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今
か
ら
1
7
0
年
ほ
ど
前
、西

洋
諸
国
は
次
々
と
ア
ジ
ア
に
進
出
。

植
民
地
を
増
や
し
て
い
き
ま
す
。

西
洋
諸
国
が
日
本
に
攻
め
て
く
る

の
で
は
な
い
か
、そ
し
て
真
っ
先
に

攻
め
込
ま
れ
る
の
は
ア
ジ
ア
へ
の
窓

口
で
あ
る
琉
球
王
国
や
薩
摩
藩
で

は
な
い
か
。そ
の
よ
う
な
危
機
感

を
抱
く
時
代
に
、島
津
斉
彬
は

藩
主
に
な
り
ま
し
た
。

　「
幕
末
の
名
君
」と
称
さ
れ
る

斉
彬
は
西
洋
諸
国
に
負
け
な
い

強
く
豊
か
な
国
づ
く
り
の
た
め
、

鹿
児
島
市
磯
の
地
に
日
本
初
の

近
代
的
工
場
群「
集
成
館
」を

建
設
。こ
こ
を
拠
点
に
、海
防
を

固
め
る
た
め
の
西
洋
船
の
建
造

や
鉄
製
大
砲
の
鋳
造
な
ど
の
重
工

業
の
ほ
か
、紡
績
、薩
摩
切
子
の
開

発
な
ど
多
彩
な
近
代
化
事
業
を

進
め
ま
す
。こ
の
う
ち
、工
場
群
を

指
揮
し
た
ひ
と
り
が
八
木
称
平

と
い
う
蘭
学
者
で
し
た
。大
坂

（
大
阪
府
）に
あ
っ
た
適
塾
で
の
遊

学
経
験
も
あ
る
八
木
は
、鉄
製

大
砲
を
造
る
に
あ
た
り
必
要
な

反
射
炉
の
建
造
な
ど
に
携
わ
り

ま
す
。外
国
人
技
術
者
も
招
け

ず
、海
外
に
施
設
を
見
に
行
く
こ

と
も
で
き
な
い
状
況
の
中
、オ
ラ

ン
ダ
か
ら
入
っ
て
き
た
書
物
だ
け

を
頼
り
に
建
造
。基
礎
と
な
る
石

組
み
は
、城
郭
の
石
組
み
の
技
術

を
応
用
し
、鉄
の
融
点
に
耐
え
る

耐
火
レ
ン
ガ
は
、薩
摩
焼
の
陶
工

に
製
造
を
依
頼
す
る
な
ど
、在

来
の
伝
統
技
術
を
活
か
し
て
、見

た
こ
と
の
な
い
施
設
を
完
成
さ

せ
ま
す
。こ
の
施
設
を
オ
ラ
ン
ダ

海
軍
の
人
々
が
視
察
し
た
際
、

「
集
成
館
は 

ド
ク
タ
ー
八
木
に
よ
る

と
こ
ろ
が
大
き
い
」と
書
き
残
し

た
ほ
ど
で
す
。し
か
し
、彼
ら
が
苦

心
し
て
築
い
た
集
成
館
は
薩
英

戦
争
に
よ
っ
て
焼
失
。八
木
は
鹿

児
島
城
下
に
築
か
れ
た
洋
学
校

「
開
成
所
」で
も
指
導
し
ま
す
が
、

病
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
八
木
た
ち
の
努
力
を
受
け
継
い

だ
の
が
石
河
確
太
郎
で
す
。大
和

国（
奈
良
県
）出
身
の
石
川
は
八
木

と
と
も
に
反
射
炉
建
造
に
関
わ
る

だ
け
で
な
く
、斉
彬
か
ら
船
の
帆

を
作
る
た
め
、紡
績
事
業
の
近
代

化
も
託
さ
れ
て
い
ま
し
た
。石
河

は
斉
彬
の
死
後
、そ
の
志
を
受
け
継

ぐ
た
め
に
紡
績
大
国
で
あ
っ
た
イ

ギ
リ
ス
へ
の
留
学
生
派
遣
を
建

白
。こ
れ
が
薩
摩
藩
英
国
留
学
生

で
す
。彼
ら
は
留
学
だ
け
で
な
く
、

紡
績
機
械
の
購
入
や
技
術
者
の
招

聘
を
行
い
ま
し
た
。こ
の
よ
う
に

し
て
完
成
し
た
の
が
日
本
初
の

近
代
紡
績
工
場
・
鹿
児
島
紡
績
所

で
す
。斉
彬
時
代
に
自
力
で
近
代

化
に
取
り
組
ん
で
い
た
薩
摩
藩
の

人
々
は
、み
る
み
る
う
ち
に
紡
績

機
械
の
技
術
を
習
得
。イ
ギ
リ
ス

の
プ
ラ
ッ
ト
社
か
ら
３
年
契
約

で
招
か
れ
た
技
術
者
が
わ
ず
か

１
年
で
帰
国
し
た
の
は
、薩
摩

藩
士
が
予
想
以
上
に
早
く
技
術
を

習
得
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
鹿
児
島
紡
績
所
で
培
わ
れ
た

紡
績
技
術
は
県
外
に
も
波
及

し
、石
河
は
堺
紡
績
所（
大
阪

府
）や
富
岡
製
糸
工
場（
群
馬

県
）で
技
術
指
導
を
行
い
ま
す
。

全
国
各
地
に
紡
績
技
術
が
普
及

す
る
よ
う
に
な
る
と
国
内
で
紡

績
機
械
の
生
産
を
開
始
。特
に

優
れ
た
紡
績
機
械
を
造
っ
た
の

が
愛
知
県
の
豊
田
佐
吉
で
す
。

佐
吉
の
息
子
・
喜
一
郎
は
プ

ラ
ッ
ト
社
の
求
め
に
応
じ
、佐
吉

が
発
明
し
た
機
械
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
と
イ
ン
ド
に
お
け
る
販
売
権
利

を
売
り
渡
し
、大
金
を
手
に
し

ま
し
た
。そ
し
て
そ
れ
を
元
手

に
は
じ
め
た
の
が
自
動
車
製
造
業

（
現
在
の
ト
ヨ
タ
自
動
車
）で
す
。

す
な
わ
ち
ト
ヨ
タ
の
源
流
は
紡

績
事
業
に
あ
り
、そ
の
原
点
は

薩
摩
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　
八
木
や
石
河
が
西
洋
諸
国
の

工
業
に
挑
ん
だ
足
跡
は
、工
業
立

国
、も
の
づ
く
り
大
国
と
呼
ば
れ

る
日
本
に
続
い
て
い
る
の
で
す
。

海の守りと工業の発展

集成館を指揮した蘭学者

登
場
人
物

八木 称平
Shohei Yagi

　薩
摩
藩
の
蘭
学
者
。緒
方
洪
庵
の
適
塾
に

入
塾
の
後
、斉
彬
の
命
で
江
戸
で
も
蘭
学

に
励
み
ま
す
。ま
た
長
崎
で
は
オ
ラ
ン
ダ

軍
医
の
指
導
も
受
け
ま
し
た
。薩
摩
藩
で
は

反
射
炉
の
建
造
の
ほ
か
、ガ
ス
灯
の
実
験

な
ど
に
も
携
わ
っ
た
人
物
で
す
。薩摩の紡績事業に貢献

石河 確太郎
Kakutaro Ishikawa

　大
和
国
出
身
の
薩
摩
藩
士
。江
戸
や
長
崎

に
遊
学
し
た
後
、薩
摩
藩
士
と
な
り
ま
し
た
。

斉
彬
の
死
後
、紡
績
事
業
や
交
易
事
業
に
携

わ
り
ま
す
。明
治
時
代
に
は
紅
茶
製
造
方
法

を
習
得
す
る
た
め
イ
ン
ド
へ
赴
き
茶
葉
を
持

ち
帰
り
、製
茶
を
全
国
各
地
に
広
め
ま
し
た
。

　斉
彬
の
時
代
、西
洋
の
良
質
な
砂

糖
に
負
け
な
い
よ
う
、白
砂
糖
の
研

究
が
進
み
ま
し
た
。ま
た
、水
車
動

力
を
活
か
し
て
米
粉
の
製
造
も

行
っ
て
い
ま
す
。こ
の
白
砂
糖
と
米

粉
に
山
芋
を
あ
わ
せ
て
作
ら
れ
る

の
が
鹿
児
島
の
郷
土
菓
子
・
か
る
か

ん
。斉
彬
の
近
代
化
と
こ
の
お
菓
子

は
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
関
係

に
あ
る
の
で
す
。

江戸末期、迫りくる西洋諸国の脅威に対抗すべく、
薩摩では藩主斉彬主導のもと、近代化・工業化が進められました。
今回は、近代産業の礎を築いた海防と工業のお話です。

維
新

紀
行

薩
摩
の
近
代
化
を
支
え
た
工
業

西
洋
の
紡
績
技
術
を
日
本
へ

第 1 話

次
回
は 

外
交
と
経
済

薩
摩
の
近
代
化
か
ら

生
ま
れ
た
か
る
か
ん

明治維新150周年企画

ISHIN
かごしま

明治維新がもたらしたさまざまな変化を
分野ごとにご紹介します。

郷
土
菓
子

［本文監修:南九州歴史学舎　画:KENRO］
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