
れ
と

て
斉
彬
が
彼
を
可
愛
が
っ
て
才
が
あ
る
こ
と

を
示
し
た
か
ら
で
、若
い
武
士
達
の
斉
彬
へ
の

崇
拝
が
隆
盛
へ
の
崇
拝
へ
と
繋
が
っ
て
い
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

　

幕
末
に
こ
の
西
郷
隆
盛
や
大
久
保
利
通
、村

田
新
八
、大
山
巌
な
ど
同
じ
よ
う
な
地
域
の
者

が
活
躍
す
る
が
、こ
れ
は
薩
摩
独
自
の
郷
中
教

育
が
影
響
し
て
い
る
。郷
中
と
は
、青
少
年
を
稚

児
と
二
才
に
分
け
、勉
学
・
武
芸
・
山
坂
達
者（
今

で
い
う
ス
ポ
ー
ツ
）を
通
し
て
先
輩
が
後
輩
を

指
導
す
る
仕
組
み
。こ
の
よ
う
に
区
域
ご
と
に

こ
の
手
の
教
育
が
な
さ
れ
、強
固
な
絆
が
結
ば

れ
て
い
た
た
め
に
同
じ
地
域
か
ら
幕
末
・
明
治

の
偉
人
が
輩
出
さ
れ
た
。ち
な
み
に
西
郷
宅
が

あ
っ
た
加
治
屋
町
郷
中
は
、前
出
の
人
物
以
外

に
も
東
郷
平
八
郎
や
黒
木
為
楨
ら
を
世
に
出

し
、近
代
日
本
の
原
動
力
の
因
を
作
っ
て
い
る
。

薩摩は
今も燃えている！

幕
末
・
維
新
の

　
人
物
に
ふ
れ
る
旅

■西郷洞窟
西南戦争の終盤、
政府軍に追いつ
められた薩摩軍
が立て籠ったのが
城山。西郷隆盛と
私学校の面々が
この洞窟で最後の5日間を過ごしたと伝えられる。西郷隆盛は明治10年（1877）
9月24日に洞窟を出て城山を下る途中で被弾。別府晋介の介錯で自刃した。

■鹿児島市城山町19　■見学自由　＜アクセス＞鹿児島中央駅から車で10分

■鶴丸城跡
江戸初期に島津忠恒によって築かれた平城で、屋形の形状が鶴が羽を広げたよう
だったことから鶴丸城と呼ばれた。何度も焼失、倒壊したが、明治7年（1874）に燃
えてからは建物は再建されていない。今は石垣や堀が見られる程度。石垣には西南
戦争時の弾痕跡が多く残っている。

■西郷隆盛・従道誕生地
下級武士が住む加治屋町からは、維新
の英傑が多く出た。西郷隆盛・従道兄弟
もそう。｢維新ふるさと館｣そばには彼ら
が生まれた場所が残っている。この地
は今では公園となっており、市民の憩い
の場である。

■鹿児島市加治屋町5-2
■見学自由
＜アクセス＞
カゴシマシティビュー
維新ふるさと館前下車すぐ

■西郷隆盛銅像
記念写真スポットとしておなじみのもの。西郷
隆盛の没後50年を記念して昭和12年（1937）
に建てられた。東京・上野のものは高村光雲の
作だが、こちらは安藤照が作っており、陸軍大
将らしく軍服で凛々しく立っている。

■鹿児島市城山町4-36
■見学自由
＜アクセス＞カゴシマシティビュー

西郷銅像前下車すぐ

所

￥

■大久保利通銅像
フロックコートをひるがえし、いかにも明治の
偉人らしく立つ大久保利通の銅像は、氏の没後
100年を記念して昭和54年（1979）に彫刻家・
中村晋也の手によって作られたもの。像の足元
には暗殺された時にいっしょに命を落とした馬
車夫と馬の像が彫られている。

■鹿児島市西千石町1
■見学自由
＜アクセス＞市電・高見橋下車すぐ

所

￥

■小松帯刀像
薩摩藩の高級官僚として西郷・大久保らととも
に奔走したのが小松帯刀。幕末期は藩政の中
心となり、薩長同盟締結時には家老として活
躍。大政奉還の勧告者として知られている。像
は平成5年（1993）、西俣敏弘の作である。

■鹿児島市山下町5-3
■見学自由
＜アクセス＞カゴシマシティビュー

西郷銅像前下車すぐ

所

￥

■西郷従道邸庭園跡庭石
西郷隆盛・従道生誕地がある公園の一角に見ら
れるのが、かつて東京・目黒にあった従道邸の
庭石。目黒区がその跡地を整備して公園にした
のでその時に鹿児島に移された。中央の大きな
石が伊豆石で、下の左側が紀州の青石、右が伊
予の石で構成されている。

■鹿児島市加治屋町5-2
■見学自由
＜アクセス＞カゴシマシティビュー

維新ふるさと館前下車すぐ

所

￥

所 ￥

■鹿児島市
　城山町7-2
■見学自由
＜アクセス＞
カゴシマシティ
ビュー西郷銅像
前下車徒歩5分

所

￥

所

￥

街
中
の
い
た
る
と
こ
ろ
に

維
新
の
偉
人
た
ち
の
像
が

 J R鹿児島中央

駅東口広場には、薩摩藩が英国へ派

遣した留学一行の像が―。その中に

はNHK朝ドラで人気を博した五代友

厚や、初代文部大臣となった森有礼、

日本初の近代紡績業を興した新納久

脩の姿も見られる。

若き薩摩の群像

 鹿児島県歴史

資料センター前には、NHK大河ドラマ

の主役を果たした篤姫の銅像がある。

この像は大河ドラマ｢篤姫｣放映にちな

み、平成22年（2010）に建立された。

篤姫（天璋院）像

 調所の像は天保

山公園にある。本来武士は二本の刀を

差しているが、この像は一本のみ。これ

は調所が島津重豪より財政改革を命じ

られたときに、切腹しないようにと脇差を

取り上げられた話にちなんだもの。その

ため銅像も一本しか刀を差していない。

調所広郷像

 五代の像は大

阪取引所前のものが有名だが、鹿児

島の泉公園にもそれが建っている。こ

の像は大阪の人が鹿児島市に寄贈し

たもの。それくらい五代は大阪の恩人

として関西人から親しまれている。

五代友厚像
た
め
も
と

に
　
せ
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西
郷
隆
盛
と
大
久
保
利
通
は
、幕
末
・
維
新

の
英
傑
で
、こ
の
二
人
が
い
な
け
れ
ば
明
治
と

い
う
近
代
国
家
は
や
っ
て
来
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。西
郷
隆
盛
は
、文
政
10
年（
1
8
2
8
）

に
鹿
児
島
城
下
の
加
治
屋
町
で
生
を
受
け
た
。

下
級
武
士
の
子
で
、当
初
は
郡
方
書
役
助
を
し

て
い
た
が
、島
津
斉
彬
が
藩
主
に
な
る
と
、そ

の
才
を
買
わ
れ
、江
戸
出
立
の
庭
方
役
に
加
え

ら
れ
て
い
る
。斉
彬
は
次
期
将
軍
に
一
橋（
徳

川
）慶
喜
を
推
し
て
お
り
、西
郷
隆
盛
は
そ
の

調
整
工
作
を
し
な
が
ら
色
ん
な
人
物
と
繋

が
っ
た
よ
う
だ
。そ
の
一
人
が
僧
・
月
照
。彼

を
伴
っ
て
薩
摩
入
り
す
る
の
だ
が
、斉
彬
の
死

後
、保
守
化
し
て
い
た
藩
は
保
護
せ
ず
、西
郷

隆
盛
は
月
照
と
と
も
に
錦
江
湾
に
身
を
投
じ

自
殺
を
図
っ
て
い
る
。幸
い
一
死
は
と
り
と
め

た
が
、奄
美
大
島
へ
島
送
り
に
な
っ
た
。

　

西
郷
隆
盛
は
、そ
の
生
涯
で
二
度
の
島
送
り

に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、薩
英
戦
争
を
経
験
し

て
混
乱
し
た
薩
摩
に
は
ど
う
し
て
も
彼
が
必

要
で
、盟
友
・
大
久
保
ら
の
働
き
か
け
も
あ
っ

て
幕
末
動
乱
期
に
復
帰
。そ
の
後
、歴
史
に
名

を
残
す
ほ
ど
の
活
動
を
果
た
す
の
だ
。

　

斉
彬
政
権
下
で
東
奔
西
走
し
た
り
、勝
海
舟

な
ど
の
有
力
人
物
と
知
己
を
得
た
り
し
て
い

た
の
で
そ
れ
ま
で
も
全
く
の
無
名
で
は
な

か
っ
た
が
、戦
で
さ
ら
に
名
を
高
め
た
。西
郷

隆
盛
の
初
陣
と
呼
ば
れ
る
の
は
38
歳
に
な
っ

て
か
ら（
動
乱
期
で
も
戦
争
は
な
い
の
で
仕
方

の
な
い
こ
と
だ
が
）。禁
門
の
変（
蛤
御
門
の

変
）が
そ
の
舞
台
で
あ
る
。こ
れ
は
文
久
3
年

8
月
18
日
の
政
変
で
京
を
追
わ
れ
た
長
州
勢

が
奪
回
を
図
る
べ
く
、攻
め
入
っ
た
事
件
で
あ

る
。こ
こ
で
西
郷
隆
盛
は
洋
式
銃
隊
を
率
い
て

指
揮
を
取
り
、苦
戦
す
る
会
津
・
桑
名
両
藩
を

助
け
て
長
州
勢
を
撃
退
し
て
い
る
。こ
の
働
き

に
よ
り
京
に
駐
在
し
て
い
た
大
名
家
の
藩
士

に
そ
の
名
が
轟
い
た
と
い
う
。

　

今
で
こ
そ
坂
本
龍
馬
が
幕
末
期
の
人
気
No.1

人
物
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、司
馬
遼
太
郎
が

「
竜
馬
が
ゆ
く
」を
上
梓
す
る
ま
で
は
、マ
イ

ナ
ー
な
人
物
だ
っ
た
。現
に
司
馬
は
龍
馬
を
モ

デ
ル
に
小
説
を
書
く
と
決
め
た
時
、知
人
か
ら

「
な
ぜ
そ
ん
な
マ
イ
ナ
ー
な
人
物
を
主
役
に
す

る
の
か
」と
問
わ
れ
て
い
る
。と
こ
ろ
が
同
書

が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、内
容
も
面
白
か
っ

た
の
で
そ
の
人
気
は
鰻
登
り
に
な
っ
て
い
き
、

幕
末
第
一
級
の
英
傑
と
思
わ
れ
る
に
至
っ
た
。

そ
れ
ま
で
は
西
郷
隆
盛
が
そ
の
ポ
ス
ト
に

座
っ
て
お
り
、彼
を
模
し
た
貯
金
箱
や
彼
を
絡

西
郷
隆
盛
と
は

　
何
者
だ
っ
た
の
か
？

め
た
商
品
が
巷
に
溢
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、考
え
て
み
れ
ば
そ
れ
と
て
変
で
あ

る
。西
郷
隆
盛
は
明
治
10
年（
1
8
7
7
）に

西
南
戦
争
で
明
治
政
府
に
反
旗
を
翻
し
て
お

り
、い
わ
ば
反
乱
者
。そ
れ
が
い
つ
の
ま
に
か

そ
の
汚
名
を
そ
そ
が
れ
、没
後
12
年
の
明
治
22

年（
1
8
8
9
）に
は
正
三
位
を
贈
ら
れ
て
い

る
の
だ
。

　

西
郷
隆
盛
と
い
う
人
は
、色
ん
な
意
味
で
風

変
わ
り
な
人
物
だ
。ま
ず
、我
々
が
呼
ん
で
い

る〝
隆
盛
〞と
い
う
名
は
彼
の
真
の
名
前
で
は

な
い
。彼
は
51
年
の
生
涯
に
お
い
て
13
も
の
名

前
を
使
い
わ
け
て
い
る
。西
郷
家
の
嫡
男
と
し

て
生
ま
れ
た
時
は
小
吉
と
呼
ば
れ
、元
服
す
る

と
吉
之
助
、も
し
く
は
隆
永
で
あ
る
。流
刑
に

な
っ
て
菊
池
源
吾
と
変
名
し
、帰
国
後
、大
島

姓
を
名
乗
っ
た
の
は
例
外
と
し
て
、大
半
は
西

郷
吉
之
助
と
い
う
の
が
多
い
。昔
は
今
と
違
っ

て
諱
や
呼
び
名
な
ど
が
あ
っ
た
。西
郷
の
そ
れ

は
、名
乗
り
は
隆
永
で
、通
称
が
吉
之
助
だ
っ

た
。明
治
に
な
っ
て
新
政
府
に
名
前
を
届
け
る

際
に
吉
井
友
実
が
間
違
え
た
。吉
井
は
西
郷
の

名
乗
り
を
忘
れ
て
し
ま
い
、「
確
か
、隆
盛

だ
っ
た
か
」と
登
録
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。実

は〝
隆
盛
〞は
西
郷
の
父
・
吉
兵
衛
の
名
乗
り

で
、正
式
に
は〝
隆
永
〞で
あ
る
。そ
の
登
録
名

を
聞
い
て
も
西
郷
吉
之
助
は「
お
い
は
隆
盛
で

ご
わ
す
か
」と
平
然
と
し
て
お
り
、訂
正
に
行

か
な
か
っ
た
そ
う
だ
。ち
な
み
に
西
郷
隆
盛
の

弟
・
従
道
に
も
同
じ
よ
う
な
話
が
あ
る
。西
郷

家
は
代
〝々
隆
〞の
字
を
名
前
に
つ
け
る
。当

然
な
が
ら
隆
盛
の
弟
・
慎
吾（
こ
れ
は
通
称
）

に
も
付
い
て
お
り
、正
式
に
は
隆
道
と
い
う
。

と
こ
ろ
が
名
乗
り
を
聞
き
に
来
た
明
治
政
府

の
役
人
が
聞
こ
え
に
く
か
っ
た
の
か
、慎
吾
が

字
を
説
明
し
よ
う
と「
リ
ュ
ウ
ド
ウ
」と
言
っ

た
の
を
聞
き
間
違
え
て「
ジ
ュ
ウ
ド
ウ
」と
し

た
の
で
、歴
史
で
は
隆
盛
の
弟
は〝
西
郷
従
道
〞

と
呼
ば
れ
て
い
る
。慎
吾
も
訂
正
し
に
行
っ
て

お
ら
ず
、あ
っ
け
ら
か
ん
と
し
て
い
た
。そ
ん

な
大
ら
か
さ
が
こ
の
兄
弟
に
は
あ
る
。

　

も
う
一
つ
、不
可
思
議
な
話
を
書
い
て
お

く
。そ
れ
は
、今
の
世
に
伝
わ
る
西
郷
隆
盛
の

肖
像
画
が
正
確
に
は
本
人
の
も
の
で
は
な
い

と
い
う
話
。幕
末
期
に
写
真
技
術
が
日
本
に

入
っ
て
き
た
お
か
げ
で
多
く
の
偉
人
達
の
顔

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。有
名
な
の
は
坂
本
龍

馬
の
写
真
。数
枚
あ
る
中
で
知
ら
れ
て
い
る
の

は
慶
応
3
年（
1
8
6
7
）に
長
崎
の
上
野
彦

馬
か
、そ
の
弟
子
・
井
上
俊
三
が
撮
っ
た
と
さ

れ
る
一
枚
だ
。こ
の
よ
う
に
新
し
い
技
術
を
面

白
が
っ
て
色
ん
な
人
物
が
そ
の
姿
を
残
し
て

い
る
。だ
が
、西
郷
隆
盛
に
は
一
枚
も
写
真
が

な
い
。顔
を
晒
し
て
し
ま
う
と
命
を
狙
わ
れ
る

か
ら
嫌
っ
た
と
の
説
も
あ
る
が
、単
な
る
写
真

嫌
い
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

我
々
が
西
郷
隆
盛
と
崇
め
て
い
る
肖
像
画

は
、明
治
11
年（
1
8
7
8
）に
イ
タ
リ
ア
人

の
銅
版
画
家
・
キ
ヨ
ッ
ソ
ー
ネ
が
描
い
た
も

の
。当
然
な
が
ら
キ
ヨ
ッ
ソ
ー
ネ
は
、西
郷
隆

盛
と
面
識
が
な
く
、弟
の
従
道
と
い
と
こ
の
大

山
巌
を
参
考
に
し
て
描
い
て
い
る
。こ
れ
が
意

外
と
似
て
い
る
と
の
証
言
も
あ
っ
た
た
め
に

こ
の
肖
像
画
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
。上

野
公
園
に
建
つ
西
郷
隆
盛
像
は
、高
村
光
雲
の

作
。大
日
本
帝
国
憲
法
発
布
に
伴
う
大
赦
で
西

郷
隆
盛
＝
逆
徒
の
汚
名
が
解
か
れ
た
の
を

き
っ
か
け
に
吉
井
友
実
ら
薩
摩
出
身
者
が
計

画
し
て
で
き
た
も
の
。鋳
造
者
の
岡
崎
雪
馨
は

キ
ヨ
ッ
ソ
ー
ネ
の
コ
ン
テ
画
を
も
と
に
西
郷

の
知
り
合
い
な
ど
に
聞
き
、制
作
を
進
め
た
ら

し
い
。と
こ
ろ
が
公
開
に
招
か
れ
た
西
郷
の
夫

人
・
糸
子
は「
う
ち
の
主
人
は
、こ
ん
な
ん

じ
ゃ
な
か
っ
た
」と
発
し
、ラ
フ
な
ス
タ
イ
ル

で
犬
を
連
れ
て
い
る
姿
を
見
て「
浴
衣
姿
で
散

歩
な
ん
て
し
な
い
」と
周
囲
の
人
に
語
っ
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
。西
郷
隆
盛
の
写
真
と
さ
れ

る
も
の
が
世
に
出
回
り
、一
時
は
土
産
物
と
し

て
売
ら
れ
て
い
た
時
代
も
あ
る
に
は
あ
っ
た
。

こ
れ
と
て
偽
物
で
、今
で
は
そ
れ
が
永
山
弥
一

郎
の
写
真
だ
と
わ
か
っ
て
い
る
。昭
和
37
年

（
1
9
6
2
）に
大
塚
安
子
が
俗
に
い
う〝
群

像
写
真
〞を
取
り
挙
げ
、そ
の
中
の
一
人
が
西

郷
隆
盛
だ
と
発
表
し
た
が
、こ
れ
も
聞
き
と
り

に
よ
っ
て
小
田
原
瑞
哿
で
は
と
し
て
い
る
向

き
も
あ
る
。こ
の
よ
う
に
今
の
世
で
も
論
争
が

絶
え
な
い
の
も
彼
が
英
傑
た
る
所
以
だ
ろ
う
。

　

西
郷
隆
盛
人
気
は
、や
は
り
彼
の
人
柄
に
よ

る
所
が
大
き
い
。彼
の
人
物
的
魅
力
を
示
す
も

の
と
し
て
こ
ん
な
話
が
あ
る
。西
南
戦
争
で
は

臼
杵（
大
分
）の
士
族
も
戦
に
加
わ
っ
て
い

る
。薩
摩
軍
の
敗
戦
が
濃
く
な
っ
た
時
、臼
杵

の
老
人
が
遣
い
を
や
り
、「
鹿
児
島
県
人
で
は

な
い
か
ら
帰
っ
て
こ
い
」と
諭
し
た
。一
同
が

帰
る
中
で
隊
長
の
み
は
残
っ
て
西
郷
隆
盛
と

い
っ
し
ょ
に
死
ぬ
と
言
い
出
し
た
。「
い
っ

し
ょ
に
帰
ろ
う
」と
誘
う
中
で
彼
が
言
う
の

は
、「
お
前
達
は
隊
士
だ
か
ら
交
わ
り
が
少
な

い
が
、私
は
接
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
か
ら
か

彼
の
魅
力
の
虜
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」と

の
理
由
。だ
か
ら
共
に
死
ぬ
し
か
な
い
と
帰
国

を
断
っ
た
そ
う
。そ
の
言
葉
通
り
、臼
杵
士
族

の
隊
長
は
城
山
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。こ
う

い
っ
た
魅
力
を
薩
摩
の
人
達
は
肌
で
感
じ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。だ
か
ら
城
山
で
の
自
刃
以

降
も
西
郷
隆
盛
を
伝
説
の
英
雄
と
し
て
持
ち

上
げ
た
の
だ
。今
、坂
本
龍
馬
が
人
気
No.1
と

な
っ
て
い
る
の
と
は
、少
々
理
由
づ
け
が
違
う

よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

（
文
／
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
曽
我
和
弘
）

い
み
な

た
か
み
ち

つ
ぐ
み
ち


