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札
幌
農
学
校
と
欧
米
中
心
主
義
的
文
明
論
─
内
村
鑑
三
の
思
想
形
成
に
つ
い
て

─
ロ
バ
ー
ト
・
ク
ラ
フ
ト

は
じ
め
に

　

キ
リ
ス
ト
教
思
想
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
内
村
鑑
三
（
一
八

六
一
～
一
九
三
〇
）
は
、
一
八
九
二
年
二
月
六
日
に�“Japan’s�Future�

as�Conceived�by�a�Japanese”�

と
題
す
る
英
語
論
文
を�T

he 
Japan W

eekly M
ail�

に
発
表
し
（
同
年
四
月
一
五
日
に
邦
訳
「
日
本
国

の
天
職
」
が
『
六
合
雑
誌
』
第
一
三
六
号
に
掲
載
）、
人
類
文
明
の
発
展
に

寄
与
す
る
「
日
本
の
天
職
」
を
唱
え
た
。
同
じ
考
え
方
は
一
八
九
四

年
に
出
た
『
地
理
学
考
』
で
も
展
開
さ
れ
た
。
日
本
人
は
世
界
に
対

し
て
日
本
固
有
の
性
格
を
以
て
日
本
人
に
し
か
で
き
な
い
貢
献
を
果

た
す
べ
き
だ
と
い
う
発
話
の
目
的
が
何
だ
っ
た
の
か
を
解
明
す
る
た

め
に
は
、
ク
ェ
ン
テ
ィ
ン
・
ス
キ
ナ
ー
（Q

uentin�Skinner

）
の
手
法）

1
（

に
学
ん
で
当
時
の
言
語
的
背
景
（linguistic�context

）
を
問
う
こ
と

が
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
人
類
文
明
に
か
か
わ
る

「
日
本
の
天
職
」
論
を
、
文
明
を
め
ぐ
る
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
な
か
の

発
話
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
特
に
同
時
代
の
文
明
論
に

お
け
る
言
葉
の
用
法
が
分
析
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

一
九
世
紀
の
欧
米
に
お
い
て
は
、
西
洋
と
非
西
洋
が
二
極
対
立
的

に
捉
え
ら
れ
、「
文
明
」
と
「
進
歩
」
が
ほ
と
ん
ど
も
っ
ぱ
ら
前
者

の
み
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
た）

2
（

。
東
洋
の
あ
る
部
分
が
西
洋
諸
国
よ

り
も
早
く
比
較
的
に
高
い
文
明
の
レ
ベ
ル
に
達
し
た
こ
と
を
否
定
し

な
く
て
も
、
過
去
に
出
来
上
が
っ
た
こ
の
文
明
に
、
東
洋
は
そ
れ
以

降
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
さ
ら
な
る
進
歩
を
見
せ
て
い
な
い
と
さ
れ
た
。
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121　札幌農学校と欧米中心主義的文明論

明
治
初
期
の
日
本
に
関
し
て
言
え
ば
、
福
沢
諭
吉
の
『
文
明
論
之
概

略
』（
と
そ
の
前
後
の
福
沢
の
著
作
）
を
福
沢
に
よ
る
西
洋
の
文
明
論
か

ら
の
独
立
の
企
て
と
み
る
見
解
も
あ
る
が）

3
（

、
大
体
に
お
い
て
西
洋
文

明
を
日
本
に
定
着
さ
せ
よ
う
と
し
た
明
六
社
同
人
な
ど
の
思
想
家
た

ち
は
、
以
上
の
言
葉
の
用
法
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
自
己
の
文
章
に
採
り

入
れ
た
。
そ
の
た
め
、
日
本
に
お
け
る
文
明
を
め
ぐ
る
デ
ィ
ス
ク
ー

ル
の
な
か
に
、
日
本
人
が
自
分
の
こ
と
を
西
洋
人
よ
り
下
の
も
の
と

し
て
考
え
る
欧
米
中
心
主
義
的
文
明
論
に
基
づ
く
他
律
的
な
自
己
理

解
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

　

な
お
、『
明
六
雑
誌
』
の
文
庫
版
（
山
室
信
一
・
中
野
目
徹
校
注
、
岩

波
書
店
、
一
九
九
九
～
二
〇
〇
九
年
）
が
出
さ
れ
て
以
降
、
明
六
社
に
携

わ
っ
て
い
た
人
物
を
は
じ
め
と
し
て
明
治
初
期
の
思
想
世
界
を
問
い

直
す
研
究
が
進
ん
で
お
り
、
そ
の
な
か
西
洋
思
想
の
相
対
化
も
な
さ

れ
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
、
儒
者
を
主
人
公
と
し
、
漢
文
脈
（
と
国

文
脈
）
の
重
要
性
を
示
す
『
明
六
雑
誌
』
に
つ
い
て
の
研
究
書
が
あ

る
し）

（
（

、
徳
川
末
期
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
西
洋
人
文
社
会
科
学
の

知
識
が
日
本
に
流
入
す
る
過
程
で
オ
ラ
ン
ダ
経
由
の
学
術
知
識
が
果

た
し
た
役
割
を
問
う
研
究
で
も
、
日
本
の
知
識
人
た
ち
が
西
洋
の
制

度
や
学
術
な
ど
を
直
輸
入
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
積
極
的
に
取

り
組
み
、
そ
れ
を
主
体
的
に
捉
え
直
し
、
そ
し
て
そ
の
思
想
的
格
闘

に
儒
学
な
ど
の
思
想
的
伝
統
も
働
い
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る）

5
（

。
本
稿
で
問
題
と
し
て
扱
う
欧
米
中
心
主
義
的
文
明
論
は
当

時
の
文
明
を
め
ぐ
る
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
に
お
け
る
一
つ
の
傾
向
な
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
明
治
初
年
代
に
あ
ら
ゆ
る
面
で
近
代
化
／
文
明
化

＝
西
洋
化
の
担
い
手
に
な
っ
た
世
代
に
限
ら
ず
、
そ
の
な
か
で
育
っ

て
い
く
内
村
鑑
三
の
世
代
に
と
っ
て
も
、
欧
米
中
心
主
義
的
文
明
論

と
そ
れ
へ
の
対
応
が
困
難
な
思
想
課
題
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

で
は
、
内
村
は
「
日
本
の
天
職
」
を
発
想
す
る
前
ま
で
、
ど
の
よ

う
に
以
上
の
課
題
に
突
き
当
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
高
崎
英
学
校

→
有
馬
私
学
校
英
学
科
→
東
京
外
国
語
学
校
英
語
科
／
東
京
英
語
学

校
／
東
京
大
学
予
備
門
→
札
幌
農
学
校
→
米
国
留
学
と
い
う
西
洋
的

と
言
っ
て
よ
い
学
歴
を
持
つ
彼
に
は
、
欧
米
中
心
主
義
的
文
明
論
に

接
す
る
機
会
が
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
の
札

幌
農
学
校
の
役
割
に
つ
い
て
、
以
下
で
考
え
て
い
き
た
い）

（
（

。

一　

札
幌
農
学
校
の
外
国
人
教
師
た
ち
の
文
明
観

　

周
知
の
通
り
、
明
治
政
府
は
欧
化
政
策
を
取
り
、
維
新
後
二
十
年

く
ら
い
の
間
に
法
律
・
政
治
・
軍
事
・
産
業
・
社
会
・
衣
食
住
の
生

活
な
ど
を
早
急
に
西
洋
風
に
改
新
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
欧
米
列
強

に
文
明
国
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
近
代
国
家
を
建
設
し
、
不
平

等
条
約
の
改
正
交
渉
に
入
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
こ
れ
は
他
な
ら
ぬ

文
明
を
め
ぐ
る
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
マ
テ
リ
ア
ル
な
現
実
で
あ
り
、
内

村
鑑
三
が
一
八
七
七
年
に
第
二
期
生
と
し
て
入
学
し
た
札
幌
農
学
校
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も
そ
の
現
実
の
一
部
分
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
メ
リ
カ
の
マ
サ

チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
農
科
大
学
を
モ
デ
ル
と
し
て
一
八
七
六
年
に
開
校
さ

れ
た
こ
の
学
校
は
、
授
業
が
ア
メ
リ
カ
人
の
教
師
に
よ
っ
て
英
語
で

行
な
わ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
衣
食
住
ま
で
生
徒
の
生
活
が
全
面
的
に

西
洋
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
日
本
の
国
内
と
は
い
う
も
の
の
、

こ
こ
札
幌
農
学
校
の
中
の
空
間
だ
け
は
、
あ
た
か
も
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
一
部
を
切
り
取
っ
て
当
て
は
め
た
よ
う
な
、
西
洋
的
空
間

が
出
現
し
て
い
た）

（
（

」
と
さ
れ
る
。　

　

な
お
、
西
洋
化
は
形
式
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
内
村
鑑
三
が
入

学
し
た
こ
ろ
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
入
信
を
促
す
風
潮
が
強
か
っ
た
し
、

ま
た
教
師
が
お
雇
い
外
国
人
だ
っ
た
だ
け
に
、
教
育
自
体
も
西
洋
風

の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
特
に
興
味
深
い
の
は
農
学
校
の
第
二
代

教
頭
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ホ
イ
ー
ラ
ー
（W

illiam
�W

heeler
）
に
よ
る
日
本

の
教
育
に
関
す
る
発
言
で
あ
る
。『
札
幌
農
黌
第
二
年
報
』
に
お
け

る
ホ
イ
ー
ラ
ー
の
書
い
た
「
年
報
」
で
、
彼
は
、
日
本
人
生
徒
が
欧

米
の
生
徒
よ
り
も
学
習
の
機
敏
さ
を
見
せ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
卒

業
後
と
な
る
と
、「they�have�alm

ost�invariably�fallen�behind�
the�heirs�of�that�practical,�progressive,�self-asserting�
spirit�w

hich�has�been�the�im
pulse�and�the�fruit�of�

w
estern�civilization

／
其
進
歩
必
ス
泰
西
文
明
ノ
振
気
及
ヒ
結
果

タ
ル
着
実
、
進
取
、
自
決
ノ
精
神
ヲ
受
ケ
継
タ
ル
欧
米
人
ニ
後
ル
ヽ

ナ
リ）

（
（

」、
と
い
う
所
見
を
取
り
上
げ
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
論
じ
る
。

　

日
本
人
は
か
ね
て
よ
り
、
す
べ
て
の
知
識
の
源
泉
と
し
て
、
同
じ

く
「
魯
鈍
」
で
あ
る
中
国
（equally�inert�China

）
の
古
典
に
崇
敬
し

て
ま
で
頼
り
、
そ
れ
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
わ
ず
か
の

美
術
は
驚
く
べ
き
ほ
ど
の
完
全
さ
に
ま
で
達
し
た
が
、
計
画
や
発
明

の
実
用
は
無
視
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
日
本
の
古
来
の
学
問
は
広
大

な
が
ら
も
遅
鈍
で
あ
り
、
記
憶
力
の
み
を
養
成
し
、
思
考
力
を
度
外

視
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
記
憶
は
模
倣
的
（im

itative

）
な
も

の
で
あ
り
、
創
造
的
思
想
こ
そ
進
歩
的
（progressive

／
前
進
物
）
な

の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
日
本
の
従
来
の
教
育
で
は
進
歩
が
不
可
能

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
で
ホ
イ
ー
ラ
ー
は
、
西
洋
で
行
な
わ

れ
る
よ
う
な
科
学
的
実
用
的
教
育
の
導
入
を
勧
め
る）

（
（

。

　

札
幌
で
の
在
職
期
間
が
す
で
に
終
わ
っ
た
後
に
農
商
務
省
大
書
記

官
・
鈴
木
大
亮
に
宛
て
た
書
簡
で
、
ホ
イ
ー
ラ
ー
は
日
本
が
講
じ
て

い
る
進
歩
的
な
処
置
（progressive�m

easures

）
へ
の
関
心
を
失
っ
て

い
な
い
と
記
し
て
い
る
が）

10
（

、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
が
明
治
政
府
に
よ
る
欧

化
政
策
を
指
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ホ
イ
ー
ラ
ー
が
西
洋
化
を
進
歩

と
考
え
て
い
た
と
言
っ
て
も
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

上
述
の
ご
と
き
考
え
方
に
は
欧
米
中
心
主
義
的
文
明
論
の
傾
向
が

認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
ホ
イ
ー
ラ
ー
の
場
合
の
み
で
は
な
い
。

教
頭
と
し
て
彼
の
前
任
者
で
あ
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
ミ
ス
・
ク

ラ
ー
ク
（W

illiam
�Sm

ith�Clark

）
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
ク
ラ
ー
ク
は
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123　札幌農学校と欧米中心主義的文明論

札
幌
に
着
い
た
直
後
に
そ
の
義
弟
に
宛
て
た
書
簡
で
、
日
本
で
受
け

て
い
る
優
遇
に
つ
い
て
語
り
、
日
本
人
生
徒
の
英
語
力
も
褒
め
て
い

る
が
、
日
本
人
の
こ
と
を
東
洋
人
（O

rientals

）
と
呼
び
、
半
野
蛮

（sem
i-barbarous�people

）
と
す
る
箇
所
も
目
に
と
ま
る）

11
（

。

　

さ
ら
に
、
別
の
書
簡
で
彼
は
、
農
学
校
に
お
け
る
聖
書
の
使
用
に

関
す
る
開
拓
長
官
・
黒
田
清
隆
と
の
対
話
の
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
ク
ラ
ー
ク
は
、
聖
書
は
も
っ
と
も
優
れ
た
書
物
で

あ
り
、
す
べ
て
の
開
化
し
た
国
々
と
同
じ
く
（as�in�all�other�

enlightened�countries

）
日
本
に
も
き
っ
と
こ
れ
か
ら
導
入
さ
れ
る
に

違
い
な
い
の
で
、
札
幌
農
学
校
で
の
使
用
を
許
可
す
れ
ば
評
価
さ
れ

る
だ
ろ
う
と
言
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
が）

12
（

、
そ
れ
が
事
実
だ
と
す
れ

ば
、
西
洋
人
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
文
明
と
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
聖
書
使
用
の
許
可
を
得
よ
う
と
し
た
こ
と
に
な
る）

13
（

。

　

な
お
、
こ
の
よ
う
な
論
法
は
決
し
て
ク
ラ
ー
ク
に
限
っ
た
論
法
で

は
な
か
っ
た
。
札
幌
農
学
校
開
校
以
前
の
こ
と
だ
が
、
一
八
七
二
年

に
開
拓
使
は
仮
学
校
を
開
校
し
（
一
八
七
三
年
に
閉
鎖
と
改
正
を
経
て
再

び
開
校
）、
そ
の
な
か
に
女
学
校
も
設
立
し
た
。
い
ず
れ
も
卒
業
後
の

長
年
に
わ
た
る
開
拓
使
へ
の
奉
職
を
義
務
と
し
て
い
た）

1（
（

。
こ
の
制
度

を
改
正
す
る
よ
う
、
一
八
七
二
年
に
開
拓
使
に
雇
用
さ
れ
た
ア
メ
リ

カ
人
鉱
山
学
者
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
ス
ミ
ス
・
ラ
イ
マ
ン
（Benjam

in�

Sm
ith�Lym

an

）
は
黒
田
に
請
願
し
た
。
請
願
書
の
な
か
で
、
男
女
両

性
の
た
め
の
学
校
設
立
を�“enlightened�policy”�

と
評
価
し
た
う

え
、
ラ
イ
マ
ン
は
、
未
成
年
者
に
課
し
た
義
務
が
成
年
後
も
長
く
続

く
こ
と
を
、“enlightened”�

に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
日
本
と
り
わ

け
北
海
道
の
政
府
に
あ
る
ま
じ
き
事
情
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。
ま

た
、
ア
メ
リ
カ
や
フ
ラ
ン
ス
の
状
況
に
触
れ
な
が
ら
、
個
人
の
自
由

を
重
視
す
る
こ
と
こ
そ
政
府
の�“enlightenm

ent”�

を
示
す
と
し
、

日
本
も
そ
れ
が
実
現
で
き
た
ら
、
治
外
法
権
の
排
除
に
も
繫
が
る
と
、

不
平
等
条
約
の
問
題
に
さ
え
論
及
し
て
い
る）

15
（

。�

最
後
に
、
日
本
は
、

せ
め
て
北
海
道
の
こ
と
に
関
し
て
、
世
界
の
も
っ
と
も
開
化
し
た

国
々
（the�m

ost�enlightened�countries�of�the�w
orld

）
と
比
べ
ら
れ

る
ぐ
ら
い
正
義
や
寛
容
が
実
現
さ
れ
る
ま
で
、
貴
下
は
満
足
し
な
い

だ
ろ
う
、
と
い
う
言
葉
で
請
願
書
を
結
ぶ）

1（
（

。
こ
こ
で
指
す
国
々
が
西

洋
諸
国
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

上
述
の
よ
う
に
、
開
拓
使
の
お
雇
い
外
国
人
は
、
自
国
が
日
本
よ

り
進
歩
し
て
い
る
と
い
う
意
識
を
持
ち
、
必
要
に
応
じ
て
そ
れ
を
露

骨
に
表
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
当
然
、
札
幌
農
学
校
の
生
徒
た
ち
も
こ

う
し
た
文
明
観
に
接
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
第
一
期
生
の

卒
業
式
の
と
き
に
、
教
師
デ
ビ
ッ
ド
・
ピ
ア
ー
ス
・
ペ
ン
ハ
ロ
ー

（D
avid�Pearce�Penhallow

）
は
ス
ピ
ー
チ
し
、
そ
の
な
か
、
日
本
は

古
い
国
で
は
あ
る
が
、
世
界
の
も
っ
と
も
進
ん
で
い
る
国
々
（the�

m
ost�advanced�nations�of�the�w

orld

）
と
の
交
渉
に
入
っ
た
の
は
ご

く
最
近
の
こ
と
で
あ
り
、
日
本
の
こ
れ
か
ら
の
進
歩
と
発
達
は
あ
な

た
方
に
さ
ま
ざ
ま
な
好
機
を
提
供
す
る
に
違
い
な
い
と
述
べ
た
と
さ
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れ
て
い
る）

1（
（

。
こ
こ
も
ま
た
、「
世
界
の
も
っ
と
も
進
ん
で
い
る
国
々
」

は
も
ち
ろ
ん
欧
米
の
こ
と
を
い
う
。
こ
の
ス
ピ
ー
チ
を
生
徒
た
ち
も

聴
い
た
。

　

似
た
よ
う
な
発
言
は
教
師
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
ン
・
ブ
ル
ッ
ク
ス

（W
illiam

�Penn�Brooks

）
が
一
八
八
八
年
に
準
備
し
た
卒
業
生
へ
の

送
別
の
辞
の
草
稿
に
も
見
つ
か
る
。
ま
た
、
去
る
四
半
世
紀
に
遂
げ

て
き
た
進
歩
を
評
価
し
な
が
ら
、
ブ
ル
ッ
ク
ス
は
、
日
本
に
お
け
る

西
洋
文
明
は
ま
だ
ま
だ
レ
ベ
ル
が
低
い
と
言
い
、
さ
ら
な
る
発
達
の

可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る）

1（
（

。

二　

授
業
に
お
け
る
文
明
論

　

授
業
で
も
欧
米
中
心
主
義
的
文
明
論
に
接
す
る
機
会
が
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
農
学
校
と
し
て
理
工
系
の
科
目
が
メ
イ
ン
だ
っ
た
が
、

文
系
の
授
業
も
あ
っ
た
。
第
一
期
生
、
第
二
期
生
、
第
三
期
生
の
受

講
ノ
ー
ト
か
ら
は
、
ブ
ル
ッ
ク
ス
が
各
ク
ラ
ス
の
農
学
講
義
で
も
野

蛮
（savage,�barbaric

）
と
文
明
（civilized

）
を
区
別
し
、
国
の
農
業

の
状
況
は
そ
の
国
の
開
化
の
度
合
い
を
表
す
確
か
な
指
標
だ
と
述
べ

た
こ
と
が
分
か
り）

1（
（

、
ブ
ル
ッ
ク
ス
自
身
が
西
洋
の
農
学
を
教
え
る
た

め
に
日
本
に
来
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
文
明
論
の
観
点
か
ら
興

味
深
い
発
言
だ
が
、
そ
れ
よ
り
も
生
徒
た
ち
の
文
明
観
に
働
き
か
け

る
場
と
し
て
大
事
な
の
は
歴
史
の
授
業
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
『
札
幌
農
黌
第
四
年
報
』
に
お
け
る
教
師
ジ
ョ
ン
・
ク
ラ
レ
ン

ス
・
カ
ッ
タ
ー
（John�Clarence�Cutter

）
の
「
生
理
学
・
比
較
解
剖

学
及
英
文
学
科
報
告
」
に
よ
れ
ば
、
同
学
科
で
一
八
七
八
年
の
後
半

か
ら
七
九
年
の
前
半
ま
で
第
三
年
級
を
対
象
と
し
て
、
紀
元
後
の
歴

史
に
お
け
る
著
名
な
人
物
と
事
件
に
つ
い
て
講
義
し
、
そ
の
目
的
が

第
一
に
復
習
、
第
二
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
風
習
や
事
件
の
英
国
史

と
英
文
学
へ
の
影
響
を
示
す
こ
と
、
第
三
に
理
系
の
科
目
で
用
い
ら

れ
な
い
語
彙
の
練
習
に
あ
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
一
八
七
九
年
の
後

半
に
は
第
四
年
級
を
対
象
と
し
て�“H

istory�of�civilization”�

の
授

業
を
行
な
い
、
欧
州
の
歴
史
と
発
達
に
見
え
る
文
明
の
事
実
を
概
観

し
た
と
い
う）

20
（

。

　

こ
の
二
つ
の
授
業
を
受
け
た
生
徒
の
一
人
は
内
田
瀞
で
あ
り
、
彼

の
受
講
ノ
ー
ト
が
現
在
北
海
道
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
歴
史

講
義
の
ノ
ー
ト
も
そ
の
な
か
に
入
っ
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
の
授
業
の

も
の
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
内
表
紙
に�“O

ct.�（
th�1（（（”�

と
表
示
さ

れ
て
い
る
こ
と
と
、
一
世
紀
の
古
代
ロ
ー
マ
か
ら
一
八
世
紀
の
フ
ラ

ン
ス
革
命
に
至
る
ま
で
の
歴
史
を
、
体
系
的
な
文
明
史
と
い
う
よ
り
、

際
立
っ
た
人
物
を
中
心
と
す
る
年
代
順
の
政
治
史
と
し
て
語
る
内
容

か
ら
、「
文
明
史
」
で
な
い
ほ
う
の
授
業
の
ノ
ー
ト
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
も
、
は
じ
め
に
、
一
九
世
紀
が
発
明
の
世
紀
で
あ
り
、
そ

れ
よ
り
以
前
の
す
べ
て
の
世
紀
の
共
通
点
が
そ
の
成
立
に
貢
献
し
た
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こ
と
に
あ
る
と
言
い）

21
（

、
ま
た
、
ト
ゥ
ー
ル
・
ポ
ワ
テ
ィ
エ
間
の
戦
い

（
七
三
二
年
）
を
東
洋
と
西
洋
の
戦
い
、
キ
リ
ス
ト
教
と
マ
ホ
メ
ッ
ト

教
の
戦
い
と
し
て
紹
介
し
、
人
類
の
知
的
向
上
と
市
民
社
会
の
自
由

（the�intellectual�im
provem

ent,�and�the�civil�freedom
�of�the�hum

an�

race

）
が
争
わ
れ
た
と
述
べ
て
お
り）

22
（

、
カ
タ
ラ
ウ
ヌ
ム
の
戦
い
（
四

五
一
年
）
を
、
欧
州
が
カ
ル
ム
ッ
ク
人
の
王
朝
に
治
め
ら
れ
て
い
く

か
、
ゴ
ー
ト
・
テ
ュ
ー
ト
ン
王
の
下
で
自
由
に
進
歩
（free�progress

）

し
て
い
く
か
が
決
ま
る
戦
い
と
意
義
付
け
て
い
る）

23
（

。

　

こ
の
よ
う
な
箇
所
か
ら
、
西
洋
史
上
の
諸
事
件
を
順
に
概
述
す
る

講
義
で
も
、「
進
歩
」
の
概
念
を
前
提
と
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ

れ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
は
、
十
字
軍
は
「
西
洋
の
暗
闇
に
、
よ
り

豊
か
で
進
ん
で
い
る
東
洋
文
明
の
光
明
と
長
所
を
取
り
入
れ
た
」

（“It�introduced�to�the�darkness�of�the�W
est,�the�lights�and�

advantages�of�the�richer�and�m
ore�advanced�civilization�of�the�

O
rie

）
2（
（nt.”

）
と
い
う
よ
う
に
、
東
洋
の
こ
と
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
論
じ
る

と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
西
洋
の
進
歩
の
観
点
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
中
世
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
、
一
九
世
紀
の
西
洋
が
す

で
に
そ
の
暗
い
過
去
の
状
態
か
ら
脱
却
し
、
世
界
の
文
明
を
リ
ー
ド

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
文
明
観
と
は
矛
盾
し
て
い
な
い
。

　

で
は
「
文
明
史
」
と
い
う
科
目
名
が
つ
い
て
い
る
授
業
は
ど
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
講
義
ノ
ー
ト
ま
た
は
受
講
ノ
ー

ト
が
見
つ
か
ら
な
い
限
り
、「
文
明
史
」
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に

紹
介
さ
れ
た
か
は
不
明
だ
が
、『
札
幌
農
黌
第
四
年
報
』
に
載
っ
て

い
る
試
験
問
題
を
見
れ
ば
、
や
は
り
欧
州
史
に
関
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る）

25
（

。
そ
こ
か
ら
、
当
時
の
文
明
論
ら
し
く
「
文
明
史
」

を
「
西
洋
史
」
と
し
て
論
じ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る）

2（
（

。

　

さ
ら
に
、『
札
幌
農
学
校
第
五
年
報
』
に
お
け
る
教
師
ジ
ェ
ー
ム

ス
・
サ
マ
ー
ズ
（Jam

es�Sum
m

ers

）
の
「
英
語
科
報
告
」
に
よ
れ
ば
、

第
一
年
級
生
の
読
書
力
を
上
達
さ
せ
る
た
め
に�“Lord’s M

odern 
H

istory of E
urope”�

を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
授
業
を
行
な
っ
た
と
い

う）
2（
（

。『
札
幌
農
黌
第
二
年
報
』
に
お
け
る
書
籍
目
録
に
は�“Lord,�J.,�

M
odern�Europe,（2�copi

）
2（
（es.”

と
い
う
記
載
が
あ
り
、
北
海
道
大

学
附
属
図
書
館
の
札
幌
農
学
校
文
庫
に
は
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ド
（John�

Lord

）
の�M

odern E
urope, A

 School H
istory�

が
あ
る
が
、
サ

マ
ー
ズ
が
授
業
に
使
っ
た
の
は
こ
の
本
だ
と
思
わ
れ
る
。
人
々
の
自

由
、
平
等
、
知
識
の
普
及
、
富
・
名
誉
・
権
力
を
取
得
す
る
可
能
性

な
ど
が
進
歩
を
測
る
規
準
と
し
た
う
え
で）

2（
（

、
こ
の
規
準
に
し
た
が
っ

て
一
五
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
至
る
ま
で
の
欧
州
史
を
紹
介
す
る
歴

史
教
科
書
で
あ
る
。
サ
マ
ー
ズ
が
ど
の
箇
所
を
生
徒
に
読
ま
せ
た
の

か
は
分
か
ら
な
い
が
、
欧
米
中
心
主
義
的
文
明
観
の
特
色
を
帯
び
た

表
現
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
ロ
ー
ド
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
る
発

見
以
前
の
ア
メ
リ
カ
大
陸
を
野
蛮
（a�continent�once�inhabited�by�

ignorant�and�untutored�savages

）
と
し
て
い
る
う
え
に
、
こ
の
発
見

の
結
果
と
し
て
日
本
や
中
国
な
ど
も
欧
州
の
影
響
下
に
入
り
、
文
明
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と
キ
リ
ス
ト
教
が
世
界
の
も
っ
と
も
遠
い
と
こ
ろ
に
ま
で
到
達
し
た

（the�extension�of�civilization�and�Christianity�to�the�utm
ost�bounds�

of�the�earth
）
と
い
う）

30
（

。
ち
な
み
に
、
内
村
鑑
三
は
サ
マ
ー
ズ
の
授

業
を
受
け
て
い
な
い
が
、
彼
も
ロ
ー
ド
の
本
を
読
ん
だ
こ
と
は
本
人

の
言
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る）

31
（

。

三　
『
農
業
叢
談
』
と
西
洋
文
明
の
導
入

　

農
学
校
の
生
徒
は
文
明
論
の
受
け
手
の
み
な
ら
ず
、
早
く
も
在
学

中
に
送
り
手
に
も
な
っ
た
と
言
え
る
。
一
八
七
八
年
に
農
学
校
か
ら
、

「
農
校
生
徒
ヲ
シ
テ
毎
月
一
廻
新
聞
紙
発
行
、
農
家
ノ
裨
益
ヲ
得
セ

シ
メ
度
旨
」
の
申
し
出
が
あ
り
、
ま
ず
は
試
み
に
数
カ
月
に
わ
た
り

『
農
校
報
告
書
』
と
題
す
る
月
刊
の
小
冊
子
を
発
刊
し
た
い
旨
を
出

願
し
た
。
こ
れ
は
後
に
『
農
業
叢
談
』
と
改
題
さ
れ
る
い
わ
ば
農
業

雑
誌
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
構
想
を
教
師
ペ
ン
ハ
ロ
ー
は
願
書
の
別
紙

で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
北
海
道
の
農
家
お
よ
び
一
般
人
民
に
農
学

校
の
事
業
に
よ
り
裨
益
し
、
ま
た
彼
ら
に
農
学
校
の
役
割
を
知
ら
せ

る
こ
と
が
小
冊
子
発
行
の
目
的
で
あ
り
、
そ
の
う
え
、
こ
の
事
業
を

担
当
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
徒
ら
の
勉
強
に
も
な
る
と
い
う
。
農

業
社
会
を
益
す
る
事
業
と
は
も
ち
ろ
ん
知
識
を
提
供
す
る
こ
と
だ
が
、

生
徒
が
「
農
業
及
ビ
製
造
社
会
ヲ
直
接
ニ
裨
益
ス
ベ
キ
カ
如
キ
ノ
条

款
ヲ
外
国
新
聞
ヨ
リ
抄
訳
シ
、
或
ハ
自
己
ノ
心
思
ヨ
リ
之
レ
ヲ
作
リ
、

又
ハ
黌
員
ノ
寄
書
ヲ
登
録
」
す
る
こ
と
を
ペ
ン
ハ
ロ
ー
は
予
定
し
て

い
た）

32
（

。

　

外
国
新
聞
か
ら
の
抄
訳
な
り
、
農
学
校
で
訓
練
を
受
け
た
生
徒
の

作
文
な
り
、
い
ず
れ
も
西
洋
の
農
学
知
識
の
普
及
に
つ
な
が
っ
た
。

『
農
業
叢
談
』
第
一
号
の
冒
頭
に
置
か
れ
て
い
る
「
農
業
叢
談
刊
行

の
旨
意
」
と
い
う
文
章
は
次
の
言
葉
で
始
ま
る
。

今
や
文
化
年
に
開
け
、
百
工
日
に
新
を
競
ふ
の
秋
に
際
し
、
独

り
農
家
に
於
て
は
依
然
旧
習
を
墨
守
し
、
其
改
進
す
る
所
を
見

す
。
故
に
労
す
る
所
多
く
し
て
得
る
所
少
な
く
、
稼
穡
常
に
艱

難
に
し
て
粒
々
皆
辛
苦
た
る
を
免
れ
す
。
豈
歎
せ
さ
る
べ
け
ん

や
。
夫
れ
欧
米
諸
国
に
於
て
は
農
学
も
亦
他
の
諸
学
術
と
幷
ひ

行
は
る
ゝ
を
以
て
造
化
の
大
法
を
究
め
、
識
者
の
経
験
を
鑑
み
、

機
械
以
て
人
力
を
省
き
、
肥
培
以
て
収
穫
を
増
す
等
、
其
方
法

の
直
ち
に
我
邦
に
施
行
す
へ
き
も
の
一
に
し
て
足
ら
さ
る
な
り）

33
（

。

　

こ
こ
で
な
さ
れ
て
い
る
時
局
の
観
察
は
ま
さ
に
『
農
業
叢
談
』
発

行
の
背
景
で
あ
り
、
同
誌
の
性
格
を
予
告
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
日

本
の
農
業
は
時
代
遅
れ
で
あ
り
効
率
が
悪
い
た
め
、
よ
り
進
ん
で
い

る
欧
米
の
知
識
や
技
術
の
導
入
に
よ
っ
て
進
歩
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
、

そ
の
案
内
を
す
る
こ
と
こ
そ
『
農
業
叢
談
』
の
課
題
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
同
誌
は
農
業
史
研
究
の
重
要
な
史
料
で
あ
る
の
と
同

時
に
、
当
時
の
文
明
論
の
状
況
を
再
現
す
る
た
め
の
素
材
に
も
な
る
。

現
在
、『
農
業
叢
談
』
第
一
号
～
第
一
七
号）

3（
（

は
製
本
さ
れ
て
一
冊
の

日本思想史学53-論文4 ロバート・クラフト氏　　［出力］ 2021年9月30日　午後5時58分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1



127　札幌農学校と欧米中心主義的文明論

状
態
で
北
海
道
大
学
大
学
文
書
館
で
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は

い
く
つ
か
の
掲
載
記
事
を
紹
介
し
、
文
明
論
の
観
点
か
ら
分
析
す
る

こ
と
に
し
た
い
。

　
『
農
業
叢
談
』
は
毎
号
三
本
か
ら
八
本
の
文
章
が
載
っ
て
お
り
、

分
載
さ
れ
た
も
の
を
一
本
と
し
て
数
え
る
と
、
全
一
七
号
で
五
四
本

の
文
章
に
な
る
。
執
筆
者
が
分
か
る
も
の
は
す
べ
て
札
幌
農
学
校
の

生
徒
あ
る
い
は
卒
業
生
（
四
〇
本
）
ま
た
は
教
師
（
二
本
）
に
よ
っ
て

書
か
れ
て
い
る
。
一
〇
本
は
西
洋
の
文
章
か
ら
の
（
部
分
的
な
）
翻

訳
だ
が
、
原
文
の
表
示
を
欠
い
て
い
る
か
、
も
し
く
は
曖
昧
な
情
報

に
と
ど
ま
る
場
合
が
あ
る
。

　

上
述
の
ご
と
く
、『
農
業
叢
談
』
に
は
農
業
の
近
代
化
と
い
う
課

題
が
あ
っ
た
が
、
農
学
校
の
生
徒
た
ち
は
そ
れ
を
意
識
し
な
が
ら
記

事
を
執
筆
し
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第
三
期
生
の
栂
野
四
男
吉

は
「
種
子
を
薄
く
蒔
く
へ
き
事
」
と
題
す
る
文
章
で
欧
米
人
の
言
を

引
用
し
な
が
ら
、
植
物
が
互
い
に
邪
魔
せ
ず
に
丈
夫
に
生
長
で
き
る

よ
う
に
適
量
の
種
を
蒔
く
べ
き
こ
と
を
説
い
て
お
り
、
頑
固
に
種
蒔

の
旧
法
を
守
ら
な
い
よ
う
戒
め
、
土
地
の
性
質
や
気
候
な
ど
を
考
慮

す
る
必
要
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
西
洋
の
調
査
結
果
も
参

考
に
挙
げ
て
い
る
（
第
二
号
、
一
八
八
〇
年
二
月
、
三
丁
裏
～
八
丁
裏
）。

　

も
っ
と
は
っ
き
り
と
西
洋
化
に
よ
る
近
代
化
の
必
要
性
を
表
明
し

て
い
る
の
は
第
一
期
生
の
佐
藤
昌
介
に
よ
る
論
文
「
開
墾
地
の
区
画

及
ひ
其
取
扱
方
を
論
す
」
で
あ
る
。
内
容
は
題
名
通
り
土
地
の
使
用

目
的
に
よ
る
区
分
お
よ
び
そ
れ
ぞ
れ
の
扱
い
方
に
つ
い
て
だ
が
、
北

海
道
に
移
住
し
て
く
る
農
家
に
西
洋
の
農
業
方
法
の
長
所
を
も
っ
て

日
本
の
旧
法
の
短
所
を
補
っ
て
欲
し
い
と
い
う
希
望
が
冒
頭
に
記
さ

れ
て
い
る
（
第
四
号
、
一
八
八
〇
年
四
月
、
一
丁
表
）。

　

佐
藤
は
札
幌
農
学
校
を
卒
業
後
、「
貿
易
の
権
衡
を
得
ん
と
欲
せ

は
須
く
農
産
を
起
す
へ
し
」
と
い
う
論
文
も
投
稿
し
た
。
輸
出
入
の

不
均
衡
と
金
銀
貨
の
海
外
へ
の
流
出
を
西
洋
文
明
の
導
入
に
伴
う
や

む
を
得
な
い
事
情
と
認
め
た
う
え
、
日
本
人
は
経
験
が
浅
い
工
業
生

産
よ
り
も
、
知
識
と
資
財
の
土
台
が
す
で
に
で
き
て
い
る
農
業
の
ほ

う
が
、
泰
西
の
方
法
を
も
っ
て
改
良
し
進
歩
さ
せ
れ
ば
興
隆
し
や
す

く
、
こ
の
よ
う
に
し
て
農
産
物
の
輸
出
増
加
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で

き
た
ら
、
貿
易
の
権
衡
を
得
る
た
め
の
第
一
歩
に
も
な
る
と
主
張
し

て
い
る
（
第
一
六
号
、
一
八
八
一
年
四
月
、
六
丁
裏
～
一
二
丁
裏
）。

　

も
ち
ろ
ん
農
業
の
近
代
化
と
言
っ
て
も
、
札
幌
農
学
校
生
に
と
っ

て
も
っ
と
も
身
近
な
課
題
は
北
海
道
の
開
拓
で
あ
っ
た
。
佐
藤
昌
介

は
こ
れ
に
関
し
て
「
渡
島
地
方
開
拓
総
論
」
と
い
う
、『
農
業
叢
談
』

の
六
号
に
も
わ
た
る
長
文
を
書
い
た
。
渡
島
地
方
の
利
害
を
計
較
し

た
う
え
で
、
開
拓
事
業
を
勧
め
、
そ
の
可
能
性
を
検
討
し
て
い
る
。

こ
こ
で
そ
の
内
容
を
よ
り
詳
細
に
紹
介
す
る
こ
と
は
省
く
が
、
未
開

地
を
「
富
強
文
明
」
に
す
る
亀
鑑
と
し
て
ア
メ
リ
カ
の
事
例
を
挙
げ

て
い
る
こ
と
だ
け
は
記
し
て
お
き
た
い
（
第
七
号
、
一
八
八
〇
年
七
月
、

九
丁
裏
～
一
〇
丁
表
）。
北
海
道
を
ど
う
開
拓
し
て
い
く
べ
き
か
の
問
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題
に
つ
い
て
考
え
る
際
、
農
学
校
で
修
め
た
学
問
は
も
と
よ
り
、
生

徒
が
実
際
に
札
幌
で
送
っ
て
い
た
生
活
の
習
慣
も
参
考
に
な
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
校
内
の
生
活
が
衣
食
住
ま
で
西
洋
化
さ
れ
て

い
た
の
は
前
に
も
述
べ
た
通
り
だ
が
、
内
村
鑑
三
は
「
米
の
滋
養

分
」
と
い
う
論
文
で
、
寒
い
北
海
道
の
住
人
に
と
っ
て
あ
ま
り
養
分

に
富
ま
な
い
米
よ
り
も
麦
や
玉
蜀
黍
の
ほ
う
が
適
当
な
常
食
で
あ
る

と
説
き
（
第
二
号
、
一
〇
丁
裏
～
一
二
丁
裏
）、
第
三
期
生
の
原
田
成
貞

も
「
小
麦
培
養
法
」
と
い
う
文
章
を
投
稿
し
、
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の

農
書
か
ら
の
邦
訳
だ
が
、
翻
訳
者
の
原
田
は
、
寒
い
北
海
道
の
住
人

は
米
の
代
わ
り
に
小
麦
か
ら
作
ら
れ
た
パ
ン
を
食
べ
た
ほ
う
が
良
い

と
主
張
し
て
い
る
（
第
五
号
、
一
八
八
〇
年
五
月
、
三
丁
表
）。

　

そ
の
ほ
か
、
西
洋
の
農
業
方
法
を
紹
介
す
る
記
事
が
い
く
つ
か
あ

る
。
例
え
ば
、
第
三
期
生
の
伊
吹
鎗
造
に
よ
る
「
牧
場
」
と
題
す
る

論
文
は
牧
場
に
す
る
場
所
を
選
ぶ
と
き
の
注
意
点
や
牧
草
の
種
子
の

選
択
、
肥
料
の
施
用
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
欧
米
で
採
用

さ
れ
る
方
法
に
も
触
れ
て
お
り
（
同
前
、
七
丁
裏
～
一
〇
丁
表
）、
人
糞

を
使
っ
た
肥
料
の
効
用
や
製
法
に
つ
い
て
論
じ
る
第
三
期
生
の
杉
山

清
利
が
書
い
た
「
人
糞
」
と
い
う
論
文
に
も
、
欧
米
人
の
言
を
引
用

し
、
そ
の
方
法
の
導
入
を
勧
め
る
箇
所
が
あ
る
（
第
九
号
、
一
八
八
〇

年
九
月
、
二
丁
表
～
七
丁
表
）。
ま
た
、
栂
野
四
男
吉
の
筆
に
な
る
「
農

業
七
則
」
と
い
う
文
章
は
西
洋
の
農
書
か
ら
と
っ
た
七
つ
の
農
家
が

必
ず
守
る
べ
き
規
則
を
挙
げ
て
説
明
し
て
お
り
（
第
一
七
号
、
一
八

八
一
年
五
月
、
一
丁
表
～
五
丁
表
）、
ア
メ
リ
カ
で
よ
く
採
用
さ
れ
て
い

る
と
言
わ
れ
る
キ
ャ
ベ
ツ
の
貯
蔵
方
法
を
紹
介
す
る
無
署
名
の
小
文

も
あ
る
（「「
カ
ツ
ベ
ー
ジ
」
を
貯
ふ
る
法
」
第
五
号
、
二
丁
裏
）。
こ
れ
ら

以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
欧
米
の
事
情
に
触
れ
る
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
。

　

以
上
、『
農
業
叢
談
』
の
い
く
つ
か
の
記
事
を
選
択
し
要
約
し
て

み
た
が
、
先
に
紹
介
し
た
ペ
ン
ハ
ロ
ー
の
雑
誌
発
行
の
予
定
は
ほ
ぼ

彼
の
希
望
通
り
に
実
現
さ
れ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
文
明
論
の
観
点

か
ら
雑
誌
全
体
の
分
析
の
結
果
を
ま
と
め
れ
ば
、
約
半
分
の
記
事
は

欧
米
人
の
言
を
引
用
し
た
り
、
そ
の
試
験
結
果
を
挙
げ
た
り
、
欧
米

の
農
業
の
方
法
や
法
令
な
ど
の
事
情
に
触
れ
た
り
、
洋
書
を
直
接
訳

し
た
り
す
る
よ
う
な
形
で
、
西
洋
の
権
威
を
借
り
な
が
ら
新
知
識
の

普
及
に
努
め
て
い
る
。
特
に
引
用
文
と
翻
訳
文
に
関
し
て
言
え
ば
、

名
前
な
ど
出
典
の
情
報
を
示
す
場
合
も
あ
る
が
、「
或
る
西
洋
人
の

言
に
」「
西
人
の
語
に
」「
西
洋
人
の
説
に
」「
西
洋
に
有
名
な
る
農

家
」「
米
国
（
の
）
農
書
」「
西
洋
農
書
中
」「
二
三
の
洋
書
」
の
よ

う
な
曖
昧
な
表
示
も
な
さ
れ
て
い
る）

35
（

。
こ
れ
ら
は
読
者
の
た
め
に
情

報
源
を
探
し
や
す
く
す
る
こ
と
が
目
的
で
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な

く
、
い
わ
ゆ
る
西
洋
的
知
識
を
基
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
主

張
の
信
頼
性
を
高
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し

て
、『
農
業
叢
談
』
の
執
筆
者
た
ち
は
欧
米
諸
国
の
学
問
的
な
権
威

を
認
め
、
進
ん
だ
学
問
を
西
洋
の
優
越
性
の
一
理
由
と
す
る
文
明
論

を
再
生
産
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
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す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
内
村
鑑
三
も
「
米
の
滋
養
分
」
と
い

う
一
本
の
論
文
を
『
農
業
叢
談
』
に
投
稿
し
、
同
誌
の
多
く
の
論
文

と
同
様
、
彼
も
札
幌
農
学
校
で
学
ん
だ
学
問
を
基
に
し
、「
西
洋
人

の
説
」
を
引
用
し
た
の
で
あ
る
。
内
村
が
こ
の
西
洋
の
権
威
を
借
り

る
と
い
っ
た
論
じ
方
を
よ
く
体
得
し
て
い
た
こ
と
は
、
彼
が
卒
業
後

技
官
と
し
て
漁
業
に
つ
い
て
書
い
た
文
章
か
ら
も
分
か
る
。
そ
の
な

か
で
も
彼
は
欧
米
の
先
行
研
究
を
援
用
し
、
そ
の
調
査
方
法
を
借
り
、

同
諸
国
の
事
情
を
紹
介
し
て
手
本
と
し
て
い
る
の
で
あ
る）

3（
（

。

四　

農
学
校
生
の
「
文
明
」
意
識
─
内
村
鑑
三
の
場
合

　

こ
こ
ま
で
紹
介
し
た
環
境
下
で
教
育
を
受
け
た
内
村
鑑
三
は
思
想

的
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
人
は
後
に
そ
の

経
験
を
次
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
に
ま
と
め
る
。
当
初
は
自
分
の
愛

国
心
と
相
容
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
外
来
宗
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト

教
に
反
発
を
感
じ
た
が
、
周
り
の
同
期
生
た
ち
が
続
々
と
入
信
し
て

し
ま
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
結
局
自
分
も
嫌
々
な
が
ら
キ
リ
ス
ト
教
徒

の
先
輩
に
よ
る
伝
道
に
屈
し
た
形
で
入
信
し
た
。
続
い
て
、
英
語
を

媒
介
と
し
た
勉
強
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
キ
リ
ス
ト
教
文
明

（Christian�civilization

）
に
対
す
る
崇
敬
の
念
が
養
わ
れ
、
ア
メ
リ
カ

の
金
力
万
能
や
人
種
差
別
な
ど
の
問
題
を
耳
に
し
な
が
ら
も
、
そ
れ

を
信
じ
な
か
っ
た
。
こ
の
見
方
が
変
わ
っ
た
の
は
一
八
八
四
年
に
初

め
て
渡
米
し
た
と
き
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
滞
在
中
に
西
洋
文
明
の
現

実
に
直
面
し
て
幻
滅
し
た
。
渡
米
以
前
に
は
欧
米
を
優
越
者
と
考
え
、

日
本
を
神
に
見
放
さ
れ
た
無
用
の
国
と
思
っ
て
い
た
の
と
違
い
、
ア

メ
リ
カ
の
現
実
を
目
の
当
た
り
に
し
つ
つ
自
国
を
遠
く
か
ら
見
る
こ

と
に
よ
り
、
日
本
も
ま
た
神
の
意
思
に
従
っ
て
世
界
人
類
に
貢
献
す

る
天
職
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
悟
っ
た
と
い
う）

3（
（

。

　

内
村
は
札
幌
の
地
で
、
欧
米
中
心
主
義
的
文
明
論
に
圧
倒
さ
れ
て

し
ま
っ
た
と
み
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
格
闘
し
、
そ
れ
に

挑
戦
し
よ
う
と
、
彼
は
後
に
「
日
本
の
天
職
」
を
唱
え
る
が
、
こ
の

天
職
思
想
へ
の
決
定
的
な
刺
激
を
与
え
ら
れ
た
の
が
ア
メ
リ
カ
の
ア

マ
ー
ス
ト
大
学
在
学
中
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
内
村
が
残
し
た
書
簡
や

日
記
か
ら
十
分
に
明
ら
か
に
な
る
事
実
で
あ
る）

3（
（

。
し
か
し
、
札
幌
で

の
経
験
に
よ
っ
て
愛
国
心
が
失
わ
れ
、
渡
米
す
る
ま
で
愛
国
心
を
抱

く
こ
と
は
な
か
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　

農
学
校
で
内
村
の
同
期
生
で
あ
っ
た
太
田
（
新
渡
戸
）
稲
造
の
回

想
に
よ
れ
ば
、
卒
業
の
こ
ろ
内
村
と
太
田
と
宮
部
金
吾
の
三
人
は
互

い
に
、
社
会
に
出
た
ら
「
国
と
同
胞
の
為
に
一
身
を
捧
げ
る
旨
を
述

べ
合）

3（
（

」
っ
た
と
い
う
か
ら
、
札
幌
で
の
教
育
を
経
て
相
変
わ
ら
ず
国

と
国
民
の
こ
と
を
大
切
に
思
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
三
人

に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
一
八
七
六
年
に
開
識
社
と
い
う
学

生
サ
ー
ク
ル
が
設
立
さ
れ
、
文
書
力
と
弁
舌
能
力
の
向
上
を
目
的
に

社
員
が
集
会
し
て
演
説
と
討
論
を
し
た
。
内
村
鑑
三
も
入
学
直
後
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の
一
八
七
七
年
一
〇
月
よ
り
二
年
に
わ
た
っ
て
開
識
社
に
携
わ
り
、

七
九
年
一
〇
月
に
日
課
の
多
忙
を
理
由
と
し
て
退
社
し
た）

（0
（

。
設
立
時

の
開
識
社
規
則
は
英
語
で
書
か
れ
た
が
、
一
八
八
〇
年
の
新
入
生
の

た
め
に
同
社
で
活
動
し
て
い
る
生
徒
は
規
則
を
日
本
語
で
再
編
集
し
、

冒
頭
に
以
下
の
緒
言
を
置
い
た
。

国
之
開
明
ハ
大
ヒ
ニ
民
人
独
行
自
立
之
精
神
ニ
由
ル
。
而
シ
テ

民
人
独
行
自
立
之
精
神
ハ
文
芸
学
術
之
進
歩
ヲ
以
テ
振
起
ス
。

惟
ル
ニ
我
国
ハ
王
政
復
古
之
後
、
前
代
未
ダ
曾
テ
ア
ラ
ズ
、
他

国
未
ダ
嘗
テ
有
ラ
ザ
ル
ノ
一
大
進
歩
ヲ
経
、
教
育
殆
ン
ド
其
法

ヲ
得
、
法
律
稍
其
衡
ヲ
得
、
其
他
百
般
之
事
亦
略
々
其
緒
ニ
就

ケ
リ
、
夫
レ
開
明
之
度
ハ
已
ニ
コ
ヽ
ニ
達
セ
リ
。
然
レ
ド
モ
其

未
ダ
以
テ
富
強
ヲ
欧
米
ト
頡
頏
ス
ル
能
ハ
ザ
ル
ヤ
遠
シ
。
噫
々

コ
レ
何
ノ
故
ゾ
ヤ
。
多
言
ヲ
要
セ
ズ
、
識
見
ニ
乏
シ
ケ
レ
バ
ナ

リ
。
故
ニ
吾
人
ハ
茲
ニ
此
社
ヲ
結
ビ
、
以
テ
吾
人
ガ
天
賦
之
性

ヲ
硺

（
マ
マ
）キ

、
以
テ
吾
人
ガ
学
見
知
識
ヲ
広
フ
シ
、
以
テ
吾
人
ヲ
シ

テ
明
治
之
聖
代
ニ
愧
ヂ
ザ
ル
ノ
忠
臣
タ
ラ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
ト
云

爾
。（
六
七
四
頁
）

　

さ
ら
に
「
開
識
社
記
録
」
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
演
説
題
名
の
な
か

に
は
、“Patriotism

�is�the�basis�of�national�independence”�
“Love�of�the�country”�“Im

portance�of�Jap.�Spirit”�
“Im

portance�of�Jap.�Spirit�as�to�intercourse�to�foreigners”�
“People�w

ho�are�destitute�of�the�Love�of�Country”�“A
�

m
an�is�said�to�be�perfect�w

ho�possesses�equally�passion,�
perseverance�&

�patriotic�m
ind”　

「
愛
国
心
」
な
ど
が
あ
る
。

“Patriotic�m
ind�is�the�basis�of�national�prosperity”�

を
テ
ー

マ
と
し
た
討
論
も
記
録
さ
れ
て
い
る
（
六
四
七
頁
、
六
五
〇
～
六
五
一
頁
、

六
八
〇
頁
）。
内
村
も�“T

he�independence�of�a�country�is�based�
upon�the�boldness�of�its�people”�

と�“Rise�&
�Progress�of�

the�nation”�

に
つ
い
て
演
説
し
た
（
六
四
九
頁
、
六
五
二
頁
）。
こ
れ

ら
の
具
体
的
な
内
容
は
残
念
な
が
ら
不
明
だ
が
、
要
旨
な
い
し
原
稿

が
残
っ
て
い
る
演
説
も
あ
り
、
彼
ら
の
愛
国
心
を
窺
い
知
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

例
え
ば
、
第
一
期
生
の
出
田
晴
太
郎
は
農
業
が
大
い
に
国
富
の
助

け
に
な
り
、
農
学
校
生
こ
そ
日
本
帝
国
を
豊
か
に
す
べ
き
だ
と
演
述

し
（
六
三
九
頁
）、
第
四
期
生
の
中
川
太
郎
も
「
時
難
ヲ
救
フ
ハ
一
ニ

諸
君
ノ
任
ニ
ア
リ
」
と
い
う
演
説
で
、
紙
幣
の
下
落
を
方
今
の
最
大

の
問
題
と
し
、
解
決
方
法
と
し
て
国
産
の
増
加
を
挙
げ
て
い
る
が
、

工
業
に
は
文
明
が
進
み
貿
易
が
盛
ん
に
な
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

ま
ず
は
農
産
を
増
や
す
べ
き
だ
と
説
き
、
そ
れ
が
農
学
校
生
の
任
務

だ
と
論
じ
て
い
る
（
六
七
七
～
六
七
九
頁
）。
ま
た
、
伊
吹
鎗
造
は

「
外
国
ノ
侮
慢
ヲ
防
ク
ハ
果
シ
テ
書
生
ノ
任
ナ
ル
哉
」
と
い
う
題
の

下
で
、
国
勢
が
愛
国
心
の
深
浅
に
よ
る
と
言
い
、
愛
国
心
の
あ
る
士

族
子
弟
が
我
国
勢
を
振
起
し
外
侮
を
防
ぐ
期
待
を
表
し
て
い
る
が
、

そ
の
た
め
に
兵
力
で
は
な
く
、
知
識
・
才
力
が
必
要
で
あ
り
、
農
学
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131　札幌農学校と欧米中心主義的文明論

校
生
こ
そ
こ
の
課
題
を
担
う
べ
き
だ
と
呼
び
掛
け
て
い
る
（
六
六
五

～
六
六
六
頁
）。
第
四
期
生
の
黒
宮
武
雄
の
「
愛
国
論
」
と
い
う
演
説

も
そ
の
題
名
に
適
合
し
た
熱
情
を
込
め
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
記

録
か
ら
感
じ
取
ら
れ
る
（
六
八
〇
～
六
八
一
頁
）。
最
後
に
こ
こ
で
取

り
上
げ
た
い
の
は
第
三
期
生
の
中
根
明
に
よ
る
「
今
ノ
壮
年
輩
ハ
精

神
気
力
ヲ
振
起
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
と
題
す
る
演
説
の
要
旨
で
あ
り
、

そ
れ
ほ
ど
長
く
な
い
の
で
、
全
文
を
引
用
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

我
輩
少
壮
学
生
ノ
今
日
孳
々
強
勉
以
テ
学
業
ニ
追
従
ス
ル
ハ
一

身
一
己
ノ
私
利
ヲ
謀
ル
ヲ
以
テ
一
片
ノ
目
途
、
単
純
ノ
期
望
ト

ナ
ス
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
。
マ
タ
将
ニ
愛
国
ノ
赤
心
ニ
基
キ
、
社
会

ノ
鴻
福
ヲ
旨
ト
シ
、
意
ヲ
事
々
物
々
ニ
注
ギ
、
力
ヲ
千
状
万
態

ニ
効
シ
、
以
テ
我
帝
国
ヲ
シ
テ
開
明
域
ニ
進
マ
シ
メ
ン
ト
ス
ル

ニ
ア
ル
ノ
ミ
〇
我
輩
ハ
一
事
ヲ
勤
メ
、
一
業
ヲ
ナ
ス
モ
、
帝
国

現
今
ノ
実
況
ヲ
熟
察
シ
テ
其
最
モ
急
ナ
ル
者
ニ
就
カ
ザ
ル
可
カ

ラ
ズ
〇
当
今
ノ
急
務
ハ
物
産
ヲ
興
シ
、
製
造
ヲ
盛
ニ
ス
ル
ニ
ア

リ
、
マ
タ
雇
外
国
人
ヲ
退
ク
ル
ニ
ア
リ
、
我
輩
少
壮
生
カ
孳
々

強
勉
シ
テ
早
ク
学
士
ト
ナ
リ
、
雇
外
国
人
ヲ
退
ク
ル
ハ
最
モ
ヨ

シ
、
何
ソ
ウ
タ
カ
ウ
ニ
足
ラ
ン
ヤ
（
?
）
〇
マ
タ
此
大
事
業
ヲ

ナ
ス
農
学
、
建
築
学
、
鉱
山
学
等
ヲ
修
ム
ル
ニ
ア
リ
〇
当
今
壮

年
輩
ノ
実
況
、
此
輩
ノ
気
力
ニ
乏
シ
キ
コ
ト
其
例
〇
精
心

（
マ
マ
）気

力
ヲ
振
起
セ
ザ
ル
可
カ
ラ
ズ
其
用
其
例
／
鳴
呼
当
今
ノ
壮
年
輩

ヨ
、
只
字
ヲ
知
リ
、
事
ヲ
誦
ス
ル
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
ナ
サ
ズ
シ

テ
、
願
ク
バ
精
神
気
力
ヲ
振
起
シ
、
実
学
ヲ
修
メ
、
其
活
用
ヲ

ナ
サ
ン
コ
ト
ヲ
。
之
レ
ツ
ト
メ
以
テ
我
帝
国
ヲ
真
正
ノ
文
明
開

化
ノ
域
ニ
進
メ
、
我
独
立
ノ
国
旗
ヲ
シ
テ
世
界
万
国
ニ
照
臨
セ

シ
メ
ヨ
。（
六
七
五
～
六
七
六
頁
。
／
は
改
行
を
示
す
）

　

以
上
の
演
説
・
討
論
は
す
べ
て
内
村
が
札
幌
農
学
校
を
卒
業
す
る

前
ま
で
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
開
識
社
規
則
の
緒
言
と
合
わ
せ

て
、
当
時
の
生
徒
た
ち
が
一
般
に
、
日
本
が
ま
だ
十
分
に
文
明
国
に

な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
愛
国
心
を
抱
き
、
日
本
の
開

化
を
進
め
る
責
任
感
も
有
し
て
い
た
傍
証
に
な
る
。

お
わ
り
に
─
欧
米
中
心
主
義
的
文
明
論
の
行
方�

　

本
稿
で
は
内
村
鑑
三
の
思
想
形
成
と
関
連
さ
せ
て
、
札
幌
農
学
校

に
お
け
る
文
明
論
の
分
析
を
行
な
っ
た
。
米
国
出
身
者
を
中
心
と
す

る
開
拓
使
の
お
雇
い
外
国
人
は
自
国
が
日
本
よ
り
進
歩
し
て
い
る
と

い
う
意
識
を
持
ち
、
農
学
校
生
も
授
業
や
卒
業
式
で
こ
う
し
た
文
明

観
に
接
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
、
教
師
が
残
し
た
報
告
書
・
書

簡
・
ス
ピ
ー
チ
の
草
稿
や
生
徒
の
受
講
ノ
ー
ト
、
教
科
書
、
試
験
問

題
な
ど
の
史
料
分
析
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
農
学
校
の
生

徒
が
文
明
論
の
受
け
手
の
み
な
ら
ず
、『
農
業
叢
談
』
と
い
う
同
校

が
発
行
す
る
雑
誌
を
媒
体
と
し
て
早
く
も
在
学
中
に
送
り
手
に
も
な

っ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
の
文
明
論
は
要
す
る
に
欧
米
中
心
主
義

日本思想史学53-論文4 ロバート・クラフト氏　　［出力］ 2021年9月30日　午後5時58分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1



日本思想史学53〈2021〉　132

の
文
脈
の
な
か
に
あ
っ
た
が
、
内
村
鑑
三
は
そ
れ
に
よ
っ
て
欧
米
を

崇
敬
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

崇
敬
の
対
象
と
な
っ
た
西
洋
文
明
を
内
村
自
身
が
「
キ
リ
ス
ト
教

文
明
」
と
呼
称
し
た
こ
と
か
ら
、
や
は
り
彼
に
と
っ
て
は
西
洋
文
明

と
キ
リ
ス
ト
教
が
緊
密
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
入
信
の

経
験
が
欧
米
中
心
主
義
的
文
明
論
と
の
出
会
い
の
肝
要
な
一
部
分
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
来
、
内
村
の
思
想
形
成
の
う
え
で
札
幌
農

学
校
に
お
け
る
重
要
な
出
来
事
と
し
て
入
信
が
注
目
さ
れ
て
き
て
お

り
、
そ
の
重
要
性
を
疑
う
余
地
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
本
稿

で
は
よ
り
大
き
な
視
野
に
立
っ
て
文
明
論
の
問
題
を
中
心
に
内
村
の

思
想
形
成
の
場
と
し
て
の
札
幌
農
学
校
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。

　

内
村
が
一
八
九
〇
年
代
前
半
期
に
人
類
文
明
に
か
か
わ
る
「
日
本

の
天
職
」
を
唱
え
た
の
は
、
本
稿
で
分
析
し
た
よ
う
な
欧
米
中
心
主

義
的
文
明
論
へ
の
異
議
申
し
立
て
と
理
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
し
、

「
文
明
」
や
「
進
歩
」
の
概
念
を
、
日
本
人
が
自
信
を
持
て
る
よ
う

な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
へ
と
改
め
な
が
ら
も
、
基
本
的

に
は
欧
米
中
心
主
義
的
文
明
論
の
言
語
的
背
景
か
ら
脱
却
し
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
文
明
論
と
天
職
論
の
論
理
を
保
ち
続
け
、
日

清
戦
争
を
「
義
戦
」
と
し
て
正
当
化
す
る
よ
う
に
な
る）

（1
（

。
そ
の
展
開

の
検
討
を
次
の
課
題
と
し
た
い
。

注
（
1
）�

ス
キ
ナ
ー
の
思
想
史
研
究
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
論
文
集�

T
ully,�Jam

es,�ed.�M
eaning and Context: Q

uentin Skinner 
and his C

ritics,�Princeton�

（N
ew

�Jersey

）:�Princeton�
U

niversity�Press,�1（（（�

を
参
照
。

（
2
）�

明
治
日
本
に
も
導
入
さ
れ
た
バ
ッ
ク
ル
の
英
国
開
化
史
も
そ
う

だ
し
、
例
え
ば
、
内
村
鑑
三
が
参
考
に
し
た�Guyot,�A

rnold.��
E

arth and M
an: L

ectures on C
om

parative P
hysical 

G
eography, in its R

elation to the H
istory of M

ankind 

（T
ranslated�from

�the�French,�by�C.�C.�Felton

）,�Boston:�
Gould,�K

endall,�and�Lincoln,�1（（（�

や�D
rum

m
ond,�H

enry.�
T

ropical A
frica,�A

uthorised�Edition�w
ith�Six�M

aps,�and�
Illustrations,�N

ew
�Y

ork:�Scribner�and�W
elford,�1（（（�

も
そ

う
で
あ
る
。

（
3
）�

松
沢
弘
陽
「
文
明
論
に
お
け
る
「
始
造
」
と
「
独
立
」

─

『
文
明
論
之
概
略
』
と
そ
の
前
後
」
一
・
二
（『
北
大
法
学
論
集
』
第

三
一
巻
第
三
・
四
合
併
号
下
巻
～
第
三
三
巻
第
三
号
、
一
九
八
一
～

八
二
年
）。

（
（
）�

河
野
有
理
『
明
六
雑
誌
の
政
治
思
想

─
阪
谷
素
と
「
道
理
」

の
挑
戦
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）。

（
5
）�
大
久
保
健
晴
『
近
代
日
本
の
政
治
構
想
と
オ
ラ
ン
ダ
』（
東
京

大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
（
）�
内
村
鑑
三
の
札
幌
農
学
校
時
代
前
後
の
履
歴
に
つ
い
て
は
鈴
木
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133　札幌農学校と欧米中心主義的文明論

俊
郎
『
内
村
鑑
三
伝

─
米
国
留
学
ま
で
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八

六
年
）
と
鈴
木
範
久
『
内
村
鑑
三
日
録
1�1（（1-1（（（

─
青
年

の
旅
』（
教
文
館
、
一
九
九
八
年
）
が
詳
し
い
。
ま
た
、
内
村
に
つ

い
て
の
最
近
の
研
究
と
し
て
、
柴
田
真
希
都
『
明
治
知
識
人
と
し
て

の
内
村
鑑
三

─
そ
の
批
判
精
神
と
普
遍
主
義
の
展
開
』（
み
す
ず

書
房
、
二
〇
一
六
年
）、
役
重
善
洋
『
近
代
日
本
の
植
民
地
主
義
と

ジ
ェ
ン
タ
イ
ル
・
シ
オ
ニ
ズ
ム

─
内
村
鑑
三
・
矢
内
原
忠
雄
・
中

田
重
治
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
世
界
認
識
』（
イ
ン
パ
ク
ト

出
版
会
、
二
〇
一
八
年
）、
新
保
祐
司
『
明
治
の
光�

内
村
鑑
三
』

（
藤
原
書
店
、
二
〇
一
八
年
）、
関
根
清
三
『
内
村
鑑
三

─
そ
の
聖

書
読
解
と
危
機
の
時
代
』（
筑
摩
選
書
、
二
〇
一
九
年
）、
今
高
義
也

『
内
村
鑑
三
の
世
界
像

─
伝
統
・
信
仰
・
詩
歌
』（
ぺ
り
か
ん

社
、
二
〇
二
〇
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
（
）�

鈴
木
『
内
村
鑑
三
日
録
1
』
六
五
～
六
六
頁
。

（
（
）�K

aitakushi,�ed.�Second A
nnual R

eport of Sapporo 
A

gricultural College,�Sapporo:�H
okkaidō�daigaku�tosho�

kankōkai,�1（（（�

（1（（（

）,�p.11

／
開
拓
使
編
『
札
幌
農
黌
第
二
年

報
』（
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
一
九
七
六
年
覆
刻
）
一
五
頁
。

（
（
）�Ibid.,�pp.�12-1（

／
同
前
、
一
六
～
一
九
頁
。

（
10
）�

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ホ
イ
ー
ラ
ー
「〔
一
八
八
四
年
五
月
一
〇
日
鈴

木
大
亮
宛
の
書
簡
〕」（
北
海
道
大
学
附
属
図
書
館
、
開
拓
使
外
国
人

関
係
書
簡
、W

heeler,�W
illiam

�0（（

）。

（
11
）�

「
入
学
試
験
及
び
聖
書
三
〇
冊
入
手
等
の
件
」
一
八
七
六
年

（
北
海
道
大
学
編
『
北
大
百
年
史�

札
幌
農
学
校
史
料
（
一
）』
ぎ
ょ

う
せ
い
、
一
九
八
一
年
。
以
下
『
史
料
（
一
）』
と
略
記
）
二
二
三

～
二
二
四
頁
。

（
12
）�

「
農
学
校
に
お
け
る
聖
書
使
用
の
許
可
」
一
八
七
六
年
（『
史
料

（
一
）』）
二
六
六
頁
。

（
13
）�

ク
ラ
ー
ク
が
農
学
校
生
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
に
努
め

た
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
西
洋
文
明
を
「
東
洋
人
」

に
教
え
て
い
る
と
い
う
西
洋
人
教
師
と
し
て
の
自
己
理
解
も
あ
っ
た

こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
ク
ラ
ー
ク
と
第
一
期
生
の
一
人
と
し

て
彼
の
下
で
勉
強
し
た
内
田
瀞
は
後
に
も
手
紙
の
や
り
と
り
を
続
け

た
が
、
そ
の
一
通
で
ク
ラ
ー
ク
は
、
日
本
を
訪
問
し
て
日
本
国
民
の

キ
リ
ス
ト
教
と
西
洋
文
明
に
お
け
る
進
歩
を
見
た
い
と
書
い
て
い
る

（
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
ミ
ス
・
ク
ラ
ー
ク
「〔
一
八
八
〇
年
一
〇
月
九
日

内
田
瀞
宛
の
書
簡
〕」
北
海
道
博
物
館
、
収
蔵
番
号11（（（（

）。

（
1（
）�

一
八
七
三
年
の
「
仮
学
校
則
例
」
で
は
五
年
間
の
奉
職
義
務
と

な
っ
て
い
る
（『
史
料
（
一
）』
八
九
頁
）。

（
15
）�

「
仮
学
校
生
徒
の
卒
業
後
奉
職
義
務
廃
止
に
付
申
入
」
一
八
七

四
年
（『
史
料
（
一
）』）
一
四
六
～
一
四
七
頁
。

（
1（
）�

同
前
、
一
四
七
～
一
四
八
頁
。

（
1（
）�

「
第
一
回
卒
業
式
の
状
況
」
一
八
八
〇
年
（『
史
料
（
一
）』）

五
一
六
頁
。

（
1（
）�
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
ン
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
「〔
札
幌
農
学
校
卒
業
生

へ
の
送
別
の
辞
（
草
稿
）〕」
一
八
八
八
年
（
北
海
道
大
学
附
属
図
書
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館
、
開
拓
使
外
国
人
関
係
書
簡
、Brooks,�W

illiam
�P.�1（（

）。

（
1（
）�

佐
藤
昌
介
「Lectures�on�A

griculture�By�Prof.�W
.�P.�

Brooks
」
一
八
七
七
年
（
北
海
道
大
学
大
学
文
書
館
、
受
講
ノ
ー

ト00002
）
二
～
六
頁
、
南
鷹
次
郎
「Lectures�on�A

griculture�
by�W

illiam
�P.�Brooks,�B.�S,�Professor�of�A

griculture.�
V

olum
e

1

」
一
八
七
七
年
（
北
海
道
大
学
大
学
文
書
館
、
受
講
ノ
ー

ト0000（

）
三
～
六
頁
、
中
根
明
「Lectures�on�A

griculture�by�
Prof.�W

m
�P.�Brooks

」
一
八
七
八
年
（
北
海
道
大
学
大
学
文
書
館
、

受
講
ノ
ー
ト
複
製00051

）
四
～
八
頁
。

（
20
）�K

aitakushi,�ed.�Fourth A
nnual R

eport of the Sapporo 
A

gricultural C
ollege, Japan. For 1879-1880,�Sapporo:�

H
okkaidō�daigaku�tosho�kankōkai,�1（（（�（1（（0

）,�pp.�3（-3（.

（
21
）�

内
田
瀞
「Lectures�on�H

istory�By�Prof.�Cutter

」
一
八

七
八
年
（
北
海
道
博
物
館
、
収
蔵
番
号11（52（
）
二
頁
。
な
お
、

こ
の
受
講
ノ
ー
ト
を
全
部
撮
影
し
、
そ
の
ま
ま
研
究
書
に
載
せ
た
も

の
と
し
て
、
松
沢
真
子
『
札
幌
農
学
校
の
忘
れ
ら
れ
た
さ
き
が
け

─
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
と
実
業
教
育
』（
北
海
道
出
版
企
画
セ
ン

タ
ー
、
二
〇
〇
五
年
）
が
あ
る
。

（
22
）�

内
田
「Lectures�on�H

istory

」
三
三
頁
。

（
23
）�

同
前
、
一
七
頁
。

（
2（
）�

同
前
、
五
二
頁
。

（
25
）�K

aitakushi,�ed.�Fourth A
nnual R

eport,�p.�（（.�

な
お
、
山

本
美
穂
子
・
井
上
高
聡
「
受
講
ノ
ー
ト

─
札
幌
農
学
校
生
の
学
業

記
録
」（『
北
海
道
大
学
大
学
文
書
館
年
報
』
第
四
号
、
二
〇
〇
九

年
）
と
い
う
資
料
目
録
が
あ
る
が
、「
文
明
史
」
の
授
業
に
関
す
る

記
載
は
な
い
。

（
2（
）�

内
村
鑑
三
が
第
四
年
級
生
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
次
の
年
度
の

こ
と
で
あ
る
。
彼
も
歴
史
の
授
業
を
受
け
た
こ
と
は
成
績
表
か
ら
明

ら
か
に
な
る
が
、
カ
ッ
タ
ー
は
『
札
幌
農
学
校
第
五
年
報
』
に
お
い

て
、
そ
の
年
に
彼
の
担
当
す
る
学
科
の
授
業
に
変
更
が
あ
っ
た
こ
と

を
報
告
し
て
お
り
、
歴
史
授
業
の
科
目
名
と
し
て
は�“M

odern�
H

istory”�

し
か
見
つ
か
ら
な
い
し
、
試
験
問
題
も
『
年
報
』
に
掲

載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
歴
史
授
業
が
前
年
度
と
同
じ
内
容
だ
っ
た

の
か
ど
う
か
、
も
し
異
な
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
変
わ

っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
（K

aitakushi,�ed.�Fifth A
nnual 

R
eport of Sapporo A

gricultural College, Japan,�Sapporo:�
H

okkaidō�daigaku�tosho�kankōkai,�1（（（�

（1（（1

）,�pp.23�
&

5（

）。
ち
な
み
に
、
一
八
七
八
年
一
月
二
四
日
か
ら
起
業
し
た

第
二
期
日
課
表
に
よ
れ
ば
、
ペ
ン
ハ
ロ
ー
は
予
科
一
級
に
お
い
て

「
開
化
史
」
の
授
業
を
行
な
っ
た
よ
う
で
あ
り
（「
第
二
期
授
業
時
間

割
提
出
の
件
」
一
八
七
八
年
（『
史
料
（
一
）』
三
三
一
頁
）、
ま

た
、
一
八
七
九
～
八
〇
年
の
予
科
教
授
次
序
を
見
る
と
、
宮
崎
道
正

は
一
級
生
向
け
の
授
業
の
な
か
「
文
明
史
」
を
担
当
し
た
こ
と
が
分

か
る
（「
第
二
期
授
業
時
間
割
提
出
の
件
」
一
八
八
〇
年
、『
史
料

（
一
）』
四
六
八
～
四
六
九
頁
）。
た
だ
し
、
内
村
鑑
三
は
予
科
の
授

業
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
。
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（
2（
）�K

aitakushi,�ed. Fifth A
nnual R

eport,�p.�35.
（
2（
）�K

aitakushi,�ed.�Second A
nnual R

eport,�p.�130.
（
2（
）�Lord,�John.�M

odern E
urope, A

 School H
istory�（A

�new
�

edition,�w
ith�three�additional�chapters,�com

prehending�all�
the�leading�events�w

hich�have�occurred�from
�the�Congress�

of�V
ienna,�in�1（15,�to�the�Peace�of�V

illafranca,�in�1（5（

）,�
London:�Sim

pkin,�M
arshall,�&

�Co.,�1（（5,�p.�（.

（
30
）�Ibid.,�pp.�（-5.

（
31
）�

内
村
鑑
三
「
流
竄
録
」
一
八
九
四
～
九
五
年
（
鈴
木
俊
郎
他
編

『
内
村
鑑
三
全
集
』
第
三
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
。
以
下

『
全
集
』
と
略
記
）
八
二
頁
。

（
32
）�

「
農
学
校
報
告
書
刊
行
の
伺
」
一
八
七
八
年
（『
史
料
（
一
）』）

三
七
八
～
三
七
九
頁
（
引
用
文
に
は
適
宜
句
読
点
を
付
し
た
。
以
下

同
）。
な
お
、
札
幌
農
学
校
編
『
札
幌
農
学
校
報
告
書
』
第
五
号

（
一
八
七
九
年
四
月
）
の
「
緒
言
」
に
も
こ
う
書
い
て
あ
る
。「
札
幌

農
学
校
ノ
此
報
告
ヲ
発
兌
ス
ル
ヤ
、
其
意
北
海
道
ノ
農
家
及
ヒ
百
工

ヲ
利
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ニ
在
リ
。
蓋
シ
本
校
開
業
以
来
茲
ニ
二
年
ノ
日

月
ヲ
経
過
ス
ト
雖
ト
モ
、
其
教
育
ノ
結
果
ハ
尚
ホ
更
ニ
二
年
ノ
後
ニ

非
レ
ハ
、
之
ヲ
見
ル
コ
ト
能
ハ
ス
。
且
ツ
其
北
海
道
農
家
ヲ
益
ス
ル

ノ
事
業
ニ
於
テ
モ
之
ヲ
知
ル
モ
ノ
甚
タ
鮮
ナ
キ
カ
如
ト
シ
。
故
ニ
今

本
校
ニ
於
テ
講
究
ス
ル
所
ニ
シ
テ
農
業
本
艸
獣
医
ノ
諸
科
ヲ
首
メ
ト

シ
、
凡
ソ
民
間
ニ
裨
益
ア
ル
ノ
条
件
ハ
逐
号
之
ヲ
採
録
シ
、
或
ハ
之

ヲ
外
国
新
報
ヨ
リ
抄
訳
シ
、
毎
月
之
ヲ
刊
行
シ
テ
、
本
道
人
民
ニ
公

告
シ
、
以
テ
其
知
識
ヲ
開
達
ス
ル
ノ
一
端
ト
為
シ
、
其
本
校
ト
ノ
関

係
ヲ
シ
テ
倍
々
親
密
ナ
ラ
シ
メ
、
建
校
ノ
挙
実
ニ
民
益
ヲ
謀
ル
ニ
出

ツ
ル
ヲ
知
ラ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
ト
云
爾
」（
表
紙
裏
）。

（
33
）�

井
川
洌
「
農
業
叢
談
刊
行
の
旨
意
」（『
農
業
叢
談
』
第
一

号
、
一
八
八
〇
年
一
月
）
一
丁
表
（
以
下
、
同
誌
か
ら
の
引
用
を
本

文
中
に
略
記
）。

（
3（
）�

第
一
八
号
を
限
り
に
、
す
で
に
同
一
の
目
的
を
持
つ
ほ
か
の
紙

誌
が
出
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
『
農
業
叢
談
』
は
停
刊
さ
れ
た

（「
農
業
叢
談
停
刊
の
旨
上
申
」
一
八
八
一
年
（『
史
料
（
一
）』）
五

六
〇
～
五
六
一
頁
）。
な
お
、『
農
業
叢
談
』
に
改
題
以
前
の
『
札
幌

農
学
校
報
告
書
』
は
、
北
海
道
大
学
大
学
文
書
館
が
第
五
号
し
か
所

蔵
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
残
存
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。

（
35
）�

栂
野
「
種
子
を
薄
く
蒔
く
へ
き
事
」
五
丁
表
～
裏
、
佐
藤
昌
介

「
肥
培
の
緊
要
な
る
を
論
す
」（
第
二
号
）
一
〇
丁
表
、
内
村
「
米
の

滋
養
分
」
一
二
丁
表
、
原
田
「
小
麦
培
養
法
」
三
丁
表
、
尾
泉
良
太

郎
「
植
物
に
適
せ
る
土
質
」（
第
六
号
、
一
八
八
〇
年
六
月
）
四
丁

裏
、
栂
野
「
農
業
七
則
」
五
丁
表
、
杉
山
清
利
「
球
葱
耕
作
法
」

（
第
一
号
）
四
丁
表
、
原
田
成
貞
「
玉
蜀
黍
」（
第
一
一
号
、
一
八
八

〇
年
一
一
月
）
七
丁
裏
。

（
3（
）�

内
村
鑑
三
「
北
海
道
鱈
漁
業
の
景
況
」
一
八
八
二
年
（『
全
集
』

第
一
巻
、
一
九
八
一
年
）
一
〇
頁
、
内
村
鑑
三
「
漁
業
ト
気
象
学
ノ

関
係
」
一
八
八
四
年
（
同
前
）
三
七
～
三
九
頁
と
六
一
頁
、
内
村
鑑

三
「
鱈
魚
人
工
孵
化
法
」
一
八
八
四
年
（
同
前
）
六
二
頁
、
内
村
鑑
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三
「
石
狩
川
鮭
魚
減
少
ノ
源
因
」
一
八
八
四
年
（
同
前
）
六
八
頁
と

七
二
頁
、
内
村
鑑
三
「
漁
業
ト
鉄
道
ノ
関
係
」
一
八
八
四
年
（
同

前
）
九
二
～
九
九
頁
。

（
3（
）�U

chim
ura�K

anzō.�H
ow

 I Becam
e a Christian: O

ut of 
M

y D
iary.�In�Y

am
am

oto�T
aijirō�and�M

utō�Y
ōichi,�eds.�

T
he Com

plete W
orks of K

anzō U
chim

ura,�V
ol.�I,�T

ōkyō:�
K

yōbunkan,�1（（1�（1（（5

）,�pp.�2（-32�&
�105-122.�

（
3（
）�

内
村
鑑
三
「〔
一
八
九
二
年
二
月
一
六
日�Julius�H
aw

ley�
Seelye�

宛
の
書
簡
〕」（『
全
集
』
第
三
六
巻
、
一
九
八
三
年
）
三

五
二
～
三
五
三
頁
、
内
村
鑑
三
「〔
一
九
一
九
年
日
記
〕」（『
全
集
』

第
三
三
巻
、
一
九
八
三
年
）
一
二
三
頁
。

（
3（
）�

新
渡
戸
稲
造
「
旧
友
内
村
鑑
三
氏
を
偲
ぶ
」
一
九
三
〇
年
（
新

渡
戸
稲
造
全
集
編
集
委
員
会
編
『
新
渡
戸
稲
造
全
集
』
第
四
巻
、
教

文
館
、
一
九
六
九
年
）
五
五
九
頁
。

（
（0
）�

「
開
識
社
記
録
」（
北
海
道
大
学
編
『
北
大
百
年
史�
札
幌
農
学

校
史
料
（
二
）』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
八
一
年
）
六
三
一
～
六
三
二

頁
、
六
四
六
頁
、
六
六
八
頁
（
以
下
は
「
開
識
社
記
録
」
か
ら
の
引

用
は
本
文
中
に
略
記
）。
開
識
社
に
つ
い
て
は
亀
井
秀
雄
「
開
識
社

の
研
究
」（
北
海
道
大
学
編
『
北
大
百
年
史�

通
説
』
ぎ
ょ
う
せ

い
、
一
九
八
二
年
）
も
参
照
。

（
（1
）�U

chim
ura�K

anzō.�“Justification�for�the�K
orean�W

ar.”�
In�T

he Japan W
eekly M

ail�（A
ug.�11,�1（（（

）、
内
村
鑑
三
「
日

清
戦
争
の
義
」（『
国
民
之
友
』
第
二
三
四
号
、
一
八
九
四
年
九
月
三

日
）、
内
村
鑑
三
「
日
清
戦
争
の
目
的
如
何
」（『
国
民
之
友
』
第
二

三
七
号
、
一
八
九
四
年
一
〇
月
三
日
）、
内
村
鑑
三
「
世
界
歴
史
に

徴
し
て
日
支
の
関
係
を
論
ず
」（『
国
民
新
聞
』
一
八
九
四
年
七
月
二

七
日
）。

�

（
筑
波
大
学
大
学
院
）
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