
　
「
仙
巌
園
」
は
島
津
家
の
別
邸
と

し
て
、江
戸
時
代
初
期
の
万
治
元
年

（
１
６
５
８
年
）に
島
津
家
19
代
当
主
・

島
津
光
久
に
よ
て
築
か
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
庭
園
に
は
中
国
や
琉
球
文
化
の

影
響
が
随
所
に
見
ら
れ
、「
南
の
玄
関

口
」と
し
て
海
外
と
の
交
易
を
盛
ん
に

行

た
薩
摩
藩
の
歴
史
を
う
か
が
い
知

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。桜
島
を
築
山
に
、

錦
江
湾
を
池
に
見
立
て
て
借
景
し
た
雄

大
な
眺
め
は
、と
び
き
り
美
し
い
も
の
。

国
の
名
勝
に
も
指
定
さ
れ
、多
く
の
観

光
客
が
訪
れ
る
場
所
と
な
て
い
ま
す
。

　
空
路
を
経
て
一
行
が
降
り
立

た

の
は
、明
治
維
新
萌
芽
の
地
の
ひ
と

つ
、鹿
児
島
。外
様
大
名
の
島
津
家
が

治
め
た
薩
摩
藩
は
、火
山
噴
火
な
ど

の
災
害
が
多
く
、稲
作
に
も
適
さ
ず
、

財
政
は
長
ら
く
ひ

迫
し
て
い
た
と

い
い
ま
す
。そ
ん
な
こ
の
地
を
、島
津

家
は
い
か
に
守
り
立
て
た
の
か̶

̶

そ
れ
を
知
る
べ
く
、一
行
は
ま
ず

「
仙
巌
園
」へ
と
向
か
い
ま
す
。

「
桜
島
」と

「
薩
摩
富
士（
開
聞
岳
）」

仙
巌
園

　

一
行
は
、西
郷
隆
盛
の
遺
品
や
功
績

が
展
示
さ
れ
る「
西
郷
南
洲
顕
彰
館
」

と
、西
郷
や
、と
も
に
戦

た
将
士
た

ち
が
眠
る「
南
洲
墓
地
」を
訪
ね
ま
す
。

　

下
級
藩
士
な
が
ら
薩
摩
藩
主
・
島

津
斉
彬
に
見
出
さ
れ
、薩
摩
藩
の
リ

ダ

と
し
て
薩
長
同
盟
を
ま
と
め
あ

げ
、明
治
維
新
を
導
く
風
雲
児
と
な

た
西
郷
。情
に
厚
く
、多
く
の
人
に
慕

　

続
い
て
鹿
児
島
港
か
ら
フ

リ

に
乗
り
、桜
島
へ
。

　

錦
江
湾
に
そ
び
え
立
つ「
桜
島
火

山
」は
、鹿
児
島
を
代
表
す
る
シ
ン
ボ

ル
の
一
つ
で
す
。
有
史
以
来
、頻
繁

に
噴
火
を
繰
り
返
し
て
き
た
こ
と
か

ら
、活
火
山
と
都
市
の
共
生
の
象
徴

西
郷
南
洲
顕
彰
館

わ
れ
な
が
ら
西
南
戦
争
で
没
し
た
英

雄
に
思
い
を
馳
せ
る
時
間
と
な
り
ま

し
た
。

仙巌園の御殿

美しく雄大な庭園

学芸員の講話に耳を傾ける参加者2,023名の将士が眠る南洲墓地

仙巌園から噴煙を上げる桜島を望む
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世界文化遺産「尚古集成館」の前で

今回は、さまざまな産業と人材を育て、日本
の近代化に尽力した薩摩藩主・島津斉彬の
足跡と、斉彬に影響を受け、リーダーとして
薩摩藩を率いた西郷隆盛のふるさと、鹿児島
県を巡りました。
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偉人のふるさとを訪ねて（鹿児島編）

薩摩藩主・島津斉彬と
薩摩藩のリーダー西郷隆盛



知
覧
武
家
屋
敷
庭
園

維
新
ふ
る
さ
と
館

照
国
神
社

　

そ
の
後
、鹿
児
島
市
中
心
部
に
戻

た
一
行
は
、明
治
維
新
の
原
動
力
と
な

た
偉
人
へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め「
維

新
ふ
る
さ
と
館
」へ
足
を
運
び
ま
す
。映

　

薩
摩
藩
主
の
座
に
就
き
50
歳
で
急
逝

す
る
ま
で
の
７
年
間
、斉
彬
は
藩
の
近

代
化
と
と
も
に
、西
郷
や
大
久
保
利
通

ら
の
登
用
・
育
成
を
手
が
け
、薩
摩
藩
が

　
「
４
人
に
１
人
が
武
士
」
と
い
わ

れ
る
ほ
ど
人
口
に
占
め
る
武
士
の
割

合
が
高
か

た
薩
摩
藩
で
は
、武
家

を
城
下
町
に
集
約
さ
せ
る
の
で
は
な

く
、領
内
１
１
３
地
区
に
分
散
し
て

居
住
さ
せ
る「
外
城
」と
い
う
仕
組
み

を
用
い
て
、藩
を
効
率
的
に
統
治
し

ま
し
た
。

　

現
在
も「
外
城
」の
姿
が
残
さ
れ
て

い
る「
知
覧
麓
の
武
家
屋
敷
群
」は
美

に
も
な

て
い
ま
す
。

　

ま
た
二
日
目
の
朝
、宿
泊
先
の
指
宿

温
泉
を
出
発
し
た
バ
ス
の
車
窓
か
ら

は
、も
う
ひ
と
つ
の
鹿
児
島
の
シ
ン
ボ

ル
、薩
摩
富
士
こ
と「
開
聞
岳
」が
望
め

ま
す
。鹿
児
島
の
ス
ケ

ル
の
大
き
な

自
然
に
触
れ
な
が
ら
、指
宿
か
ら
３
０

ｋ
ｍ
ほ
ど
北
に
あ
る「
知
覧
武
家
屋
敷

庭
園
」へ
向
か
い
ま
し
た
。

し
い
庭
園
、整

た
石
垣
や
生
け
垣
、

洗
練
さ
れ
た
町
並
み
か
ら「
薩
摩
の

小
京
都
」と
称
さ
れ
て
い
ま
す
。一
行

は
、端
正
な
町
並
み
に
漂
う
江
戸
風

情
を
目
で
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。

像
や
ゲ

ム
な
ど
多
彩
な
展
示
が
設

け
ら
れ
て
い
る
同
館
。等
身
大
ロ
ボ

ト
が
演
じ
る
臨
場
感
あ
ふ
れ
る
ド
ラ
マ

『
維
新
へ
の
道
』な
ど
を
観
賞
し
、幕
末

か
ら
明
治
に
至
る
維
新
の
道
の
り
を
、

よ
り
身
近
に
イ
メ

ジ
し
ま
し
た
。

明
治
維
新
の
一
翼
を
担
う
礎
を
築
き
ま

し
た
。没
後
は「
照
国
大
明
神
」と
し
て

照
国
神
社
に
祀
ら
れ
、今
も
鹿
児
島
の

地
を
見
守
て
い
ま
す
。

　
一
行
が
訪
れ
た
７
月
16
日
は
、ち
う

ど「
照
国
神
社 

六
月
燈
」の
日
。境
内
に

は
奉
納
さ
れ
た
色
鮮
や
か
な
灯
籠
が
並

ん
で
い
ま
し
た
。六
月
燈
は
、鹿
児
島
の

寺
社
で
は
広
く
行
わ
れ
て
い
る
行
事
で

す
が
、照
国
神
社
の
六
月
燈
が
最
も
賑

わ
い
を
見
せ
る
そ
う
。こ
こ
に
並
ぶ
灯

籠
に
、一
斉
に
灯
が
灯
さ
れ
た
ら
ど
ん
な

に
感
動
的
な
も
の
か̶

̶

そ
ん
な
感
慨

に
後
ろ
髪
を
引
か
れ
な
が
ら
一
行
は
帰

路
に
就
き
、薩
摩
の
偉
人
の
ふ
る
さ
と

を
巡
る
旅
を
締
め
く
く
り
ま
し
た
。

バスの車窓から開聞岳を眺める

歴史と伝統を今に伝える「薩摩の小京都」こと知覧

維新ふるさと館内の展示物

照国神社の境内にある島津斉彬像八の字にくぐると願いが叶うそう

尚古集成館

異人館（旧鹿児島
紡績所技師館）

同館の維新体感ホールで『維新への道』を鑑賞

江戸の風情が残る家屋

薩
摩
藩
ゆ
か
り
の

世
界
遺
産

　
薩
摩
藩
の
藩
政
近
代
化
の
足
跡

で
あ
る「
仙
厳
園
の
反
射
炉
跡
」「
尚

古
集
成
館
」「
異
人
館
」
は
、世
界
遺

産「
明
治
日
本
の
産
業
革
命
遺
産 

製

鉄
・
製
銅
、造
船
、石
炭
産
業
」の
構

成
遺
産
と
な

て
い
ま
す
。

薩
摩
藩
は
、当
時
支
配
下
に
置
い
て

い
た
琉
球
に
し
き
り
に
異
国
船
が
来

航
す
る
状
況
を
知
り
、ヨ

ロ

パ

諸
国
の
ア
ジ
ア
進
出
を
機
敏
に
察

知
。危
機
感
を
抱
い
た
斉
彬
の
発
案

の
も
と
、製
鉄
・
造
船
・
紡
績
な
ど
の

近
代
工
業
化
を
推
進
す
る「
集
成
館

事
業
」に
着
手
し
ま
し
た
。こ
の
事

業
を
通
じ
て
蓄
積
し
た
経
験
は
、や

が
て
幕
末
・
明
治
期
の
日
本
の
近
代

化
に
大
い
に
寄
与
し
ま
す
。

反射炉跡
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