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集成館事業を中心に鹿児島が
日本の近代化に果たした役割等を
分かりやすく解説！

「かごしまタイムトラベル」
動画配信中！

「明治日本の産業革命遺産」の
県内構成資産等を紹介！

「日本近代化発祥の地・鹿児島」
動画配信中！

「かごしま産業遺産の道」の
6つのモデルコースを紹介！

「かごしま産業遺産をたくさんぽ」
動画配信中！

世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」

短編ミステリー小説 を順次、
公開中

全国8県11市の構成資産を舞台とした

7作品
（令和6年3月現在）にて

公開中
メディアプラットフォーム

【集成館事業にまつわる県内95の産業遺産】ガイドブック

県では、世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」や
関連産業遺産等をPRする動画を制作しています。ぜひ、ご覧ください。



こ
こ
に
は
日
本
近
代
化
の
原
点
が
あ
る

か
ご
し
ま
産
業
遺
産
の
道

　
平
成
27
年
7
月
、幕
末
か
ら
明
治
期
ま
で
の
、日
本
の
産
業
化
を

示
す
8
県
11
市
に
あ
る
23
の
資
産
が 「
明
治
日
本
の
産
業
革
命
遺

産
」と
し
て
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。

　
本
県
に
は
、「
旧
集
成
館
」、「
寺
山
炭
窯
跡
」及
び「
関
吉
の
疎
水

溝
」
の
３
つ
の
構
成
資
産
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
薩

摩
藩
主
島
津
斉
彬
が
着
手
し
た
集
成
館
事
業
に
関
連
し
ま
す
が
、

こ
の
集
成
館
事
業
に
ま
つ
わ
る
産
業
遺
産
は
、
県
内
に
も
多
数
広

が
っ
て
い
ま
す
。

　
県
で
は
、
こ
う
し
た
県
内
に
広
が
る
産
業
遺
産
95
点
に
つ
い
て
、

富
国
強
兵
や
殖
産
興
業
の
観
点
か
ら
、
薩
摩
藩
の
近
代
化
を
物
語

る
19
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
編
集
し
た
上
で
、「
か
ご
し
ま
産
業
遺
産
の

道
」と
題
し
て
、県
観
光
サ
イ
ト
上
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、こ
の
た
び
、「
か
ご
し
ま
産
業
遺
産
の
道
」に
掲
載
し
て

い
る
95
の
産
業
資
産
を
一
覧
で
き
、
手
軽
に
利
用
で
き
る
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
を
作
成
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
産
業
遺
産
は
、
薩
摩
の
近
代
化
に
尽
く
し
た
先
人
た

ち
の
歩
み
を
伝
え
、
現
在
に
生
き
る
私
た
ち
が
地
域
の
歴
史
・
生

活
・
文
化
な
ど
を
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な「
財
産
」で
す
。

　
こ
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
が
、集
成
館
事
業
な
ど
を
背
景
と
す
る
世
界

文
化
遺
産「
明
治
日
本
の
産
業
革
命
遺
産
」や
、地
域
の
身
近
な
と
こ

ろ
に
あ
る
多
様
な
産
業
遺
産
に
つ
い
て
、興
味
や
関
心
を
も
っ
て
い

た
だ
く
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

※ このガイドブックは、令和６年3月時点の情報に基づき作成しておりますので、予めご承知おきください。
※ 県観光サイト「かごしま産業遺産の道」では、当ガイドブックに未掲載の情報（各産業遺産の「建設年代」、「地表遺構の有無」等）もご覧いただけます。
　 また、産業遺産によっては、「見学する際の留意事項」等が詳しく掲載されておりますので、事前にご確認ください。

『1872年の磯地区』 尚古集成館蔵

19
の
ス
ト
ー
リ
ー

薩
摩
の
近
代
化
を
物
語
る

2P ～ 25P

95
の
産
業
遺
産

県
内
に
広
が
る

26P ～ 68P

I N D E X

日
本
の
産
業
化
の
先
駆
け

「
集
成
館
事
業
」

　
1
8
5
1
年
に
薩
摩
藩
主

に
な
っ
た
島
津
斉
彬
は
、日

本
を
強
く
豊
か
な
国
に
す
る

た
め
に
は
、軍
備
の
強
化
だ

け
で
な
く
、人
々
の
暮
ら
し

を
豊
か
に
す
る
必
要
が
あ
る

と
考
え
、鹿
児
島
市
磯
の
地

に｢

集
成
館｣

と
名
づ
け
た

日
本
初
の
工
場
群
を
築
き
ま

し
た
。

　
こ
こ
で
は
、鉄
製
の
大
砲

を
造
る
た
め
、西
洋
の
書
物

と
在
来
の
技
術
に
よ
り
、自

力
で
の
反
射
炉
建
設
に
成
功

し
ま
し
た
。

　
集
成
館
事
業
は
、製
鉄
や

造
船
、紡
績
、ガ
ス
灯
、印

刷
、輸
出
用
の
薩
摩
焼
、薩

摩
切
子
の
開
発
な
ど
多
方
面

に
及
び
、
最
盛
期
に
は

1
2
0
0
人
も
の
人
が
働
い

て
い
ま
し
た
。

幕末の名君と謳われた、
開明君主・島津斉彬
　第 11代薩摩藩主　（1809年～ 1858年）
　日本全体を見据え、「富国強兵」・「殖産興業」による強く豊かな国づくりを目
指し、｢集成館事業｣を始めました。事業が困難を極める中、斉彬が藩士を鼓舞し
た言葉｢西欧人も人なり、薩摩人も人なり｣が残されています。藩主としての期
間は、わずか7年でしたが、その志は多くの人々によって受け継がれました。
　明治維新で活躍した西郷隆盛ら有能な藩士を見出した人物でもあります。 尚古集成館蔵

『薩州鹿児島見取絵図』 武雄鍋島家資料 武雄市蔵
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19
の
ス
ト
ー
リ
ー

薩
摩
の
近
代
化
を
物
語
る

16P17P18P19P20P21P22P23P24P25P

紡
績
か
ら
産
業
を
興
す

近
代
化
に
貢
献
！「
白
い
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
」

鉱
山
は
薩
摩
藩
の
重
要
な
資
金
源

伝
統
的
な
薩
摩
焼
が
近
代
化
や
外
交
に
貢
献

集
成
館
で
今
も
つ
く
ら
れ
る「
薩
摩
切
子
」

薩
摩
藩
・
最
先
端
の
イ
ン
フ
ラ
実
験
に
成
功

農
業
が
人
々
の
暮
ら
し
を
豊
か
に
導
く

西
洋
技
術
の
研
究
と
人
材
育
成

琉
球
王
国
を
介
し
た
外
交
で
財
政
を
強
化

英
国
留
学
生
派
遣
と
機
械
紡
績

4P5P6P8P9P10P12P13P14P

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
高
炉
と
薩
摩
の
製
鉄
炉

独
自
に
鉄
製
の
大
砲
を
完
成
さ
せ
た
薩
摩
藩

薩
摩
藩
初
の
砲
台
・
青
銅
砲
の
製
造
へ

書
物
で
学
び
、和
船
の
技
術
で
洋
式
艦
船
を

日
本
最
大
・
薩
摩
の
火
薬
工
場
建
設
へ

薩
摩
藩
の
防
衛
力
を
高
め
る
城
下
の
砲
台

鉄
製
大
砲
を
製
造
。薩
摩
の
水
と
火
の
力

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
の
強
力
な
軍
隊
を
つ
く
る

き
っ
か
け
は
薩
英
戦
争
。近
代
化
へ
の
道

当時の磯地区の様子（想像図）参考『集成館古写真』 当時の集成館の様子（想像図）参考『薩州鹿児島見取絵図』■ 第2期集成館事業 ■ 第1期集成館事業
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『藩政時代における製鉄鉱業』 島袋盛範

『薩州鹿児島見取絵図』 武雄鍋島家資料 武雄市蔵

　

1
8
5
4
年
、薩
摩
藩
主
・
島
津
斉
彬

は
鉄
を
作
る
洋
式
高
炉
の
建
設
に
成
功

し
ま
し
た
。薩
摩
の
在
来
型
製
鉄
炉
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
同
じ
く
炉
が
高
い
こ
と

や
水
車
を
使
う
点
が
共
通
し
て
い
る
た

め
、薩
摩
の
製
鉄
技
術
が
応
用
で
き
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。鹿
児
島
県
南
九
州
市

知
覧
町
に
あ
る
厚
地
松
山
製
鉄
遺
跡
か

ら
は
、薩
摩
藩
が
幕
末
以
前
に
高
炉
状
の

石
組
み
炉
と
水
車
動
力
に
よ
る
製
鉄
を

行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。志
布

志
や
頴
娃
の
砂
鉄
、真
幸（
現
宮
崎
県
え

び
の
市
）の
鉄
鉱
石
が
集
成
館
で
の
高
炉

製
鉄
に
使
用
さ
れ
ま
し
た
。

　

日
本
列
島
の
最
南
端
に
あ
る
薩

摩
藩
は
、他
の
藩
よ
り
も
い
ち
早

く
欧
米
列
強
の
脅
威
を
感
じ
て
い

ま
し
た
。薩
摩
藩
は
欧
米
列
強
に

対
抗
す
る
た
め
、鉄
製
の
大
砲
製

造
を
は
じ
め
と
す
る
軍
備
の
強
化

を
進
め
ま
す
。そ
し
て
、自
分
達
の

技
術
や
原
料
を
い
か
し
つ
つ
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
科
学
技
術
と
融
合

し
、気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
回
数

の
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
、鉄
製

の
大
砲
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。幕

末
に
鉄
製
の
大
砲
製
造
に
必
要
な

鉄
を
つ
く
る
高
炉
や
、鉄
を
溶
か

し
て
砲
身
を
つ
く
る
反
射
炉
、砲

身
に
穴
を
開
け
る
鑚
開
台
の
３
つ

と
も
そ
ろ
え
て
建
設
し
た
の
は
、

薩
摩
藩
だ
け
で
し
た
。

5 4

独
自
に
鉄
製
の
大
砲
を

完
成
さ
せ
た
薩
摩
藩

27 磯窯跡

26 高炉跡

25 反射炉跡

17 火の河原跡

64 頴娃砂鉄
　 採取地

60 南京皿山窯跡

30 落とし

29 寺山炭窯跡

64 頴娃砂鉄採取地

26 高炉跡

17 火の河原跡

71 鍋倉製鉄所跡

66 厚地松山製鉄
　 遺跡出土品

65 厚地松山
　 製鉄遺跡

79 志布志
　 砂鉄採取地

79 志布志砂鉄
　 採取地

72 森山家住宅土蔵
・主屋・旧作業場

12 製煉所
　 （開物館）跡

28 関吉の疎水溝71 鍋倉製鉄所跡

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
高
炉
と

薩
摩
の
製
鉄
炉

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
高
炉
と

薩
摩
の
製
鉄
炉

ストーリーに関する
産業遺産はWEBでも
ご確認いただけます

ストーリーに関する
産業遺産はWEBでも
ご確認いただけます
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『薩州鹿児島見取絵図』 武雄鍋島家資料 武雄市蔵

薩
摩
藩
初
の
砲
台
・

青
銅
砲
の
製
造
へ

　

第
10
代
薩
摩
藩
主
の
島
津
斉
興
は
1
8
2
4
年
の
宝
島
事

件
、
1
8
3
7
年
の
モ
リ
ソ
ン
号
事
件
な
ど
欧
米
列
強
の
脅
威

に
危
機
感
を
抱
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
外
国
船
の
来
航
に
備
え

て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
の
砲
術
を
学
ぶ
砲
術
館
と
、
青
銅
砲
な
ど
の

生
産
を
行
う
鋳
製
方
を
設
置
。
こ
れ
が
薩
摩
藩
で
の
大
砲
製
造

の
始
ま
り
で
、
こ
れ
ら
の
青
銅
砲
は
指
宿
や
山
川
、
根
占
、
鹿

児
島
な
ど
、
港
や
海
岸
部
を
中
心
に
各
地
に
配
備
さ
れ
ま
す
。

青
銅
砲
は
コ
ス
ト
が
か
か
る
た
め
、
島
津
斉
彬
が
指
揮
を
執
っ

た
集
成
館
事
業
で
は
鉄
製
砲
の
生
産
が
試
み
ら
れ
ま
し
た
が
、

鋳
製
方
で
培
わ
れ
た
技
術
や
経
験
は
そ
の
取
り
組
み
に
活
か
さ

れ
ま
し
た
。

　胸壁は長さ約50ｍ、高さ約２ｍあり、
海岸の花崗岩を積んでつくられていて、
弾丸が発射される砲門部分が２か所
残っています。

7 6

39 大門口砲台跡 19 砲術館跡 18 鋳製方跡

関連
産業遺産

53 五人番所跡（砲台跡） 42 烏島砲台跡 41 横山（袴腰）砲台跡

鹿児島湾の防衛のために
設置された根占原台場跡

40 天保山砲台跡

74 久志砲台跡 69 松ヶ浦砲台跡 68 頴娃別府砲台跡

91 内之浦砲台跡 90 伊座敷砲台跡 89 瀬脇砲台跡 88 根占原台場跡

67 知覧塩屋砲台跡

ストーリーに関する
産業遺産はWEBでも
ご確認いただけます

45P 36P 36P

00P 関連産業遺産
紹介ページ

52P 47P 46P 46P

60P 58P 57P 57P

67P 67P 66P 66P



雲行丸機械図 『薩藩海軍史』 尚古集成館蔵『薩州鹿児島見取絵図』 武雄鍋島家資料 武雄市蔵

　

島
津
斉
彬
は
大
砲
生
産
と
併
せ
て
、

欧
米
列
強
に
対
抗
で
き
る
蒸
気
船
の

建
造
に
も
力
を
注
ぎ
ま
し
た
。藩
内
に

磯
造
船
所
な
ど
４
か
所
の
造
船
所
を

建
設
。1
8
5
4
年
に
は
本
格
的
な
洋

式
帆
船「
昇
平
丸
」、翌
1
8
5
5
年
に

は
国
内
初
の
蒸
気
船「
雲
行
丸
」を
建

造
し
ま
す
。こ
れ
ら
の
洋
式
船
は
、船

大
工
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
書
物
か
ら
得

た
知
識
を
も
と
に
和
船
の
技
術
だ
け

で
建
造
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。た

だ
し
、洋
式
船
の
建
造
は
容
易
で
は
な

く
、薩
英
戦
争
後
は
外
国
船
購
入
へ
と

方
針
を
転
換
し
、集
成
館
に
は
蒸
気
船

の
部
品
を
修
理
す
る
機
械
工
場
が
建

設
さ
れ
ま
し
た
。

9 8

24 磯造船所跡

23 旧集成館
　 機械工場

22 向江船手跡

80 集成館製
　 蒸気機関

78 久見崎軍港跡

62 吉利御仮屋跡81 牛根造船所跡

　

薩
摩
藩
は
軍
備
の
近
代
化
の
た
め
、

火
薬
の
量
産
に
取
り
組
み
ま
す
。藩
内

の
各
地
に
火
薬
の
原
料
と
な
る
硝
石

工
場
や
火
薬
製
造
所
を
建
設
し
ま
し

た
。こ
れ
ら
の
施
設
は
廃
藩
置
県
後
に

明
治
政
府
へ
と
継
承
さ
れ
ま
す
。そ
し

て
、火
薬
か
ら
生
産
さ
れ
た
弾
薬
は
陸

軍
火
薬
庫
に
保
管
さ
れ
ま
し
た
。

1
8
7
7
年
に
起
こ
っ
た
西
南
戦
争

は
、こ
の
陸
軍
火
薬
庫
の
襲
撃
が
発
端

と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。西
南
戦

争
後
、薩
摩
藩
で
培
わ
れ
た
火
薬
の
製

造
技
術
は
薩
摩
藩
の
技
術
者
た
ち
に

よ
っ
て
、東
京
に
設
置
さ
れ
た
目
黒
火

薬
製
造
所
へ
と
受
け
継
が
れ
ま
し
た
。

❼ 陸軍火薬庫跡

❻ 谷山作硝局跡

❺ 滝之上火薬
　 製造所跡

55 敷根火薬
　 製造所の石臼

54 敷根火薬
　 製造所跡

49 山川火薬
　 製造所跡

書
物
で
学
び
、和
船
の

技
術
で
洋
式
艦
船
を

書
物
で
学
び
、和
船
の

技
術
で
洋
式
艦
船
を

日
本
最
大
・
薩
摩
の

火
薬
工
場
建
設
へ

日
本
最
大
・
薩
摩
の

火
薬
工
場
建
設
へ

『昇平丸模型』 尚古集成館蔵『敷根火薬製造所絵図』 鹿児島市維新ふるさと館蔵

ストーリーに関する
産業遺産はWEBでも
ご確認いただけます

ストーリーに関する
産業遺産はWEBでも
ご確認いただけます

37P

38P

38P

62P

62P

55P63P30P

30P

31P

52P

52P

50P



『旧薩藩御城下絵図面』 鹿児島県立図書館蔵

『薩英戦争絵巻』 尚古集成館蔵

薩
摩
藩
の
防
衛
力
を
高
め
る

城
下
の
砲
台

薩
摩
藩
の
防
衛
力
を
高
め
る

城
下
の
砲
台

　

ア
ヘ
ン
戦
争
で
清
が
敗
れ
た
後
、イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
艦

船
が
通
商
を
求
め
て
琉
球
に
来
航
す
る
事
件
が
起
き
ま
し
た
。こ

れ
に
危
機
感
を
抱
い
た
島
津
斉
興
は
、外
国
船
の
侵
入
に
備
え
て

藩
内
各
所
の
沿
岸
に
砲
台
を
建
設
。島
津
斉
彬
は
砲
台
を
増
設
・

改
修
し
、防
衛
力
を
高
め
ま
し
た
。1
8
6
3
年
の
薩
英
戦
争
で

は
斉
彬
が
整
備
し
た
城
下
の
主
力
砲
台
を
使
っ
て
イ
ギ
リ
ス
軍

と
戦
い
ま
し
た
。

　鹿児島城の正面を守る主力砲台
で、薩英戦争時には、150ポンド砲
をはじめ11門の大砲が備えられて
いました。

11 10

38 新波止砲台跡 37 祇園之洲台場跡 18 鋳製方跡

関連
産業遺産

42 烏島砲台跡 41 横山（袴腰）砲台跡 40 天保山砲台跡

新波止砲台跡

39 大門口砲台跡

68 頴娃別府砲台跡

67 知覧塩屋砲台跡

53 五人番所跡
　 （砲台跡）

43 沖小島砲台跡

88 根占原台場跡

75 枕崎砲台跡

74 久志砲台跡

69 松ヶ浦砲台跡

92 松崎砲台跡

91 内之浦砲台跡

90 伊座敷砲台跡

89 瀬脇砲台跡

ストーリーに関する
産業遺産はWEBでも
ご確認いただけます

45P 44P 36P

00P 関連産業遺産
紹介ページ

47P 46P 46P 45P

47P

52P

57P

57P

58P

60P

60P

66P

66P

67P

67P

67P



『薩州鹿児島見取絵図』
武雄鍋島家資料 武雄市蔵

　

集
成
館
事
業
は
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
技

術
と
わ
が
国
の
伝
統
技
術
と
を
融
合

し
、産
業
の
近
代
化
を
進
め
た
こ
と
が

大
き
な
特
徴
で
す
。薩
摩
藩
で
は
石
炭

を
産
出
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、か
わ

り
に
燃
料
と
し
て
木
炭
を
、当
時
は
無

か
っ
た
蒸
気
機
関
の
か
わ
り
に
動
力

と
し
て
水
車
を
活
用
し
ま
し
た
。石
炭

の
か
わ
り
に
藩
内
で
豊
富
に
生
産
さ

れ
て
い
た
木
炭
に
目
を
つ
け
た
の
は

島
津
斉
彬
で
、火
力
の
強
い
白
炭
を
生

産
す
べ
く
技
術
者
を
紀
州
に
派
遣
し

ま
し
た
。集
成
館
事
業
が
行
わ
れ
た
場

所
と
、そ
こ
に
燃
料
・
原
料
及
び
動
力

を
供
給
し
た
2
つ
の
施
設
が
現
在
、世

界
文
化
遺
産
の
構
成
資
産
と
し
て
登

録
さ
れ
て
い
ま
す
。

13 12

28 関吉の疎水溝

26 高炉跡

25 反射炉跡

32 田上水車館跡

30 落とし

29 寺山炭窯跡33 永吉水車館跡

『練兵図』 尚古集成館寄託

関吉の疎水溝から延びる水路

　

1
8
3
7
年
に
日
本
人
の
漂
流
民

を
送
り
届
け
る
た
め
に
山
川
港
に
入

港
し
よ
う
と
し
た
ア
メ
リ
カ
商
船
モ

リ
ソ
ン
号
を
、薩
摩
藩
の
砲
台
が
攻
撃

し
て
退
去
さ
せ
る「
モ
リ
ソ
ン
号
事

件
」が
起
き
ま
し
た
。こ
れ
に
危
機
感

を
抱
い
た
の
が
島
津
斉
興
。欧
米
列
強

か
ら
の
脅
威
に
危
機
感
を
も
っ
た
こ

と
に
よ
り
、斉
興
は
青
銅
砲
や
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
式
の
銃
を
造
る
鋳
製
方
、ヨ
ー

ロ
ッ
パ
式
の
砲
術
を
広
め
る
砲
術
館

を
建
設
し
、軍
隊
の
近
代
化
に
取
り
組

み
ま
し
た
。そ
し
て
、斉
興
の
跡
を
継

い
だ
斉
彬
は
す
べ
て
の
兵
士
に
射
撃

訓
練
を
受
け
さ
せ
る
ほ
か
、自
ら
陣
頭

指
揮
を
執
っ
て
軍
事
演
習
を
繰
り
返

し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
の
軍
隊
の
整
備

を
進
め
ま
し
た
。

19 砲術館跡

18 鋳製方跡

21 射場山跡

20 斉彬陣屋跡

鉄
製
大
砲
を
製
造
。

薩
摩
の
水
と
火
の
力

鉄
製
大
砲
を
製
造
。

薩
摩
の
水
と
火
の
力

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
の

強
力
な
軍
隊
を
つ
く
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
の

強
力
な
軍
隊
を
つ
く
る

ストーリーに関する
産業遺産はWEBでも
ご確認いただけます

ストーリーに関する
産業遺産はWEBでも
ご確認いただけます

39P

39P

40P

41P

42P

41P42P

36P

36P

37P

37P



『薩英戦争絵巻』 尚古集成館蔵

祇園之洲砲台『薩英戦争絵巻』 尚古集成館蔵

き
っ
か
け
は
薩
英
戦
争
。

近
代
化
へ
の
道

き
っ
か
け
は
薩
英
戦
争
。

近
代
化
へ
の
道

　

1
8
6
3
年
、生
麦
事
件
の
賠
償
金
交
渉
の
た
め
、７
隻
の
イ

ギ
リ
ス
艦
隊
が
鹿
児
島
湾
へ
来
航
し
ま
し
た
。あ
ら
か
じ
め
情
報

を
キ
ャ
ッ
チ
し
て
い
た
薩
摩
藩
は
砲
台
を
強
化
し
、砲
撃
訓
練
を

繰
り
返
し
て
イ
ギ
リ
ス
艦
隊
の
来
航
に
備
え
ま
し
た
。イ
ギ
リ
ス

側
が
薩
摩
藩
の
蒸
気
船
を
捕
獲
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
薩
英

戦
争
が
始
ま
り
、激
し
い
砲
撃
戦
に
よ
っ
て
城
下
の
砲
台
は
す
べ

て
破
壊
さ
れ
ま
し
た
。一
方
で
イ
ギ
リ
ス
艦
隊
も
薩
摩
藩
の
砲
撃

に
よ
り
す
べ
て
の
軍
艦
が
損
傷
し
ま
し
た
。こ
の
戦
争
で
薩
摩
藩

は
、欧
米
列
強
と
の
圧
倒
的
な
力
の
差
を
知
り
ま
す
。そ
し
て
、薩

英
戦
争
を
き
っ
か
け
に
イ
ギ
リ
ス
か
ら
積
極
的
な
技
術
導
入
を

進
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　薩摩側の砲弾は導火線で爆発さ
せる球形弾でした。イギリス側は物
に当たって爆発する尖塔弾でした。
　祇園之洲砲台は、1853年に島津
斉彬が築きました。薩英戦争時には
最大の激戦地となり、大砲はことご
とく破壊されたと言われています。

23 旧集成館機械工場 16 薩英戦争記念碑 15 薩英戦争本陣跡
 　（千眼寺跡）

関連
産業遺産

39 大門口砲台跡 38 新波止砲台跡 37 祇園之洲台場跡

祇園之洲台場跡と
使われた砲弾

34 鹿児島紡績所跡

43 沖小島砲台跡

42 烏島砲台跡

41 横山（袴腰）
 　砲台跡

40 天保山砲台跡

55 敷根火薬
　 製造所の石臼

54 敷根火薬
　 製造所跡

53 五人番所跡
　 （砲台跡）

49 山川火薬
 　製造所跡

92 松崎砲台跡

89 瀬脇砲台跡

88 根占原台場跡

77 留学生
 　渡欧の地

ストーリーに関する
産業遺産はWEBでも
ご確認いただけます

薩摩側の砲弾とイギリス艦隊の砲弾
尚古集成館蔵

38P 35P 35P

00P 関連産業遺産
紹介ページ

45P 45P 44P 43P
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46P

47P

47P

50P

52P

52P

52P

61P

66P

66P

67P

15 14



『薩州鹿児島見取絵図』 武雄鍋島家資料 武雄市蔵

『THE FAR EAST』 九州大学附属図書館所蔵須古白糖製造工場跡 耐火煉瓦 　

島
津
斉
彬
は
紡
績
業
の
振
興
に
力
を

注
ぎ
、水
車
で
機
織
機
を
動
か
し
て
綿

布
の
増
産
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

　

1
8
6
3
年
の
薩
英
戦
争
後
、薩
摩

藩
は
イ
ギ
リ
ス
の
科
学
技
術
を
取
り
入

れ
て
近
代
化
を
進
め
ま
す
。さ
ら
に
、五

代
友
厚
ら
に
イ
ギ
リ
ス
の
紡
績
機
械
を

購
入
さ
せ
、技
術
者
の
派
遣
を
依
頼
す

る
な
ど
海
外
の
技
術
を
積
極
的
に
取
り

入
れ
ま
し
た
。そ
し
て
1
8
6
7
年
、日

本
初
の
洋
式
機
械
紡
績
工
場
で
あ
る
鹿

児
島
紡
績
所
を
建
設
。そ
こ
で
育
成
さ

れ
た
薩
摩
藩
の
技
術
者
に
よ
っ
て
富
岡

製
糸
場
を
は
じ
め
、全
国
の
紡
績
工
場

に
技
術
が
広
が
り
、日
本
の
紡
績
事
業

を
形
作
り
ま
し
た
。

17 16

34 鹿児島紡績所跡

33 永吉水車館跡

32 田上水車館跡

36 紡績機

35 旧鹿児島紡績所
　 技師館（異人館）

　

江
戸
時
代
、奄
美
大
島
で
生
産
さ
れ

る
黒
糖
は
薩
摩
藩
の
特
産
品
で
あ
り
、

最
も
重
要
な
財
源
で
し
た
。島
津
斉
彬

は
開
国
に
よ
っ
て
白
砂
糖
の
商
品
価
値

が
高
く
な
る
と
考
え
、オ
ラ
ン
ダ
の
技

術
書
を
参
考
に
白
砂
糖
の
製
造
を
研

究
。斉
彬
の
死
後
、五
代
友
厚
の
提
案
に

よ
っ
て
奄
美
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
技
術
に

よ
る
白
砂
糖
工
場
4
か
所
が
建
設
さ
れ

ま
し
た
。工
場
の
建
設
に
は
、後
に
東
京

の
銀
座
煉
瓦
街
を
設
計
す
る
イ
ギ
リ
ス

人
技
師
ウ
ォ
ー
ト
ル
ス
も
携
わ
り
ま
し

た
。原
料
・
製
品
の
輸
送
、薪
の
調
達
な

ど
が
島
民
の
大
き
な
負
担
と
な
り
、2

〜
3
年
で
廃
止
さ
れ
ま
し
た
が
、奄
美

の
人
々
が
つ
く
っ
た
黒
糖
や
白
砂
糖

は
、借
金
を
抱
え
た
藩
財
政
の
立
て
直

し
に
大
き
く
貢
献
し
、集
成
館
事
業
や

明
治
維
新
の
資
金
源
と
し
て
日
本
の
近

代
化
を
支
え
ま
し
た
。

83 蘭館山

82 金久白糖製造
　 工場跡

73 坊津白糖製造
　 工場跡

95 須古白糖製造
 　工場跡

94 久慈白糖製造
　 工場跡

93 瀬留白糖製造
　 工場跡

紡
績
か
ら
産
業
を
興
す

紡
績
か
ら
産
業
を
興
す

近
代
化
に
貢
献
！

「
白
い
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
」

近
代
化
に
貢
献
！

「
白
い
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
」

ストーリーに関する
産業遺産はWEBでも
ご確認いただけます

ストーリーに関する
産業遺産はWEBでも
ご確認いただけます

42P
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43P
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43P60P

63P
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68P



『錦手牡丹文花瓶』
鹿児島県歴史・美術センター黎明館蔵

『胡麻目坑』尚古集成館蔵『薩州鹿児島見取絵図』 武雄鍋島家資料 武雄市蔵

　

江
戸
時
代
、鉱
山
事
業
は
薩
摩

藩
に
と
っ
て
重
要
な
資
金
源
の
ひ

と
つ
で
、幕
末
に
は
藩
収
益
の
二

番
目
の
比
率
を
占
め
る
ほ
ど
で
し

た
。特
に
錫
山
、山
ヶ
野
、鹿
籠
は

薩
摩
の
三
山
と
呼
ば
れ
、藩
が
経

営
を
管
理
し
ま
し
た
。島
津
斉
彬

は
集
成
館
事
業
の
電
信
実
験
を
応

用
し
、火
薬
を
電
気
で
爆
発
さ
せ

る
採
掘
法
を
行
う
な
ど
、ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
技
術
を
導
入
し
ま
し

た
。明
治
時
代
に
は
、当
主
の
島
津

忠
義
が
フ
ラ
ン
ス
人
技
師
を
招

き
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
技
術
や
蒸
気

機
関
を
山
ヶ
野
金
山
に
導
入
す
る

と
と
も
に
、採
掘
し
た
金
や
資
材

を
輸
送
す
る
道
路
や
橋
を
整
備
。

1
9
0
7
年
、鉱
山
の
設
備
は
蒸

気
機
関
か
ら
電
力
に
切
り
替
え
ら

れ
、山
ヶ
野（
永
野
）金
山
の
採
金

量
は
大
幅
に
増
加
し
ま
す
。

　

島
津
斉
彬
は
、高
炉
、反
射
炉
建
設
に
必

要
な
1
3
0
0
度
程
度
の
高
温
に
耐
え
る

レ
ン
ガ
を
開
発
す
る
た
め
、薩
摩
焼
の
陶

工
ら
に
耐
火
煉
瓦
の
製
造
を
命
じ
ま
し

た
。ま
た
薩
摩
焼
の
輸
出
に
よ
り
藩
を
豊

か
に
す
る
た
め
、従
来
の
薩
摩
焼
を
金
を

多
用
し
た
艶
や
か
な
焼
き
物
に
改
良
。

1
8
6
7
年
の
パ
リ
万
博
で
は
、12
代
沈

壽
官
や
朴
正
官
ら
が
出
品
し
た
薩
摩
焼
が

高
い
評
価
を
受
け
ま
し
た
。そ
の
後
、フ
ラ

ン
ス
で
は
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
旋
風
が
起
き
、

薩
摩
焼
は
わ
が
国
の
主
要
な
輸
出
品
に
な

り
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
薩
摩
藩
の
存
在

感
が
高
ま
り
、薩
摩
焼
の
伝
統
技
術
が
藩

の
近
代
化
や
外
交
に
大
き
く
貢
献
し
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。薩
摩
焼
は
現
在
で
も

欧
米
で「
S
A
T
S
U
M
A
」の
名
で
知
ら

れ
て
い
ま
す
。

鉱
山
は
薩
摩
藩
の

重
要
な
資
金
源

鉱
山
は
薩
摩
藩
の

重
要
な
資
金
源

57 山ヶ野金山
 　関連資料

56 山ヶ野金山

14 錫山関連資料

13 錫山

84 永野金山

70 金山橋

59 大田発電所

58 水天淵発電所

86 観音滝
　 発電所跡

85 鉄橋跡
 　（永野金山）

27 磯窯跡

26 高炉跡

25 反射炉跡

63 御定式窯跡

61 薩摩焼絵付
　 図面

60 南京皿山窯跡

伝
統
的
な
薩
摩
焼
が

近
代
化
や
外
交
に
貢
献

伝
統
的
な
薩
摩
焼
が

近
代
化
や
外
交
に
貢
献

ストーリーに関する
産業遺産はWEBでも
ご確認いただけます

ストーリーに関する
産業遺産はWEBでも
ご確認いただけます

34P

34P

53P

53P

54P

54P

64P

65P

58P

64P

39P

39P

40P

55P

56P

55P

19 18



12 製煉所（開物館）跡 ❾ 集成館ガラス
　 工場跡

❽ 中村製薬館跡
　（紅ガラス製造所跡）

『薩州鹿児島見取絵図』 武雄鍋島家資料 武雄市蔵

『電線』 尚古集成館蔵

『鶴灯籠』 尚古集成館提供

　

薩
摩
藩
で
の
ガ
ラ
ス
製
造
は
、島
津

斉
興
が
中
村
製
薬
館
で
薬
瓶
を
製
造
さ

せ
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。島
津
斉

彬
は
ガ
ラ
ス
製
品
を
工
芸
品
と
し
て
海

外
に
輸
出
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
ガ
ラ

ス
産
業
の
育
成
に
取
り
組
み
、「
薩
摩
切

子
」を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。1
8
5
5
年

に
集
成
館
の
一
角
に
ガ
ラ
ス
工
場
が
建

設
さ
れ
、薩
摩
藩
の
ガ
ラ
ス
技
術
と
設

備
は
国
内
最
高
水
準
に
達
し
ま
す
が
、

工
場
は
1
8
7
7
年
頃
に
廃
止
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。そ
の
後
1
9
8
5

年
に
復
活
。現
在
、集
成
館
事
業
の
伝
統

を
受
け
継
ぐ
唯
一
の
産
業
と
し
て
創
業

さ
れ
た
地
で「
薩
摩
切
子
」は
生
産
さ

れ
、鹿
児
島
を
代
表
す
る
工
芸
品
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

薩
摩
藩
で
は
電
気
通
信
の
実
験
を
行
い
、そ

の
成
果
を
山
ヶ
野
金
山
や
永
野
金
山
の
採
掘

の
た
め
の
地
雷
や
、薩
英
戦
争
の
際
に
設
置
さ

れ
た
水
雷
に
応
用
し
ま
し
た
。ま
た
、島
津
斉

彬
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
町
の
よ
う
に
城
下
に
ガ

ス
灯
の
設
置
を
計
画
。1
8
5
7
年
に
は
、仙

巌
園
内
の
鶴
灯
籠
で
ガ
ス
灯
の
点
火
実
験
に

成
功
し
ま
し
た
。明
治
維
新
後
、明
治
政
府
参

与
と
な
っ
た
松
木
弘
安（
寺
島
宗
則
）は
、集
成

館
で
の
経
験
を
活
か
し
て
横
浜
・
東
京
間
に
電

気
通
信
施
設
を
開
設
。長
崎
・
上
海
間
で
は
海

底
ケ
ー
ブ
ル
の
設
置
に
も
取
り
組
み
ま
す
。そ

し
て
、人
々
か
ら「
日
本
電
気
通
信
の
父
」と
呼

ば
れ
ま
し
た
。

薩
摩
藩
・
最
先
端
の

イ
ン
フ
ラ
実
験
に
成
功

14 錫山関連資料

13 錫山

❹ 鶴灯籠

❸ 電信使用の地碑

84 永野金山

76 松木弘安
（寺島宗則）旧家

57 山ヶ野金山
　 関連資料

56 山ヶ野金山85 鉄橋跡
　 （永野金山）

集
成
館
で
今
も

つ
く
ら
れ
る「
薩
摩
切
子
」

集
成
館
で
今
も

つ
く
ら
れ
る「
薩
摩
切
子
」

ストーリーに関する
産業遺産はWEBでも
ご確認いただけます

ストーリーに関する
産業遺産はWEBでも
ご確認いただけます

29P

29P

34P

34P

53P

53P

61P

64P

64P

33P 32P 31P
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鳥越堀切 砲術館跡

　

薩
摩
藩
の
領
地
は
シ
ラ
ス
台
地
が
広

が
っ
て
い
た
た
め
、他
の
藩
に
比
べ
て

米
の
収
穫
量
が
上
が
り
ま
せ
ん
で
し

た
。そ
の
た
め
、藩
は
温
暖
な
気
候
を
利

用
し
て
サ
ト
ウ
キ
ビ
や
レ
イ
シ
な
ど
の

薬
用
植
物
の
栽
培
を
行
い
、財
政
を

補
っ
て
い
ま
し
た
。島
津
斉
彬
は
、農
業

は
国
の
基
本
と
い
う
考
え
を
も
ち
、肥

料
や
農
耕
具
を
改
良
し
ま
し
た
。さ
ら

に
、農
作
物
の
増
産
に
取
り
組
む
と
と

も
に
、白
砂
糖
の
製
造
、研
究
や
オ
リ
ー

ブ
栽
培
な
ど
新
た
な
商
品
と
な
り
得
る

作
物
の
開
発
を
行
い
ま
す
。ま
た
、水
不

足
に
悩
む
指
宿
で
は
、井
戸
や
農
業
水

路
を
建
設
。耕
地
の
拡
大
と
農
民
の
生

活
の
向
上
に
も
熱
心
に
取
り
組
み
ま
し

た
。

51 掘井碑

50 山川薬園跡

31 吉野薬園跡

73 坊津白糖製造
　 工場跡

87 佐多旧薬園

52 鳥越堀切

　

集
成
館
事
業
が
ス
タ
ー
ト
し
た
時

は
、鎖
国
で
外
国
人
技
師
を
招
聘
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、近
代
化
事
業
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
書
物
だ
け
で
自
力
で
進
め
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。島
津
斉

彬
は
近
代
化
に
向
け
、寺
島
宗
則
や
石

河
確
太
郎（
奈
良
県
出
身
）ら
、藩
内
外

の
蘭
学
者
た
ち
を
活
用
す
る
と
と
も

に
、近
代
化
事
業
を
担
う
人
材
の
教
育

に
も
力
を
入
れ
ま
し
た
。ま
た
、ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
技
術
を
学
ば
せ
る
た
め
に
、

藩
士
に
江
戸
、大
阪
、長
崎
へ
の
留
学
を

勧
め
、特
に
長
崎
海
軍
伝
習
所
に
は
、航

海
術
を
学
ぶ
た
め
に
多
く
の
留
学
生
を

派
遣
。そ
の
中
か
ら
大
阪
商
工
会
議
所

の
初
代
会
頭
・
五
代
友
厚
な
ど
、後
の
日

本
の
近
代
化
を
支
え
た
多
く
の
人
材
が

育
ち
ま
し
た
。

12 製煉所
　 （開物館）跡

11 造士館跡

10 開成所跡

77 留学生
　 渡欧の地

76 松木弘安
（寺島宗則）旧家

19 砲術館跡

農
業
が
人
々
の
暮
ら
し
を

豊
か
に
導
く

農
業
が
人
々
の
暮
ら
し
を

豊
か
に
導
く

西
洋
技
術
の
研
究
と

人
材
育
成

西
洋
技
術
の
研
究
と

人
材
育
成

ストーリーに関する
産業遺産はWEBでも
ご確認いただけます

ストーリーに関する
産業遺産はWEBでも
ご確認いただけます

42P

50P

51P

60P

65P

51P32P

33P

33P

61P

61P

36P
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第8代 濵﨑太平次銅像

　

薩
摩
藩
に
と
っ
て
琉
球
王
国
を
介

し
た
外
交
、交
易
は
非
常
に
重
要
な
も

の
で
し
た
。藩
の
外
交
や
防
衛
政
策
は

琉
球
王
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
外
国

の
情
報
な
ど
を
参
考
に
決
定
さ
れ
、琉

球
口
貿
易
に
よ
る
利
益
が
藩
財
政
や

集
成
館
事
業
の
主
要
な
資
金
源
の
ひ

と
つ
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。藩
で

は
琉
球
王
国
と
の
貿
易
の
拠
点
と
し

て
、城
下
に
琉
球
館
を
建
設
す
る
な
ど

丁
寧
な
受
入
を
行
い
ま
し
た
。ま
た
、

濵
﨑
太
平
次
な
ど
の
海
商
は
、物
資
の

海
上
輸
送
や
多
額
の
資
金
援
助
を
通

じ
て
集
成
館
事
業
を
支
え
ま
し
た
。

44 河野覚兵衛
　 屋敷跡

❷ 琉球館跡

❶ 仙巌園

46 潟口の船溜り

47 宮ヶ浜港
　 防波堤

45 第8代濵﨑
　 太平次の墓

48 指宿邑
　 捍海隄記

35 旧鹿児島紡績所
 　技師館（異人館）

34 鹿児島紡績所跡

10 開成所跡

77 留学生
　 渡欧の地

76 松木弘安
（寺島宗則）旧家

36 紡績機

琉
球
王
国
を
介
し
た

外
交
で
財
政
を
強
化

琉
球
王
国
を
介
し
た

外
交
で
財
政
を
強
化

英
国
留
学
生
派
遣
と
機
械
紡
績

『1872年の磯地区』 尚古集成館蔵

『薩摩藩英国留学生』 鹿児島県立図書館蔵

　

薩
英
戦
争
の
後
、
薩
摩
藩
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
特
に
イ
ギ
リ
ス

の
科
学
技
術
を
導
入
し
て
近
代
化
を
進
め
て
い
く
必
要
性
を
感

じ
て
い
ま
し
た
。
1
8
6
5
年
、
科
学
や
軍
事
に
関
す
る
人
材

育
成
の
洋
学
校
、
開
成
所
の
学
生
ら
総
勢
19
名
の
使
節
・
留
学

生
（
使
節
３
名
・
通
訳
１
名
・
留
学
生
15
名
）
を
い
ち
き
串
木

野
市
の
羽
島
の
港
か
ら
イ
ギ
リ
ス
へ
と
密
航
さ
せ
ま
す
。
使
節

の
新
納
久
脩
、
五
代
友
厚
は
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
プ
ラ
ッ
ト
・

ブ
ラ
ザ
ー
ズ
社
に
紡
績
機
械
の
購
入
や
技
師
派
遣
を
依
頼
し
、

日
本
初
の
洋
式
機
械
紡
績
工
場
で
あ
る
鹿
児
島
紡
績
所
の
操
業

を
実
現
。
松
木
弘
安
（
寺
島
宗
則
）
や
五
代
友
厚
に
加
え
、
当

時
の
留
学
生
は
、
そ
の
後
海
外
で
の
経
験
を
活
か
し
て
明
治
政

府
の
外
交
官
や
政
治
家
、
実
業
家
と
し
て
活
躍
し
ま
し
た
。

ストーリーに関する
産業遺産はWEBでも
ご確認いただけます

ストーリーに関する
産業遺産はWEBでも
ご確認いただけます

28P

29P

48P

49P

49P

48P49P32P

43P

43P

61P

61P

44P
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