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オ
ラ
ン
ダ
か
ら
ド
イ
ツ
へ
の
傾
斜
と
偏
重

増

山

雄

三

日

本

は

周

知

の

よ

う

に

、

十

九

世

紀

半

ば

過

ぎ

て

か

ら

、

異

質

な

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

文

明

を

受

容

し

た

が

、

そ

れ

も

植

民

地

化

に

よ

る

も

の

で

は

な

く

、

自

ら

の

意

思

に

よ

っ

て

そ

の

よ

う

に

し

た

が

、

そ

れ

ら

は

無

論

自

前

の

も

の

で

、

ど

の

国

か

ら

も

ヒ

モ

も

付

か

ず

に

、

い

か

な

る

選

択

も

日

本

自

身

が

し

た

。

そ

れ

で

も

、

そ

れ

に

つ

い

て

、

そ

ん

な

事

を

す

る

よ

り

、

む

し

ろ

、

江

戸

時

代

を

そ

の

ま

ま

続

け

て

も

よ

か

っ

た

の

で

は

な

い

か

、

と

い

う

声

も

聞

こ

え

る

が

、

も

し

そ

う

だ

っ

た

ら

、

十

中

八

九

、

ど

こ

か

の

植

民

地

に

な

っ

て

い

た

に

違

い

な

い

。

時

代

に

は

そ

の

時

代

に

し

か

な

い

気

分

が

あ

り

、

当

時

、

中

国

清

の

よ

う

な

植

民

地

に

な

り

た

く

な

い

と

い

う

、

共

通

の

気

分

が

湧

き

た

っ

て

い

た

の

で

、

こ

の

感

情

の

爆

発

が

明

治

維

新

を

起

こ

さ

せ

、

そ

の

後

の

欧

化

を

許

容

し

た

と

い

っ

て

も

よ

い

の

だ

ろ

う
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が

、

そ

れ

な

ら

馴

染

の

「

オ

ラ

ン

ダ

」

は

ど

う

か

、

と

い

う

話

に

な

っ

て

く

る

だ

ろ

う

。

と

い

う

の

は

、

江

戸

期

に

は

、

日

本

に

と

っ

て

の

オ

ラ

ン

ダ

は

、

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

文

明

そ

の

も

の

で

あ

っ

て

、

医

学

や

理

化

学

も

オ

ラ

ン

ダ

語

に

よ

っ

て

学

ん

だ

し

、

ま

た

ペ

リ

ー

来

航

以

後

、

幕

府

が

長

崎

に

設

け

た

海

軍

教

育

機

関

も

、

オ

ラ

ン

ダ

式

だ

っ

た

。

ま

た

、

オ

ラ

ン

ダ

王

国

の

政

体

も

よ

く

知

ら

れ

て

い

た

が

、

例

え

ば

、

当

時

土

佐

の

高

知

城

下

の

小

さ

な

蘭

学

塾

で

さ

え

、

教

材

と

し

て

オ

ラ

ン

ダ

の

本

が

使

わ

れ

て

い

て

、

若

い

坂

本

龍

馬

の

開

明

思

想

に

、

少

な

か

ら

ぬ

影

響

を

与

え

た

。

さ

ら

に

、

幕

府

は

人

文

科

学

系

の

留

学

生

も

オ

ラ

ン

ダ

に

派

遣

し

、

留

学

生

の

一

人

だ

っ

た

西

周

は

、

ラ

イ

デ

ン

大

学

で

法

学

と

哲

学

を

学

び

、

明

治

初

年

に

お

け

る

、

文

明

受

容

の

た

め

の

日

本

語

対

訳

を

、

大

量

に

作

っ

て

国

内

に

齎

し

た

の

で

あ

る

。

が

、

維

新

翌

年

の

明

治

二

年

（

一

八

六

九

年

）

と

い

う

早

い

時

期

に

、

日

本

政

府

は

オ

ラ

ン

ダ

医

学

を

捨

て

て

し

ま

う

が

、

そ

う

す

べ

く

政

府

の

要

職

に

説
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い

て

ま

わ

っ

た

の

は

、

相

良

知

安

と

岩

佐

純

と

い

う

二

人

の

蘭

学

者

で

、

彼

ら

は

オ

ラ

ン

ダ

の

医

学

書

の

多

く

が

、

ド

イ

ツ

医

学

書

か

ら

の

翻

訳

で

あ

る

事

を

知

り

、

「

ド

イ

ツ

医

学

に

転

換

す

べ

き

だ

！
」

と

い

っ

て

、

強

力

に

主

張

し

た

の

だ

。

と

い

っ

て

も

、

彼

ら

は

ド

イ

ツ

語

も

ま

た

な

ま

の

ド

イ

ツ

人

さ

え

知

ら

な

い

ほ

ど

、

幕

末

の

日

独

関

係

は

希

薄

だ

っ

た

が

、

わ

ず

か

に

万

延

元

年

（

一

八

六

○

年

）

に

、

プ

ロ

イ

セ

ン

王

国

の

艦

隊

が

江

戸

湾

に

入

り

条

約

が

結

ば

れ

、

代

理

公

使

が

か

の

国

か

ら

や

っ

て

き

た

程

度

の

、

関

り

で

し

か

な

か

っ

た

。

で

あ

り

な

が

ら

、

明

治

政

府

は

二

人

の

献

策

を

入

れ

、

早

速

プ

ロ

イ

セ

ン

か

ら

二

人

の

医

学

教

授

を

受

け

入

れ

、

彼

ら

が

東

京

に

着

任

し

た

の

は

明

治

四

年

八

月

で

、

日

本

が

片

想

い

の

ま

ま

ド

イ

ツ

を

選

択

し

た

、

記

念

す

べ

き

年

に

な

っ

た

の

で

あ

る

。

そ

れ

で

も

、

も

と

も

と

日

本

を

ペ

リ

ー

艦

隊

の

示

威

で

開

国

さ

せ

た

の

は

、

ア

メ

リ

カ

合

衆

国

だ

っ

た

が

、

た

だ

ア

メ

リ

カ

は

、

そ

の

後

南

北

戦

争

（

一

八

六

一

～

六

五

年

）

が

お

こ

っ

て

、

幕

末

に

お

け

る

対
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日

外

交

が

手

薄

に

な

っ

て

い

た

が

、

一

方

、

英

国

は

米

国

よ

り

後

発

な

が

ら

、

抜

き

ん

で

て

能

動

的

な

対

日

外

交

を

展

開

し

た

。

英

国

の

場

合

、

薩

摩

藩

と

一

八

六

三

年

に

一

旦

は

局

地

戦

争

を

し

た

が

、

そ

の

あ

と

異

様

な

ほ

ど

双

方

が

親

密

に

な

っ

た

の

は

、

当

時

、

フ

ラ

ン

ス

が

幕

府

を

独

り

占

め

し

て

、

過

度

に

肩

入

れ

し

て

い

た

流

れ

が

進

ん

で

い

た

の

が

、

気

に

食

わ

な

か

っ

た

た

め

、

薩

摩

藩

を

密

か

に

後

押

し

し

て

い

た

の

だ

。

そ

れ

で

も

、

明

治

政

府

は

冷

静

で

、

例

え

ば

、

英

国

公

使

に

す

れ

ば

、

医

学

に

つ

い

て

も

、

当

然

英

国

人

が

雇

わ

れ

る

も

の

と

信

じ

て

い

た

が

、

日

本

は

、

見

も

知

ら

ぬ

ド

イ

ツ

を

選

び

、

英

語

圏

に

つ

い

て

は

旧

制

中

学

の

語

学

を

英

語

に

し

た

の

と

、

海

軍

を

英

国

式

に

し

た

ぐ

ら

い

の

も

の

だ

っ

た

。

さ

ら

に

、

陸

軍

が

ド

イ

ツ

式

を

選

ん

だ

の

は

、

日

本

が

明

治

維

新

起

こ

し

て

四

年

目

（

一

八

四

一

年

）

に

、

プ

ロ

イ

セ

ン

軍

が

フ

ラ

ン

ス

軍

を

破

っ

た

事

が

大

き

く

影

響

し

、

在

欧

中

の

日

本

武

官

は

、

目

の

前

で

鼎

の

軽

重

を

見

て

し

ま

っ

た

か

ら

だ

。



5

彼

ら

は

、

ド

イ

ツ

参

謀

部

の

作

戦

能

力

の

卓

越

性

と

、

部

隊

の

運

動

の

的

確

さ

を

見

て

仏

独

の

対

比

を

し

、

そ

の

上

、

プ

ロ

イ

セ

ン

は

こ

の

勝

利

を

基

礎

に

し

て

、

連

邦

を

解

消

し

て

ド

イ

ツ

帝

国

を

作

っ

た

の

で

、

ほ

ん

の

数

年

前

、

明

治

政

府

を

興

し

た

日

本

人

に

と

っ

て

、

強

い

感

情

移

入

を

持

っ

て

し

ま

っ

た

。

そ

し

て

、

憲

法

に

つ

い

て

も

そ

う

で

、

明

治

十

年

以

降

に

様

々

な

検

討

を

行

っ

た

が

、

フ

ラ

ン

ス

憲

法

は

過

激

す

ぎ

る

印

象

が

あ

り

、

英

国

は

大

隈

重

信

が

推

薦

し

た

が

、

結

局

は

ド

イ

ツ

の

後

進

性

へ

の

親

近

感

が

勝

り

、

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

に

も

田

舎

臭

い

国

が

あ

っ

た

の

か

と

驚

き

、

共

感

し

た

の

だ

。

明

治

二

十

二

年

の

憲

法

発

布

の

時

に

は

、

陸

軍

は

全

く

ド

イ

ツ

式

に

な

っ

て

し

ま

い

、

そ

の

作

戦

思

想

が

、

後

の

日

露

戦

争

の

陸

戦

に

お

い

て

有

効

だ

っ

た

と

い

う

事

で

、

愈

々

ド

イ

ツ

式

へ

の

傾

斜

が

進

ん

で

い

き

、

や

が

て

昭

和

に

入

っ

て

、

陸

軍

の

高

級

軍

人

の

考

え

方

が

、

明

治

の

軍

人

に

く

ら

べ

、

は

る

か

に

ド

イ

ツ

色

が

濃

く

な

っ

た

。

明

治

の

軍

人

の

思

考

法

に

は

、

経

験

主

義

が

か

な
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り

入

っ

て

い

た

が

、

そ

れ

は

要

す

る

に

、

優

れ

た

江

戸

時

代

人

だ

っ

た

か

ら

だ

が

、

そ

れ

に

引

き

か

え

昭

和

の

高

級

軍

人

は

、

あ

た

か

も

ド

イ

ツ

人

に

な

っ

た

か

の

よ

う

に

、

独

楽

の

よ

う

に

論

理

が

旋

回

し

、

周

り

に

は

目

を

向

け

る

事

を

し

な

か

っ

た

。

陸

軍

が

統

帥

権

を

根

拠

に

し

て

、

日

本

国

を

壟

断

し

は

じ

め

る

の

は

、

昭

和

十

年

前

後

だ

が

、

外

政

面

で

ま

ず

や

っ

た

の

は

、

外

務

省

や

海

軍

の

反

対

を

押

し

切

っ

て

、

「

ヒ

ッ

ト

ラ

ー

・

ド

イ

ツ

」

と

組

む

事

だ

っ

た

が

、

そ

れ

は

明

治

後

の

、

拙

速

な

ド

イ

ツ

文

化

導

入

の

罪

な

ど

で

は

な

か

っ

た

。

た

だ

い

え

る

こ

と

は

、

一

種

類

の

文

化

を

濃

縮

注

射

す

れ

ば

、

当

然

、

薬

物

中

毒

に

か

か

る

と

い

う

事

で

、

そ

う

い

っ

た

患

者

た

ち

に

、

全

て

の

権

力

を

握

ら

れ

る

と

ど

う

な

る

か

は

、

日

本

近

代

史

の

動

物

実

験

の

よ

う

に

、

雄

弁

に

物

語

っ

て

い

る

。

戦

後

、

「

昭

和

軍

事

秘

話

」

と

い

う

本

が

出

版

さ

れ

た

が

、

そ

の

中

に

旧

軍

人

の

話

が

纏

め

ら

れ

て

い

る

が

、

多

く

の

も

の

が

、

堅

牢

な

批

判

精

神

で

往

時

が

語

ら

れ

て

お

り

、

先

入

観

で

モ

ノ

を

見

る

べ

き

で
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な

い

と

い

う

、

証

明

の

役

ま

で

果

し

て

い

る

。

そ

の

中

で

、

陸

士

三

十

七

期

の

中

原

元

大

佐

は

、

昭

和

の

あ

の

時

代

を

、

「

国

力

を

全

く

無

視

し

て

、

作

戦

ば

か

り

を

や

っ

て

い

た

時

代

」

と

い

っ

て

い

る

が

、

自

身

の

事

に

つ

い

て

は

、

昭

和

十

二

年

の

支

那

事

変

勃

発

の

際

に

は

、

大

阪

弾

丸

工

場

の

工

場

長

を

し

て

い

た

と

い

う

。

そ

し

て

、

陸

士

か

ら

陸

大

を

へ

て

東

大

工

学

部

を

卒

業

し

て

、

卒

業

後

、

陸

軍

造

幣

廠

や

大

本

営

兵

站

総

監

部

参

謀

等

を

経

て

、

戦

争

資

材

の

調

達

に

も

関

わ

っ

た

と

い

う

が

、

当

時

、

陸

大

を

出

て

ド

イ

ツ

に

留

学

し

て

い

な

い

人

達

は

、

有

力

部

員

に

な

っ

て

い

な

い

の

で

、

日

独

伊

同

盟

を

作

る

総

長

や

次

官

に

大

臣

な

ど

は

、

皆

ド

イ

ツ

留

学

組

だ

っ

た

と

い

う

。

さ

ら

に

、

昭

和

二

十

年

に

日

本

が

敗

れ

る

ま

で

の

参

謀

本

部

の

ポ

ス

ト

に

つ

い

た

の

は

、

全

て

ド

イ

ツ

留

学

組

で

、

陸

軍

に

お

け

る

、

ド

イ

ツ

傾

斜

や

偏

重

と

い

う

の

は

、

一

種

の

「

国

家

病

」

の

一

つ

だ

っ

た

と

し

か

思

え

な

い

、

と

当

時

を

回

顧

し

て

い

る

。

令

和

三

年

十

二

月


