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6３佐野通夫著『近代日本の教育と朝鮮』

本
書
の
著
者
と
は
学
問
の
専
門
分
野
の
違

い
を
よ
い
こ
と
に
し
て
、
し
か
し
日
頃
は
朝

鮮
人
強
制
連
行
調
査
団
の
一
員
と
し
て
時
に

行
動
を
共
に
す
る
こ
と
の
あ
る
仲
間
に
よ
っ

て
上
梓
さ
れ
た
本
書
を
手
に
し
て
感
じ
た
想

い
を
、
「
書
評
」
に
託
し
て
書
き
記
す
こ
と
を

お
許
し
願
い
た
い
。

一
狙
い

、
、
、
、

①
近
代
日
本
の
公
教
育
に
よ
る
支
配
の
道

具
と
し
て
機
能
し
た
教
育
を
、
旧
植
民
地
に

お
け
る
植
民
地
教
育
と
日
本
に
お
け
る
在
日

朝
鮮
人
教
育
を
相
関
的
に
分
析
す
る
こ
と

で
、
著
者
は
近
代
日
本
の
公
教
育
と
植
民
地

支
配
の
本
質
、
内
容
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
民
衆

の
解
放
の
目
指
す
と
こ
ろ
の
も
の
を
考
え
て

み
よ
う
と
さ
れ
る
。

各
篇
が
こ
う
し
た
手
法
で
描
写
さ
れ
、
本
書

の
説
得
力
を
増
す
の
に
寄
与
し
て
い
る
。

三
心
情

本
著
者
の
心
情
が
吐
露
さ
れ
る
部
分
に
わ
れ

わ
れ
は
出
合
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
一
つ
と
し
て
、
戦
時
下
に
、
民
族
性

の
抹
殺
を
強
要
し
て
い
っ
た
皇
民
化
教
育
政

策
と
、
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
戦
争
の
破
局
な

り
人
間
の
非
人
問
化
の
結
末
に
、
強
い
怒
り

を
表
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
怒

り
は
戦
後
日
本
に
お
け
る
在
日
朝
鮮
人
教
育

が
い
わ
ゆ
る
同
化
政
策
の
本
質
を
今
日
に
至

る
ま
で
か
た
く
な
に
変
え
な
か
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
怒
り
の
心
情
は
、
本
著
者
の
場

合
、
民
族
差
別
を
越
え
て
他
の
差
別
の
問
題

に
も
外
延
的
に
拡
が
っ
て
い
く
。
互
い
の
違

い
を
見
つ
め
る
な
か
で
、
共
に
生
き
て
い
け

る
も
の
を
一
人
ひ
と
り
の
心
に
植
え
つ
け
て

こ
そ
教
育
の
役
割
が
あ
る
の
だ
と
い
う
指
摘

に
、
本
著
者
の
教
育
観
の
核
心
が
窺
え
る
か

ら
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
本
著
者
が
か
か
わ
る
「
現
代

佐
野
通
夫
著
『
近
代
日
本
の
教
育
と
朝
鮮
』

こ
う
し
た
分
析
視
角
と
枠
組
み
を
通
し
て

本
著
者
は
、
日
本
人
に
よ
る
日
本
人
教
育
の

上
に
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
教
育
支
配
の
現

象
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
「
曰
本

教
育
史
の
全
体
像
」
が
完
結
で
き
る
、
と
さ

れ
る
。
つ
ま
り
日
本
教
育
史
の
史
実
に
即
し

た
過
去
の
見
つ
め
直
し
で
あ
る
。
一
一
一
一
口
い
換
え

る
な
ら
、
自
国
の
国
益
擁
護
の
立
場
を
一
筋

に
植
民
地
朝
鮮
で
の
教
育
支
配
を
貫
徹
し
た

そ
の
軌
跡
を
、
日
本
教
育
通
史
に
引
き
寄
せ

て
構
成
、
と
ら
え
か
え
す
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
だ
け
に
、
こ
こ
で
の
論
法
は
近
代
日
本
の

公
教
育
の
本
質
把
握
に
向
か
っ
て
切
り
込
み

の
冴
え
を
見
せ
て
い
て
、
痛
快
で
あ
る
。

②
こ
う
し
た
叙
述
の
延
長
上
に
、
著
者
は

現
代
日
本
の
公
教
育
に
求
め
ら
れ
る
教
育
の

位
相
を
対
象
と
し
て
設
定
さ
れ
る
。
こ
こ
で

曰
本
に
生
態
す
る
在
日
外
国
人
を
取
り
囲
む

諸
問
題
」
の
取
り
組
み
は
、
単
に
『
在
曰
」

に
対
す
る
差
別
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
在
日

外
国
人
労
働
者
差
別
、
ア
イ
ヌ
差
別
、
部
落

差
別
等
の
い
わ
ゆ
る
社
会
的
差
別
の
解
消
の

取
り
組
み
に
も
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
社
会
的
差
別
の
あ
り
よ
う

は
ど
の
差
別
問
題
と
て
あ
ま
り
違
い
は
な

い
。
平
和
で
明
る
い
地
域
社
会
で
「
共
に
生

き
る
」
呼
び
か
け
に
、
被
差
別
の
連
帯
、
い

な
民
衆
の
連
帯
は
不
可
欠
で
ま
す
ま
す
必
要

に
な
っ
て
く
る
。
差
別
の
解
消
は
一
刀
両
断

の
「
解
決
」
よ
り
も
、
時
間
を
か
け
た
「
取

り
組
み
」
に
優
る
も
の
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
運
動
を
は
じ
め
、
差
別
撤
廃
の

立
法
や
制
度
作
り
、
教
育
、
啓
発
、
そ
れ
に

マ
ス
コ
ミ
や
文
化
の
普
及
に
よ
る
社
会
意
識

の
変
革
な
ど
、
多
様
な
イ
メ
ー
ジ
形
成
に
向

け
た
中
長
期
的
な
戦
略
と
、
各
層
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
で
の
主
体
的
・
自
覚
的
協
力
が
必
要

と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

四
示
唆

さ
ら
に
一
言
す
れ
ば
本
書
は
、
単
に
表
題

高
野
眞
澄

、
、
、
、

は
、
現
代
日
本
の
公
教
育
と
在
曰
朝
鮮
人
の

諸
問
題
が
、
日
本
の
国
際
化
を
め
ぐ
っ
て
取

り
あ
げ
ら
れ
、
教
育
に
お
け
る
社
会
性
と
は

何
か
、
し
た
が
っ
て
ま
た
教
育
に
お
け
る
民

族
性
と
は
何
か
が
体
制
的
国
民
教
育
に
対
置

し
て
問
い
直
さ
れ
る
。
そ
し
て
異
文
化
の
「
共

存
」
、
教
育
に
お
け
る
「
共
生
」
の
あ
り
方
の

追
求
へ
と
導
か
れ
る
。

お
よ
そ
以
上
の
二
つ
が
本
書
に
お
い
て
著

者
が
示
し
た
基
本
的
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
よ
う

に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。

二
手
法

右
の
場
合
、
本
著
者
は
い
わ
ゆ
る
内
鮮
一

体
に
向
け
て
の
皇
民
化
教
育
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
分
析
を
、
具
体
的
な
史
実
を
実
証
す
る
こ

と
で
、
特
権
的
植
民
者
と
し
て
の
日
本
人
教

員
の
横
暴
な
姿
を
い
ろ
ん
な
資
料
、
実
例
を

取
り
あ
げ
て
細
か
く
、
か
つ
精
彩
に
描
か
れ

て
い
る
。
植
民
地
支
配
の
事
実
が
も
っ
た
意

味
合
い
を
問
い
直
す
こ
と
の
歴
史
教
育
的
意

義
で
あ
る
。
こ
の
手
法
は
、
現
代
公
教
育
に

お
け
る
前
示
の
民
族
性
の
欠
落
を
指
摘
す
る

部
分
で
も
同
様
で
あ
る
。
こ
う
し
て
本
書
の

の
文
献
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
隣
接
の
社

会
科
学
に
も
研
究
開
発
を
呼
び
か
け
る
も
の

と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
本
著
者
の
佐

野
氏
は
、
現
在
、
四
国
学
院
大
学
文
学
部
教

育
学
科
で
教
育
史
、
教
育
社
会
学
、
教
育
行

財
政
学
等
を
講
じ
ら
れ
る
気
鋭
の
学
究
で
あ

る
。
と
同
時
に
、
著
者
が
教
育
法
と
そ
の
学

問
的
基
礎
と
し
て
の
法
学
に
深
い
理
解
と
関

心
を
抱
か
れ
て
い
る
こ
と
は
本
書
Ⅱ
「
植
民

地
教
育
払
拭
の
過
程
」
お
よ
び
Ⅲ
「
現
代
曰

本
公
教
育
と
在
日
朝
鮮
人
」
の
研
究
か
ら
容

易
に
看
て
取
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

特
に
右
Ⅲ
の
諸
研
究
で
は
、
①
国
民
と
外

国
人
を
峻
別
す
る
硬
直
し
た
「
国
籍
」
概
念

の
再
検
討
②
外
国
人
の
法
的
地
位
問
題
の

抜
本
的
改
善
③
教
員
・
公
務
員
採
用
と
職

業
選
択
の
自
由
の
保
障
④
政
治
活
動
の
自

由
の
保
障
⑤
地
元
善
通
寺
市
で
起
こ
っ
た

児
童
、
生
徒
の
就
学
拒
否
の
取
り
組
み
に
み

ら
れ
る
教
育
行
政
の
対
応
等
に
対
す
る
分
析

と
示
唆
が
あ
る
。

法
律
学
、
と
り
わ
け
憲
法
の
研
究
の
末
席

に
い
る
筆
者
に
と
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
未
開

拓
の
領
域
で
あ
っ
た
多
く
の
重
要
問
題
に
改






