
寄
稿

今
回
は
伊
藤
博
文
は
じ
め
、米
欧
の
進
ん
だ
産
業
を
日
本
に
移
入
し
た  

ひ   

だ  

た
め
よ
し 

肥
田
為
良
、

技
術
者
教
育
の
向
上
に
奔
走
し
た

お
お
し
ま
た
か
と
う

大
島
高
任
、

日
本
近
代
化
へ
の
骨
格
づ
く
り
に
尽
力
し
た
人
物
た
ち
を
紹
介
す
る
。

い
ず
れ
も
欧
米
で
の
見
聞
を
取
り
入
れ
て
、新
機
軸
を
打
ち
出
し
た
開
拓
者
た
ち
だ
。

ま
た
人
が
人
を
育
て
、新
し
い
産
業
を
花
開
か
せ
る―

―
そ
ん
な
時
代
が
到
来
し
て
い
た
。

こ
の
使
節
団
に
お
け
る
第
一
の
意

味
は
大
久
保
利
通
が
参
加
し
て
い
た

こ
と
だ
と
前
回（
第
3
話
の
冒
頭
）に

述
べ
た
。

が
、そ
れ
に
匹
敵
し
そ
れ
を
凌
駕
す

る
く
ら
い
の
意
義
を
も
っ
た
の
が
伊

藤
博
文
の
参
加
だ
っ
た
こ
と
は
あ
ま

り
知
ら
れ
て
い
な
い
。伊
藤
は
、大
久

保
が
1
8
7
8（
明
治
11
）年
に
凶
刃

に
倒
れ
た
後
、そ
の
遺
志
と
建
国
の
事

業
を
継
承
し
、殖
産
興
業
は
む
ろ
ん
内

閣
制
度
を
つ
く
っ
て
初
代
の
総
理
大

臣
に
な
り
、さ
ら
に
は
帝
国
憲
法
と
い

う
明
治
国
家
の
骨
格
を
つ
く
り
議
会

政
治
を
定
着
す
べ
く
尽
力
し
た
人
物

で
あ
り
、対
外
的
に
も
日
清
戦
争
に
勝

利
し
、宿
願
の
条
約
改
正
へ
の
道
筋
も

つ
け
て
、日
本
の
独
立
と
近
代
化
の
仕

上
げ
を
や
り
遂
げ
た
人
物
だ
と
い
え

る
か
ら
で
あ
る
。

伊
藤
が
実
質
的
に
真
の
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
を
と
っ
た
期
間
は「
明
治
十
四

年
の
政
変
」か
ら
総
理
辞
任
ま
で
の
15

年
間
と
も
い
え
よ
う
が
、そ
れ
を
可
能

に
し
た
背
景
に
は
、岩
倉
使
節
団
の
参

加
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
抜
群
の
広
角
の

視
野
と
深
い
見
識
が
あ
り
、木
戸
は
も

と
よ
り
岩
倉
、大
久
保
と
い
う

お
お
だ
て
も
の

大
立
者

の
信
頼
を
勝
ち
得
た
こ
と
が
極
め
て
大

き
か
っ
た
。そ
し
て
帰
国
後
、「
明
治
六

年
の
政
変
」か
ら
明
治
10
年
の
西
南
戦

争
の
収
束
ま
で
の
間
、常
に
維
新
三
傑

の
側
近
に
あ
っ
て
よ
く
薫
陶
を
得
、そ

の
政
治
力
、人
間
力
を
修
得
し
た
こ
と

が
伊
藤
を
大
き
く
成
長
さ
せ
た
と
思
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

英
国
へ
の
密
航
留
学
と

米
欧
使
節
団

伊
藤
は
大
久
保
よ
り
一
世
代
若
く
、

農
家
に
近
い
出
身
な
が
ら
志
士
と
な
り
、

吉
田
松
陰
や
高
杉
晋
作
そ
し
て
と
り
わ

け
木
戸
孝
允
に

し
ん
し
ゃ

親
炙
し
て
深
く
感
化
を

う
け
、長
州
藩
の
生
死
を
懸
け
る
苛
烈

な
倒
幕
運
動
の
た
だ
中
で
鍛
え
ら
れ
た
。

そ
し
て
早
い
時
期
に
英
国
へ
の
密
航

留
学
と
い
う
絶
好
の
機
会
も
得
て
開

明
派
の
志
士
と
し
て
頭
角
を
現
し
て

い
く
の
だ
。

明
治
維
新
に
な
る
と
、い
き
な
り
開

港
場
の
兵
庫
で
外
交
経
済
の
担
当
官
と

な
り
知
事
に
昇
進
、次
い
で
中
央
に
呼

ば
れ
て
大
蔵
省
の
重
要
官
僚
と
な
る
。

そ
し
て
同
志
的
上
司
だ
っ
た
大
隈
重
信

と
と
も
に
山
積
す
る
喫
緊
の
課
題
処
理

に
奔
走
し
、新
橋
・
横
浜
間
の
鉄
道
建
設

に
も
先
鞭
を
つ
け
、さ
ら
に
は
金
融
財

政
問
題
が
緊
急
課
題
だ
と
認
識
す
る
や

果
敢
に
米
国
へ
の
調
査
団
を
企
画
し
て

自
ら
理
事
官
と
な
り
、1
8
7
0（
明
治

3
）年
の
末
か
ら
出
か
け
る
。こ
の
旅
は

6
か
月
に
及
ん
だ
が
米
国
側
の
好
意
的

な
対
応
も
あ
り
短
期
間
に
極
め
て
有
用

な
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
、キ
ャ
ッ

チ
ャ
ー
の
よ
う
に
そ
れ
を
受
け
た
大
隈

や
井
上
馨
や
渋
沢
栄
一
が
的
確
な
改
革

を
急
ピ
ッ
チ
で
す
す
め
て
い
く
こ
と
に

な
る
の
だ
。

「
廃
藩
置
県
」に
つ
い
て
は
、直
接
か

か
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、そ
の
考

え
は
早
く
か
ら
提
議
し
て
お
り
、そ
の

断
行
と
と
も
に
新
政
府
は
、次
の
一
手

と
し
て
条
約
改
正
が
ら
み
の
米
欧
使
節

団
を
企
画
す
る
こ
と
に
な
る
。そ
れ
は

も
と
よ
り
伊
藤
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で

も
あ
り
、前
年
か
ら
の
米
国
調
査
の
体

験
が
評
価
さ
れ
、大
使
の
岩
倉
か
ら
懇

請
さ
れ
工
部
省
の 

た
い 

ふ 

大
輔
に
昇
格
し
て
副

使
の
一
人
に
な
り
ア
メ
リ
カ
へ
と
旅
立

つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

人
脈
づ
く
り
も

明
る
く
前
向
き

伊
藤
は
既
述
の
通
り
、米
国
で
条
約

改
正
の
本
交
渉
に
入
る
と
い
う
勇
み
足

と
も
い
う
べ
き
大
失
態
を
演
じ
て
し
ま

う
。が
、そ
れ
に
も
め
げ
ず
伊
藤
は
以
後

前
向
き
に
着
実
に
視
察
見
聞
の
実
績
を

重
ね
、大
久
保
、木
戸
が
ベ
ル
リ
ン
か
ら

中
途
帰
国
し
た
後
は
、旅
の
終
わ
り
ま

で
岩
倉
大
使
の
片
腕
と
し
て
副
使
の
役

を
や
り
遂
げ
る
。

そ
し
て
伊
藤
は
単
に
見
聞
の
旅
と
い

う
だ
け
で
な
く
、旅
の
間
に
も
工
部
省

の
大
輔
と
し
て
極
め
て
重
要
な
仕
事
を

し
て
い
る
。工
部
省
は
い
わ
ば
産
業
化

の
エ
ン
ジ
ン
と
も
い
う
べ
き
機
関
で
、

1
8
7
1（
明
治
4
）年
の
段
階
で
10
寮

1
司
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。鉄
道
寮
、

鉱
山
寮
、製
鉄
寮
、電
信
寮
、灯
台
寮
、制

作
寮
、工
学
寮
、勧
工
寮
、土
木
寮
、造
船

寮
、測
量
司
で
あ
る
。そ
し
て
当
時
計
画

し
て
い
た
の
が
工
学
寮
の
充
実
で
あ
り
、

技
術
教
育
の
た
め
の
優
秀
な
教
師
を
英

国
か
ら
雇
う
こ
と
が
当
面
の
課
題
だ
っ

た
。伊
藤
は
そ
の
使
命
を
果
た
す
べ
く
、

幕
末
の
英
国
留
学
時
に
知
遇
を
得
て

い
た
ヒ
ュ
ー
・
マ
セ
ソ
ン（
大
商
社
の
社

長
）の
コ
ネ
で
工
科
系
教
育
の
大
御
所

だ
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ラ
ン
キ
ン
博
士

に
会
う
こ
と
が
で
き
、そ
の
縁
で
グ
ラ

ス
ゴ
ー
大
学
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の

逸
材
ヘ
ン
リ
ー
・
ダ
イ
ア
ー
を
校
長
格

と
し
て
招
く
こ
と
に
成
功
す
る
。そ
し

て
、そ
の
人
脈
で
数
学
、化
学
、機
械
、土

木
建
築
な
ど
各
部
門
の
教
師
7
人
の
雇

用
も
決
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
随
員
だ
っ
た
二
等
書
記
官
の

は
や
し
た
だ
す

林
董
（
後
に
英
国
大
使
、外
務
大
臣
）を

そ
の
担
当
と
し
、教
師
た
ち
を
同
伴
し

て
日
本
へ
赴
任
す
る
よ
う
に
は
か
っ
て

い
る
。林
は
こ
れ
が
縁
で
工
科
大
学（
後

の
工
部
大
学
校
）の
創
立
に
深
く
か
か

わ
り
、工
部
省
の
推
進
者
だ
っ
た

し 

ょ 

う

少
輔

   

や 

ま 

お   

よ
う
ぞ
う  

山
尾
庸
三（
伊
藤
の
盟
友
、幕
末
英
国
留

学
組
の
一
人
）を
助
け
て
技
術
者
の
早

期
育
成
に
尽
力
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
カ
レ
ッ
ジ
は
6
か
年
制
で
予
課
、

専
門
学
、実
地
学
か
ら
な
り
、当
時
世
界

で
も
最
先
端
の
実
験
的
な
工
科
教
育
を

め
ざ
し
た
も
の
だ
っ
た
。学
科
は
7
つ

に
分
か
れ
、初
期
の
学
生
か
ら
は
、後
に

活
躍
す
る

そ
う
そ
う

錚
々
た
る
人
物
を
輩
出
し
て

い
る
。一
例
を
挙
げ
れ
ば
、土
木
の

 

た 

な 

べ   

さ 

く 

ろ 

う 

田
辺
朔
郎
、建
築
の

か
た
や
ま 

と
う
く
ま

片
山
東
熊
、辰
野

金
吾
、化
学
の 

し
も
せ   

ま
さ
ち
か 

下
瀬
雅
允
、高
峰
譲
吉
、

電
機
の
志
田
林
三
郎
な
ど
で
あ
り
、い

ず
れ
も
西
洋
技
術
導
入
の
先
駆
け
と
な

り
、日
本
の
産
業
化
に
大
き
な
事
績
を

残
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

肥
田
為
良
の

飽
く
な
き
探
求
心

1
8
7
2（
明
治
5
）年
、使
節
団
は

ワ
シ
ン
ト
ン
に
滞
在
中
、フ
ィ
ラ
デ
ル

フ
ィ
ア
市
当
局
か
ら
丁
重
な
招
待
を
う

け
る
。当
時
工
業
都
市
と
し
て
最
も
繁

栄
し
て
い
た
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
は
大

い
に
歓
迎
し
て
ビ
ジ
ネ
ス
に
も
結
び
付

け
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
。と
こ
ろ
が

使
節
首
脳
は

に
わ俄

か
に
始
め
た
条
約
改
正

問
題
に
忙
殺
さ
れ
て
お
り
、工
部
理
事

官
・
肥
田
為
良
を
代
表
に
10
人
の
団
員

を
派
遣
し
て
そ
の
好
意
に
応
え
る
こ
と

に
な
っ
た
。工
部
省
派
遣
組
か
ら
は
大

島
高
任
と 

う
り
ゅ
う  

し
ん 

瓜
生
震
、通
訳
と
し
て
川
路

寛
堂
、長
野
桂
次
郎
の
4
名
が
、大
蔵
省

他
か
ら
も
通
訳
を
含
め
6
名
が
参
加
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ

ア
側
で
は
正
式
に
歓
迎
委
員
会
を
組
織

し
産
業
別
の
綿
密
な
視
察
コ
ー
ス
を
作

成
し
、実
に
行
き
届
い
た
応
対
を
し
て

く
れ
た
。

そ
の
視
察
先
を
み
る
と
、フ
ェ
ア
モ

ン
ト
公
園
に
あ
る
上
下
水
道
設
備
か
ら

始
ま
り
、製
鉄
、鋳
造
、鍛
造
、研
磨
、機

械
、エ
ン
ジ
ン
、工
具
、造
船
、ボ
イ
ラ
ー
、

製
氷
機
な
ど
。そ
れ
か
ら
、農
業
機
械
、

花
、野
菜
の
種
子
、農
業
、牧
場
。車
両
、

ク
レ
ー
ン
、ガ
ス
、ド
リ
ル
、旋
盤
、縫
製

機
械
、皮
革
、カ
ー
ペ
ッ
ト
。さ
ら
に
は

金
銀
宝
石
、美
術
工
芸
品
、出
版
社
、本

屋
、ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
、新
聞
社
、造
幣

所
、商
品
取
引
所
、そ
し
て
1
泊
2
日
で

ベ
ス
レ
ヘ
ム
の
炭
鉱
、鉄
鉱
石
ま
で
見
に

行
き
、そ
の
視
察
は
な
ん
と
25
日
間
で
50

か
所
に
も
及
ん
だ
の
だ
。

肥
田
は
旧
幕
臣
42
歳
、長
崎
伝
習
所
の

出
身
で
咸
臨
丸
の
機
関
掛
と
し
て
サ
ン

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
ま
で
来
た
こ
と
が
あ
り
、

造
船
や
蒸
気
機
関
に
つ
い
て
は
す
で
に

一
級
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
で
あ
っ
た
。ま
た

通
訳
の
長
野
桂
次
郎
も

し 

ん 

み  

新
見
使
節
団
に

随
行
し
て
ワ
シ
ン
ト
ン
ま
で
行
っ
た
組

で
英
語
も
堪
能
だ
っ
た
。一
行
は
ま
る

で
海
綿
の
よ
う
に
新
知
識
や
技
術
を
吸

収
し
、各
工
場
の
各
工
程
で
鋭
い
質
問

を
発
し
、実
地
の
操
作
に
つ
い
て
も
納

得
の
い
く
ま
で
説
明
を
求
め
た
。そ
の

余
り
の
熱
心
さ
に
応
対
側
が
ネ
を
あ
げ

る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。

肥
田
は
帰
国
後
、そ
の
知
識
と
体
験

を
基
に
、横
須
賀
造
船
所
長
、海
軍
機
関

技
監
な
ど
を
歴
任
、ま
た
経
営
の
才
も

あ
っ
た
の
で
岩
倉
か
ら
要
請
さ
れ
て
華

族
授
産
の
た
め
に
日
本
鉄
道
の
創
設
や

十
五
銀
行
の
創
設
に
も
携
わ
っ
て
い
る
。

が
、あ
や
ま
っ
て
汽
車
に
触
れ
、そ
の
事

故
に
よ
り
60
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。

産
業
近
代
化
に
貢
献
し
た

サ
ム
ラ
イ

工
部
省
鉱
山
助
の
任
に
あ
っ
た
大
島

高
任
は
46
歳
、岩
倉
大
使
に
次
ぐ
高
齢
で

あ
り
す
で
に
鉱
山
事
業
で
は
キ
ャ
リ
ア

十
分
の
人
物
だ
っ
た
。南
部
藩
の
侍
医

の
子
に
生
ま
れ
、17
歳
か
ら
江
戸
や
長
崎

に
遊
学
し
て
大
砲
鋳
造
に
注
目
し
、オ

ラ
ン
ダ
の
書『
大
砲
鋳
造
法
』を
研
究
し

て
、そ
れ
を
基
に
水
戸
藩
や
薩
摩
藩
か

ら
依
頼
さ
れ
て
反
射
炉
の
建
設
に
も
成

功
し
て
い
た
。釜
石
に
良
質
な
鉄
鉱
石

が
出
る
と
、そ
れ
を
使
っ
て
近
代
的
な

製
鉄
所
づ
く
り
に
挑
ん
で
い
る
が
、ど

う
し
て
も
米
欧
諸
国
の
鉱
山
や
精
錬
技

術
を
現
地
で
学
び
た
い
と
志
願
し
て
の

参
加
だ
っ
た
。

大
島
は
通
訳
一
人
だ
け
を
伴
い
見

た
い
所
を
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
回
り
、ド

イ
ツ
で
は
鉱
山
学
校
に
も
通
っ
て
学
ぶ

と
い
う
熱
心
さ
だ
っ
た
。そ
し
て
最
新

の
技
術
を
現
場
で
学
び
、鉄
だ
け
で
な

く
種
々
の
金
属
の
採
鉱
、精
錬
、技
術

を
学
ん
で
帰
国
し
た
。そ
し
て
長
く
鉱

山
局
長
の
職
に
あ
り
、そ
の
深
い
知
識

と
体
験
を
金
、銀
、銅
、石
炭
な
ど
各
地

の
鉱
山
の
近
代
化
に
生
か
し
、日
本
の

鉱
業
開
発
の
パ
イ
オ
ニ
ア
と
な
っ
た
。

ま
た
、そ
の
間
、我
が
国
初
め
て
の
坑
師

学
校
や
工
学
寮
の
創
設
に
も
関
与
し
、

1
8
9
0（
明
治
23
）年
に
は「
日
本
鉱

業
会
」の
会
長
に
就
任
し
て
大
御
所
的

存
在
に
な
る
の
で
あ
る
。

瓜
生
震
は
福
井
藩
士
の
子
で
、長
崎

へ
出
て 

が 

の
り
ゆ
き

何
礼
之
や
宣
教
師
グ
イ
ド
・
フ

ル
ベ
ッ
キ
に
英
語
を
学
び
、坂
本
竜
馬

の
海
援
隊
へ
も
所
属
し
て
い
た
。そ
の

こ
ろ
土
佐
商
会
の
岩
崎
弥
太
郎
と
も
縁

が
で
き
る
。明
治
4
年
、19
歳
で
工
部
省

の
鉄
道
寮
に
入
り
、使
節
団
派
遣
に
伴

い
工
部
省
付
き
通
訳
と
し
て
随
行
と

な
る
。

旅
の
回
覧
中
に
鉄
道
、交
通
、鉱
山
知

識
を
得
る
が
、ロ
ン
ド
ン
で
使
節
団
か

ら
離
脱
、留
学
生
と
し
て
3
年
間
カ

レ
ッ
ジ
で
鉄
道
の
勉
強
を
す
る
。帰
国

後
は
鉄
道
寮
に
帰
属
、3
年
勤
務
し
た

後
、後
藤
象
二
郎
の
手
掛
け
た
長
崎
の

鉱
山
事
業
に
携
わ
り
、さ
ら
に
三
菱
長

崎（
高
島
炭
鉱
）の
支
配
人
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、東
京
海
上
保
険
の
監
査
役
、九

州
鉄
道
の
設
立
や
麒
麟
麦
酒
の
創
業
に

も
関
与
す
る
。「
計
画
の
才
豊
で
、口
八

丁
手
八
丁
」と
い
わ
れ
、岩
崎
弥
太
郎
の

大
番
頭
と
の
評
も
あ
り
、実
業
界
で
縦

横
に
活
躍
し
た
。（
出
所
：『
岩
倉
使
節
団

の
群
像
』小
野
博
正
の
資
料
よ
り
）

日
本
産
業
の
近
代
化
の
プ
ラ
ン
ナ
ー

で
も
あ
っ
た
伊
藤
博
文
は
、時
の
状
況

を
見
据
え
適
切
に
対
応
し
、欧
米
の
先

進
的
教
育
や
産
業
の
導
入
に
日
本
の
将

来
の
あ
る
べ
き
姿
を
見
た
。そ
し
て
、伊

藤
の
敷
い
た
レ
ー
ル
の
上
に
多
く
の
工

学
系
技
術
者
が
育
ち
近
代
化
を
進
め
て

い
く
の
だ
。次
回
は
そ
の
群
像
の
続
き

を
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
き
た
い
。

岩
倉
使
節
団
が
遺
し
た
も
の

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家

泉 

三
郎

日
本
近
代
化
へ
の
懸
け
橋
4

日
本
的
産
業
革
命
を
興
し
た

「
士
魂
洋
才
」の
パ
イ
オ
ニ
ア

「長州藩英国留学生写真」 伊藤博文（後列右）、
山尾庸三（前列右）、井上馨（前列左）ほか若き
日のポートレート。  萩博物館所蔵

「横浜鉄道館蒸気車往返之図」 明治6（1873）年 三代広重画。  横浜開港資料館所蔵
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こ
の
使
節
団
に
お
け
る
第
一
の
意

味
は
大
久
保
利
通
が
参
加
し
て
い
た

こ
と
だ
と
前
回（
第
3
話
の
冒
頭
）に

述
べ
た
。

が
、そ
れ
に
匹
敵
し
そ
れ
を
凌
駕
す

る
く
ら
い
の
意
義
を
も
っ
た
の
が
伊

藤
博
文
の
参
加
だ
っ
た
こ
と
は
あ
ま

り
知
ら
れ
て
い
な
い
。伊
藤
は
、大
久

保
が
1
8
7
8（
明
治
11
）年
に
凶
刃

に
倒
れ
た
後
、そ
の
遺
志
と
建
国
の
事

業
を
継
承
し
、殖
産
興
業
は
む
ろ
ん
内

閣
制
度
を
つ
く
っ
て
初
代
の
総
理
大

臣
に
な
り
、さ
ら
に
は
帝
国
憲
法
と
い

う
明
治
国
家
の
骨
格
を
つ
く
り
議
会

政
治
を
定
着
す
べ
く
尽
力
し
た
人
物

で
あ
り
、対
外
的
に
も
日
清
戦
争
に
勝

利
し
、宿
願
の
条
約
改
正
へ
の
道
筋
も

つ
け
て
、日
本
の
独
立
と
近
代
化
の
仕

上
げ
を
や
り
遂
げ
た
人
物
だ
と
い
え

る
か
ら
で
あ
る
。

伊
藤
が
実
質
的
に
真
の
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
を
と
っ
た
期
間
は「
明
治
十
四

年
の
政
変
」か
ら
総
理
辞
任
ま
で
の
15

年
間
と
も
い
え
よ
う
が
、そ
れ
を
可
能

に
し
た
背
景
に
は
、岩
倉
使
節
団
の
参

加
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
抜
群
の
広
角
の

視
野
と
深
い
見
識
が
あ
り
、木
戸
は
も

と
よ
り
岩
倉
、大
久
保
と
い
う

お
お
だ
て
も
の

大
立
者

の
信
頼
を
勝
ち
得
た
こ
と
が
極
め
て
大

き
か
っ
た
。そ
し
て
帰
国
後
、「
明
治
六

年
の
政
変
」か
ら
明
治
10
年
の
西
南
戦

争
の
収
束
ま
で
の
間
、常
に
維
新
三
傑

の
側
近
に
あ
っ
て
よ
く
薫
陶
を
得
、そ

の
政
治
力
、人
間
力
を
修
得
し
た
こ
と

が
伊
藤
を
大
き
く
成
長
さ
せ
た
と
思
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

英
国
へ
の
密
航
留
学
と

米
欧
使
節
団

伊
藤
は
大
久
保
よ
り
一
世
代
若
く
、

農
家
に
近
い
出
身
な
が
ら
志
士
と
な
り
、

吉
田
松
陰
や
高
杉
晋
作
そ
し
て
と
り
わ

け
木
戸
孝
允
に

し
ん
し
ゃ

親
炙
し
て
深
く
感
化
を

う
け
、長
州
藩
の
生
死
を
懸
け
る
苛
烈

な
倒
幕
運
動
の
た
だ
中
で
鍛
え
ら
れ
た
。

そ
し
て
早
い
時
期
に
英
国
へ
の
密
航

留
学
と
い
う
絶
好
の
機
会
も
得
て
開

明
派
の
志
士
と
し
て
頭
角
を
現
し
て

い
く
の
だ
。

明
治
維
新
に
な
る
と
、い
き
な
り
開

港
場
の
兵
庫
で
外
交
経
済
の
担
当
官
と

な
り
知
事
に
昇
進
、次
い
で
中
央
に
呼

ば
れ
て
大
蔵
省
の
重
要
官
僚
と
な
る
。

そ
し
て
同
志
的
上
司
だ
っ
た
大
隈
重
信

と
と
も
に
山
積
す
る
喫
緊
の
課
題
処
理

に
奔
走
し
、新
橋
・
横
浜
間
の
鉄
道
建
設

に
も
先
鞭
を
つ
け
、さ
ら
に
は
金
融
財

政
問
題
が
緊
急
課
題
だ
と
認
識
す
る
や

果
敢
に
米
国
へ
の
調
査
団
を
企
画
し
て

自
ら
理
事
官
と
な
り
、1
8
7
0（
明
治

3
）年
の
末
か
ら
出
か
け
る
。こ
の
旅
は

6
か
月
に
及
ん
だ
が
米
国
側
の
好
意
的

な
対
応
も
あ
り
短
期
間
に
極
め
て
有
用

な
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
、キ
ャ
ッ

チ
ャ
ー
の
よ
う
に
そ
れ
を
受
け
た
大
隈

や
井
上
馨
や
渋
沢
栄
一
が
的
確
な
改
革

を
急
ピ
ッ
チ
で
す
す
め
て
い
く
こ
と
に

な
る
の
だ
。

「
廃
藩
置
県
」に
つ
い
て
は
、直
接
か

か
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、そ
の
考

え
は
早
く
か
ら
提
議
し
て
お
り
、そ
の

断
行
と
と
も
に
新
政
府
は
、次
の
一
手

と
し
て
条
約
改
正
が
ら
み
の
米
欧
使
節

団
を
企
画
す
る
こ
と
に
な
る
。そ
れ
は

も
と
よ
り
伊
藤
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で

も
あ
り
、前
年
か
ら
の
米
国
調
査
の
体

験
が
評
価
さ
れ
、大
使
の
岩
倉
か
ら
懇

請
さ
れ
工
部
省
の 

た
い 

ふ 

大
輔
に
昇
格
し
て
副

使
の
一
人
に
な
り
ア
メ
リ
カ
へ
と
旅
立

つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

人
脈
づ
く
り
も

明
る
く
前
向
き

伊
藤
は
既
述
の
通
り
、米
国
で
条
約

改
正
の
本
交
渉
に
入
る
と
い
う
勇
み
足

と
も
い
う
べ
き
大
失
態
を
演
じ
て
し
ま

う
。が
、そ
れ
に
も
め
げ
ず
伊
藤
は
以
後

前
向
き
に
着
実
に
視
察
見
聞
の
実
績
を

重
ね
、大
久
保
、木
戸
が
ベ
ル
リ
ン
か
ら

中
途
帰
国
し
た
後
は
、旅
の
終
わ
り
ま

で
岩
倉
大
使
の
片
腕
と
し
て
副
使
の
役

を
や
り
遂
げ
る
。

そ
し
て
伊
藤
は
単
に
見
聞
の
旅
と
い

う
だ
け
で
な
く
、旅
の
間
に
も
工
部
省

の
大
輔
と
し
て
極
め
て
重
要
な
仕
事
を

し
て
い
る
。工
部
省
は
い
わ
ば
産
業
化

の
エ
ン
ジ
ン
と
も
い
う
べ
き
機
関
で
、

1
8
7
1（
明
治
4
）年
の
段
階
で
10
寮

1
司
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。鉄
道
寮
、

鉱
山
寮
、製
鉄
寮
、電
信
寮
、灯
台
寮
、制

作
寮
、工
学
寮
、勧
工
寮
、土
木
寮
、造
船

寮
、測
量
司
で
あ
る
。そ
し
て
当
時
計
画

し
て
い
た
の
が
工
学
寮
の
充
実
で
あ
り
、

技
術
教
育
の
た
め
の
優
秀
な
教
師
を
英

国
か
ら
雇
う
こ
と
が
当
面
の
課
題
だ
っ

た
。伊
藤
は
そ
の
使
命
を
果
た
す
べ
く
、

幕
末
の
英
国
留
学
時
に
知
遇
を
得
て

い
た
ヒ
ュ
ー
・
マ
セ
ソ
ン（
大
商
社
の
社

長
）の
コ
ネ
で
工
科
系
教
育
の
大
御
所

だ
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ラ
ン
キ
ン
博
士

に
会
う
こ
と
が
で
き
、そ
の
縁
で
グ
ラ

ス
ゴ
ー
大
学
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の

逸
材
ヘ
ン
リ
ー
・
ダ
イ
ア
ー
を
校
長
格

と
し
て
招
く
こ
と
に
成
功
す
る
。そ
し

て
、そ
の
人
脈
で
数
学
、化
学
、機
械
、土

木
建
築
な
ど
各
部
門
の
教
師
7
人
の
雇

用
も
決
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
随
員
だ
っ
た
二
等
書
記
官
の

は
や
し
た
だ
す

林
董
（
後
に
英
国
大
使
、外
務
大
臣
）を

そ
の
担
当
と
し
、教
師
た
ち
を
同
伴
し

て
日
本
へ
赴
任
す
る
よ
う
に
は
か
っ
て

い
る
。林
は
こ
れ
が
縁
で
工
科
大
学（
後

の
工
部
大
学
校
）の
創
立
に
深
く
か
か

わ
り
、工
部
省
の
推
進
者
だ
っ
た

し 

ょ 

う

少
輔

   

や 

ま 

お   

よ
う
ぞ
う  

山
尾
庸
三（
伊
藤
の
盟
友
、幕
末
英
国
留

学
組
の
一
人
）を
助
け
て
技
術
者
の
早

期
育
成
に
尽
力
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
カ
レ
ッ
ジ
は
6
か
年
制
で
予
課
、

専
門
学
、実
地
学
か
ら
な
り
、当
時
世
界

で
も
最
先
端
の
実
験
的
な
工
科
教
育
を

め
ざ
し
た
も
の
だ
っ
た
。学
科
は
7
つ

に
分
か
れ
、初
期
の
学
生
か
ら
は
、後
に

活
躍
す
る

そ
う
そ
う

錚
々
た
る
人
物
を
輩
出
し
て

い
る
。一
例
を
挙
げ
れ
ば
、土
木
の

 

た 

な 

べ   

さ 

く 

ろ 

う 

田
辺
朔
郎
、建
築
の

か
た
や
ま 

と
う
く
ま

片
山
東
熊
、辰
野

金
吾
、化
学
の 

し
も
せ   

ま
さ
ち
か 

下
瀬
雅
允
、高
峰
譲
吉
、

電
機
の
志
田
林
三
郎
な
ど
で
あ
り
、い

ず
れ
も
西
洋
技
術
導
入
の
先
駆
け
と
な

り
、日
本
の
産
業
化
に
大
き
な
事
績
を

残
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

肥
田
為
良
の

飽
く
な
き
探
求
心

1
8
7
2（
明
治
5
）年
、使
節
団
は

ワ
シ
ン
ト
ン
に
滞
在
中
、フ
ィ
ラ
デ
ル

フ
ィ
ア
市
当
局
か
ら
丁
重
な
招
待
を
う

け
る
。当
時
工
業
都
市
と
し
て
最
も
繁

栄
し
て
い
た
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
は
大

い
に
歓
迎
し
て
ビ
ジ
ネ
ス
に
も
結
び
付

け
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
。と
こ
ろ
が

使
節
首
脳
は

に
わ俄

か
に
始
め
た
条
約
改
正

問
題
に
忙
殺
さ
れ
て
お
り
、工
部
理
事

官
・
肥
田
為
良
を
代
表
に
10
人
の
団
員

を
派
遣
し
て
そ
の
好
意
に
応
え
る
こ
と

に
な
っ
た
。工
部
省
派
遣
組
か
ら
は
大

島
高
任
と 

う
り
ゅ
う  

し
ん 

瓜
生
震
、通
訳
と
し
て
川
路

寛
堂
、長
野
桂
次
郎
の
4
名
が
、大
蔵
省

他
か
ら
も
通
訳
を
含
め
6
名
が
参
加
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ

ア
側
で
は
正
式
に
歓
迎
委
員
会
を
組
織

し
産
業
別
の
綿
密
な
視
察
コ
ー
ス
を
作

成
し
、実
に
行
き
届
い
た
応
対
を
し
て

く
れ
た
。

そ
の
視
察
先
を
み
る
と
、フ
ェ
ア
モ

ン
ト
公
園
に
あ
る
上
下
水
道
設
備
か
ら

始
ま
り
、製
鉄
、鋳
造
、鍛
造
、研
磨
、機

械
、エ
ン
ジ
ン
、工
具
、造
船
、ボ
イ
ラ
ー
、

製
氷
機
な
ど
。そ
れ
か
ら
、農
業
機
械
、

花
、野
菜
の
種
子
、農
業
、牧
場
。車
両
、

ク
レ
ー
ン
、ガ
ス
、ド
リ
ル
、旋
盤
、縫
製

機
械
、皮
革
、カ
ー
ペ
ッ
ト
。さ
ら
に
は

金
銀
宝
石
、美
術
工
芸
品
、出
版
社
、本

屋
、ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
、新
聞
社
、造
幣

所
、商
品
取
引
所
、そ
し
て
1
泊
2
日
で

ベ
ス
レ
ヘ
ム
の
炭
鉱
、鉄
鉱
石
ま
で
見
に

行
き
、そ
の
視
察
は
な
ん
と
25
日
間
で
50

か
所
に
も
及
ん
だ
の
だ
。

肥
田
は
旧
幕
臣
42
歳
、長
崎
伝
習
所
の

出
身
で
咸
臨
丸
の
機
関
掛
と
し
て
サ
ン

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
ま
で
来
た
こ
と
が
あ
り
、

造
船
や
蒸
気
機
関
に
つ
い
て
は
す
で
に

一
級
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
で
あ
っ
た
。ま
た

通
訳
の
長
野
桂
次
郎
も

し 

ん 

み  

新
見
使
節
団
に

随
行
し
て
ワ
シ
ン
ト
ン
ま
で
行
っ
た
組

で
英
語
も
堪
能
だ
っ
た
。一
行
は
ま
る

で
海
綿
の
よ
う
に
新
知
識
や
技
術
を
吸

収
し
、各
工
場
の
各
工
程
で
鋭
い
質
問

を
発
し
、実
地
の
操
作
に
つ
い
て
も
納

得
の
い
く
ま
で
説
明
を
求
め
た
。そ
の

余
り
の
熱
心
さ
に
応
対
側
が
ネ
を
あ
げ

る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。

肥
田
は
帰
国
後
、そ
の
知
識
と
体
験

を
基
に
、横
須
賀
造
船
所
長
、海
軍
機
関

技
監
な
ど
を
歴
任
、ま
た
経
営
の
才
も

あ
っ
た
の
で
岩
倉
か
ら
要
請
さ
れ
て
華

族
授
産
の
た
め
に
日
本
鉄
道
の
創
設
や

十
五
銀
行
の
創
設
に
も
携
わ
っ
て
い
る
。

が
、あ
や
ま
っ
て
汽
車
に
触
れ
、そ
の
事

故
に
よ
り
60
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。

産
業
近
代
化
に
貢
献
し
た

サ
ム
ラ
イ

工
部
省
鉱
山
助
の
任
に
あ
っ
た
大
島

高
任
は
46
歳
、岩
倉
大
使
に
次
ぐ
高
齢
で

あ
り
す
で
に
鉱
山
事
業
で
は
キ
ャ
リ
ア

十
分
の
人
物
だ
っ
た
。南
部
藩
の
侍
医

の
子
に
生
ま
れ
、17
歳
か
ら
江
戸
や
長
崎

に
遊
学
し
て
大
砲
鋳
造
に
注
目
し
、オ

ラ
ン
ダ
の
書『
大
砲
鋳
造
法
』を
研
究
し

て
、そ
れ
を
基
に
水
戸
藩
や
薩
摩
藩
か

ら
依
頼
さ
れ
て
反
射
炉
の
建
設
に
も
成

功
し
て
い
た
。釜
石
に
良
質
な
鉄
鉱
石

が
出
る
と
、そ
れ
を
使
っ
て
近
代
的
な

製
鉄
所
づ
く
り
に
挑
ん
で
い
る
が
、ど

う
し
て
も
米
欧
諸
国
の
鉱
山
や
精
錬
技

術
を
現
地
で
学
び
た
い
と
志
願
し
て
の

参
加
だ
っ
た
。

大
島
は
通
訳
一
人
だ
け
を
伴
い
見

た
い
所
を
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
回
り
、ド

イ
ツ
で
は
鉱
山
学
校
に
も
通
っ
て
学
ぶ

と
い
う
熱
心
さ
だ
っ
た
。そ
し
て
最
新

の
技
術
を
現
場
で
学
び
、鉄
だ
け
で
な

く
種
々
の
金
属
の
採
鉱
、精
錬
、技
術

を
学
ん
で
帰
国
し
た
。そ
し
て
長
く
鉱

山
局
長
の
職
に
あ
り
、そ
の
深
い
知
識

と
体
験
を
金
、銀
、銅
、石
炭
な
ど
各
地

の
鉱
山
の
近
代
化
に
生
か
し
、日
本
の

鉱
業
開
発
の
パ
イ
オ
ニ
ア
と
な
っ
た
。

ま
た
、そ
の
間
、我
が
国
初
め
て
の
坑
師

学
校
や
工
学
寮
の
創
設
に
も
関
与
し
、

1
8
9
0（
明
治
23
）年
に
は「
日
本
鉱

業
会
」の
会
長
に
就
任
し
て
大
御
所
的

存
在
に
な
る
の
で
あ
る
。

瓜
生
震
は
福
井
藩
士
の
子
で
、長
崎

へ
出
て 

が 

の
り
ゆ
き

何
礼
之
や
宣
教
師
グ
イ
ド
・
フ

ル
ベ
ッ
キ
に
英
語
を
学
び
、坂
本
竜
馬

の
海
援
隊
へ
も
所
属
し
て
い
た
。そ
の

こ
ろ
土
佐
商
会
の
岩
崎
弥
太
郎
と
も
縁

が
で
き
る
。明
治
4
年
、19
歳
で
工
部
省

の
鉄
道
寮
に
入
り
、使
節
団
派
遣
に
伴

い
工
部
省
付
き
通
訳
と
し
て
随
行
と

な
る
。

旅
の
回
覧
中
に
鉄
道
、交
通
、鉱
山
知

識
を
得
る
が
、ロ
ン
ド
ン
で
使
節
団
か

ら
離
脱
、留
学
生
と
し
て
3
年
間
カ

レ
ッ
ジ
で
鉄
道
の
勉
強
を
す
る
。帰
国

後
は
鉄
道
寮
に
帰
属
、3
年
勤
務
し
た

後
、後
藤
象
二
郎
の
手
掛
け
た
長
崎
の

鉱
山
事
業
に
携
わ
り
、さ
ら
に
三
菱
長

崎（
高
島
炭
鉱
）の
支
配
人
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、東
京
海
上
保
険
の
監
査
役
、九

州
鉄
道
の
設
立
や
麒
麟
麦
酒
の
創
業
に

も
関
与
す
る
。「
計
画
の
才
豊
で
、口
八

丁
手
八
丁
」と
い
わ
れ
、岩
崎
弥
太
郎
の

大
番
頭
と
の
評
も
あ
り
、実
業
界
で
縦

横
に
活
躍
し
た
。（
出
所
：『
岩
倉
使
節
団

の
群
像
』小
野
博
正
の
資
料
よ
り
）

日
本
産
業
の
近
代
化
の
プ
ラ
ン
ナ
ー

で
も
あ
っ
た
伊
藤
博
文
は
、時
の
状
況

を
見
据
え
適
切
に
対
応
し
、欧
米
の
先

進
的
教
育
や
産
業
の
導
入
に
日
本
の
将

来
の
あ
る
べ
き
姿
を
見
た
。そ
し
て
、伊

藤
の
敷
い
た
レ
ー
ル
の
上
に
多
く
の
工

学
系
技
術
者
が
育
ち
近
代
化
を
進
め
て

い
く
の
だ
。次
回
は
そ
の
群
像
の
続
き

を
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
き
た
い
。

岩倉使節団がフィラデルフィアで視察したフェアモント公園と造幣所。
『特命全権大使 米欧回覧実記』に掲載された銅版画より  久米美術館提供

いずみ  さぶろう

泉 三郎
「米欧亜回覧の会」理事
長。1976年から岩倉使
節団の足跡をフォロー
し、約8年で主なルート

を辿り終える。主な著書に、『岩倉使節団の群像 
日本近代化のパイオニア』（ミネルヴァ書房、共
著・編）、『岩倉使節団という冒険』（文春新書）、
『岩倉使節団―誇り高き男たちの物語』（祥伝
社）、『米欧回覧百二十年の旅』上下二巻（図書
出版社）ほか。

「東京名勝開花真景 虎門工学局」  港区立郷土歴史館所蔵
明治20（1887）年、浮世絵として描かれた「工部大学校」（塔
のある建物は小学館〈予備科教場〉）。工部大学校から明治の
文明開化に貢献する技術者が多数育っていった。
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