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海
を
渡
っ
た
若
者
た
ち

薩
摩
藩
英
国
留
学
生

さ

つ

ま

は

ん

時
は
江
戸
時
代
、
一
八
六
五
年
（
元
治
二
年
）
三
月
、
薩
摩
の

げ
ん
じ

若
き
武
士
達
が
、
羽
島
（
現
在
の
い
ち
き
串
木
野
市
羽
島
）
の
港

か
ら
海
を
見
つ
め
て
い
ま
し
た
。

欧
米
の
進
ん
だ
文
明
を
学
ぶ
た
め
に
イ
ギ
リ
ス
へ
渡
る
留
学
生

お
う
べ
い

と
し
て
、

薩
摩
藩
開
成
所
か
ら
選
ば
れ
た
若
者
達
で
す
。
し
か

※

し
、
こ
の
時
の
日
本
は
鎖
国
の
時
代
、
幕
府
は
、
各
藩
が
外
国
へ

留
学
生
を
送
る
こ
と
を
認
め
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
幕
府
の
許
可

を
得
な
い
今
回
の
留
学
は
、
鎖
国
を
破
る
重
罪
と
な
り
、
彼
ら
は

さ
こ
く

幕
府
の
追

及
を
ご
ま
か
す
た
め
に
全
員
が
名
前
を
変
え
、
イ
ギ

つ
い
き
ゅ
う

リ
ス
に
向
か
う
の
で
す
。
見
つ
か
れ
ば
死
罪
。
留
学
生
達
に
と
っ

て
、
命
を
か
け
た
大
き
な
決
断
で
し
た
。

【
薩
摩
藩
開
成
所
】

薩
摩
藩
の
若
い
武
士
達
が
、
西
洋
の

学
問
を
学
ん
だ
学
校
。
一
年
前
に
開
校

さ
れ
た
幕
府
の
開
成
所
に
続
き
、
薩
摩

藩
も
一
八
六
四
年
（
元
治
元
年
）
に
開

成
所
を
開
設
し
た
。
英
語
・
オ
ラ
ン
ダ

語
の
ほ
か
、
砲
術
・
兵
法
・
天
文
・
地

理
・
数
学
・
測
量
・
造
船
な
ど
を
学
ぶ

授
業
な
ど
が
行
わ
れ
た
。

【
関
連
年
表
】

一
八
五
七
年

島
津
斉
彬
が
フ
ラ
ン
ス
へ
留
学
生
派
遣

は
け
ん

を
計
画
す
る
も
の
の
、
翌
年
の
斉
彬
死
去

で
中
止
と
な
る
。

一
八
六
二
年

生
麦
事
件

な
ま
む
ぎ

一
八
六
三
年

薩
英
戦
争

一
八
六
四
年

薩
摩
藩
開
成
所
設
立
。

一
八
六
五
年

薩
摩
藩
英
国
留
学
生
派
遣
。

は
け
ん

【
い
ち
き
串
木
野
市
羽
島
沖
】
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留
学
生
の
一
人
、
市
来
勘
十
郎
（
変
名
は
松
村
淳

蔵
）
は
、

い
ち
き
か
ん
じ
ゅ
う
ろ
う

ま
つ
む
ら
じ
ゅ
ん
ぞ
う

出
航
に
際
し
、
次
の
歌
を
詠
ん
で
い
ま
す
。

花
な
ら
ぬ

影
も
匂
ひ
て

羽
島
浦

※

更
に
ゆ
か
し
き

今
日
に
も
あ
る
か
な

扶
持
米
わ
ず
か
五

石
余
り
と
い
う
下
級
武
士
だ
っ
た
彼
は
、

※

※

ふ

ち

ま

い

こ
く
あ
ま

洋
学
を
学
ぶ
こ
と
で
身
を
立
て
よ
う
と
考
え
て
お
り
、
今
回
の
留

学
に
大
き
な
希
望
を
持
っ
て
参
加
し
て
い
ま
し
た
。
彼
に
と
っ
て

今
回
の
留
学
は
、
学
ん
だ
英
語
を
実
践
す
る
機
会
で
あ
り
、
今
後

の
薩
摩
藩
や
日
本
で
活
躍
す
る
大
き
な
チ
ャ
ン
ス
で
す

「
こ
れ

。

か
ら
は
刀
で
勝
負
を
す
る
時
代
で
は
な
い
。
学
問
で
勝
負
す
る
時

代
に
な
る

」
そ
う
信
じ
た
彼
は
、
羽
島
に
つ
い
て
す
ぐ
、
武
士

。

の
象

徴
で
あ
る
髷
を
落
と
し
て
、
出
航
の
時
を
待
っ
て
い
ま
し

し
ょ
う
ち
ょ
う

ま
げ

た
。一

方
、
複
雑
な
思
い
で
海
を
眺
め
て
い
る
者
も
い
ま
し
た
。
彼

な
が

【
歌
の
意
味
】

（
春
に
な
り
）
花
だ
け
で
な
く
す
べ
て

の
も
の
が
春
の
様
子
に
な
っ
た
羽
島
で
、

最
近
は
更
に
（
出
航
が
）
と
て
も
楽
し
み

に
な
っ
て
き
て
い
る
今
の
気
持
ち
だ
。

【
代
表
的
薩
摩
藩
英
国
留
学
生
①
】

五
代
友
厚

既
に
上
海
へ
の
渡
航
経
験
が
あ
っ
た

と
こ
う

五
代
友
厚
は
、
留
学
生
達
の
ま
と
め
役

だ
け
で
は
な
く
、
藩
か
ら
の
任
務
も
与

え
ら
れ
て
い
た
。

そ
れ
は
、
紡
績
機
器
や
武
器
・
艦
艇

ぼ
う
せ
き

か
ん
て
い

の
買
い
付
け
、
貿
易
商
社
設
立
の
交
渉

役
で
あ
り
、
友
厚
は
、
航
路
上
の
様
々

な
国
で
、
工
場
・
鉱
山
の
見
学
や
要
人

と
の
面
談
を
行
っ
て
い
る
。

結
果
的
に
は
契
約
に
至
ら
な
か
っ
た

が
、
鉱
山
の
開
発
、
鉄
道
の
敷
設
、
工

ふ
せ
つ

場
の
開
設
、
電
信
の
設
置
な
ど
に
つ
い

て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
会
社
と
の
交
渉
を
行

い
、
他
の
留
学
生
よ
り
一
足
早
く
、
半

年
ほ
ど
で
帰
国
し
て
い
る
。

【
扶
持
米
】

江
戸
時
代
に
米
で
支
払
わ
れ
た
給
料
。

【
石
】

体
積
を
表
す
単
位
。
一
石
は
、
人
が
一

年
間
で
食
べ
る
お
よ
そ
の
米
の
量
で
、
約

一
八
〇
リ
ッ
ト
ル
。
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の
名
前
は
畠

山
丈
之
助
（
後
の
義
成
、
変
名
は
杉
浦
弘
蔵

。
）

は
た
け
や
ま
じ
ょ
う
の
す
け

よ
し
な
り

す
ぎ
う
ら
こ
う
ぞ
う

彼
も
出
航
に
際
し
、
次
の
歌
を
詠
ん
で
い
ま
す
。

よ

君
か
為

忍
ふ
船
路
と

し
り
な
が
ら

※

け
ふ
の
わ
か
れ
を

い
か
て
忍
ひ
ん

彼
は
、
島
津
家
の
上
級
家
臣
で
あ
る
畠
山
家
の
一
人
と
し
て
、

武
士
の
誇
り
を
重
ん
じ
、
洋
学
を
学
び
な
が
ら
も
、

攘
夷
思
想

※
じ
ょ
う
い

。

、

。

を
捨
て
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た

彼
は
最
初

留
学
を
断
り
ま
す

武
士
と
し
て

「

夷
狄
の
国
へ
行
く
こ
と
は
で
き
な
い

」
と
考

、

。

※
い
て
き

え
た
の
で
す
。

「
な
ぜ
自
分
は
、
夷
狄
の
国
に
出
か
け
る
の
か
。
な
ぜ
自
分
が
、

イ
ギ
リ
ス
に
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
か

」。

彼
は
悩
み
ま
す
。
し
か
し
、

藩
主
の
命
令
に
背
く
こ
と
は
で

※

そ
む

き
ず
、
こ
の
留
学
に
参
加
し
て
い
ま
し
た
。

「
進
ん
だ
文
明
を
学
ぶ
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
は
分
か
る
。

だ
が
、
夷
狄
か
ら
学
ぶ
な
ど
、
武
士
と
し
て
あ
る
ま
じ
き
行
動
で

【
代
表
的
薩
摩
藩
英
国
留
学
生
②
】

寺
島
宗
則

島
津
斉
彬
の
侍
医
を
務
め
、
集
成
館

事
業
で
は
、
技
術
書
の
翻
訳
や
写
真
術

・
ガ
ス
灯
・
電
信
機
の
研
究
に
も
携
わ

る
。医

師
、
通
訳
、
外
交
と
多
才
に
活
躍

し
た
人
物
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
留
学
に

当
た
っ
て
は
、
五
代
友
厚
ら
と
と
も
に

留
学
生
達
の
ま
と
め
役
を
担
っ
た
。

帰
国
後
は
、
明
治
新
政
府
で
、
電
信

施
設
の
東
京
・
横
浜
間
の
建
設
や
電
信

の
国
有
化
な
ど
に
取
り
組
み
、
近
代
通

信
網
整
備
の
先
駆
と
な
っ
た
。
ま
た
、

外
務
卿
と
し
て
、
江
戸
幕
府
が
結
ん

き
ょ
う

。

だ
不
平
等
条
約
の
改
正
に
取
り
組
ん
だ

【
攘
夷
思
想
と
夷
狄
】

江
戸
末
期
に
広
が
っ
た
、
外
国
人
を
排

斥
し
よ
う
と
す
る
思
想
。
外
国
人
を
夷
狄

（
未
開
で
野
蛮
な
外
国
人
）
と
呼
ん
だ
。

【
歌
の
意
味
】

君
主
の
た
め
に
（
命
令
に
従
っ
て

、）

秘
密
に
出
航
す
る
こ
と
は
分
か
る
が

意
、（

に
反
し
て
、
外
国
に
出
か
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
）
こ
の
出
発
を
、
ど
の
よ
う
に
し

て
耐
え
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

【
畠
山
義
成
の
歌
碑
】

（
い
ち
き
串
木
野
市
）

【
島
津
斉

彬
】

な
り
あ
き
ら

薩
摩
藩
第
十
一
代
藩
主
。
幼
少
期
か

、

、

ら
洋
学
に
興
味
を
持
ち

藩
主
就
任
後

藩
の
富
国
強
兵
に
努
め
、
集

成

館
事

し
ゅ
う
せ
い
か
ん

業
を
興
し
た
。

お
こ

安
政
の
大
獄
の
前
年
、
鹿
児
島
で
急

た
い
ご
く

病
死
す
る
。
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は
な
い
か

」。

何
度
も
何
度
も
自
問
自
答
し
ま
す
が
、
満
足
の
い
く
答
え
は
見

つ
か
ら
な
い
ま
ま
、
今
日
の
出
航
の
時
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
ま

し
た
。

や
が
て
、
長
崎
の
商
人
・
グ
ラ
バ
ー
が
手
配
し
た
船
が
、
羽
島

に
到
着
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
船
に
乗
り
込
ん
で
す
ぐ
に
問
題
が
起
こ
り
ま
す
。
船

長
が
「
全
員
が
刀
を
預
け
な
い
と
出
航
し
な
い

」
と
告
げ
た
の

。

で
す
。
畠
山
義
成
を
は
じ
め
何
人
か
が
刀
を
渡
す
こ
と
を
た
め
ら

い
、
留
学
生
た
ち
は
激
論
を
交
わ
し
ま
す
。

か

松
村
淳
蔵
は
言
い
ま
す
。

「
日
本
を
出
れ
ば
、
既
に
外
国
だ
。
当
然
、
外
国
の
決
ま
り
に
従

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

」。

そ
れ
に
対
し
、
畠
山
は
主
張
し
ま
す
。

【
ト
ー
マ
ス
・
グ
ラ
バ
ー
】

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
出
身
の
貿
易
商
。

上
海
で
活
躍
し
、
開
港
二
年
後
の
長
崎

に
「
グ
ラ
バ
ー
商
会
」
を
設
立
し
た
。

、

「

」

現
在

そ
の
邸
宅
跡

グ
ラ
バ
ー
園

は
、
長
崎
県
の
観
光
名
所
と
な
っ
て
い

る
。薩

摩
藩
に
対
し
て
も
グ
ラ
バ
ー
は
優

先
的
に
協
力
し
、
こ
の
薩
摩
藩
英
国
留

学
生
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

【
畠
山
義
成
】

【
薩
摩
藩
留
学
生
の
銅
像
】

鹿
児
島
中
央
駅
前
の
銅
像
「
若
き
薩
摩

の
群
像
」
は
、
薩
摩
藩
出
身
の
留
学
生
達

が
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
。

【
松
村
淳
蔵
】
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「
我
ら
は
武
士
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
武
士
の
魂
で
あ
る
刀
を
手
放

す
わ
け
に
は
い
か
な
い

」。

長
い
時
間
話
し
合
っ
た
結
果

「
留
学
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が

、

と

主
君
の
命
で
あ
る
。
そ
の
命
に
従
い
、
イ
ギ
リ
ス
に
向
か
う
こ
と

。」

、

が
我
々
の
任
務
で
あ
る

と
い
う
結
論
に
達
し
た
留
学
生
達
は

全
員
が
刀
を
預
け
る
こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。

日
本
を
離
れ
、
香
港
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
・
イ
ン
ド
・
エ
ジ
プ
ト
・

地
中
海
を
経
由
し
て
イ
ギ
リ
ス
を
目
指
す
、
二
か
月
も
の
長
い
長

い
航
海
の
始
ま
り
で
す
。

最
初
の
目
的
地
は
香
港
。
そ
の
香
港
に
到
着
し
た
一
行
は
、
目

を
見
張
り
ま
す
。
夜
の
街
を
昼
間
の
よ
う
に
照
ら
す
無
数
の
ガ
ス

灯
、
整
然
と
整
備
さ
れ
た
レ
ン
ガ
敷
き
の
道
、
公
園
、
洋
風
の
大

じ

、

、

、

き
な
建
物

次
々
と
到
着
し

出
航
し
て
い
く
多
く
の
黒
船
な
ど

す
べ
て
日
本
に
な
い
も
の
ば
か
り
で
す
。

【
イ
ギ
リ
ス
ま
で
の
航
路
】

※
日
付
は
す
べ
て
新
暦
。

【
代
表
的
薩
摩
藩
英
国
留
学
生
③
】

森
有
礼

も
り
あ
り
の
り

留
学
生
の
一
員
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス

と
ア
メ
リ
カ
で
学
ぶ
。

帰
国
後
、
明
治
政
府
の
下
で
、
教
育

制
度
や
社
会
制
度
を
学
ぶ
た
め
に
再
び

ア
メ
リ
カ
に
渡
る
。

、

イ
ギ
リ
ス
公
使
を
五
年
間
務
め
た
後

初
代
文
部
大
臣
と
な
り
、
学
校
令
を
公

、

。

布
し
て

学
校
制
度
の
改
革
を
行
っ
た

ま
た
、
私
財
を
投
じ
て
商
法
講
習
所

（
現
在
の
一
橋
大
学
）
を
設
立
す
る
な

ど
、
日
本
が
近
代
国
家
と
な
る
た
め
の

人
材
の
育
成
に
努
め
た
。
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。

、

イ
ギ
リ
ス
の
軍
艦
も
見
学
し
ま
し
た

二
年
前
の
薩
英
戦
争
で

ぐ
ん
か
ん

鹿
児
島
を
攻
撃
し
た
軍
艦
で
す
。
遠
く
か
ら
見
て
い
た
軍
艦
の
内

部
は
、
最
先
端
の
技
術
の
集
ま
り
で
し
た
。
香
港
で
の
五
日
間
の

滞
在
中
、
欧
米
の
進
ん
だ
文
明
を
目
の
当
た
り
に
し
た
留
学
生
達

、

。

は

日
本
が
欧
米
か
ら
大
き
く
遅
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
ま
す

「
欧
米
は
、
想
像
以
上
に
進
ん
だ
技
術
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
進

ん
だ
技
術
を
、
必
ず
日
本
に
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

」。

留
学
生
達
は
、
決
意
を
新
た
に
勉
強
に
励
み
ま
し
た
。

二
か
月
の
航
海
中
、
留
学
生
達
は
毎
日
二
時
間
以
上
、
英
語
を

学
び
ま
し
た
。
先
生
は
通
訳
の
堀
孝
之
、
同
行
す
る
グ
ラ
バ
ー
商

会
の
英
国
人
ホ
ー
ム
、
そ
し
て
船
の
乗
組
員
達
で
す
。
時
に
は
何

時
間
も
勉
強
す
る
こ
と
も
あ
り
、
外
国
人
乗
客
に
も
積
極
的
に
話

し
か
け
、
様
々
な
情
報
を
手
に
入
れ
て
い
き
ま
し
た
。

香
港
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
航
海
は
進
み
、
ボ
ン
ベ
イ
（
現
在
の

【
留
学
生
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
見
る
】

航
海
中
の
各
地
で
、
留
学
生
は
多
く

の
体
験
を
し
た
。

砂
漠
地
帯
で
は
ラ
ク
ダ
を
細
か
く
観

さ
ば
く

察
し
た
り
、
エ
ジ
プ
ト
で
は
ピ
ラ
ミ
ッ

ド
も
見
学
し
て
い
る
。

【
薩
摩
藩
の
命
運
を
か
け
た
留
学
】

（

）

羽
島
か
ら
サ
ザ
ン
プ
ト
ン

イ
ギ
リ
ス

ま
で
の
航
海
に
は
、
今
の
金
額
で
、
一
人

あ
た
り
約
二
千
七
百
万
円
が
投
じ
ら
れ
て

お
り
、
費
用
の
面
で
も
薩
摩
藩
の
命
運
を

か
け
た
留
学
で
あ
っ
た
。

航
海
中
、
留
学
生
達
は
、
ま
ず
船
酔
い

に
苦
し
み
、
西
洋
風
の
食
事
に
慣
れ
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

松
村
淳
蔵
は
「
味
が
あ
る
の
は
橙
と

だ
い
だ
い

、

」

米
だ
け
で

豚
と
牛
は
ど
う
に
も
ま
ず
い

と
、
日
記
に
愚
痴
を
こ
ぼ
し
て
い
る
。

ぐ

ち
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イ
ン
ド
の
ム
ン
バ
イ
）
に
留
学
生
達
は
到
着
し
ま
す
。
こ
こ
で
も

彼
ら
は
欧
米
文
化
の
発
展
を
目
の
当
た
り
に
し
ま
す
が
、
何
よ
り

、

、

留
学
生
達
に
衝
撃
を
与
え
た
の
は

欧
米
人
の
優
雅
な
暮
ら
し
と

ゆ
う
が

そ
れ
に
対
し
て
、
植
民
地
と
し
て
支
配
さ
れ
た
現
地
の
人
々
の
、

あ
ま
り
に
も
貧
し
い
暮
ら
し
と
の
違
い
で
し
た
。

「
こ
の
ま
ま
日
本
が
欧
米
文
明
に
遅
れ
続
け
る
と
、
日
本
も
こ
れ

ら
の
植
民
地
と
同
じ
運
命
に
な
っ
て
し
ま
う

」。

留
学
生
達
は
、
こ
れ
か
ら
強
ま
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
欧
米
の

脅
威
と
、
そ
の
欧
米
と
並
ぶ
だ
け
の
実
力
を
日
本
が
持
つ
必
要
性

き
ょ
う
い

を
痛
感
し
た
の
で
す
。

建
設
工
事
中
の
ス
エ
ズ
運
河
も
見
学
し
、
更
に
、
ス
エ
ズ
か
ら

さ
ら

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
ま
で
の
陸
路
の
移
動
で
は
、
鉄
道
も
体
験
し

ま
し
た
。
松
村
は
「
そ
の
速
き
こ
と
疾
風
の
如
し
」
と
日
記
に
残

し
っ
ぷ
う

ご
と

し
て
い
ま
す
。
電
信
機
も
体
験
し
ま
し
た

「
列
車
に
乗
り
込
む

。

時
に
、
到
着
先
の
レ
ス
ト
ラ
ン
に
何
時
頃
何
人
到
着
と
連
絡
す
る

【
代
表
的
薩
摩
藩
英
国
留
学
生
④
】

長
沢
鼎

な
が
さ
わ
か
な
え

留
学
当
時
十
三
才
だ
っ
た
長
沢
は
、

大
学
に
入
学
で
き
ず
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
に
あ
っ
た
グ
ラ
バ
ー
の
実
家
で
生
活

し
、
地
元
の
中
学
校
で
学
ん
で
い
る
。

明
治
維
新
後
、
藩
か
ら
の
送
金
が
ま

ば
ら
に
な
り
学
費
に
困
っ
た
長
沢
た
ち

は
、
ア
メ
リ
カ
の
農
場
で
の
集
団
経
営

に
参
加
し
、
他
の
留
学
生
が
離
れ
た
後

も
、
長
沢
は
一
人
集
団
農
場
に
残
っ
て

経
営
に
参
加
し
た
。

、

、

そ
の
後

実
質
的
な
代
表
者
と
な
り

農
場
を
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
移
す
と
、

農
場
の
拡
大
や
ワ
イ
ン
工
場
の
開
設
な

ど
に
力
を
入
れ
「
ぶ
ど
う
王
」
と
呼
ば

、

れ
た
。

留
学
生
の
中
で
唯
一
、
長
沢
鼎
は
、

日
本
に
帰
国
し
な
か
っ
た
。

【
植
民
地
支
配
の
現
実
】

香
港
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
は
じ
め
、
留

学
生
達
が
寄
港
し
た
地
は
、
当
時
す
べ
て

イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス

人
に
よ
り
支
配
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
風
の
街

が
造
ら
れ
て
い
た
。

【
長
州
藩
の
留
学
生
】

同
じ
頃
、
長
州
藩
も
イ
ギ
リ
ス
に
留
学

生
を
送
っ
て
い
た
。
五
人
の
留
学
生
の
う

ち
既
に
二
人
は
帰
国
し
て
い
た
が
、
三
人

が
残
り
、
物
理
学
な
ど
を
学
ん
で
い
た
。

ま
だ
薩
長
同
盟
は
結
ば
れ
て
い
な
か
っ
た

が
、
留
学
生
同
士
は
盛
ん
に
交
流
を
行
っ

て
い
た
と
い
う
。
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と
、
既
に
食
事
の
準
備
が
で
き
て
い
た

」
と
、
そ
の
利
用
法
な

。

ど
に
も
触
れ
て
い
ま
す
。
す
べ
て
が
珍
し
く
、
す
べ
て
に
驚
き
な

が
ら
目
的
地
の
ロ
ン
ド
ン
に
到
着
し
た
留
学
生
達
は
、
薩
摩
の
た

め
、
そ
し
て
日
本
の
た
め
に
新
し
い
欧
米
の
文
明
を
学
ぶ
と
い
う

自
分
達
の
役
割
に
、
改
め
て
強
い
使
命
感
を
持
ち
、
イ
ギ
リ
ス
で

の
生
活
を
始
め
ま
し
た
。

留
学
生
達
は
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
で
学
び
ま
し
た
が
、
夏
休
み
の

期
間
を
利
用
し
、
ま
ず
は
語
学
の
習
得
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
ま

た
、
ロ
ン
ド
ン
の
町
や
造
船
所
な
ど
の
工
場
や
、
鉱
山
の
見
学
に

も
出
か
け
て
い
ま
す
。

秋
に
な
り
大
学
の
授
業
が
始
ま
る
と
、
留
学
生
達
は
化
学
や
数

学
、
天
文
学
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
分
か
れ
、
大
学
で
猛
烈

も
う
れ
つ

に
勉
強
を
始
め
ま
し
た
。
や
が
て
イ
ギ
リ
ス
で
の
留
学
期
間
が
終

わ
る
と
、
日
本
へ
帰
る
者
や
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
残
り
更
に
留
学
を

【

】

慶
応
年
間
薩
藩
々
費
洋
行
者
写
真
②

新
納
刑
部
、
五
代
友
厚
、
堀
孝
之
は。

別
行
動
を
取
り
写
真
に
映
っ
て
い
な
い

（
左
か
ら
）

後
列

田
中
静
州
、
町
田
申
四
郎
、

鮫
島
尚
信
、
寺
島
宗
則
、
吉
田
清
成

前
列

町
田
清
次
郎
、
町
田
民
部
、

磯
永
彦
輔

撮
影
の
数
日
後
、
磯
永
彦
輔
（
長
沢

鼎
）
は
中
学
校
入
学
の
た
め
、
ロ
ン
ド

ン
を
離
れ
て
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
向

か
っ
た
。

（

）

鹿
児
島
県
立
図
書
館
所
蔵

【
慶
応
年
間
薩
藩
々
費
洋
行
者
写
真
①
】

ロ
ン
ド
ン
到
着
後
、
全
員
分
の
洋
服
・

靴
を
あ
つ
ら
え
、
英
語
の
勉
強
の
合
間
に

く
つ撮

影
さ
れ
た
（
左
か
ら
）

。

後
列

畠
山
義
成
、
高
見
弥
一
、
村
橋

直
衛
、
東
郷
愛
之
進
、
名
越
平
馬

前
列

森
有
礼
、
市
来
勘
十
郎
（
松
村

淳
蔵
、
中
村
博
愛

）

（

）

鹿
児
島
県
立
図
書
館
所
蔵
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続
け
る
者
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
を
進
み
、
日
本
に
帰
っ
た
留
学

生
達
は
、
明
治
維
新
後
の
政
府
の
中
心
と
な
っ
て
活
躍
す
る
こ
と

い
し
ん

か
つ
や
く

に
な
り
ま
す
。

一
方
、
松
村
淳
蔵
や
畠
山
義
成
ら
六
人
は
、
更
に
学
問
を
続
け

る
た
め
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
ま
し
た
。
松
村
淳
蔵
は
ア
メ
リ
カ
の
海

軍
士
官
学
校
に
入
学
し
て
優
秀
な
成
績
を
収
め
、
日
本
人
と
し
て

初
の
卒
業
生
と
な
り
ま
す
。
帰
国
後
は
日
本
海
軍
に
所
属
し
、
海

軍
の
充
実
、
特
に
士
官
の
教
育
に
携
わ
り
ま
し
た
。

た
ず
さ

畠
山
義
成
は
、
教
育
制
度
に
つ
い
て
学
ん
で
い
ま
し
た
が
、
そ

の
後
ア
メ
リ
カ
を
訪
れ
た

岩
倉
使
節
団
に
加
わ
り
、
外
国
と
の

※

交
渉
を
担
当
す
る
と
い
う
重
責
を
担
い
ま
し
た
。
帰
国
後
は
日
本

政
府
の
一
員
と
し
て
高
等
教
育
の
充
実
に
取
り
組
み
、
東
京
開
成

学
校
（
現
在
の
東
京
大
学
）
の
初
代
学
長
に
就
任
し
て
い
ま
す
。

西
郷
隆
盛
・
大
久
保
利
通
な
ど
、
明
治
維
新
で
は
多
く
の
薩
摩

【
代
表
的
薩
摩
藩
留
学
生
⑤
】

鮫
島
尚
信

さ
め
し
ま
な
お
の
ぶ

留
学
生
の
一
員
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス

と
ア
メ
リ
カ
で
学
ぶ
。

帰
国
後
、
明
治
政
府
の
下
で
、
フ
ラ

ン
ス
公
使
等
を
務
め
た
。

ま
た
「
外
国
交
法
案
内
」
を
著
し
、

、

外
交
官
の
育
成
に
も
取
り
組
ん
だ
。

【
イ
ギ
リ
ス
の
新
聞
】

ロ
ン
ド
ン
滞
在
中
、
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド

の
鉄
工
所
と
農
園
を
訪
れ
た
様
子
が
地
元

の
新
聞
に
紹
介
さ
れ
た
。

一
八
六
五
年
八
月
一
日

ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
タ
イ
ム
ス

「
先
週
の
土
曜
日
、
多
数
の
日
本
人
が

農
業
と
工
業
の
知
識
を
得
る
た
め
ベ
ッ
ド

フ
ォ
ー
ド
を
訪
れ
た
。
日
本
人
は
農
業
用

の
蒸
気
機
関
耕
運
機
と
そ
の
使
用
法
に
興

、

、

味
を
持
ち

細
か
な
と
こ
ろ
ま
で
質
問
し

複
雑
な
説
明
も
理
解
し
て
い
た
。
農
園
で

は
実
際
に
器
用
な
運
転
を
行
い
、
使
用
状

況
に
つ
い
て
質
問
し
て
い
た
」。

ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
市
長
と
の
夕
食
の
様

子
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

【
岩
倉
使
節
団
】

一
八
七
一
年
（
明
治
四
年
）
に
明
治

政
府
が
欧
米
に
派
遣
し
た
使
節
団
で
、

岩
倉
具
視
が
全
権
大
使
、
木
戸
孝
允
、

と
も
み

た
か
よ
し

大
久
保
利
通
ら
が
副
使
に
任
命
さ
れ
て

い
た
。
派
遣
の
主
な
目
的
は
、
当
時
の

海
外
の
進
ん
だ
政
治
経
済
の
実
状
把
握

と
、
江
戸
幕
府
が
結
ん
だ
不
平
等
条
約

の
改
正
で
あ
る
。
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藩
出
身
者
が
活
躍
し
ま
し
た
。
彼
ら
の
努
力
で
生
ま
れ
た
明
治
政

、

、

府
の
中
心
と
な
り

新
し
い
時
代
を
つ
く
り
上
げ
て
い
っ
た
の
も

若
き
薩
摩
藩
の
留
学
生
達
だ
っ
た
の
で
す
。

【
代
表
的
薩
摩
藩
留
学
生
⑥
】

吉
田
清
成

留
学
生
の
一
員
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス

と
ア
メ
リ
カ
で
学
ぶ
。

帰
国
後
、
明
治
政
府
の
下
で
ア
メ
リ

カ
公
使
を
務
め
、
寺
島
宗
則
外
務
卿
、

井
上
馨
外
務
卿
ら
と
と
も
に
、
不
平

か
お
る

等
条
約
の
改
正
に
取
り
組
ん
だ
。

【
そ
の
後
の
薩
摩
藩
】

薩
摩
藩
は
こ
の
英
国
留
学
生
に
続
き
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
に
も
留
学
生
を

派
遣
し
た
。

軍
事
・
科
学
・
教
育
な
ど
を
学
ぶ
目
的

で
送
ら
れ
た
留
学
生
は
、
明
治
時
代
の

殖

産
興

業
・
富
国
強
兵
政
策
に
大
き

し
ょ
く
さ
ん
こ
う
ぎ
ょ
う

な
役
割
を
果
た
し
た
。

【
考
え
て
み
よ
う
】

留
学
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
を
歩
ん

で
い
っ
た
留
学
生
達
か
ら
、
あ
な
た
は

何
を
感
じ
る
だ
ろ
う
か
。


