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一
九
三
〇
年
一
二
月
、四
〇
年
に
わ
た
っ
て
、札

幌
農
学
校
長
・
東
北
帝
国
大
学
農
科
大
学
長
・
北

海
道
帝
国
大
学
総
長
を
務
め
た
佐
藤
昌
介（
一
八

五
六
〜
一
九
三
九
）が
総
長
を
辞
任
し
た
。
翌
年
一

月
の
新
旧
総
長
歓
送
迎
会
で
佐
藤
は
学
生
に
向
け

て
こ
う
述
べ
た
。

▼「
私
は
十
六
歳
の
時
郷
里
を
あ
と
に
し
て
上
京

し
ま
し
た
が
、当
時
の
学
生
は
誰
も
か
れ
も
大
臣

参
議
を
夢
み
、
国
家
の
柱
石
に
な
る
事
ば
か
り

を
望
ん
で
ゐ
た
の
で
す
が
、さ
う
い
ふ
環
境
の
中

か
ら
私
は
大
臣
学
の
一
切
を
振
り
す
て
、
北
海

道
の
大
自
然
を
愛
し
て
渡
道
し
た
の
で
あ
り
ま

す
。
す
べ
て
の
人
が
大
臣
に
な
っ
て
も
致
し
方
が

な
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
当
時

の
私
た
ち
の
中
か
ら
は
、後
に
国
家
の
大
権
を
操

縦
す
る
総
理
大
臣
や
、
種
々
要
路
の
大
官
な
ど

も
出
ま
し
た
。

渡
道
五
年
に
し
て
米
国
へ
留
学
を
命
ぜ
ら
れ
、

或
は
労
働
を
し
た
り
印
刷
職
工
を
し
た
り
新
聞

記
者
を
し
た
り
、
種
々
辛
酸
を
な
め
て
勉
強
を

し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、そ
の
後
帰
朝
、札
幌
農

学
校
に
教
鞭
を
取
り
、
爾
来
四
十
余
年
本
道
開

拓
の
仕
事
に
微
力
を
振
る
っ
て
来
た
の
で
あ
り
ま

す
が
、そ
の
間
い
ろ
く
の
誘
惑
が
あ
っ
た
に
も
拘

は
ら
ず
、
教
育
界
か
ら
離
れ
る
事
な
し
に
今
日

に
及
び
ま
し
た
。
も
し
誘
惑
に
応
じ
た
と
す
れ

ば
、た
と
へ
ば
県
知
事
や
小
さ
な
都
市
の
市
長
位

に
は
な
っ
て
ゐ
た
事
と
思
ひ
ま
す
。

よ
く
成
金
と
い
ふ
言
葉
を
聞
き
ま
す
が
、
学

界
に
は
、い
は
ゆ
る
成
金
、
成
金
学
者
と
い
ふ
の

は
あ
り
ま
せ
ん
。
学
問
の
修
得
は
一
歩
一
歩
、歩

に
歩
を
積
ん
で
な
さ
れ
る
も
の
で
、試
験
の
時
一

夜
勉
強
な
ど
は
排
斥
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
ど
う

か
諸
君
も
、に
は
か
人
才
に
な
る
事
を
や
め
眼
界

視
野
を
世
界
的
の
水
準
に
ま
で
広
げ
て
、
わ
が

大
学
を
世
界
の
大
学
と
す
べ
く
精
励
し
て
い
た
ゞ

き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。」

（『
北
海
道
帝
国
大
学
新
聞
』

一
九
三
一
年
一
月
一
二
日
）

こ
の
五
〇
余
年
前
、東
京
英
語
学
校（
東
京
大
学

の
前
身
）に
学
ん
で
い
た
十
九
歳
の
佐
藤
昌
介
は
、

札
幌
農
学
校
教
頭
Ｗ
・
Ｓ
・
ク
ラ
ー
ク
の
ス
カ
ウ
ト
に

応
じ
、第
一
期
生
と
し
て
農
学
校
に
入
学
し
た
。
四

年
後
の
一
八
八
〇
年
七
月
、
農
学
校
の
第
一
回
卒

業
式
で
は「
北
海
道
殖
民
論
」を
講
演
し
た
。ア
メ

リ
カ
留
学
後
、
母
校
の
教
授
と
な
り「
殖
民
学
」の

講
義
を
開
講
す
る
と
共
に
、北
海
道「
開
拓
」に
対

し
て
多
く
の
提
言
・
指
導
を
行
な
い
、北
海
道
農
会

の
会
長
も
長
く
務
め
た
。
北
大
の
屋
台
骨
を
支
え

続
け
、
北
海
道
と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド
に
根
差
し
た
教

育
・
研
究
一
筋
五
〇
年
に
及
ん
だ
半
生
へ
の
自
負
は

決
し
て
大
袈
裟
な
も
の
で
は
な
い
。

一
八
七
九
年
七
月
、農
学
校
最
終
学
年
の
四
年

級
へ
の
進
級
を
前
に
、佐
藤
は
、農
学
を
担
当
し
て

い
た
ア
メ
リ
カ
人
教
師
Ｗ
・
Ｐ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
の
北
海

道
渡
島
地
方
未
開
地
調
査
に
随
行
し
た
。
翌
年
一

月
、
佐
藤
は
こ
の
調
査
の
レ
ポ
ー
ト
を「
渡
島
地
方

巡
回
報
文
」と
し
て
開
拓
使
に
提
出
し
た
。
最
初
の

著
述
で
あ
る
。
冒
頭
の「
渡
島
地
方
開
拓
総
論
」で
、

①
山
国
で
農
耕
に
不
適
で
あ
る
こ
と
、
②
農
耕
に

適
し
た
原
野
が
海
沿
い
に
多
い
が
、周
辺
住
民
は
農

業
よ
り
漁
業
を
生
業
と
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る

こ
と
、③
地
形
上
、農
産
物
の
運
搬
に
不
便
で
あ
る

こ
と
、の
三
点
を
渡
島
地
方「
開
拓
」に
不
利
な
条

件
と
し
て
掲
げ
た
上
で
、以
下
の
よ
う
に
論
ず
る
。

▼「
こ
の
よ
う
に
自
然
条
件
が
不
利
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
開
拓
植
民
の
仕
事
が
活
発
な
進
歩
を
示
す

こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今

少
し
活
き
た
眼
を
開
き
、
開
拓
の
真
理
を
研
究

す
れ
ば
、こ
れ
ら
の
不
利
は
あ
え
て
ひ
ど
く
苦
慮

す
る
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
と
知
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
と
こ
ろ
を
論
じ
た
い
と
思
う
。い
わ
ゆ
る
開

拓
と
い
う
も
の
は
、人
智
に
よ
っ
て
自
然
の
不
便

教
育
・
研
究
一
筋
に
五
〇
年

北
大
初
代
総
長
佐
藤
昌
介
―（
そ
の
１
）

佐
藤
昌
介

Sato
Shosuke

「
リ
テ
ラ
ポ
プ
リ
」と
は
、
ラ
テ
ン
語
で「
ポ
プ

ラ
の
手
紙
」と
い
う
意
味
で
す
。

北
海
道
大
学（
及
び
、
そ
の
前
身
で
あ
る
札
幌

農
学
校
）に
ゆ
か
り
の
あ
る
人
々
の
言
葉
を
、

「
リ
テ
ラ
ポ
プ
リ
」と
し
て
お
届
け
し
ま
す
。

北海道帝国大学新聞
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る
。
必
ず
ま
た
盛
ん
に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。こ
れ

を
も
っ
て
こ
の
地
を
見
れ
ば
、渡
島
地
方
の
よ
う

な
と
こ
ろ
は
、今
た
と
え
二
三
の
不
利
な
点
が
あ

る
に
し
て
も
、開
拓
の
真
理
を
研
究
し
、お
手
本

を
連
邦
に
取
り
、そ
れ
に
よ
っ
て
農
工
の
仕
事
を

盛
ん
に
す
れ
ば
、数
年
を
待
つ
こ
と
な
く
、豊
か

な
大
地
と
す
る
こ
と
は
、ま
た
困
難
で
は
な
い
の

で
あ
る
。」（
編
集
委
員
会
に
よ
る
現
代
語
訳
）

（
札
幌
農
学
校
簿
書
〇
八
九
、

附
属
図
書
館
北
方
資
料
室
所
蔵
）

札
幌
農
学
校
は
ア
メ
リ
カ
式
農
業
を
北
海
道
へ

導
入
す
る
こ
と
を
目
的
に
設
置
さ
れ
た
。
そ
の
理

念
を
体
現
す
る
か
の
よ
う
に
、ア
メ
リ
カ
を
手
本
と

し
て
渡
島
地
方
を「
開
拓
」す
る
こ
と
を
力
説
し
て

い
る
。
若
き
俊
英
佐
藤
昌
介
二
十
三
歳
、
気
概
に

満
ち
た
学
問
的
出
発
点
で
あ
る
。

大
学
文
書
館

井
上
　
高
聡

Inoue
T

akaaki

す
る
こ
と
な
く
、つ
い
に
自
然
の
不
便
に
勝
ち
、

天
地
が
万
物
を
生
み
育
て
る
こ
と
を
助
け
、
今

日
に
至
る
と
風
土
は
変
わ
り
、
人
び
と
は
平
和

を
得
て
、山
路
は
開
け
て
汽
車
が
通
じ
、痩
せ
た

土
地
は
肥
え
た
土
地
と
な
る
に
至
っ
た
の
で
あ

界
開
闢
よ
り
以
来
、い
ま
だ
黄
金
が
野

に
満
ち
、
五
穀
が
巷
に
あ
ふ
れ
、
摘
み

取
る
こ
と
も
な
く
得
る
こ
と
が
で
き
、

耕
す
こ
と
も
な
く
収
穫
が
あ
る
楽
園

が
あ
る
と
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
実

際
、富
国
文
明
で
天
下
に
鳴
る
東
隣
の

北
米
連
邦
の
よ
う
な
国
も
、四
百
年
前

の
昔
に
さ
か
の
ぼ
る
と
無
人
の
地
域

で
、
野
獣
の
巣
窟
で
あ
り
、
あ
る
い
は

気
候
は
厳
し
く
寒
く
、あ
る
い
は
地
質

が
痩
せ
て
お
り
、あ
る
い
は
運
輸
が
困

難
で
あ
り
、今
日
の
隆
盛
を
導
く
も
の

は
少
し
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
皮
膚

の
白
い
人
種
が
こ
こ
に
移
り
開
拓
植
民

の
仕
事
に
取
り
か
か
っ
て
以
来
、
一
つ
の
利
益
が

起
こ
り
、一
つ
の
仕
事
が
実
を
結
び
、農
工
の
進

歩
は
止
ま
る
こ
と
な
く
速
く
進
み
、そ
の
間
に
戦

乱
が
相
継
ぎ
、
青
い
田
畑
が
血
の
海
に
変
わ
る

惨
状
も
あ
っ
た
が
、あ
ら
ゆ
る
障
害
や
困
難
に
屈

を
制
圧
し
、あ
わ
せ
て
天
地
が
万
物
を
生
み
育

て
る
こ
と
に
助
力
し
、そ
れ
に
よ
っ
て
国
土
を
開

き
人
口
を
増
や
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
も
そ
も
世

「渡島地方巡回報文」（1880年、附属図書館北方資料室所蔵）

札幌農学校第1期生卒業記念（1880年、附属図書館北方資料室所蔵）
前列左から3人目が佐藤昌介


