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ヨーロッパ大陸 編
下 

オーストリア
スイス

スペイン
ポルトガル

附 帰航日程

近代国家日本の指針を求め、
1年9か月にわたり世界を旅した明治維新期のリーダー達は「世界」に何を見たのか。

19世紀の世界情勢を詳細に伝えるエンサイクロペディアを、「米欧亜回覧の会」分科会「実記を読む会」での、
足掛け8年間にわたる多面的かつ深い読み込みの中から明らかにされてきた様々な成果や、

近年刊行された英語版の解釈を反映させ現代語化。
漢文訓読体の原文が持つ力強い美しさを生かした流麗な現代語と、

最新の研究成果を取り込んだ延べ800に及ぶ詳細な注により、現代の読者にも解りやすく読みやすい形で甦る。
政治、経済、産業、技術、軍事、教育、文化、社会、風俗など、幅広いジャンルからの多角的な読みにこたえる、

明治初期における西洋文明見聞録の一級資料。
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プロイセン

第4巻

ヨーロッパ大陸 編
中 

ロシア
デンマーク
スエーデン

イタリア
オーストリア

一
行
の
旅
も
い
よ
い
よ
終
盤
へ
。衰
え
を
見
せ
つ
つ
あ
る
老
大
国
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
都
ウ
ィ
ー

ン
で
、国
の
威
信
を
か
け
開
催
さ
れ
て
い
た
万
国
博
覧
会
を
見
学
し
つ
つ
、各
国
を
実
地
に

回
覧
し
て
得
た
知
識
を
総
括
す
る
。国
際
的
景
勝
地
ス
イ
ス
で
は
そ
の
美
し
い
景
観
を
堪

能
し
、大
国
に
囲
ま
れ
た
小
国
で
あ
り
な
が
ら
独
立
を
維
持
す
る
そ
の
国
民
性
を
高
く

評
価
す
る
。そ
し
て
帰
国
の
途
上
、い
ま
だ
大
国
の
植
民
地
と
し
て
支
配
さ
れ
る
ア
ジ
ア

各
地
を
見
聞
し
、弱
肉
強
食
の
世
界
で
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
あ
る
べ
き
姿
を
想
う
。

　
　
　

ウ
ィ
ー
ン
↓
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
↓
ベ
ル
ン
↓
ル
ツ
ェ
ル
ン
↓
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
↓
リ
ヨ
ン
↓
マ
ル
セ
イ
ユ
↓

ス
エ
ズ
↓
ア
デ
ン
↓
ゴ
ー
ル
↓
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
↓
サ
イ
ゴ
ン
↓
香
港
↓
上
海
↓
横
浜

欧
州
一
の
大
国
ロ
シ
ア
。日
本
に
も
大
い
な
る
脅
威
で
あ
っ
た
強
国
の
実
態
は
、政
教
一

致
の
絶
対
君
主
制
支
配
の
も
と
、
皇
帝
を
中
心
と
す
る
一
部
貴
族
た
ち
の
搾
取
に
よ

り
、大
多
数
の
国
民
が
貧
困
に
あ
え
ぐ
、「
未
開
の
大
国
」で
あ
っ
た
。そ
し
て
一
行
は
、バ

ル
ト
海
沿
岸
の
二
つ
の
小
国
デ
ン
マ
ー
ク
、ス
エ
ー
デ
ン
を
経
て
イ
タ
リ
ア
へ
。西
洋
文
明

の
源
流
の
地
ロ
ー
マ
で
、文
明
の
栄
枯
盛
衰
に
思
い
を
馳
せ
、ま
た
「
西
洋
」の
多
様
性
を

知
る
。

　
　
　

サ
ン
ク
ト・ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
↓
ハ
ン
ブ
ル
グ
↓
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
↓
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
↓
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

↓
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
↓
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
↓
ロ
ー
マ
↓
ナ
ポ
リ
↓
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
↓
ウ
ィ
ー
ン

い
よ
い
よ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
中
枢
へ
。「
天
宮
」の
ご
と
く
壮
麗
か
つ
優
美
な
パ
リ
で
、欧
州

文
化
の
最
先
端
の
地
で
あ
り
続
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
輝
き
に
圧
倒
さ
れ
、大
国
に
囲
ま
れ
た

小
国
な
が
ら
個
性
を
生
か
し
た
国
づ
く
り
で
独
立
を
保
つ
ベ
ル
ギ
ー
、オ
ラ
ン
ダ
に
も
日

本
が
学
ぶ
べ
き
姿
を
見
る
。普
仏
戦
争
に
勝
利
し
、新
興
の
気
概
あ
ふ
れ
る
ベ
ル
リ
ン
の
街

で
は
、日
本
に
共
通
す
る
国
の
気
風
を
感
じ
、新
し
い
日
本
が
進
む
べ
き
道
の
最
適
の
手

本
を
見
い
だ
す
。

　
　
　
　

パ
リ
（
市
内
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
、
サ
ン
ジ
ェ
ル
マ
ン
、
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
ブ
ロ
ー
…
等
）
↓
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル

↓
ガ
ン
↓
リ
エ
ー
ジ
ュ
↓
ハ
ー
グ
↓
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
↓
ラ
イ
デ
ン
↓
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
↓
エ
ッ
セ
ン
↓
ベ
ル
リ
ン

産
業
革
命
の
最
盛
期
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
を
巡
る
一
二
二
日
間
の
旅
。経
済
（
シ
テ
ィ
）・

政
治
（
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
）の
中
心
都
市
ロ
ン
ド
ン
で
交
易
・
商
業
の
重
要
性
を
痛
感

し
、造
船
所
・
蒸
気
車
工
場
・
炭
坑
・
製
鉄
所
・
紡
績
工
場
な
ど
、五
十
か
所
近
く
に
お
よ

ぶ
各
地
の
製
造
工
場
に
世
界
に
誇
る
英
国
の
富
強
の
源
を
見
い
だ
し
、ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

の
風
光
に
心
や
す
ら
ぎ
、し
ば
し
の
憩
い
を
得
る
。「
遅
れ
て
き
た
青
年
」
日
本
の
切
な
い

思
い
も
吐
露
さ
れ
る
。

　
　
　
　

ロ
ン
ド
ン
↓
ポ
ー
ツ
マ
ス
↓
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
↓
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
↓
グ
ラ
ス
ゴ
ー
↓
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ

↓
ニ
ュ
ー
キ
ャ
ッ
ス
ル
↓
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
↓
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
↓
チ
ェ
ス
タ
ー
…
等

本
巻
に
は
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）の
横
浜
出
港
か
ら
、約
七
か
月
間
に
わ
た
る
ア
メ
リ

カ
各
地
訪
問
、そ
し
て
大
西
洋
横
断
ま
で
の
記
録
を
収
録
す
る
。最
初
の
訪
問
地
サ
ン

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
の
熱
烈
な
歓
迎
に
は
じ
ま
り
、大
陸
横
断
鉄
道
で
の
移
動
中
は
雪
山
、

砂
漠
と
目
ま
ぐ
る
し
く
移
り
変
わ
る
広
大
な
自
然
と
開
拓
精
神
に
心
う
た
れ
、首
都

ワ
シ
ン
ト
ン
で
は
条
約
改
正
問
題
に
苦
し
み
つ
つ
も
、南
北
戦
争
後
の
い
わ
ゆ
る
金
ピ
カ

時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
物
を
ど
ん
欲
に
吸
収
す
る
。

　
　
　
　

横
浜
↓
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
↓
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
↓
ソ
ル
ト
レ
ー
ク
シ
テ
ィ
↓
シ
カ
ゴ
↓
ワ
シ
ン
ト
ン

↓
ナ
イ
ア
ガ
ラ
↓
サ
ラ
ト
ガ
↓
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
↓
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
↓
ボ
ス
ト
ン

特命全権大使

米欧回覧実記 全5巻 

久米邦武● 編著

水澤 周●訳注

米欧亜回覧の会●企画

●デンマークを訪れた際、晩餐会の模様を報じた当時の新聞。

現代語訳

各
巻
の
主
な
内
容

　

日
本
近
代
史
に
お
け
る
「
岩
倉
使
節
団
」の
位
置
付
け
や
、そ
の
長
大

な
記
録
『
米
欧
回
覧
実
記
』の
内
容
分
析
、そ
し
て
、そ
れ
が
持
つ
意
義

な
ど
に
つ
い
て
は
、こ
れ
ま
で
に
数
多
く
の
研
究
や
解
説
が
、内
外
多
数

の
研
究
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。し
か
し
、私
は
そ
れ
が
す
で
に
十
分

に
行
わ
れ
た
と
は
思
っ
て
い
な
い
。そ
の
よ
う
に
考
え
る
大
き
な
理
由
の
ひ

と
つ
は
、『
米
欧
回
覧
実
記
』と
い
う
テ
キ
ス
ト
が
、「
文
庫
」と
い
う
ポ
ピ
ュ

ラ
ー
な
形
で
出
版
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、ま
だ
ま
だ
限
ら
れ
た

人
に
し
か
読
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
、特
に
若
い
読
者
に
と
っ
て
は
、こ
れ
が

な
か
な
か
取
り
付
き
に
く
い
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
と
思
う
。せ

っ
か
く
手
に
取
っ
て
見
て
も
、途
中
で
放
棄
す
る
こ
と
も
多
い
の
で
は
な
い

か
と
さ
え
危
惧
さ
れ
る
の
で
あ
る
。　

…
…
…
…
（
中
略
）
…
…
…
…    

　

も
ち
ろ
ん
、い
や
し
く
も
こ
れ
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
と
っ
て

は
、こ
れ
を
原
文
で
読
む
こ
と
は
必
須
で
あ
る
。し
か
し
、さ
ら
に
広
く
こ

の
テ
キ
ス
ト
が
読
ま
れ
る
よ
う
な
手
段
が
講
じ
ら
れ
れ
ば
、研
究
の
裾

野
は
さ
ら
に
大
き
く
広
が
る
は
ず
で
あ
り
、よ
り
多
彩
で
多
角
的
な
研

究
が
生
ま
れ
る
豊
か
な
土
壌
が
用
意
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。ま
た
、専
門
的

研
究
と
い
う
問
題
を
超
え
て
、こ
の
テ
キ
ス
ト
が
持
つ
意
味
も
た
い
へ
ん

大
き
い
。す
な
わ
ち
、一
九
世
紀
後
半
の
欧
米
諸
地
域
の
貴
重
な
情
報
と

し
て
も
、東
西
比
較
文
明
の
材
料
と
し
て
も
、風
俗
史
や
社
会
史
の
史

料
と
し
て
も
、こ
の
テ
キ
ス
ト
の
内
容
は
た
い
へ
ん
豊
か
な
の
で
あ
る
。す

ぐ
れ
た
文
明
史
、社
会
史
的
読
み
物
と
し
て
も
、ひ
ろ
く
一
般
の
読
者
に

も
っ
と
も
っ
と
迎
え
ら
れ
て
よ
い
。さ
ら
に
言
え
ば
、日
本
の
近
・
現
代
の

持
つ
問
題
、そ
の
あ
り
か
た
を
き
ち
ん
と
考
察
し
直
し
、未
来
を
見
通
そ

う
と
す
る
作
業
に
お
い
て
も
、こ
の
『
実
記
』
を
読
ん
で
き
ち
ん
と
分
析
す

る
こ
と
は
ま
こ
と
に
有
効
な
の
で
は
な
い
か
。そ
う
し
た
思
い
が
、こ
の
現

代
語
化
の
作
業
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。　
　

水
澤
周
「
は
し
が
き
」よ
り
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「米欧亜回覧の会」について
「岩倉使節団」ならびにその旅の記録である『米欧回覧実記』に
関心を抱く人々のサロンとして、「岩倉使節団」の研究家でノンフ
ィクション作家である泉三郎氏を中心に約80名の同好の士によっ
て1996年4月に設立。「岩倉使節団」および『実記』の研究とその
啓発を試み、年4回の例会のほか、「実記を読む会」を中心に「歴
史部会」「現未来部会」と各分科会に展開して、『実記』そのもの
についてや岩倉使節団に始まる「日本近代史の研究」や日本の抱
える「現代の諸問題、未来の問題」について互いに学び、意見交換
を行うなど、活発に活動を続けている。現在会員は200余名。ビジ
ネスマン、官僚、学者、ジャーナリスト、医師、弁護士、主婦など多
彩なキャリアをもつ好奇心の盛んな人たちの集まりである。設立満
5周年を迎えた2001年には、その記念事業として「岩倉使節団」
についての日本で初の国際シンポジウムを開催。内外の学者、研
究者を招いて3日間にわたり行われ、その成果は『岩倉使節団の
再発見―その今日的意義』（思文閣出版、2003）として刊行され
た。また、2004年9月には特定非営利活動法人（NPO法人）とし
ての認可を受け、あらたにNPO法人として発足した。

訳注者略歴
水澤 周（みずさわ しゅう）
1930年東京生まれ。1954年早稲田大学文学部卒。ＮＨＫ、国際
文化振興会、日本読書新聞等を経てフリー編集者兼ライター。主な
著作に、『八千代の三年―昭和十九年秋～二十二年秋へ』（風媒社、
2002）、『青木周蔵―日本をプロシャにしたかった男』上・中・下（中
公文庫、1997）、『連句で遊ぼう』（新曜社、1995）などがある。発
足当時より「米欧亜回覧の会」に参加し、「実記を読む会」のチュー
ター役として現代語への試訳を牽引。原テキストが久米邦武個人の
労作であることの意義を尊重し、今回、単独で現代語化作業を行った。

●岩倉使節団回覧に随行した画家たちの描いた、エッチングによる綿密な風景画を、全編にわたり310点以上掲載。


