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現
在
の
玉
名
郡
玉
東
町
・
熊
本
市
北
区
植
木
町
に
所
在
す
る

「
田
原
坂
・
横
平
山
・
吉
次
峠
」は
、

明
治
10（
１
８
７
７
）年
、
西
南
戦
争
に
お
い
て
激
し
い
戦
い
の

舞
台
に
な
っ
た
場
所
で
あ
る
。

こ
の
戦
い
は
、
日
本
の
近
代
史
上
最
大
に
し
て
最
後
の
内
戦
で
あ
り

そ
の
後
、
日
本
が
本
格
的
な
近
代
化
へ
の
道
へ
と
進
む

き
っ
か
け
と
な
っ
た
戦
い
で
も
あ
る
。

今
も
そ
の
激
し
い
戦
い
の
痕
跡
が
残
る

こ
の
地
域
で
ど
の
よ
う
な
戦
い
が
あ
り

人
々
は
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
し
て
生
き
た
の
か

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

物
語
は
薩
摩
の
小
さ
な
集
落
か
ら
始
ま
る
。

「
越
す
に
越
さ
れ
ぬ
田
原
坂
」
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登場人物

達
之
助

西
郷
隆
盛

桐
野
利
秋

大
久
保
利
通

櫻
田
惣
士
郎

八
世 

鳩
野
宗
巴

谷
干
城

野
津
道
貫

佐
野
常
民

源
吉

薩
摩
藩
出
身 

士
族

西
郷
軍
と
し
て

西
南
戦
争
に
参
加
。

た
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す
け

さ
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ご
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出
身 

士
族

政
府
軍
と
し
て

西
南
戦
争
に
参
加
。

西郷軍政府軍

「歴史マンガ 西南戦争 －ふたりの隼人－」は、史実を題材に
架空の登場人物である「達之助」と「源吉」というふたりの※薩摩隼人が活躍する物語です。

※薩摩隼人・・・古代薩摩（今の鹿児島県）に住んでいた隼人一族が勇ましいことで知られていたところから薩摩出身の武士のことを指す。

さ
つ 
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は
ん
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ゅ
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ん

さ
い
ご
う
ぐ
ん
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な
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さ
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ん 

せ
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そ
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さ
ん  

か
し  

ぞ
く

せい　　　ふ　　　ぐん さい　　 ごう　　  ぐん

こだい  さつまさつ ま はや と いま か  ご しま けん す はやといちぞく いさ し さつましゅっしん ぶ   し さ

か   くう とう じょう じん ぶつ

とう           じょう         じん            ぶつ

れき　し せい なん せん そう はや   と し    じつ だい ざい

かつ  やく ものがたりたつ   の   すけ げん  きち さつ　ま   はや   と

薩摩藩出身の士族。武芸
に優れていて「人斬り半次
郎」の異名を持っています。

薩摩藩出身の士族。明治
維新の立役者として活躍
しました。人情が厚く、た
くさんの人々から慕われ
ていました。

薩摩藩出身の政治家。幕
末は西郷と共に倒幕運動
を行い、明治政府で活躍。
西南戦争後、政府に不満を
持つ士族に暗殺されました。

土佐藩出身の士族。西郷
らと共に倒幕運動を行い
ました。西南戦争では熊
本鎮台の司令長官として
活躍しました。

薩摩藩出身の士族。兄・
鎮雄と共に西南戦争では
政府軍の幹部として活躍
しました。

佐賀藩出身の士族。ヨー
ロッパで学んだ国際赤十
字の知識を元に日本赤十
字社の前身となる博愛社
を設立しました。

肥後藩（玉東町）出身の士族。
教育者。和歌を読むこと
が得意。西南戦争で西郷
軍に加わったため裁判の
後、処刑されました。

肥後藩の医師を務めた。
西南戦争では敵味方や身
分などの差別を一切しな
い博愛精神のもと治療を
行ないました。
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１
８
５
３
（
嘉
永
６
）
年

１
８
５
４
（
安
政
元
）
年

１
８
５
８
（
安
政
５
）
年

１
８
６
０
（
万
延
元
）
年

１
８
６
２
（
文
久
２
）
年

１
８
６
３
（
文
久
３
）
年

１
８
６
６
（
慶
応
２
）
年

１
８
６
７
（
慶
応
３
）
年

１
８
６
８
（
明
治
元
）
年

ペ
リ
ー
が
浦
賀
に
来
航

日
米
和
親
条
約
が
締
結

日
米
修
好
通
商
条
約
が
締
結

桜
田
門
外
の
変

生
麦
事
件

薩
英
戦
争
が
勃
発

薩
長
同
盟
が
成
立

大
政
奉
還

明
治
維
新
・
明
治
政
府
樹
立

「
近
代
国
家
へ
と
向
か
う
日
本
」

（
し
か
し
）
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※

１

※

２

※1 国の政治の権力がすべて中央政府に集中すること
※2 当時、鎖国を続けていた朝鮮に対し派兵もしくは使節をもって開国を進めようとする議論「征（遣）韓論争」。

はへいとうじ

くに せいじ けんりょく しゅうちゅうちゅうおうせいふ

さこく つづ ちょうせん たい しせつ かいこく すす ぎろん せい    けん  かんろんそう
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桜
島
は

え
え
の
ぉ

明
治
６
年

11
月
10
日

西
郷
は
故
郷

鹿
児
島
へ
戻
っ
て
き
た
。

そ
し
て
、

鹿
児
島
士
族
の
た
め
に

私
学
校
を
作
り
、

そ
の
教
育
に

力
を
そ
そ
い
だ
。

西
郷
を
尊
敬
し

鹿
児
島

そ
し
て
、日
本
の
将
来
を

考
え
る
若
者
へ
と

成
長
を
し
て
い
た
。

そ
の
中
に

　

達
之
助
も
い
た
。
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せ
い
ち
ょ
う

わ
か  

も
の

し
ょ
う 

ら
い

そ
ん  

け
い

※私学校・・・西郷が桐野利秋、篠原国幹、大山綱良などと共に設立した士族青少年のための学校。
　　　　　　　銃隊学校、砲隊学校、幼年学校から成り、軍事のほか漢学や外国語の授業もあった。

しがっこう さいごう

じゅうたいがっこう ほうたいがっこう ようねんがっこう かんがくぐん じな がいこく ご じゅぎょう

きりのとしあき しのはらくにもと おおやまつなよし とも せつりつ しぞくせいしょうねん がっこう



国
の
こ
と
は

大
久
保
に

任
せ
よ
う

し
か
し
、当
の
西
郷
は

百
姓
の
仕
事
に
精
を
出
し

政
治
か
ら
は
身
を
引
い
た

生
活
を
送
っ
て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
中
、独
立
国
の
よ
う
な

鹿
児
島
の
動
き
を
警
戒
し
た
明
治
政
府
が

武
器
倉
庫
か
ら
密
か
に
兵
器
弾
薬
を

大
阪
に
移
送
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に

私
学
校
党
が
激
怒
。

一
方
で・・・

明
治
政
府
は
次
々
と

武
士
の
特
権
を
奪
う
政
策
を

う
ち
だ
し
、次
第
に
士
族
の
不
満
が

噴
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

8

《廃刀令》明治9（1876）年に出された帯刀禁止令。士族の特権廃止の制度の一つ。
《秩禄処分》明治9（1876）年に明治政府が行った士族の給与を全廃する政策。

そ
し
て
・・・

政
府
の
陸
軍
火
薬
庫
を

襲
撃
す
る
事
件
が
起
き
る
。

く
に

と
う

ひ
ゃ
く
し
ょ
う

せ
い   

じ

せ
い  

か
つ

お
く

み

ひ

し　

ご
と

せ
い

だ

さ
い  

ご
う

お
お　

く　

  

ぼ

ま
か

ふ
ん 

し
ゅ
つ

た
い　
　
　
　
　
　
　

へ
ん せ

い  

さ
く

め
い   

じ   

せ
い   

ふ

い
っ 

ぽ
う

ぶ     

し

と
っ  

け
ん

う
ば

つ
ぎ 

つ
ぎ

か　

 

ご   

し
ま

な
か

う
ご

ど
く 

り
つ 

こ
く

け
い 

か
い

め
い   
じ   

せ
い   

ふ

ぶ　

 

き   

そ
う   

こ

ひ
そ

い　

そ
う

し　

 

が
っ 

こ
う 

と
う

げ
き  

ど

せ
い  

ふ

し
ゅ
う
げ
き

じ   

け
ん

お

り
く 

ぐ
ん  

か   

や
く   

こ

へ
い    

き  

だ
ん  

や
く

お
お 

さ
か

し　

だ
い

し　

ぞ
く

ふ   

ま
ん

明治7（1874）年　佐賀の乱
明治9（1876）年　神風連の変、秋月の乱、萩の乱

はいとうれい

ぶ  し とっけん うば せいさく

ちつろくしょぶん めいじ  せいふ し ぞく きゅうよ ぜんぱい せいさく

めい じ

めい じ せいふ ふ まん いだ し ぞく お はんらん

ねん

ねんめい じ

さ   が

しんぷうれん へん あきづき らん はぎ らん

らん

おこな

たいとうきんしれいめい じ ねん

めい じ ねん

だ し ぞく とっけんはいし せいど ひと

※

１

※

２

※１ 武士の特権を奪う政策とは・・・ ※2  明治政府に不満を抱いた士族が起こした反乱とは・・・



こ
こ
ま
で

来
て
し
ま
っ
て
は

も
う 

治
る
ま
い

わ
た
し
の
身
体
は

君
た
ち
に
あ
ず
け
る

今
こ
そ
政
府
を

叩
く
べ
き
じ
ゃ
！

政
府
は

西
郷
さ
ん
を

殺
そ
う
と

し
よ
り
ま
す
！

西
郷
さ
ん
！

私
学
校
党
に
よ
る
暴
動
は

大
き
く
な
り

翌
日
以
降
も
次
々
と
政
府
軍
の

火
薬
庫
を
襲
撃
。

と
う
と
う

西
郷
は
私
学
校
党
を

率
い
て
鹿
児
島
を

立
つ
こ
と
を
決
断
す
る
。

そ
し
て
２
月　

日

南
国
の
鹿
児
島
で
は

め
ず
ら
し
い
雪
が

舞
い
散
る
中
・・・

9

ぼ
う 

ど
う

し    

が
っ 

こ
う 

と
う

い
ま

せ
い　

  

ふ

た
た

せ
い   

ふ

さ
い 

ご
う

こ
ろ

さ
い  

ご
う

き

お
さ
ま

か
ら
だ

き
み

よ
く 

じ
つ   

い   
こ
う

か   

や
く  

こ

し
ゅ
う
げ
き

つ
ぎ 

つ
ぎ

せ
い   

ふ   

ぐ
ん

さ
い　

ご
う

か　
　

ご      

し
ま

ひ
きた

け
つ   

だ
ん

ま

ち

な
か

か　

  

ご    

し
ま

な
ん  

ご
く

が
つ

に
ち

ゆ
き

し　
　

が
っ　

 

こ
う   
と
う

お
お

14



西南戦争激戦の軌跡

10

薩摩軍の主な動き
西郷指揮薩摩軍の主な動き
官軍の主な動き

急
速
な
近
代
化
政
策
を
お
し
進

め
る
藩
閥
官
僚
中
心
の
新
政
府

に
対
し
て
、日
本
各
地
で
旧
士

族
の
不
満
が
高
ま
り
、反
乱
が

発
生
。
明
治
政
府
は
士
族
の
軍

事
集
団
で
あ
る
、私
学
校
の
動

き
を
警
戒
し
、鹿
児
島
に
あ
っ

た
弾
薬
製
造
所
を
大
阪
へ
移
転

し
よ
う
と
し
ま
す
。そ
れ
に
先

立
ち
密
か
に
兵
器
弾
薬
を
大
阪

に
移
送
し
よ
う
と
し
た
こ
と

に
、私
学
校
生
徒
ら
が
激
怒
。

政
府
の
陸
軍
火
薬
庫
を
襲
い
弾

薬
約
６
万
発
を
奪
う
事
件
が
発

生
し
ま
し
た
。
ま
た
、政
府
は
、

私
学
校
の
動
向
を
探
る
密
偵
を

派
遣
し
て
お
り
、そ
こ
に
西
郷

隆
盛
暗
殺
計
画
の
目
論
見
が
あ

る
と
し
て
、こ
れ
を
政
府
の
非

行
と
と
ら
え
、「
政
府
の
尋
問
の

為
」挙
兵
す
る
こ
と
が
決
定
し

ま
し
た
。
当
初
、西
郷
隆
盛
は
、

挙
兵
に
対
し
て
沈
黙
を
守
っ
て

い
ま
し
た
が
、私
学
校
党
に
お

さ
れ
て
つ
い
に
は「
自
ら
の
命

を
あ
ず
け
る
」と
、決
意
し
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

武
器
倉
庫

襲
撃
事
件

西
南
戦
争
ミ
ニ
コ
ラ
ム
❶

　

ぶ　
　
　
　
　

き　
　
　
　

そ
う　
　
　
　

こ

し
ゅ
う　
　
　

げ
き　
　
　
　
　

じ　
　
　
　

け
ん

せ
い 

な
ん
せ
ん
そ
う

せい　　     なん          せん           そう           げき         せん き            せき



西
郷
隆
盛
は
１
万
３
千
の

士
族
を
率
い
て

鹿
児
島
を
出
発
。

そ
の
中
に
は

達
之
助
の
姿
も
あ
っ
た
。

そ
し
て・・・

11

さ
い　

 

ご
う   

た
か    

も
り

ま
ん

ぜ
ん

し      

ぞ
く

ひ
き

か　
　

ご　
　

し
ま

し
ゅ
っ　

ぱ
つ

な
か

た
つ　

  

の     

す
け

す
が
た



第
二
章　
　

『
開
戦
』　
ー
熊
本
城
の
攻
防
ー

同
日
、「
鹿
児
島
賊
徒
征
伐
」の

勅
令
が
下
り
、政
府
軍
は

西
郷
軍
を
反
乱
軍
と
し
て

開
戦
布
告
。

こ
こ
に
７
ヵ
月
に
わ
た
る

西
南
戦
争
の
火
蓋
が

切
っ
て
落
と
さ
れ
た
。

そ
し
て
、２
月
19
日

熊
本
城
で

火
災
が
発
生
。

西
郷
軍
の
出
兵
を
う
け

熊
本
鎮
台
は
熊
本
の
城
下
を

焼
き
払
っ
た
。

火
災
の
原
因
は

分
か
っ
て
い
な
い
が

熊
本
鎮
台
は

食
料
等
軍
備
を
失
っ
た
・・・

熊
本
鎮
台
司
令
長
官

谷 

千
城

た
に　
　

 

た
て     

き

か
い　
　
　

せ
ん

だ
い        

に     

し
ょ
う

く
ま　
　

も
と　
　

じ
ょ
う

く
ま
も
と
ち
ん
だ
い
し
れ
い
ち
ょ
う
か
ん

こ
う　
　

ぼ
う

ろ
う  

じ
ょ
う   

さ
く   

せ
ん

が
つ

に
ち

ど
う   

じ
つ

ち
ょ
く 

れ
い

は
ん   

ら
ん   

ぐ
ん

か
い   

せ
ん     

ふ     

こ
く

か   

げ
つ

せ
い   

な
ん   

せ
ん   

そ
う

ひ    

ぶ
た

き

お く
だ

せ
い     

ふ   

ぐ
ん

さ
い   

ご
う   

ぐ
ん

か　

   

ご    

し
ま   

ぞ
く    

と    

せ
い   

ば
つ

城
を
出
て
の
戦
で
は

分
が
悪
い

籠
城
作
戦
を
と
る

12

さ
い　

 

ご
う   

ぐ
ん

か　

 

さ
い

わく
ま  

も
と  

ち
ん  

だ
い

う
し
な

し
ょ
く
り
ょ
う 

な
ど 

ぐ
ん     

び

し
ろ

ぶ

わ
る で

い
く
さ

げ
ん  

い
ん

く
ま　

も
と　

じ
ょ
う

か　
　

さ
い

は
っ　

せ
い

く
ま　

 

も
と   
ち
ん　

  

だ
い

や

は
ら

じ
ょ
う　

か

く
ま    

も
と

し
ゅ
っ  

ぺ
い

※1熊本鎮台・・・政府の軍隊の一つ。 　※2籠城作戦・・・城などの中にたてこもって敵を防ぐこと。　※3勅令・・・天皇が発する命令のこと。
くまもとちんだい せい ふ ぐんたい ろうじょうさくせん しろ なか てき ふせ ちょくれい てんのう はっ めいれい

※

１

※

２

※

３

政
府
軍

せ
い    

ふ   

ぐ
ん



２
月
22
日

西
郷
軍
は
熊
本
城
に
対
す
る

攻
撃
を
開
始
し
た
。

攻
め
ろ

ー

ひ
る
む
な

ー
こ
れ
だ
け
の
兵
力
で

攻
め
て
い
る
の
に
・・・

熊
本
城
と
い
う
城
は

な
ん
と
い
う
城
じ
ゃ
・・・

13

行
け
ぇ

進
め
ぇ

ー
薩
軍 

四
番
大
隊
長

桐
野 

利
秋

き
り     

の　

     

と
し    

あ
き

さ
つ
ぐ
ん
よ
ん
ば
ん
だ
い
た
い
ち
ょ
う

さ
い  
ご
う  

ぐ
ん

が
つ

に
ち

こ
う  

げ
き

い

せ

へ
い   

り
ょ
く

せ
く
ま  

も
と 

じ
ょ
う

し
ろ

し
ろ

す
す

か
い　

し く
ま  

も
と 

じ
ょ
う

た
い

西
郷
軍

さ
い  

ご
う  

ぐ
ん



こ
の
ま
ま

耐
え
き
れ
ば

必
ず
勝
機
は

来
る
！
耐
え
る
ぞ
！

必
死
で
持
ち
こ
た
え
る

熊
本
鎮
台
を
救
う
た
め
、

政
府
軍
は
全
国
か
ら

兵
士
を
か
き
集
め
た
。

西
郷
軍
は

苦
戦
す
る
も
・・・

熊
本
城
の
籠
城
作
戦
は
そ
の
後

54
日
間
に
も
お
よ
び

３
千
４
０
０
人
が
耐
え
抜
い
た
。

加
藤
清
正
が
造
っ
た
熊
本
城
は

築
城
か
ら
２
７
０
年
を
経
て

そ
の
力
を
発
揮
し
た
の
で
あ
る
。

谷　

千
城

く
そ
ぉ

こ
こ
も
や
ら
れ
て
い
る

う
て

ー
う
て

ー
う
て

ー
う
て

ー

14

ひ
っ    

し

も

さ
い　

 

ご
う　

ぐ
ん

く　

  

せ
ん

た
か
な
ら

く

た

た
に　
　
　
　

 

た
て     

き　

く
ま  

も
と 

じ
ょ
う

に
ち  

か
ん

ぜ
ん

に
ん

か    

と
う  

き
よ  

ま
さ

ち
く
じ
ょ
う

ね
ん

ち
か
ら

は
っ　

き

へ

つ
く

く
ま  

も
と 

じ
ょ
う

ろ
う 

じ
ょ
う 

さ
く 

せ
ん

た

ぬ

ご

し
ょ
う　

 

き

ぜ
ん   

こ
く

せ
い     

ふ     
ぐ
ん

へ
い　
　

し

あ
つ

す
く

く
ま    
も
と    

ち
ん    

だ
い



熊
本
城
は

包
囲
に
と
ど
め

南
下
し
て
く
る

政
府
軍
を

た
た
く
た
め

部
隊
を
城
北
へ
と

進
め
る
！

一
方
、
熊
本
城
を

落
と
せ
ぬ
ま
ま
の

西
郷
軍
は
、

城
北（
玉
東
・
植
木
付
近
）へ
と

戦
い
の
舞
台
を

移
す
こ
と
に
な
る
。

桐
野 

利
秋

15

２
月
23
日
【
木
葉
の
戦
い
】

熊
本
城
か
ら
増
強
さ
れ
た

西
郷
軍
の
激
し
い

攻
撃
に
よ
り
、

政
府
軍
は
撤
退
。

２
月
25
日
【
高
瀬
の
戦
い
】

菊
池
川
を
は
さ
ん
だ
攻
防
戦
。

本
隊
が
合
流
し

勢
い
を
取
り
戻
し
た
政
府
軍
が

優
勢
に
戦
い
を
進
め
た
。

こ
の
戦
い
に
よ
り

西
郷
隆
盛
の
弟
・
小
兵
衛
が

戦
死
す
る
。

木葉

高瀬

政府軍
西郷軍

い
っ  

ぽ
う

おさ
い  

ご
う  

ぐ
ん

く
ま  

も
と  

じ
ょ
う

き
り　

  

の         

と
し    

あ
き

が
つ

に
ち

こ
の　

は

た
た
か

が
つ

に
ち

た
か　

せ

た
た
か

く
ま 

も
と 

じ
ょ
う

さ
い 

ご
う 

ぐ
ん

こ
う 

げ
き

せ
い　

ふ  

ぐ
ん

せ
い　

ふ  

ぐ
ん

き
く　

ち  

が
わ

ほ
ん 

た
い

い
き
お

ゆ
う 

せ
い

さ
い 

ご
う 

た
か 

も
り

せ
ん　

し

お
と
う
と

こ     

へ     

え

た
た
か

た
た
か

す
す

と

も
ど

ご
う
り
ゅ
う

こ
う 

ぼ
う 

せ
ん

て
っ  

た
い

は
げ

ぞ
う
き
ょ
う

く
ま  

も
と  

じ
ょ
う

ほ
う    

い

な
ん　

 

か

せ
い     

ふ    

ぐ
ん

ぶ     

た
い

す
す

じ
ょ
う 

ほ
く

じ
ょ
う 

ほ
く

た
た
か

う
つ

ぶ　

 

た
い

ぎ
ょ
く
と
う

う
え    

き      

ふ   

き
ん

現玉名市

現玉東町現玉東町

現熊本市現熊本市



第
三
章　

『
田
原
坂
・
吉
次
峠
・
横
平
山
の
戦
い
』　

ひ
る
む
な
ぁ
ぁ

ー

行
け
ぇ

　　行
け
ぇ
ぇ
ぇ

あ
れ
は
熊
本
隊
か

　　　心
強
い
・
・
・

高
瀬
の
戦
い
に
敗
れ
た
西
郷
軍
は
、

政
府
軍
を
迎
え
撃
つ
た
め

田
原
坂
を
中
心
に

西
は
河
内
、東
は
山
鹿
に

１
万
２
千
人
の
兵
力
を
送
り

約
50
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ

防
衛
陣
地
を
築
い
た
。

16

熊本城

三ノ岳

吉次峠
半高山

横平山

千本桜

田原坂

三の坂

二の坂

一の坂

豊岡橋

中谷川

二俣台地

木葉川

木留

向坂

七本

植木

※

※ 西郷に味方する兵士が九州各地から集まり「党薩諸隊」と呼ばれた。
とうさつしょたい よさいごう みかた へいし きゅうしゅうかくち あつ

た
か　

せ

だ
い　

  

さ
ん     

し
ょ
う

た　
　
　
　
　

ば
る　
　
　
　

ざ
か

い

い

く
ま　

も
と　

た
い

こ
こ
ろ 

づ
よ

き
ち　
　
　
　
　

じ　
　
　
　

と
う
げ

よ
こ　
　
　
　

 

ひ
ら　
　
　
　

  

や
ま

た
た

せ
い　

ふ　

ぐ
ん

た　

ば
る　

ざ
か

に
し

や
く

ぼ
う  

え
い  

じ
ん   

ち

き
ず

お
よ

ま
ん

せ
ん   

に
ん

へ
い  
り
ょ
く

お
く

か
わ　

ち

ひ
が
し

や
ま   

が

ち
ゅ
う
し
ん

む
か

う

た
た
か

や
ぶ

さ
い  

ご
う  

ぐ
ん

河内⇨

⇦山鹿

河内⇨

⇦山鹿



し
の    

は
ら　

    

く
に   

も
と

吉
次
峠
は
西
郷
軍
お
よ
び

地
元
で
地
理
に
詳
し
い

熊
本
隊
で
守
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

吉
次
峠３

月
３
日

薩
軍
一
番
大
隊
長

篠
原 

国
幹

何
と
し
て
も

吉
次
峠
を

死
守
す
る
！
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半
高
山 吉

次
峠

き
ち　
　

 

じ　
　

と
う
げ

な
ん

き
ち　
　

   

じ　
　

  

と
う
げ

き
ち    

じ   

と
う
げ

じ     

も
と

く
ま  

も
と   

た
い

ま
も

ち      

り

く
わ

さ
い   

ご
う  

ぐ
ん

し　
　
　

 

し
ゅ

が
つ

み
っ     

か

き
ん
ぽ
う
ざ
ん

さ
ん 

の 

た
け

金
峰
山

三
ノ
岳

き
ち
じ
と
う
げ

は
ん
こ
う
や
ま

さ
つ
ぐ
ん
い
ち
ば
ん
だ
い
た
い
ち
ょ
う



っ 

て

ーーっ

吉
次
の
険
は

　　城
よ
り
も
険
な
り
！

　　　　行
く
ぞ
！

こ
れ
以
上

先
へ
は

行
か
せ
ぬ
！

達
之
助
も 

ま
た

必
死
に
戦
っ
て
い
た
。

政
府
軍
は
１
カ
月
に

数
十
万
発
と
い
う

弾
薬
を
消
費
。

そ
の
す
さ
ま
じ
い

戦
場
で

次
々
と
死
人
が
で
る

戦
場
の
中
で

恐
れ
や
死
に
対
す
る

感
覚
は

な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

熊
本
隊
一
番
小
隊
長

佐
々
友
房

さ
っ    

さ　

 

と
も   

ふ
さ

た
つ   

の   

す
け

せ
い　

ふ  

ぐ
ん

す
う 

じ
ゅ
う 

ま
ん 

ぱ
つ

だ
ん  

や
く

つ
ぎ 

つ
ぎ

お
そ

か
ん 

か
く

し

た
い

せ
ん
じ
ょ
う

な
か

し   

に
ん

し
ょ
う 

ひ

か　

げ
つ

ひ
っ　

し

た
た
か

熊
本
協
同
隊
参
謀

宮
崎 

八
郎

み
や  

ざ
き　

   

は
ち  

ろ
う

せ
ん
じ
ょ
う

池
部 

吉
十
郎

い
け　

 

べ　
　

   

き
ち 

じ
ゅ
う  

ろ
う

熊
本
隊
参
謀

櫻
田 

惣
四
郎

さ
く
ら   

だ       

そ
う    

し     

ろ
う

ふ
た  

ま
た  

だ
い   

ち

ほ
う 

げ
き

二
俣
台
地
か
ら
の
砲
撃

18

熊
本
隊
隊
長

く
ま
も
と
た
い 

た
い
ち
ょ
う

く
ま
も
と
た
い
い
ち
ば
ん
し
ょ
う
た
い
ち
ょ
う

く
ま
も
と
た
い  

さ
ん
ぼ
う

く
ま
も
と
き
ょ
う
ど
う
た
い 

さ
ん 

ぼ
う

き
ち   

じし
ろ

け
ん

け
ん

い　

じ
ょ
う

さ
きい

い

現
・
玉
名
市
出
身

現
・
玉
東
町
出
身

山
鹿
方
面

や
ま　

  

が       

ほ
う   

め
ん

田
原
坂
方
面

た     

ば
る    

ざ
か    

ほ
う    

め
ん



西
郷
軍
は
日
に
日
に

追
い
詰
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

19

田
原
坂
第
一
次
総
攻
撃
の
戦
い
は
激
し
く
、弾
薬

の
消
費
は
予
想
を
大
き
く
上
回
り
、一
日
数
十
万

発
も
使
用
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

第
二
次
総
攻
撃
の
田
原
坂
本
道
正
面
攻
撃
も
効

果
が
あ
が
ら
ず
、第
三
次
総
攻
撃（
三
月
七
日
〜
）

に
お
い
て
、政
府
軍
は
、田
原
坂
正
面
攻
撃
に
加

え
、田
原
坂
の
西
側
に
あ
る
玉
東
町
二
俣
台
地
を

占
領
し
、こ
こ
に
大
砲
陣
地（
砲
台
）を
築
き
、側

面
か
ら
の
攻
撃
を
開
始
し
ま
す
。

砲
撃
は
朝
か
ら
日
暮
れ
ま
で
続
き
、田
原
坂
の
西

郷
軍
に
打
撃
を
あ
た
え
ま
し
た
。

二
俣
台
地
か
ら
の
砲
撃

西
南
戦
争
ミ
ニ
コ
ラ
ム
❷

さ
い  

ご
う  

ぐ
ん

せ
い
な
ん
せ
ん
そ
う

ふ
た
　
　
ま
た
　
　
だ
い
　
　
ち

ほ
う
　
　
げ
き

お

つ

ひ

ひ

二俣台地の瓜生田、古閑周辺に
は、政府軍の砲陣地が築かれま
した。近年の発掘調査ではそ
の痕跡が確認されています。
大砲は分解して運搬可能な四斤
山砲が主にしようされていました。

小銃の弾は、人体に大きなダ
メージを与える鉛という金
属が使用されました。     　▶

▲  使用されていた銃は最新式のスナイドル銃やス
ペンサー銃などの元込め銃の他、旧式のエンフィー
ルド銃など先込め式の銃も使用されました。

四斤山砲（レプリカ）四斤山砲（レプリカ）

二俣瓜生田砲台跡発掘調査の様子二俣瓜生田砲台跡発掘調査の様子

スナイドル銃スナイドル銃



戦
況
は
両
軍

一
進
一
退
で
あ
っ
た
が
・・・

西
郷
軍
の
斬
り
込
み
隊
に

対
抗
す
べ
く

投
入
さ
れ
た
の
が

元
会
津
藩
士
を
中
心
に

戊
辰
戦
争
の
恨
み
を

晴
ら
し
て
や
ろ
う
と
い
う

強
い
思
い
が

士
気
に
な
っ
て
い
た
。

抜
刀
隊
の
活
躍
に
よ
っ
て

３
月
15
日
、横
平
山
は

政
府
軍
が
占
領
。

ぼ　
　

  

し
ん

は

ば
っ  

と
う  

た
い

せ
い   

ふ   

ぐ
ん

せ
ん 

り
ょ
う

が
つ

に
ち

よ
こ  

ひ
ら  

や
ま

か
つ  

や
く

と
き

う
ら

ぼ　

 
し
ん   

せ
ん   

そ
う

う
ら

はつ
よし　

　

き

お
も

警
視
抜
刀
隊
で

あ
っ
た
。

戊
辰
の
恨
み

晴
ら
す
時

じ
ゃ
ぁ

ー

お
お
っ

20

け
い
　
　
し
　
　  

ば
っ
　  

と
う
　   

た
い

よ
こ    

ひ
ら    

や
ま

せ
ん
き
ょ
う

い
っ
し
ん 

い
っ
た
い

さ
い  

ご
う  

ぐ
ん

た
い   

こ
う

と
う
に
ゅ
う

き

こ

た
い

り
ょ
う
ぐ
ん

※1 会津藩・・・・現在の福島県
※2 戊辰戦争・・・慶応 4（1868）年 1月から翌年 5月にかけて、新政府軍と旧幕府派の間で行われた内戦。

横
平
山

※

２
も
と  

あ
い    

ず      

は
ん    

し

ち
ゅ
う 

し
ん

※
１

あい づ はん

ぼしんせんそう けいおう ねん がつ よくねん がつ しんせい ふ ぐん きゅうばく  ふ   は あいだ おこな ないせん

げんざい ふくしまけん
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三池往還

吉次往還

豊前街道

加藤清正が造った道
《豊前街道》

熊本を拠点として北上し、植木、鹿央、
山鹿、和泉から南関を経て豊前・小倉
に至る道のことです。参勤交代道と
して栄え、大名行列の休憩処が設け
られるなど、道沿いの町は賑わいを見
せていました。

横平山の戦い
両軍が横平山の重要性に気づき、激し
い争奪戦が始まったのが 3 月 9 日頃
で、政府軍が一時占領しますが、3 月
15日に西郷軍が奪取します。
政府軍は主力を横平山に向け、中腹
にあった塁を奪うことに成功しまし
た。しかし、頂上まであとわずかな地
点で激しい銃弾を浴び、多くの死傷者
を出しました。そこに、駆けつけた「警
視抜刀隊」50人が突撃し、頂上の西郷
軍に斬り込みました。同時に各隊の
兵士たちも突入し、西郷軍は大混乱に
陥り、多数の死者を出しながら全員が
敗走します。
警視抜刀隊が突入し西郷軍の敗走ま
では、わずか 5 分だったと伝えられて
います。この戦いで西郷軍兵士、政府
軍抜刀隊もほとんどが死傷し、その数
200人以上だったといわれます。横平
山争奪戦は西南戦争の三大激戦の一
つにあげられています。

《三池往還》
植木で分岐しているもう一つの豊前
街道の別称です。玉東町木葉、玉名
市高瀬、岩本橋（荒尾市）、大牟田三池、
江浦から勢高（瀬高）へ繋がるルート
です。

《吉次往還》
熊本城下から玉名市瀬高を結び、往還
のほぼ中央には、吉次峠があります。
熊本への近道として活用された主要
道でした。吉次峠は昔、金売吉次とい
う人物がここで強盗に殺害されたとい
う由来からその名がついたとされてい
ます。加藤清正が横島干拓のときに
この道を通り、ぬかるみに石畳を敷い
て道を整備したと伝えられています。

「明治10年 西南戦役 田原、植木、吉次 戦跡図」「明治10年 西南戦役 田原、植木、吉次 戦跡図」

よこ　 ひら　 やま

か　   とう       きよ     まさ

ぶ    ぜん  かい  どう

み      いけ   おう  かん

きち　じ      おう  かん

つく みち

たたか



し
ば
し
の
休
息・・・

政
府
軍
は
援
軍
を

迎
え
、攻
勢
を

強
め
て
い
っ
た
。

源
吉
の
思
い
と
は
逆
に

戦
況
は
ま
す
ま
す

激
し
さ
を
増
し
て

い
く
こ
と
に
な
る
。

政
府
軍
陣
営

源
吉

せ
い　
　

  

ふ　
　

ぐ
ん　
　

じ
ん　
　

 

え
い

げ
ん　

 

き
ち

き
ゅ
う
そ
く

せ
い　

 

ふ　

ぐ
ん

む
か

つ
よ

こ
う 

せ
い え

ん  

ぐ
ん

に
ぎ
り
め
し
は

い
ら
ん
で
す
か

ひ
と
つ
い
た
だ
こ
う

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す

正
直

薩
摩
の
人
間
と

戦
う
の
は
嫌
じ
ゃ

で
き
れ
ば
直
接
剣
を

交
え
ず
に
終
わ
ら
せ
た
い

22

う
わ
あ

し
ょ
う
じ
き

さ
つ　

ま

た
た
か

ま
じ

げ
ん
き
ち

せ
ん
き
ょ
う

は
げ

ま

お
も

ぎ
ゃ
く

お
ち
ょ
く
せ
つ
け
ん

い
や

に
ん 

げ
ん



う
う
・・・

あ
の
中
に
は

兄
上
が

い
る
か
も

し
れ
ぬ

出
来
れ
ば

父
上
と
は
剣
を

交
わ
し
た
く

な
い
・・・

こ
の
戦
い
は
親
子
や

兄
弟
同
士
が

敵
味
方
に
分
か
れ
て
戦
う

悲
し
い
戦
い
で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
政
府
軍
、
西
郷
軍
に

関
係
な
く
負
傷
し
た

兵
士
を
看
護
し
、

倉
な
ど
に
か
く
ま
う
こ
と
も

あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

戦
場
に
は

国
内
で
は
初
の

従
軍
記
者
た
ち
も
い
た
。

彼
ら
は
現
地
で

取
材
を
続
け

情
報
を
伝
え
よ
う
と

奮
闘
し
た
。

こ
ん
な
も
ん
し
か

な
い
け
ど

食
べ
な
っ
せ

そ
り
ゃ
も
う

ひ
ど
か
っ
た
で
す

か
た
じ
け
な
い

23

西
南
戦
争
で
は
、新
聞

記
者
が
政
府
軍
に
同
行

し
戦
場
の
様
子
を
伝
え

て
い
ま
す
。
こ
れ
が
従

軍
記
者
の
は
し
り
と
も

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
第

29
代
内
閣
総
理
大
臣
・

犬
養
毅
も
慶
應
義
塾
在

学
中
に「
郵
便
報
知
新

聞
」の
記
者
と
し
て
西

南
戦
争
を
取
材
し
て
い

ま
す
。 日

本
初
の
従
軍
記
者

西
南
戦
争
ミ
ニ
コ
ラ
ム
❸

激
戦
地
と
な
っ
た

現
玉
東
町
で
は

住
民
が

多
大
な
被
害
を
受
け
た
。

な
か

あ
に
う
え

た
た
か

き
ょ
う 

だ
い  

ど
う   

し

て
き　

 

み    

か
た

か
な

た
た
か

わ

た
た
か

で　

き

ち
ち
う
え

か

げ
き  

せ
ん   

ち

せ
い　

ふ    

ぐ
ん

か
ん  

け
い

へ
い　

 

し

く
らた

せ
ん
じ
ょ
う

こ
く 

な
い

じ
ゅ
う
ぐ
ん  

き   

し
ゃ

か
れ

し
ゅ 

ざ
い

じ
ょ
う
ほ
う

ふ
ん
と
う

せ
い 

な
ん
せ
ん
そ
う

に
っ　
　

 

ぽ
ん　
　
　

は
つ

じ
ゅ
う     

ぐ
ん           

き           

し
ゃ

つ
た

つ
づ

げ
ん  

ち は
つ

か
ん   

ご ふ  

し
ょ
う

さ
い  

ご
う  

ぐ
ん

げ
ん

じ
ゅ
う
み
ん

た　

だ
い

ひ    

が
い

う

ぎ
ょ
く
と
う   

ま
ち

け
ん

お
や   

こ

個人蔵



悲
惨
な
戦
場
の
様
子
を
知
っ
た
人
の

中
に
は
、こ
の
現
実
を

ど
う
に
か
し
た
い
と

行
動
を
起
こ
す
人
も
い
た

ー

近
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が

こ
こ
に
誕
生
し
た
。
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元
老
院
議
官  

佐
野
常
民
ら
に
よ
り
、「
敵
味
方
の

区
別
な
く
救
護
す
る
」と
い
う
赤
十
字
の
思
想
の

も
と  

博
愛
社  

が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

救
護
に
当
た
っ
た
人
は
１
２
０
人
、救
護
を
受
け

た
人
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
も
、

１
千
４
２
９
人
に
及
び
ま
す
。

明
治
19
年（
１
８
８
８
）日
本
も
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条

約
に
加
盟
し
、翌
年
、博
愛
社
か
ら
日
本
赤
十
字

社
と
名
前
を
改
め
、佐
野
常
民
が
初
代
社
長
に
就

任
し
ま
し
た
。

日
本
赤
十
字
社
の
前
身

   

博
愛
社
の
設
立

西
南
戦
争
ミ
ニ
コ
ラ
ム
❹

《正念寺》
木葉の政府軍大
繃帯所の一つ。
山門には当時のま
ま生々しい銃弾跡
が残っています。

《徳成寺》
木葉の政府軍繃
帯所の一つと思わ
れる。本堂は当時
のままの姿です。

傷
つ
い
た
者
に

敵
も
味
方
も
な
い
！

※

佐
野 

常
民

さ      

の　
　

  

つ
ね   

た
み

八
世 

鳩
野 

宗
巴

は
っ 

せ
い　

  

は
と    

の        

そ
う    

は

さ
い    

ご
う  

ぐ
ん   

が
わ

元
老
員
議
官

元
肥
後
藩
医

政
府
軍
側
ー

西
郷
軍
側
ー

政
府
軍
で
も

傷
つ
い
た
者
は

治
療
を
す
る

※ ヒューマニズム・・・人道主義、博愛主義

は
く
あ
い
し
ゃ

”

“

ひ    

さ
ん

な
か

こ
う  

ど
う

せ
い　

  

ふ     

ぐ
ん    

が
わ

き
ず

て
き

み    

か
た も

の

げ
ん
ろ
う
い
ん
ぎ
か
ん

も
と 

ひ  

ご 

は
ん
い

お

ひ
と

げ
ん  
じ
つ

せ
ん 
じ
ょ
う

よ
う   

す

し

ひ
と

せ
い 

な
ん
せ
ん
そ
う

に
っ　
　

 

ぽ
ん　
　

せ
き　
　

じ
ゅ
う　
　

じ         

し
ゃ

は
く　
　

  

あ
い       

し
ゃ

せ
つ　
　
　

り
つ

ぜ
ん　
　

 

し
ん

せ
い   

ふ   

ぐ
ん

き
ん 

だ
い

た
ん 

じ
ょ
う

き
ずち 

り
ょ
う

も
の

じんどうしゅ ぎ はくあいしゅ ぎ

しょう ねん  じ

とく じょう  じ



の       

ず　
　

   

み
ち    

つ
ら

い
よ
い
よ

田
原
坂
で
の

戦
も
大
詰
め
だ

準
備
を
お
こ
た
る
な
よ

３
月
20
日
午
前
６
時

田
原
坂
総
攻
撃

政
府
軍
は
、

占
領
し
た
横
平
山
な
ど

三
方
か
ら
兵
を
進
め
、

不
意
を
つ
か
れ
た
西
郷
軍
は

総
崩
れ
と
な
り
、

田
原
坂
の
西
郷
軍
は

退
却
し
た
。

薩
摩
藩
出
身
の
野
津
道
貫
は

兄
・
鎮
雄
と
共
に
政
府
軍
と
し
て

参
戦
し
、大
き
な
戦
功
を
あ
げ
る
も

同
じ
薩
摩
士
族
同
士
で
の
戦
い
は

辛
い
も
の
だ
っ
た
。

「
田
原
坂
で
は
刀
帯
で

弾
が
止
ま
っ
て
命
拾
い
し
た
」

と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
っ
て
い
る
。

政
府
軍
第
二
旅
団 

参
謀
長

　

野
津 

道
貫
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田
原
坂
が

陥
落
し
ま
し
た
！

た　
　
　

ば
る　
　
　

ざ
か

い
く
さ

じ
ゅ
ん　
　

  

び

お
お　
　
　

づ

さ
つ   

ま   

は
ん 

し
ゅ
っ
し
ん

あ
に

さ
ん  

せ
ん

お
な

つ
ら

さ
つ   

ま    

し   

ぞ
く  

ど
う   

し

た
た
か

お
お

せ
ん  

こ
う

し
ず   

お

と
も

せ
い   

ふ   

ぐ
ん

せ
い    

ふ   

ぐ
ん

せ
ん 

り
ょ
う

さ
ん  

ぼ
う

ふ     

い

そ
う  

く
ず

た    

ば
る  

ざ
か

た   

ば
る  

ざ
か

た     

ば
る    

ざ
か

か
ん   

ら
く

た
ま

の
こ

と

い
の
ち
び
ろ

た
い 

と
う

た
い 

き
ゃ
く

さ
い  

ご
う  

ぐ
ん

さ
い  

ご
う  

ぐ
ん

へ
い

す
す

よ
こ  

ひ
ら  

や
ま

の    

ず    

み
ち  

つ
ら

が
つ

た         

ば
る       

ざ
か

そ
う        

こ
う       

げ
き

は
つ　

  

か

ご     

ぜ
ん

じ

せ
い  

ふ  

ぐ
ん 

だ
い  

に   

り
ょ 

だ
ん

さ
ん
ぼ
う
ち
ょ
う



い
や
あ

地
獄
峠
と
呼
ば
れ
た
吉
次
峠
で
は

両
軍
お
互
い
の
顔
が

見
え
る
ほ
ど
の
距
離
で

撃
ち
合
い
が
行
わ
れ
た
。

い
よ
い
よ

こ
の
周
辺
で
の

戦
い
も
終
盤
戦
を

迎
え
る
頃

悲
し
い
運
命
の
再
会
を

果
た
そ
う
と
し
て
い
る

ふ
た
り
が
い
た
。

達
之
助
と
源
吉
で
あ
る
。

大
丈
夫
か
！

し
っ
か
り
し
ろ
ぉ

す
す
め
ぇ

ひ
る
む
な
ぁ
ぁ

先
に

行
っ
て
く
れ
・・・

26

ぁ
ぁ
ぁ
！

う
て
ーー

ぐ
あ
ぁ

う
あ
ぁ

う
て
ーー

４
月
１
日

が
つ

つ
い
た
ち

じ   

ご
く
と
う
げ

し
ゅ
う 

へ
ん

だ
い     

じ
ょ
う     

ぶ

こ
ろ

む
か

た
た
か

し
ゅ
う 

ば
ん  

せ
ん

う

あ

お
こ
な

り
ょ
う
ぐ
ん

み

き
ょ   

り

よ

き
ち   

じ  

と
う
げ

た
が

か
お

か
なは

う
ん  

め
い

さ
い  

か
い

さ
きい

た
つ　

 

の　

す
け

げ
ん  

き
ち



薩
摩
の

役
に
立
つ

人
間
に
な
る共

に
薩
摩
の

た
め
に

あ
ぁい

つ
か

　　ま
た
会
お
う

オ
レ
も
だ
！
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あ
の
時
か
わ
し
た

約
束
は
・
・
・

意
外
な
形
で

果
た
さ
れ
た
・
・
・

さ
つ    

ま

さ
つ    

ま

あ

と
も

と
き

い　
　
　

が
い

か
た
ち

は

や
く     
そ
く

や
く

に
ん  

げ
ん

た



な
ぜ

お
前
な
の
だ
！

こ
ん
な
と
こ
ろ
で
！

退
け

ぇ
ぇ
ーー

 
い
っ
た
ん

 
さ
が
る
ぞ
ぉー

源
吉
っ
！

達
之
助
！

28

げ
ん    

き
ち

ひ

た
つ      

の     

す
け

ま
え



エ
ピ
ロ
ー
グ　
　

『
別
れ
と
旅
立
ち
』　
ー
近
代
国
家
へ
と
向
か
う
日
本
ー

き
ん　
　

だ
い　
　

 

こ
っ　
　

  

か

む

に
っ　
　

ぽ
ん

わ
か

た
び　
　
　
　
　

ち

こ
う
し
て

田
原
坂
・
横
平
山
・
吉
次
峠
の

城
北
戦
線
は
長
期
戦
に
な
る
も

４
月
15
日 

完
全
に
解
か
れ
た・・・

西
郷
軍
は
九
州
各
地
を
転
戦（
10
頁
参
照
）。

敗
走
を
続
け

８
月
16
日 

宮
崎
に
て

解
散
命
令
を
出
す
こ
と
に
な
る
。

熊
本
隊
を
は
じ
め

九
州
各
地
か
ら
集
ま
っ
た
部
隊
は

政
府
軍
に
降
伏
す
る
者
も
い
れ
ば

自
害
す
る
者
も
い
た
と
い
う
。

西
郷
軍
は
吉
次
峠
の
戦
い
で

健
闘
を
す
る
も

横
平
山
か
ら
回
り
込
ん
だ

政
府
軍
に
よ
っ
て

撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
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さ
い   

ご
う  

ぐ
ん

せ
い     

ふ   

ぐ
ん

て
っ  

た
い

よ　

  

ぎ

け
ん  

と
う

よ
こ  

ひ
ら  

や
ま

ま
わ

こ

き
ち    

じ   

と
う
げ

た
た
か

た  

ば
る 

ざ
か

よ
こ 

ひ
ら 

や
ま

き
ち  

じ 

と
う
げ

じ
ょ
う
ほ
く
せ
ん
せ
ん

が
つ

に
ち

が
つ

に
ち

み
や 

ざ
き

か
い 

さ
ん 

め
い 

れ
い

く
ま 

も
と 

た
い

だ

と

か
ん 

ぜ
ん

ち
ょ
う
き
せ
ん

さ
い 

ご
う 

ぐ
ん

は
い 

そ
う

つ
づ

き
ゅ
う
し
ゅ
う
か
く
ち

き
ゅ
う
し
ゅ
う
か
く
ち

ぶ  

た
い

あ
つ

て
ん 

せ
ん

ぺ
ー
じ
さ
ん
し
ょ
う

せ
い  

ふ  

ぐ
ん

じ  

が
い

も
の

こ
う 

ふ
く

も
の



西
郷
ら
幹
部
は
政
府
軍
と
戦
い
続
け
な
が
ら

９
月
１
日
、鹿
児
島
へ
到
着
。

鹿
児
島
北
部
に
あ
る
城
山
に
た
て
こ
も
っ
た
。

９
月
24
日
、政
府
軍
の
完
全
な
包
囲
の
も
と

西
郷
は
自
害（
享
年
　
）。

こ
こ
に
西
南
戦
争
は
終
結
す
る
。

西
郷
軍
は
５
万
人
、

政
府
軍
は
６
万
人
が
戦
争
に
加
わ
り
、

両
軍
合
わ
せ
て
１
万
４
千
人
が
亡
く
な
っ
た
。

西
南
戦
争
を
最
後
に

士
族
の
反
乱
は
終
息
し
た
。

そ
の
後
、日
本
政
府
は
本
格
的
な
近
代
化
を

進
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
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せ
い  

な
ん  

せ
ん  

そ
う

す
す

ご

に
っ  

ぽ
ん   

せ
い   

ふ

ほ
ん  

か
く  

て
き

き
ん  

だ
い    

か

さ
い　

 

ご

し    

ぞ
く

は
ん  

ら
ん

し
ゅ
う
そ
く

さ
い
ご
う

が
つ
つ
い
た
ち

が
つ

さ
い
ご
う

じ  

が
い

せ
い 

な
ん 

せ
ん 

そ
う

さ
い 

ご
う 

ぐ
ん

せ
い  

ふ  

ぐ
ん

り
ょ
う
ぐ
ん  

あ

ま
ん 

に
ん

ま
ん 

に
ん

ま
ん

せ
ん 

に
ん

な

せ
ん 

そ
う

く
わ

し
ゅ
う
け
つ

き
ょ
う
ね
ん

に
ち

せ
い  

ふ  

ぐ
ん

か
ん
ぜ
ん

ほ
う  

い

か　

ご   
し
ま

か　

ご   

し
ま
ほ
く  

ぶ

し
ろ
や
ま

と
う
ち
ゃ
く

か
ん  
ぶ

せ
い  

ふ  

ぐ
ん

た
た
か

つ
づ

51
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達
之
助
は

教
育
者
を
目
指
し
て

勉
強
の
日
々

平
和
で
豊
か
な
日
本
を
創
る

決
意
を
新
た
に
す
る
の
だ
っ
た
。

終

源
吉
は
明
治
政
府
の
た
め

こ
ち
ら
も
勉
強
の
日
々
で
あ
っ
た
。

本
格
的
に
近
代
化
へ
と

進
み
だ
し
た

明
治
の
時
代
を

生
き
る
若
者
と
し
て

新
し
い
道
へ
と

進
み
だ
し
て
い
た
。

そ
れ
か
ら

数
年
後・・・・・・

ふ
た
り
の
隼
人
は・・・

た
つ　

 

の　

す
け

す
う　

 
ね
ん　

  

ご
は
や　

 

と

ほ
ん  

か
く  

て
き

げ
ん  

き
ち

め
い   

じ　

 

せ
い　

 

ふ

す
す

す
す

め
い   

じ

い
あ
た
ら

み
ち

わ
か  

も
の

じ　

だ
い

き
ん  

だ
い   

か

い

き
ょ
う 

い
く  

し
ゃ

め　

   

ざ

べ
ん 

き
ょ
う

ひ　

 

び

べ
ん 

き
ょ
う

ひ　

 

び

け
つ　

い

あ
ら

へ
い　

わ

ゆ
た

に
っ  

ぽ
ん

つ
く

い

ぬ

ひ
と

こ
こ
ろ
ざ
し

志
な
か
ば
で

た
お
れ
た
人
た
ち
の
た
め
に
も
生
き
抜
き

お
わ
り
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崇烈碑

横平山古戦場（公園）

半高山古戦場（公園）

吉次峠古戦場（公園）
（佐々友房の詩碑）

田原坂公園
田原坂資料館

至山鹿至和水

至玉名

至熊本（河内）

国指定史跡西南戦争遺跡 西南戦争関連遺跡
至熊本

至山鹿

史跡西南戦争遺跡
最新情報はこちらから▶

玉
東
・
植
木

西
南
戦
争

遺
跡
マ
ッ
プ

玉
東
・
植
木
・

西
南
戦
争

遺
跡
マ
ッ
プ
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