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西郷どんの足跡

西
郷
ど
ん
が
設
立
し
た
、
学
び
・
働
く
開
墾
社

新
政
府
か
ら
離
れ
、
鹿
児
島
に
帰
っ
て
き
た
西
郷
ど
ん
。
吉
野
で
開
墾
社
を
設
立
し
、

生
徒
と
と
も
に
汗
を
流
し
ま
し
た
。
今
回
は
、
そ
ん
な
西
郷
ど
ん
と
開
墾
の
お
話
。

西郷と散った薩摩武士

　吉野村実方に生まれ、初め中村半次郎
と称しました。剣術の使い手で、「人斬り半
次郎」と恐れられました。戊辰戦争を経
て明治新政府で活躍するも、明治6年

（1873年）西郷に従い帰郷。私学校の幹部
として後進を育成しました。西南戦争で
は事実上西郷軍の総指揮を執りました
が、城山にて西郷と共に戦死しました。

南洲翁開墾の地の碑
－ 鹿児島市 吉野－

　吉野寺山に開墾社をつくった西郷は、周
辺およそ39ヘクタールを開墾し、自らも生徒
と共に労働に汗を流しました。碑に示された
題字は東郷平八郎によるもの。近くには、島
津斉彬によって作られた寺山炭窯跡（平成27

年登録の世界文化遺産構成資産）があります。
［住　所］
鹿児島市吉野町寺山ふれあい公園付近

［問い合わせ先］
鹿児島市公園緑化課 ℡099-216-1366

明治維新150周年幕開け
＆西郷どん放映！

祝
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吉
野
開
墾
社
の
設
立

　
明
治
七
年（
一
八
七
四
年
）六
月
、西
郷
は

多
く
の
青
年
士
族
の
た
め
に
旧
鹿
児
島
城

（
鶴
丸
城
）厩う

ま
や

跡
に
私
学
校
を
創
設
。ま
た
、

翌
年
の
明
治
八
年
（
一
八
七
五
年
）
四
月

に
は
、
吉
野
寺
山
（
鹿
児
島
市
）の
地
に
開

墾
社
を
設
立
し
ま
す
。こ
れ
は
下
士
官
養
成

機
関
で
あ
る
旧
陸
軍
教
導
団
の
生
徒
の
う
ち
、

西
郷
と
共
に
帰
郷
し
て
き
た
面
々
を
中
心

に
設
立
さ
れ
た
、労
働
と
共
に
学
問
を
行
う

機
関
で
し
た
。

　
開
墾
場
に
出
る
者
は
、
毎
朝
八
時
ご
ろ
に

宿
舎
を
出
発
し
、な
た
や
鎌
・
く
わ
な
ど
の
道

具
を
使
い
な
が
ら
、荒
れ
地
の
草
を
払
い
、土

を
掘
り
起
こ
す
な
ど
の
労
働
を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
宿
舎
に
残
る
者
は
み
ん
な
の
た
め
に

炊
事
や
掃
除
な
ど
の
家
事
仕
事
に
励
み
、生
活

を
支
え
る
役
割
を
担
い
ま
す
。開
墾
に
出
た
者

が
午
後
三
時
か
ら
四
時
ご
ろ
に
引
き
揚
げ
て

く
る
と
、夜
は
宿
舎
の
二
階
で
そ
れ
ぞ
れ
勉
学

や
読
書
に
向
か
う
と
い
う
日
課
で
し
た
。時
に

は
昼
間
に
ウ
サ
ギ
や
イ
ノ
シ
シ
狩
り
、夜
に
は

集
団
討
論
な
ど
も
行
わ
れ
た
よ
う
で
す
。開
墾

し
、出
来
上
が
っ
た
農
地
に
は
、米
・
ア
ワ
・
サ

ツ
マ
イ
モ
、
桑
や
茶
の
木
な
ど
が
植
え
ら
れ
、

彼
ら
の
食
糧
な
ど
に
充
て
ら
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
共
に
働
き
共
に
生
活
を
す
る

中
で
、
互
い
が
高
め
合
い
研
さ
ん
し
て
い

く
人
間
形
成
の
場
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

通
り
か
か
っ
て
馬
を
引
き
上
げ
て
く
れ
ま
し

た
。西
郷
は「
馬
を
引
く
の
が
下
手
で
し
て
」と

笑
っ
て
礼
を
言
っ
た
そ
う
で
す
。
吉
野
の
地

に
は
、
そ
ん
な
少
し
意
外
な
西
郷
の
一
面
が

し
の
ば
れ
る「
駄だ

ば
ら
く

馬
落
の
碑
」も
あ
る
の
で
す
。

 

主
君
・
斉
彬
の
遺
志
を
引
き
継
ぎ

　
西
郷
の
腹
心
の
部
下
で
あ
る
桐
野
利
秋
も
、

西
郷
と
共
に
帰
郷
し
た
後
、
自
ら
吉
田
郷

宇
都
谷
久
部
山
の
開
墾
を
行
っ
て
い
ま
す
。

人
里
離
れ
た
原
野
で
の
生
活
で
し
た
が
、
彼

を
訪
ね
て
来
る
人
も
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

佐
賀
の
乱
を
起
こ
し
た
江
藤
新
平
も
そ
の
一

人
で
し
た
。
江
藤
は
山
川
で
西
郷
に
乱
へ
の

協
力
を
求
め
ま
す
が
断
ら
れ
、
そ
の
後
、
鹿

児
島
で
桐
野
と
会
っ
て
い
ま
す
。
桐
野
は
潜

伏
を
勧
め
ま
し
た
が
江
藤
は
鹿
児
島
を
去
り
、

江
藤
の
腹
心
で
あ
る
徳
久
幸
次
郎
と
石
井

竹
之
助
を
吉
田
に
潜
伏
さ
せ
ま
す
。役
人
が

捕ほ
ば
く縛

に
来
る
と
、
桐
野
は
そ
の
役
人
た
ち
を

怒
鳴
っ
て
追
い
返
し
た
、と
も
。二
人
は
後
に

共
に
西
南
戦
争
で
戦
死
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
西
郷
は
、
鹿
児
島
以
外
で
の
動
き
の

一
つ
と
し
て
、
北
海
道
開
拓
に
も
熱
心
に
関

わ
っ
て
い
ま
す
。
屯
田
兵
設
置
の
前
段
階
と

し
て
、桐
野
を
北
海
道
へ
派
遣
し
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
積
極
的
な
開
墾
へ
の
動
き
は
、

尊
敬
す
る
主
君
で
あ
る
島
津
斉
彬
の
影
響

と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
島
津
斉
彬
は
近
代
化
の
取
り
組
み
の
中
で
、

早
く
か
ら
農
業
や
開
墾
に
つ
い
て
着
目
し
て

い
ま
し
た
。国
家
の
基
本
は
農
業
で
あ
り
、領

民
に
農
業
へ
の
取
り
組
み
を
勧
め
る
こ
と
が

政
治
の
基
本
で
あ
る
、と
の
考
え
を
持
っ
て

い
た
斉
彬
の
遺
志
を
継
い
だ
西
郷
ら
は
、豊

か
で
近
代
的
な
日
本
を
支
え
て
い
く
基
盤
を

作
る
た
め
、
自
ら
率
先
し
て
若
者
た
ち
と

田
畑
で
汗
を
流
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

 

開
墾
地
で
の
西
郷

　
開
墾
に
対
す
る
思
い
の
表
れ
か
、
西
郷
は

熱
心
に
吉
野
の
地
へ
足
を
運
ん
だ
よ
う
で
す
。

当
時
、西
郷
の
自
宅
は
武（
鹿
児
島
市
）に
あ

り
ま
し
た
が
、お
よ
そ
三
里（
約
12
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
）の
道
の
り
を
足
繁
く
通
っ
て
い
ま
し

た
。そ
し
て
、自
ら
く
わ
を
振
る
い
肥
料
を
運

ぶ
な
ど
汗
を
流
し
、
開
墾
社
の
生
徒
と
共
に

食
事
を
と
り
、
夜
の
討
論
な
ど
に
も
参
加
し

て
い
た
と
い
い
ま
す
。

　
そ
の
こ
ろ
の
様
子
を
、
い
と
こ
で
あ
る
大

山
巌
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
知
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
大
山
は
西
郷
を
ぜ
ひ
中
央
政
府
に

復
帰
さ
せ
た
い
思
い
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の

き
っ
か
け
と
し
て
、
西
郷
へ
一
緒
に
欧
州
視

察
へ
行
こ
う
と
い
う
誘
い
の
手
紙
を
送
り
ま

し
た
。
西
郷
の
返
事
は
断
り
の
内
容
で
し
た

が
、そ
の
手
紙
の
中
で
、最
近
は
ま
っ
た
く
農

民
に
な
り
き
っ
て
農
作
業
に
励
ん
で
い
る
こ

と
や
、
最
初
は
苦
労
し
た
け
れ
ど
最
近
は
と

て
も
楽
に
田
畑
を
耕
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
こ
と
な
ど
を
楽
し
そ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
西
郷
が
開
墾
社
か
ら
武
に
帰
る
際
、

馬
に
サ
ツ
マ
イ
モ
の
袋
を
二
俵
背
負
わ
せ
引

い
て
い
た
と
こ
ろ
、
途
中
で
馬
が
道
の
下
の

畑
に
落
ち
て
し
ま
い
ま
す
。
背
中
に
た
く
さ

ん
の
サ
ツ
マ
イ
モ
を
背
負
っ
て
い
る
た
め
馬

は
起
き
上
が
れ
ず
、
西
郷
も
突
然
の
こ
と
に

途
方
に
く
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
近
く
の
人
が
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