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森
鴎
外
と

山
縣
有
朋

緒
　
　
言

明
治
の

終
焉
ま
で

ー

小
堀
桂

郎 。

　
大
正

期
の

思
想
界
に

於
い

て
、

當
時
第
一

級
の

碩
學
に

し

て

賢
者
の

名
聲
を

享

受
し

て

ゐ

た

森
鴟
外
と

、

所
謂
維
新
の

元
勲
に

し

て
、

政
界
の

現
役
隱
退
後
も

事

實
上
陸
軍
の

最
高
權
力
者
の

地
位
に

あ

る

と

目
さ
れ

て

ゐ
た

元
老
山
縣
有
朋
と

が、

或
る

種
の

近
し

い

關
係
に

あ
つ

た
ら

し

い

と

い

ふ
慱
記

的
事
實
は

我
々

の

興
味
を

唆
る

主
題
で

あ

る
。

兩
者
の

間
柄
は

双
方
と

も
が

杜
會
的
地
位
が

確
立

し
、

人
間

的
個
性
も
成
熟
し

て

か

ら

後
の

段
階
で

始
ま
つ

た

交
際
で

あ
つ

た
。

か

う

し
た

權

力
者
に

あ

り

が

ち

の

事
と

し
て

、

山
縣
は

森
に

何
ら

か

の

利
用
價
値
を

見
出
し

た

が

故
に

己
が

身
近
に

近
づ

け
た

の

だ

ら

う
し、

森
の

方
で

も
そ

こ

に

何
が

し

か

の

意
味
と、

敢
へ

て

打
算
的
と

は

云

は

な

い

が

と

も

か

く
も
己

の

目
的
に

添
つ

た

或

る

効
果
を
認
め

た

上
で

進
ん

で

氣
骨
の

折
れ

る

華
族
と

の

交
際
に

踏
み

入
り
も
し

た

の

で

あ
ら

う
。

一

体
そ

の

交
際
の

内
的
動
機
は

何
だ

つ

た

の

だ

ら

う
か

。

兩
者

森
鴟

外
と
山

縣
有
朋

　

　
　

小

堀

桂一
郎

＊

言

語
文
化

学
科

教
授

口

本
思

想
史

が

互
ひ

に

相
手
に

求
め

た

り
、

結
果
と

し

て

受
取
つ

た

り
し

た

の

は
、

抑
丶
ど

ん

な

種
類
の

精
繭
的
品
目
で

、

そ

れ

は

又
爾
者
の

同
時
代
に

於
い

て

ど

の

樣
な

歴
史

的
意
味
を
帶
び

た

交
流
だ

つ

た

の

だ

ら

う

か
。

　
山
縣
有
朋

、

幼
名
辰
之
助
は

天
保
九
年
閾
四
月
長
州
萩
に

生
ま

れ

て

ゐ

る
。

そ

れ
か

ら
二

十
四

年
の

後、

文
久
二

年
一

月
に

森
林
太
郎
は

萩
と
は

地
理

的
に

程
遠

か
ら

ぬ

石
州
津
和
野
に

生
ま

れ
た

。

干
支
で

所
謂
二

廻
り

の

違
ひ

で

二

人
は

共
に

戌
年
で

あ
る

。

そ

れ

ほ

ど
年
齢
が

開
い

て

ゐ

る

の

に
、

歿
年
は

同
じ

で

大
正

十
一

年
、

大
震
災
の

前
の

年
の

こ

と

に

な

る
。

二

月
一

日

に

山
縣
が

歿
し

た

時
、

鴎
外

の

日

記
は

二

日

の

項
に

く

弔
問
山
縣
氏
第
∀

、

九
日

の

項
に

く

會
山
縣

公
有
朋
葬

於
日

比
谷
公
園
V

と

極
め
て

簡
潔
な

文
字
を
留
め

て

ゐ

る

が
、

そ

れ

か
ら

丁
度
五

箇
月
後
の

七

月
九
日

に

鴟
外
も
世
を

去
つ

た
。

　
こ

の

樣
に

年
次
的
な

並
列
を

し
て

み

る

と
、

こ

の

年
代
的
關
係
は

以
て

山
縣
と

森
と

が

何
か

縁
の

あ

る

間
柄
だ

つ

た

と

見
る
理
由
に

な

る

の

か
、

む
し

ろ

そ

の

逆

で

あ
る

の

か、

ど

ち
ら

で

も

よ

い

樣
な

も

の

だ

が、

何
と

な

く
、

こ

の

年
あ

た

り

を

境
目
に

し
て

、

政
治
的
に

も
思
想
的
に

も
、

明
治
大
正

と

い

ふ

時
代
の

或
る

顯

著
な
部
分
を
象
徴
す
る

と
い

つ

て

よ

い

二

人
の

大
き
な

人
物
が

消
え、

そ

れ

と
共

に

彼
等
の

代
表
す
る

時
代
精
神
乃
至
は

時
代
の

情
念
の

如
き

も
の

も
現
實
的
存
在

か

ら

歴

史
的
存
在
へ

と

移

行
し

て

ゆ

く
、

そ

ん

な
機
縁
を
成
し

た

と

い

ふ

程
度
の

「

縁
」

が

感
じ

ら

れ

る
。

つ

い

で

乍
ら
、

山
縣
よ

り
三

週
間

前
に

、

遺

憾
乍
ら

「

對
華
二

十
一

箇
條
要
求
」

と

結
び

つ

い

て

記

憶
さ

れ

る

名
で

あ

る

所
の

「

民
衆

政
治
家
」

大
隈
重
信
が
歿
し
、

彼
の

國
民
葬
は

、

極
め

て

寂
し

い

も

の

だ

つ

た

と

傳
へ

ら

れ

て

ゐ

る

山
縣
の

國
葬
と

は

對
照
的
に

、

そ

の

名
の

通
り
に

全
國
民
の

哀

悼
を
集
め

た
。

　
こ

れ

も
つ

い

で

に

記
す

と
、

そ

の

前
年
大
正

十
年
が

皇
太
子
裕
仁
親
王
が

攝
政

宮
に

就
任
さ

れ

た

年
、

翌
大
正

十
二

年
は

前
記
の

樣
に

大
震
災
發
生
の

年
で

あ
る

。53
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鳴
星

大
学
研
究

紀
要
【
目

本・
又

化

学
部
・
「
譲

語

文
化

学
科
】

第
六
号

一
九

九
八
保

「

實
質
的
」

な

大
薦

時
代
の

終
焉
と

緯・
を

嗣
じ

う

し

て
、

で

世
を
去
つ

た

こ

と

に

な

る
Q

二
）

山
縣
の

青
年
時
代
・

歐
米
軍
事
力
の

衝
撃

由

縣
と

森
と

は

槻

次
い

　

山
縣
は

二

十
歳
代
前
半
の

青
年
期
に

、

と
い

ふ

こ

と

は

つ

ま

り

恰
度
森
林
太
郎

が

誕
生
し

た

文
久
二

年
前
後
の

頃
と
い

ふ

こ

と

に

な
る

が
、

彼
の

生
涯
の

精
脚
的

姿
勢
を
決
定
す

る

こ

と

に

な

る

二

つ

の

深
刻
な

體
驗
に

遭
遇
し

て

ゐ

る
。

そ

の

一

は

蓴
皇
攘
夷
運
動
へ

の

挺
身、

そ

の．
一
は

文
久
三

年
と

元
治
元
年
と

に

續
い

て

發

生
し

た
、

英
米
蘭
佛
諸
闘
の

軍
艦
に

よ

る

ド
關
砲

臺
砲
撃
事
件
で

あ

る
。

　

山
縣
は

安
政
五

年
十
月
に

二

十
歳
で

松
下
村
塾
に

入
門
し

た

頃
は

小
輔
と

名
告

　
　
　ヨ
ユド　
　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

の

や

ま
こ

く

つ

て

ゐ

た
。

吉
田

松
陰
は

そ

れ
か

ら

間
も
な

い

十
二

月
に

は

野
山
獄
に

収
監
さ

れ
、

翌
安
政
六

年
に

は

江

戸
に

迭
ら

れ

て

刑
死
し

て

し

ま

ふ

の

で

あ
る

か

ら

山
縣
小
助

が

松
陰
に

親
炙
し

た

月
目

は

極
く
短
い

。

だ

が

山
縣
は

終
生
松
陰
の

門
ド
生
た

る

こ

と

を
自
負
し

、

且

つ

さ

う
自
稱
し

た

し
、

松
陰
の

方
で

も

小
助
の

氣
力

、

性
根

の

坐
つ

た

と

こ

ろ

に
一

目
置
く
と

い

ふ

こ

と

は

あ
つ

た

や

う

で

あ

る
。

松
陰
に

認

め

ら

れ

た

の

は

謂
は

ば
根
轍
だ

ら

う
が

、

山
縣
の

側
か

ら

松
陰
に

捧
げ

た

そ

の

後

の

私
淑
の

中
に

彼
の

生
涯

を
通
じ

て

變
ら

な

か

つ

た

精
神
的
姿
勢
の
一

半
を
看
て

取
る

こ

と

が

で

き
る

。

　
そ
の

姿
勢
が

行
動
と

な
つ

て

表
に

現
れ、

ほ

つ

青
史
に

歴
然
た

る

痕
跡
を
殘
し

た

の

が
、

所
謂
尊
皇
孃
夷
の

黨
派
の

實
力
行
使
の

中
で

由
縣
が

果
し

た

役
割
で

あ

る
G

　
安
政
五

年
（

一

八
五

八
年）

日

米
修
交
條
約
が

勅
許
を
待
た

ず
に

調
印
・

締
結

さ

れ
、

以
後
封
オ

ラ

ン

ダ
、

ロ

シ

ア
、

イ

ギ
リ

ス
瓦

少
し

お

く
れ

て

フ

ラ

ン

ス

と

の

間
に

次
々

と

修
交
通
商
條
約
が

結
ば

れ、

日

本
が

劉
外
通
商
に

門
戸
を
開
き

、

不
平
等
條
約
の

軛
を

嵌
め

ら

れ

た

體
勢
の

ま

ま

世
界
貿
易
の

網
の

目
の

中
に

組
み

54

こ

ま

れ
て

ゆ

く
趨
勢
は

最
早
逆
ら

ひ

難
い

力

を

具
へ

て

ゐ

た
。

し

か

し

こ

の

趨
勢

を

堪
へ

難
い

國
家
的
屈
辱
と

感
じ

て

悲
憤
慷
慨
に

明
け

暮
れ

て

ゐ

た

の

が

尊
黒
攘

夷
の

旗
印
を

闘
く
奉
じ

て

ゐ

た

勤
皇
の

志
士
達
で

あ
る
。

安
政

六

年
の

暮
近
い
、

所
謂
安
政
の

大
獄
と

い

ふ撫
可

酷
な

彈
壓
へ

の

復
讐
と

し

て

萬
延
元
年

二

八

六

〇

年
）

（

正

確
に

は

改
元
の

寸
前、

安
政
七

年
三

月
）

水、
尸

の

浪
士

達
が

對
外
屈
從

と

志
士

彈
壓
の

元
凶
と

目
し

た

大
老
井
伊
直
弼
を
櫻
田

門
外
に

暗
殺
し

た
。

こ

の

テ

ロ

事
件
は

不
幸
に

も
尊
皇
攘
夷
派
の

氣
勢
を

煽
動
す
る

結
果
と

な

り、

文
久

元

年
の

ア

メ

リ

カ

公
使
館
通
譯
官
ヒ

ュ

ー

ス

ケ

ン

の

暗
殺、

束
禪
寺
イ

ギ
ー1

象
假
公

使
館
襲
撃

、

文
久、
一
年
の

生
麥
事
件
と

、

何
件
も
の

流
血
沙
汰
を
誘
發
し

た
。

一

旦
外
國
の

權
盆
に

入
り

こ

ま
れ

た

ら
、

そ

れ
へ

の

饗
應
を

め

ぐ
つ

て

國
論
が

分
裂

し
、

從
來
相
拮
抗
し

て

ゐ

た

黨
派
間
の

勢
力
爭
ひ

が
新
た

な

爭
點
を

得
て

武
力
鬪

爭
に

擴
大
し

が

ち

で

あ

る

の

が

發
展
途
L
國
の

宿
命
で

あ

る
。

文
久．
一
年
當
時
の

日

本
で

は

薩
摩
と

長
門
の

兩
藩
の

間
に

そ

の

爭
ひ

が

生
じ

た
。

つ

ま

り

長
州
藩
は

藩
主
毛
利
敬
親
が

松
下
村
塾
門
下
の

志
十
達
の

尊
皇
攘
夷
の

憶
念
を

抑
へ

て

開
國

和
親

・

公
武
合
體
の

現
實
的
政
策
を

推
進
し

よ

う

と

し

て

ゐ

た
。

攘
夷
派
の

志
駐

達
は

こ

れ

に

不
満
を
抱
き

、

薩
摩
の

島
津
久
光

の

上

洛、

朝
廷

に

向
け
て

の

攘
夷

の

建、二
口

、

そ

し
て

攘
夷
の

勅
令
の

ド
付
と

い

ふ

筋
書
に

期
待
を
つ

な

い

だ
。

と

こ

ろ

が

文
久
二

年
四

月、

千
人
の

藩
兵
を

率
ゐ

て

入

洛
し

た

島
津
は

攘
夷
派
志

士

達

の

期
待
を亠
畏

切
つ

て

開
國
和
親
・

公
武
合
體
に

立

脚
し

た

菓…
政
改
革
論
を

建
議
し

、

此
が

朝
廷
の

嘉
納
す
る

と

こ

ろ

と
な

つ

た

か

ら、

長
州
の

毛

利
と

し

て

は

政
策
建

議
の

競
合
の

中
で

島
津
に

畠
し

抜
か

れ

た

如
き
感
情
を

抱
く

。

そ

こ

で

元

來
同
じ

路
線
を
進
ん

で

ゐ

る

は

ず
の

島
津
を
支
持
す
る

の

で

は

な

く
、

之
と

の

對
抗
上

、

文
久
二

年
の

七
月

、

俄
か
に

方
針
を
轉
換
し

、

攘
夷
實
行
を

偈
げ
て

、

朝
廷
奉
戴

の

點
で

先
に

成
功
を

博
し

た

島
津
を

追
ひ

落
し

て

政
局
の

主
導
樽
を

握
ら

う

と

す

る
。

薩
摩
藩
宅

の

向
背
に

裏
切
ら

れ

た

と

感
じ

て

ゐ

た

京
都
集
結
中
の

尊
攘
派
は
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も
ち
ろ

ん

こ

の

轉
換
を
歡
迎
し
支
持
し
た

か

ら、

京
都
に

於
け

る

長
州
藩
の

朝
廷

に

對
す
る

影
響
力
は

忽
ち

に

檜
大
し

た
。

明
け

て

文
久
三

年
の

三

月
に

は

孝
明
天

皇
が

折
か

ら

上
洛
し

て

ゐ

た

將
軍
家
茂
と

そ

の

後
見
職
一

橋
慶
喜
を

随
伴
し

て

賀

茂
の

肚
に

攘
夷
祈
願
の

御
親
拜
を
行
ひ、

翌
四

月
に

は

同
じ

趣
旨
で

石
清
水
八

幡

宮
に

行
幸
さ

れ
る

と

い

つ

た

少
々

派
手
な

事
態
も
發
す
る

。

　
か

う
し

た

な
り
ゆ

き
を

山
縣
小
助
等
松
下
村
塾
系
の

志
士

達
の

眼
か
ら

見
れ

ば、

自
分
達
の

熱
意
が

遂
に

藩
主

を
動
か

し
て

藩
論
の

轉
換
を
も
た

ら

し

た
、

そ

し

て

朝
廷
は

自
分
達
の

眞
摯
な

運
動
に

道
理
を
認
め

、

そ

の

熱
誠
に

應
へ

給
う

た

の

だ

と

映
る

か

ら
、

そ

こ

で

意
氣
軒
昂

、

鯨
皇
攘
夷
運
動
の

神
髓
は

我
に

あ

り
と
の

昂

揚
し

た

氣
分
に

も
な

る
。

次
に

來
る

四
國
連
合
艦
隊
と

の

戰
鬪
で

は

慘
憺
た

る

敗

北
を
喫
し、

戊
辰
戰
爭
を

中
心
と
す

る

幕
末
維
新
期
の

戰
亂
の

中
で

大
し
た

戦
功

を
擧
げ
た

わ

け

で

も
な

く、

當
然
目
立
つ

ほ

ど

の

行
賞
に

あ

つ

か
つ

て

も
ゐ
な

い

山
縣
は

、

し

か

し

そ

れ

に

も
拘
ら

ず
、

自
分
が
一

貫
し

て

搖
ぎ

な

き

勤
皇
家
の

正

統
で

あ
る

と

い

つ

た

深
い

自
信
の

如
き
も
の

を
内
に

有
し

て

ゐ

た
。

そ

の

白
信
の

基
盤
を
な

し

た
の

が

こ

の

頃
の

經
驗
だ
つ

た

と

見
る

こ

と
も
で

き
よ

う
。

　

志
士
達
の

激

情
に

乘
せ

ら

れ
た

長
州
の

藩
政
府
は

朝
廷
に

對
し

て

次
々

と
過
激

な

進
言
を
奉
り

、

勢
つ

い

た

朝
廷
は

幕
府
に

攘
夷
の

決
行
を
迫
る

。

名
分
上
征
夷

大
將
軍
に

他
な

ら

ぬ

幕
府
は

朝
廷

か

ら

迫
ら

れ
て

は

已
む

を
得
ず

、

文
久
三
年
五

月
十
日

を
期
し

て

の

攘
夷
の

戰
鬪
開
始
を

諸
侯
に

通
達
す

る

に

至
る

。

待
望
の

幕

令
に

接
し

た

長
州
藩
は

期
限
到

來
の

當
日

下
關
海
峽
を

通
過
す
る

ア

メ

リ

カ

の

商

船
（

ペ

ン

ブ

ロ

ー

ク

號
）

に

砲
臺
か

ら

射
撃
を
浴
び
せ

、

少
し

間
を
置
い

て

五

月

二

十
三

日

に

は

フ

ラ

ン

ス

の

軍
艦
キ
ン

シ

ャ

ン

號
を、

二

十
六

日

に

は

オ

ラ

ン

ダ

の

軍
艦
メ

デ
ュ

ー

サ

號
を

砲
撃
す

る
。

い

つ

れ
も
不
意
打
ち

で

あ

る

た

め
、

艦
船

は

應
戰
の

遑
な

く
急
遽
退
避
し

て

行
つ

た

の

で
、

長
州
藩
兵
は

意

氣
大
い

に

揚
つ

た

が
、

國
際
法
を
無
幌
し

た

暴
擧
へ

の

復
讐
の

鐡
鎚
は

忽
ち

身
に

ふ

り
か

か

つ

て

き

た
。

　
六
月
一

日

ア

メ

リ

カ

軍
艦
ワ

イ

オ

ミ

ン

グ

號
が
長
州
藩
の

砲
臺
及
び

港
内
の

軍

艦
群
に

接
近
し

て

砲
撃
を

加
へ

、

大
損
害
を
與
へ

て

自
ら

は

僅
少
の

被
害
を

受
け

た

だ
け

で

去
つ

て

い

つ

た
。

六
月
五

日

に

は

フ

ラ

ン

ス

軍
艦
セ

ミ

ラ

ミ

ス

號
と

タ

ン

ク

レ

！

ド
號
が

砲
臺
に

接
近
し

て

投
錨
し

約
二

時
間
の

砲

撃
で

長
州
藩
の

毫
場

を
ほ

と

ん

ど
破
壊
し

つ

く
し

た
。

剩
へ

陸
戰
隊
を
上

陸
さ

せ

て

地
上
の

白
兵
戰
に

及
ん

だ

の

だ
が

、

こ

こ

で

も
長
州
兵
は

壓
倒
的
優
位
を

誇
る

フ

ラ

ン

ス

軍
の

火
器

の

た

め

に

慘
敗
を
喫
す
る

。

山
縣
は

こ

の

年
二

十
六
歳

、

狂
介
と

改
名
し、

士
分

に

取
立

て

ら

れ
て

ゐ

て
、

槍
を
携
へ

て

地
上
戰
に

參
加
し

た

ら

し

い

が
、

無
殘
な

敗
北
に

ど

ん

な

感
想
を

懐
い

た

だ

ら

う
か

。

　
こ

の

時
は

元
來
戰
鬪
の

規
模
が

小
さ

か
つ

た

せ

ゐ

も
あ
つ

て

長
州

兵
の

受
け

た

敗
北
の

衝
撃
は

そ

れ
ほ

ど

深
刻
な

も
の

で

は

な

か

つ

た

ら

し

い

の

だ

が
、

懲
罰
は

こ

の
→

囘
限
り
で

は

な

か
つ

た
。

現
に

元
治
元
年
（

一

八
六

四
年
）

八

月、

幕
府

（
外
國
か

ら

は

日

本
國
政
府
と

認
識
さ

れ

て

ゐ

た

わ

け
で

あ

る

か

ら
）

に

對
す
る

前
年
の

事
件
の

賠
償
交
渉
で

日
本
側
の

誠
意
が

見
ら

れ

な

い

こ

と

に

業
を

煮
や

し

た

英
佛
米
蘭
の

四
國
連
合
艦
隊
が

下
關
港
外
に

姿
を

現
し

た
。

長
州
と
の

直
接
交

渉
も

妥
結
に

至
ら

ず
八
月
五
日

艦
隊
は

遂
に

海
岸
砲
臺
に

向
つ

て

砲
門
を
開
く
。

こ

れ

は

言
ふ

ま
で

も
な

い

史
上
甚
だ

有
名
な

事
件
で

あ
る

。

こ

の

時
の

砲
撃
は

前

年
を

は

る
か

に

上

廻
る

激
し

い

も
の

で
、

長
州
側
砲
臺
の

沈
黙
し

た

あ

と
、

連
合

艦
隊
は

又
し

て

も
陸
戰
隊
を
上
陸
さ
せ

た
。

山
縣
狂
介
は

こ

の

地
上

戰
で

銃
彈
を

受
け
て

負
傷
し

た

が
、

傷
の

痛
手
よ

り
も
深
刻
だ

つ

た

の

が
、

彼
我
の

武
力
の

あ

ま
り

に

も
甚
だ

し

い

縣
隔
を
認
識
し

た

こ

と

か
ら

く
る

心

理
的
衝
撃
だ

つ

た
。

相

手
方
の

火
器
の

威
力
が

壓
倒
的
で

あ
つ

た

と

の

印
象
は

言
ふ

ま

で

も
な

い

が
、

武

士
と

い

ふ

職
業
的
戰
士

階
級
が
以
外
に

脆
く
臆
病
で

あ
り

、

か

う

し
た

外
國
軍
隊

と

の

戰
鬪
に

於
い

て

む

し

ろ

よ

り
勇
敢
に

戰
つ

た

の

が
有
名
な

奇
兵
隊
を

中
心

と
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学酊
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鵡
女
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臼
本

文
化
沸

f
部
。
甘
m

菰順
文．
化昌
チ

科扁
第−
ハ惇
写

噛し　
し
τ
丶　r・齟

．
r

ノ

厂

”宀
契

す

る、

農
貰
。

町
民
階
級
か

ら

募
集
し

て

編
成
し

た
不
正

規
軍
の

兵
士

達
で

あ
つ

た

と
い

ふ

事
實
が

、

更
に

苦
し

い

認
識
と

し
て

長
州
軍
の

指
揮
官
の

胸
に

は

應
へ

る
。

　

徴
兵
制
に

基
礎
を
儼
く
精
強
な

近
代
的
軍
隊
の

創
建
と

い

ふ

構
想
が

、

こ

の

時

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　ズ
ブ

ヒ

ゥ
シ

の
ン

の

痛
切
な

經
驗
を
通
じ

て

山
縣
の

生
涯
の

固
定
觀
念
と

な

つ

た
、

と
は

よ

く
語
ら

れ

る

考
察
で、

た

し

か

に

そ

の

通
り
で

あ
ら

う
。

茲
に

も

う
一

點
、

こ

の

慘
め

な

經
驗
が

山
縣
の

酋
洋
技
術
文
明
に

對
す

る
一

種
の

恐
迫
觀
念
を

植
ゑ
つ

け

た

の

で

は

な

い

か、

と

い

つ

た

觀
測
が

成
立
す

る。

自
人
恐
怖
コ

ン

プ

レ

ッ

ク

ス

と

呼
ん

で

も
よ

い

か

も
し

れ
な

い
。

こ

れ
は、

そ

れ
か

ら

四
十
年
の

後
、

山
縣
が

粉
骨
碎

身
の

努
力
を

拂
つ

て

育
成
し

た

日

本
陸
軍
が

、

旅
順
で

、

遼
陽
で
、

奉
天
で

、

當

時
世
界
で

最
強
と

稱
さ

れ
て

ゐ

た

ロ

シ

ア

の

陸

軍
に

合
戰
を
挑
み

、

見

事
に

勝
利

を
収
め

た

と

い

ふ

實
績
く
ら

ゐ

で

睨
却
で

き

る

樣
な

生
や

さ

し

い

想
念
で

は

な

か

つ

た
。

戦
鬪
の

巧

拙
・

強
弱
を

越
え

た
、

或
る

深
層
の

心
理
的
次
元
で

、

白
人
文

明
に

對
す

る

恐
怖
と

警
戒
と

不
信
と

が

彼
の

内
面
に

刷
り
込
ま
れ

た

と

見
て

よ

い
。

そ

し

て

實
は

、

鵬
外
森
林
太
郎
と

い

ふ
、

恰
度
宙
縣
の

こ

の

恐
怖
縡
驗
の

年
の

頃

に

こ

の

世
に

生
れ
て

き
た

、

ま
さ

し

く
一

匿
代
若
い

後
輩
が

、

同
じ

樣
に

西
洋
白

人゚
文

明
の

恐
る

べ

き

本
質
を

見
抜
き

な

が

ら
、

し

か

も
山
縣
の

そ

れ

の

如
き
コ

ン

プ

レ
ッ

ク

ス

に

囚
は

れ
る

こ

と
な

く、

實
に

冷
静
な

姿
勢
で

こ

の

脅
威
に

對
應
し

て

ゐ

る

事
實
が

世
に

知
ら

れ
た

時
、

こ

の

二

人
は

或
る

意
味
で

の

必
然
性
の

然
ら

し

む

る

所
に

よ

つ

て

不
思
議
な
接
近
を
遂
げ

る
．

し

か

し
、

そ

の

必
然
の

遭
遇
の

成
就
ま

で

に

は

思
へ

ば

少
し
く
意

外
な

ほ

ど

の

長
い

時
聞
が

か

か

つ

た
。

そ

れ

は

い

つ

た

い

何
故
で

あ

ら

う

か
。

（
二
）

縁
を

結
ぱ

な
か
つ

た

最
初
の

接
近

鵬
外
と

山
縣
と
が

し

か

し

か

な

り
早
く
に

縁
を
結
ぶ

吋
能
性
が

あ
つ

た

こ

と
、
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そ

の

場
台
そ

れ
は．
鶴
外
の

側

か

ら

接
近
の

信
號
を

逡
る

と

い

ふ

形
に

於
い

て

で

あ

つ

た

と

い

ふ

こ

と

は

研
究
者
達
の

問
で

は

廣
く

知
ら

れ

た

話
で

あ

る．一

今
で

は

高

等
學
校
國
語
教
科
書
の

中
で

の

人
氣
教
材
の
｝

つ

に

な

つ

て

ゐ

る

ば

か

り

か
、

殆

ど
「、
目
に

餘
る
一

ほ

ど
に

こ

れ
を
目
が

け

て
の

研
究
論
文
が

蝟
集
す

る

小
説
の

處

女
作
『

舞
姫
』

で

あ

る

が
、

そ

の

中
に

主

人
公
太
田
豊
太
郎
が
ベ

ル

リ

ン

で

の

失

意
流
寓
の

時
代
に

、

歐
洲
税
察
に

や
つ

て

き
た

大
臣
天
方
伯
爵
に

そ

の

才
能
を
見

出
だ

さ

れ
、

現
地
で

そ

の

隨
行
員
の

中
に

加
へ

て

も
ら

ふ

こ

と

に

よ

つ

て

無
事
に

故
閣
に

歸
り

つ

く
こ

と

を

得
た
、

と
い

ふ

脈
絡
が
あ

る
。

あ

の

天
方
伯
と

は

常
時

の

内
務
大
臣
山
縣
を
モ

デ

ル

と

し

て

作
ら

れ
た

人
物
だ
、

と

い

ふ

解
釋
で

あ

る．、

　

山
縣
有
朋
は

黒
田

清
隆
内
閣
の

内
務
人
臣
と

し

て

歐
洲
硯
察
の

た

め

明
治
二

十

一

年
十
二

月．
一
日

横
濱
畠
發

、

羅

二

十、
一
年
二

月
マ

ル

セ

イ
ユ

に

到
着
し

て

ゐ

る．、

鵬
外
が

四

年
間
の

ド
イ

ツ

留
學
か

ら
蹄
國
し
た

の

が

二

十
一

年
九
月
だ

か

ら、

い

は

ゆ

る

入
れ

違

ひ

に

な

つ

て

ゐ

る

の

で

あ

り、

現
實
に，
繭
者
が

ド
イ

ツ

の

地
で

遭

遇
す

る

可
能
性
は

な

か

つ

た
。

『

舞
姫
』

の

中
で

直
接
豊
太
郎
に

救
ひ

の

手
を

さ

し
伸
べ

る

親
友
相
澤
謙
吉
の

モ

デ

ル

は

賀
古
鶴
所
で

あ

る

と
、

御
當
人
自
身
を
含

め

て
一

般
に

考
へ

ら

れ

て

ゐ

る

が
、

賀
古
は

現
實
の

山
縣
内
相
の

隨
行
員

と

し

て

渡
歐
し

て

ゐ

る

の

で

あ

る

か

ら
、

森
と
賀
古
と

い

ふ

こ

の

舊
友
同
上
も

旅
先
の

ド

イ

ツ

で

顔
を

合
せ

る

と
い

ふ

機
會
は

持
て

な

か

つ

た
。

　

山
縣
は

明
治、
一
ナ
ニ

年
十
月、
一
目

歸
朝
し

、

そ

の

年
末
乎．
皿
月
二

十
四

日

に

第

一

次
山
縣
内
閣
を
組
閣
し
た

（

二

十
四

年
五

月
六

日

ま

で

續
く

）

。

そ

の

直
後
と

い

ふ

べ

き
ニ

レ
三

年
一

24
三

日

發
行
の

一．
國
民
之
友
」

誌

上
に

新
錦
朝
の

批
評
家

鵬
外
漁
史
の

創
作
「

舞
姫
』

が

掲
戴
さ

れ

て

大
評
判
と
な

つ

た

わ

け
で、

そ

の

申

に

現
れ

る

天
方
伯
の

ド
イ

ツ
、

ロ

シ

ア

硯
察
旅
行
が
→

般
讀
者
に

山
縣
の

歐
洲

幌

察
を

連
想
せ

し

め

る

こ

と

は

容
易
で

あ
つ

て、

天
方
と

太
田
の

關
係

に

山
縣
と

森

と

の

そ

れ

を
重
ね

合
せ

て

見
る

で

あ

ら

う

讃
者
心

理

を
念
頭
に

蔵
い

て

或
る

種

の

N 工工
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政
治
的
効
果
が

計
算
さ
れ

て

ゐ

た

と

す
れ

ば
、

そ

れ
は

確
か

に

無
駄
で

は

な

か

つ

た

ら

う
。

　
そ

こ

で

『

舞
姫
』

中
の

天
方
伯
登

場
に

は

作
者
の

或
る

功
利
的
意
圖
が

か

く
さ

れ
て

ゐ

る

と

す

る

解
釋
に

し

て

も
、

一

概
に

こ

れ

を
邪
推
と

し

て

斥
け
る

わ

け
に

は

ゆ
か

な

い

こ

と

に

な
る

。

　

現
今
『

舞
姫
』

の

定

稿
で

は
、

主

人
公
の

太
田

豊
太
郎
が

歸
東
の

船
中
で

サ

イ

ゴ

ン

碇
泊
中
に

囘
想
の

筆
を
執
つ

て

ド
イ

ツ

滯
在
後
半
期
の

自
分
の

悲
戀
の

閲
歴

を
綴
る
べ

く
稿
を
起
す
と

い

ふ

形
を
と
つ

て

ゐ

る
、

そ

の

述
懷
の

部
分
は

、

　
A

げ
に

東
に

還
る

今
の

我
は

、

西
に

航
せ

し

昔
の

我
な

ら

ず
、

學
問
こ

そ

獪
心

　
に

飽
き

足
ら

ぬ

と

こ

ろ

も
多
か

れ
、

浮
世
の

う
き
ふ

し

を

も
知
り

た

り、

人
の

　
心
の

頼
み

が

た

き
は

言
ふ

も
更
な
り

、

わ
れ
と

わ
が

心

さ
へ

變
り

易
き

を

も
悟

　

り
得
た

り
。

き

の

ふ

の

是
は

け
ふ

の

非
な
る

わ

が

瞬
間
の

感
觸
を

、

筆
に

冩
し

　
て

誰
に

か

見
せ

む
。

こ

れ

や

日
記
の

成
ら

ぬ

縁
故
な

る、

あ
ら

ず
、

こ

れ

に

は

　
別
に

故
あ
り

。

　
　

鳴
呼

、

ブ

リ

ン

ヂ

イ

シ

イ

の

港
を
出
で

て

よ

り
、

早
や

二

十
日

あ
ま

り
を
經

　
ぬ

。

世
の

常
な

ら

ば

生

面
の

客
に

さ
へ

交
を
結
び

て、

旅
の

憂
さ

を
慰
め

あ
ふ

　
が

航
海
の

習
な

る

に
、

微
恙
に

こ

と

よ

せ

て

房
の

裡
に

の

み

籠
り
て

、

同
行
の

　

人
々

に

も

物、
言
ふ

こ

と

の

少
き
は

、

人
知
ら

ぬ

恨
に

頭
の

み
惱
ま

し
た

れ

ば
な

　
り

。

…

…
〉

と

書
き

出
さ

れ、

書
き
つ

が

れ

て

ゆ

く

こ

と

に

な
る

、

そ

の

く

…

…

こ

れ
に

は

別

に

故
あ
り
∀

と

く

鳴
呼

、

ブ

リ

ン

ヂ

イ

シ

イ

の

港
を
出
で

て

よ

り
…

…
V

と
の

間

に、
「

國
民
之
友
」

初
出
稿
の

本
文
で

は

次
の

如
き
一

節
が
入
つ

て

ゐ
た

の

だ
が

、

こ

の
一

節
は

本
篇
が

明
治
二

十
五
年
七
月
「

水
沫
集
』

な

る

作
者
初
め

て

の

單
行

作
品
集
に

再
録
さ
れ

た

際
、

あ

つ

さ

り

と
全

文
が
削
除
さ
れ

、

以
後
鵬

外
の

生
前

は

如
何
な

る

作
品
集
へ

の

収
録
に

際
し

て

も

二

度
と

復
活
す
る
こ

と
が

な

か
つ

た
。

　
A

我
が

か
へ

る
故
郷
は

外
交
の

い

と

ぐ
ち

亂
れ
て
一

行
の

主

た

る

天
方
伯
も

國

　
事
に

心
を

痛
め

た

ま

ふ

こ

と

の
一

か

た

な

ら

ぬ

が

色
に

出
で

〜

見
ゆ

る

程
な

れ

　
ば
隨
行
員
と

な
り

て

歸
る

わ

が

身
に

さ
へ

心
苦
し

き
こ

と

多
く
て

筆
の

走
り
を

　
留
め

や
す

る

又
た

海
外
に

て

ゆ
く

り
な

く
伯
に

受
け
た

る

信
用
の

な
み

く
な

　
ら

ず
深
き

に

學
識

、

才
幹
人
に

勝
れ

た

り
と
思
ふ

所
も
な

き

身
の

行
末
い

か

に

　
と

思
ひ

煩
ひ

て

文
つ

ゴ

る

障
り
と

な

る

に

や、

否
こ

れ

は

別
に

故
あ
り
V

　
山
縣
ら
し

き
人
物
を
く

天

方
伯
V

と

し

て

ゐ

る

の

は
、

明

治
十
七

年
七
月
の

「

華
族
令
」

發
布
に

よ

り
、

山
縣
は

伯
爵
の

爵
位
を

授
ら

れ

て

ゐ

た

か

ら

で

あ

り、

用
字
は

異
つ

て

も
發
音
の

近
似
か
ら

し

て
、

こ

の

伯
爵
が

山
縣
を
指
す
と

い

ふ

こ

と
は

當
時
の

讀
者
に

と

つ

て

は

推
定
は

容
易
だ
つ

た

ら

う
。

　
削
除
さ
れ
た

右
の
一

節
の

中
の

〈

外
交
の

い

と

ぐ
ち
亂
れ

て
〉

云
々

は

不
平
等

條
約
改
正
と

い

ふ

政
治
的
に

重

要
な

懸
案
が

、

政
府
改
正

案
に

對
す
る

自
由
民
權

派
の

反
對
は

も

と
よ

り
、

政
府
部
内
か

ら

も
嚴
し

い

批
判
が

生

じ

て
一

向
に

解
決

の

曙
光
を
見
出
せ

な

か

つ

た

事
態
を
指
す

。

自
由
民
権
派
の

猛
烈
な

反
對
を

壓
服

す
る
た

め
に

、

警
察
制
度
を
改
編

・

強
化
し

、

明
治
二

十
年
十
二

月
に

は

プ

ロ

イ

セ

ン

の

社
會
主

義
者
鎭
壓

法
に

範
を

取
つ

た

「

保
安
條
令
」

を
制
定
公
布
し

、

中

江
兆
民
や

尾
崎
行
雄
等
の

民
權
派
闘
士

達
を

、

徳
川
時
代
の

「

江

戸
お

構
ひ
」

よ

ろ

し

く
東
都
三

里
以
遠
の

他
へ

追
放
に

處
す
る

の

擧
に

出
た

主

導
者
が

他
な

ら
ぬ

初
代
伊
藤
博
文
内
閣
の

内
相
山
縣
で

あ

る
。

鵬
外
は

ベ

ル

リ

ン

を

去
つ

て

歸
國
の

途
次

、

ロ

ン

ド

ン

で

東
京
追
放
の

刑
に

遭
つ

た

た

め

海
外
に

避
難
亡
命
中
の

尾
崎

と

邂
逅
し

、

こ

の

逐
客
の

憤
激
の

情
に

同
情
し

て
一

詩
を
賦
し

て

彼
を
慰
め

る
、

と

い

つ

た

經
驗
を
も
し

て

ゐ

る
。

尾
崎
の

境
遇
に

は

深
く
同
情
し

た

が
、

尾
崎
の

海
外
流
浪
の

原
因
を
作
つ

た
、

憎
ま

れ

役
の

強
權
政
治
家
山
縣
内
務
大
臣
を

、

そ

れ

か
ら

間
も
な

く
、

恰
も

自
分
の

庇
護
者
で

あ

る

か

の

如
く
に

（

も
ち

ろ

ん

小

読

と

い

ふ

虚
構
の

世
界
の

内
部
で

の

こ

と

で

あ

る

が
）

造
型
す
る

と

い

ふ
、

或
る

意
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明
星

大
学
研

究
鉦

要
隅
日

不

文

化
学
部
・．
訂

語

文

化
学
科｝
第
六

号

一
九
九

八
年

味
で

首
鼠
爾
端
の

心

理
的
姿
勢
を

鵬
外
は

取
つ

て

ゐ

た

の

だ

が
、

か

う
し

た

こ

と

は

彼
の

生

涯
に゚

遡

め

て

の

縡
驗
で

は

な

か

つ

た

し
、

▽へ、
爾
後
彼
の

身
L
に

反
復
し

て

生
じ

て

く
る

状
況
で

あ
つ

た．、

蓋
し

、

嚴
し

い

焼
律
に

縛
ら

れ

た

陸
軍
省
の

官

吏
に

し

て

且
つ

思
想
・

表
現
の

自
由
を

不
可
缺
の

生
存
條
件
と

す

る

文
人

、

と

い

ふ

二

重
人
格
の

人
生
を
逡
る

以
L
は

こ

の

賦
況
は

ど

う

に

も

避
け

る

こ

と
の

で

き

な

い

宿
侖
の

如
き

も
の

で

あ
つ

た

で

あ

ら

う
。

　

し
か

し
、

天
方
伯
の

か

か

へ

て

ゐ

る

政
治
上
の

難
局
へ

の

憂
慮
が

そ

の

表
情
に

さ
へ

窺．
ひ

見
ら
れ

る、

さ
れ

ば
　

隨
行
員
た

る

自
分
・

太
出

さ

へ

伯
の

心
中
を

思

ひ

遣
る

故
に
、

執
つ

た

筆
の

運
び

も
滯
り

が

ら

で

あ

る

i
−

と

い

つ

た

發
想
の

行

文
は
、

臣
從
の

忠
實
さ

が

便
侫
に

近
い

も
の

に

な

つ

て

ゐ

て

あ

ま
り

気
持
ち

の

よ

い

文
字
で

は

な

い

し、

又

A

海
外
に

て

ゆ

く
り
な

く
伯
に

受
け

た

る

信
用
の

な

み

／

＼

な

ら

ず
深
き
に

…

…
V

と

い

ふ

の

は

文
宇
逓
り
虚
構
な

の

だ

か

ら

是
亦
文
學

史
家
の

眼
か

ら

見
れ

ば
一

抹
の

後
味
の

惡
さ
が

殘
る

表
現
で

も

あ

る．．

　

『

舞
姫
』

初
稿
に

現

れ
る

天
方
伯
ほ

山
縣
の

俤
と
そ

の

意

味
に

つ

い

て
、

推
論

の

過
程
は

瑣
末
穿
鑿
に

亙
る

故
に

省
略
し、

答
だ

け
を

提
示
す

る

論
法
を

お
許
し

願
ふ

な

ら

ば
−

ー

ー
、

『

舞
姫
』

の

執
筆
が

明
治
二

十
二

年
の

晩

秋
か

ら

年
末
ま

で

の

問
で

あ

る

と

假
定
す

る

と
、

そ

の

こ

ろ

鷸
外
は、

十冖
月

に

第、
一
隅
の

歐
洲
旅
行

を
終
へ

て

歸
國
し

た

山
縣
の

存
在
を

、

自
分
が

惹
起
し

た

エ

リ

ス

來
日

事
件
を
め

ぐ
る

紛
糾
に

對
す

る

庇
護
者
で

あ

る
か

の

如
き

漠
然
た

る

期
待
を

籠
め
ア

丶

あ

の

一

簿
を
創
作
申
に

織
り

込
ん

だ

の

で

は

な

か

つ

た

か
。

彼
に

そ

ん

な
期
待
を
抱
か

せ

た

の

は
、

山
縣
の

訪
歐
旅
打
の

随
行
員
と

し

て

行
を

共
に

し

た
、

親
友
の

賀
占

鶴
所
で

あ
つ

た

ら

う

こ

と

は

十
分
に

想
像
で

き
る

こ

と

で

あ
る

。

　
し

か

し

山
縣
は

鶴
外
の

ひ

そ

か

な

期
待
に

は
一
、

顧
を

も
與
へ

な

か
つ

た
。

鵬
外

は

失
望
し

た

と

い

ふ

よ

り
も

む

し

ろ
、

自
分
か
ら

の

勝

手
な

思
ひ

込
み

を
以
て

「

山
縣
か

ら

受
け

た

信

用
」

を
作
冂

 

の

中
に

書
き

込
ん

だ

自
分
の

輕
率
を
恥
ぢ
た

。

58

そ

し

て

あ
の
…

節
は

要
す

る

に

虚
搆
で

あ

る

故
に

、

且
つ

は

又
廉
恥
の

情
に

強
く

動
か

さ
れ

た

故
に

全

文
を
麟
除
し

た、

と

い

ふ

こ

と

で

は

な

か

つ

た

で
あ

ら

う
か

。

　

鶴
外
の

側
か

ら

す

る

山
縣
へ

の

接
近
の

試
み

、

失
望

、

そ

し

て

退
却

、

と

い

ふ

秘
め

ら

れ
た

る

經
驗
に

蘭
し

て

は

第 一．
者
の

證

言
に

成
る

わ
つ

か

な

資
料
も
な

い

わ

け

で

は

な

い
。

　

鴎
外
の．
長
子
森
於
莵
氏
は

、

〈

山
縣
公
が

洋
行
か

ら

歸
つ

て

總
理
に

な

ら

れ

た

頃、

父
は

は

b
め

て

公
に

會
ひ

ま

し

た
。

と

こ

ろ

が
山
縣
さ

ん

は

新
し

い

人
を

受

け

入
れ

る

意
思
が

な

い

の

で
、

あ
ま

り
父
を
良
く

思
つ

て

は

く

れ

な

か
つ

た

さ

う

　
　ハゥ
こ

で

す
〉

と

語
つ

て

ゐ

る

が
、

こ

の

傳
聞
が

時
間
的
に

も

疋

し

い

と

す

れ

ば
爾
者
の

初
め

て

の

會
見
は

蔚
記

の

第
一

次
山
縣
内
閣
成
窪

の

日

付
を
勘
案
し

て
、

明
治
二

十
二

年
の

末
か

明
治
二

十
三

年
の

初
頭

、

お

そ

ら

く
は

前
者
で

あ

る
。

山
縣
洋
行

の

際
の

隨
行
員
で

あ

つ

た

賀
古
鶴
所
が
親
友
の

森
を、

既
に

政
界
の

大
實
力
者
で

あ

り
、

且

つ

陸
軍
の

最
大
の

長
老
で

も
あ

る

山
縣
に

推
輓
す

る

と

こ

ろ

が

あ
つ

た

と

は

十
分
想
像
で

き

る

こ

と

で

あ

る

が
、

こ

の

明

治
二

十
二

年
の

年
末
と

い

ふ

時

期
に．
胸
者
の

面
愈
の

直
接
の

仲
介
を

し

た

の

は

都
築
馨
六

で

あ

つ

た

ら

し

い
。

都

築
は

文
久、
兀

年
生

ま

れ

だ

か

ら

森
よ

り
一

歳
の

年
長

、

明
治
士
九

年
か
ら

十
九

年

に

か

け

て

ド

イ

ツ

に

留
學

、

彼
地
で

森
と

面
識
に

な

つ

て

ゐ

る
。

歸
國
後
外
務
省

に

入
り

、

井
上
馨
の

秘
書
を

勤
め

、

・
や

が

て

そ

の

女
婿
と

な

る
。

明
治
二

十．
｝
年

山
縣
首
相
の

秘
書
官
と

な

り
、

坐
涯
官
界
に

活
躍
し

、

森
よ

り
一

年
お
く
れ
て

大

正

卜
二

鉦、
に

歿
し

た
。

森
於
莵
氏
の

前
掲
の

談
語
へ

涯
2

）

に

よ

れ
ば

、

明

治
二

十
四

年
頃

、

趨
築
は

森
に

陸
軍
を

や

め

て

外
務
省
に

入
れ

と

し

き
り

に

す

す
め

た

こ

と

が

あ

つ

た
。

し
か

し

そ

れ

は

本
人

の

才
能
を
こ

の

方
面
に

生
か

す
と

い

ふ

よ

り

も、

白
分
の

腹
心
と

し

て

使
ふ

と
い

ふ

魂
膽
か

ら

で

あ

る

ら

し

い

の

で

森
が

應

じ

な
か

つ

た
A

と
い

ふ

こ

と

で

あ

る
。

　

山
縣
と

森
の

初
對
面
が

明
治
二

十
二

年
の

末
頃、

と

い

ふ

の

は、

そ

れ

は

ど

う

N 工工
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も
『

舞
姫
」

初
稿
執
筆
前
後
と
見
た

方
が

符
節
が

合
ふ

か

ら

で

あ
る

が
、

鴎
外
が

山
縣
に

初
め

て

見
參
し
て

空
し

く

退
敢
し

た

時
の

情
況
は

ど

ん

な
で

あ

つ

た

か
。

記
録
が

な

い

以
上
後
世
か

ら

窺
ひ

知
る

術
も
な

く
、

根
據
の

な

い

想

像
は

愼
み

た

い

と
い

ふ
べ

き
で

あ
る

が、

私
は

鴎
外
の

處
世
術
箴
言
集
た

る

『

智
恵

袋
」

（

明

治
三
十
一

年）

の

中
に

名
を
伏
せ

て

さ

り
気
な

く
取
入
れ

ら

れ
て

ゐ

る

次
の

如
き

記
事
は

、

こ

の

山
縣
と

の

初
封．
面
の

際
の

苦
い

經
驗
を
叙
し
た

も
の

で

あ

ら

う

と

想
像
し

て

ゐ

る
。

同
書
第
二

十
四
項
「

寡
言
の

得
失
」

中
に

曰

く、

　

〈

…

…

わ
れ

嘗
て

始
て

某
大
臣
に

引
見
せ

ら

れ
し
こ

と

あ
り

。

主
人
と

我
と

は

　
一

室
に

蜀
坐
し

、

主
人
は

葉
巻
烟

草
を
啣
へ

て

我
言
を
聽
か
ん

と

欲
す

る

も
の

＼

　

如
し

。

わ

れ

は

談
ぜ

り
。

而
る

に

主
人
は

答
へ

ざ

り
き

。

わ
れ

は

又
談
ぜ

り、

　

而
る

に

主
人
は

又
答
へ

ざ

り
き

。

此
の

如
く

す
る
も
の

反
復
數
次
に

し

て、

主

　

人
は

啻
に

答
へ

ざ

る

の

み

な

ら

ず
、

亦
わ

れ
に

暇
を

告
る

機
會
を
だ

に

與
へ

ざ

　

り
き

。

わ

れ

は

三

十
分
以

上
の

腹
稿
な

き
演
説
を
な

し

た

る

な

り
。

い

か

な

る

　
愚
な
る

事
を
言
ひ

け
ん

、

お
ぼ
つ

か

な

し
。

…

…
〉

　
こ

の

A
お

ぼ

つ

か

な

し
〉

に

は
、

後
悔
と

い

ふ

よ

り
も
自
分
に

恥
を
か
か

せ

た

長
上
に

對
す

る

怨
み

の

口

吻
が

感
じ
ら

れ

て

痛
ま

し

い
。

山
縣
の

こ

の

樣
な

態
度

は

傲
岸
で

あ

る

と

同
時
に

、

『

智
惠
袋
』

の

哲
學
か

ら

判
斷
す

れ
ば

明
ら

か

に
一

つ

の

交
際
ヒ
の

戰
術
な

の

だ
が

、

そ

れ
は

岡
義
武
氏
が
評
傳
『

山
縣
有
朋

−
明

治
日

本
の

象
徴
』

　（
注
1
に

記
戴
）

の

中
で

述
べ

て

ゐ

る

次
の

樣
な

山
縣
の

性
格

描
冩
と

符
節
を

合
せ

て

ゐ

る
。

　
〈

…

…

山
縣
は

性
格
に

お

い

て

き

わ

め
て

愼
重
か

つ

神
經
質
で

あ

り
、

人
に

接

　
し
て
　

般
的
に

は

寡
默
で

あ

り
、

態
度
に

お

い

て

謹
嚴
で

あ
り

、

容
易
に

う
ち

　
と

け

よ

う
と
し
な

か

つ

た
。

…
…

（

高
橋
義
雄
の

囘
想
と

し

て
）

自
分
（

高
橋
）

　
が

明
治
二

十
三
年
に

井
上

馨
の

紹
介
で

山
縣
を

初
め

て

訪
ね

る

際
、

井
上
は

臼

　
分
に

注

意
を

與
え

て
、

「

山
縣
は

兵
法
を
以
て

人
に

接
し

、

先
ず

第
｝

廓
を

開

森
鴎

外
と
山

縣
有
朋

　
　
　

小
堀

桂一
郎

　
き

次
に

第
二

廓
に

及
び

第
三

第
四
と

相
知
る

に

随
つ

て

次
第
に

城
府
を

撤
す

る

　

も
の

で

あ
る

か
ら

、

始
め

よ

り
胸
襟
を

開
い

て

談
論
は

さ

れ

ま

い

そ
」

と

い

つ

　
た

が
、

會
つ

て

み

る

と、

事
實
こ

の

言
葉
の

通
り
で

、

公
は

此
初
對
面
に

余
の

　

歐
洲
硯
察
談
を
傾
聽
し

て

時
々

相
槌
を

打
つ

の

み

で
、

三

時
間
に

亙
つ

て

も
、

　

自
分
は
一

介
の

武
辨
で

サ

ー

ベ

ル

の

事
な

ら

少
し

は

分
る

積
も

り
だ

が
、

其
他

　
の

事
は
一

切
存
ぜ

ぬ

と

謙
遜
し

て

余
り
多
く
を
語
ら

な

か
つ

た
〉

　

岡
氏
の

書
中
高
橋
義
雄
の

囘
想
と

い

ふ

の

は

同
人
著
『

山
公
遺
烈
』

か

ら

の

引

用
だ

が
、

明
治
二

卜
三

年
、

井
上
馨
の

紹
介
で

、

と
い

ふ

あ

た

り
、

推
定
さ

れ
る

若
年
時
の

鸛
外
の

恥
辱
の

經
驗
と

よ

く
似
た

條
件
下
の

も
の

で

あ
る

所
が

興
味
を

唆
る

。

と

に

か
く
結
果
と

し

て
、

青
年
時
代
の

鴟
外
が

山
縣
に

受
け
容
れ

ら

れ

て

そ

の

智
惠
袋
の

役
を
務
め

る

と

い

ふ

樣
な

機
縁
は

未
然
に

潰
え

て

し

ま
つ

た
。

（

三）
『

西
周
傳
』

の

執
筆

　
明
治
三

卜
年
三

月
の

こ

と
、

鴟
外
は

西
周
の

遣
嗣
男
爵
西
紳
六
郎
の

囑
を
受
け

て

『

西
周
傳
』

の

稿
を
起
し

、

半
年
後
の

同
年
十
月
に
一

應
草
案
を

腕
稿
し

て

ゐ

ハ
ヨロる

。

西
周
の

病
歿
は

三

十
年
一

月
三

十
］

日

だ

つ

た

か

ら
、

嗣
子
か

ら

の

傳
記

執

筆
依
頼
も

甚
だ

早
手
廻
し

だ
つ

た

が
、

凡
例
に

擧
げ
ら

れ

た

記
傳
の

た

め

の

第
一

次
資
料
の

量
を
見
る

に
、

そ

の

解
讀
を
經
て

の

起
稿
か

ら

擱
筆
ま
で

の

執
筆
速
度

も

か

な

り

の

も
の

で

あ
る

。

郷
里
の

大
先
輩
に

し

て

遠
縁
（

西
周
の

生
父
は

鵬
外

の

曾
祖
父

森
高
亮
の

次
男
で

あ

り
、

西
時
雍
な

る

人
の

養
子
と
な

つ

て

西
家
を

繼

い

だ
。

そ

の

子
で

あ

る

周
は

鴟
外
の

母
峰
子
と

從
兄
妹
の

間
柄
に

な

る
）

で

も
あ

り
、

『

ヰ
タ
・

セ

ク

ス

ア

リ

ス
」

に

は

主
人
公
金
井
湛
の
一

時
の

寄

宿
先
の

柔
人

東
先
生
と

し

て

そ

の

俤
の

一

斑
が
冩
さ

れ

て

ゐ

る

ほ

ど

の

關
係
で

あ

つ

た

か

ら
、

相
應
の

思
ひ

入

れ
も

あ
つ

た

で

あ
ら
う

。

　
一

應
脱
稿
し

た

後
、

鴎
外
は

、

生
前
西
周
と

公
私
の

縁
の

深
か

つ

た

人
々

に

假59
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明
星

大
学

研
究
紀

要
門
H
本
文

化
学
部
・一．一
h

語
文
化

学

科】
第
六

号
　一
九

九
八

年

印
刷
し

た

稿
本
の

校
閲
を

仰
ぎ

、

旗
重
な

加
除
訂
正

を
施
し

た．、

こ

の

補
訂
作
業

は
→

年
近
く
か

か

り、

完
成
稿
の

睨
稿
は

明
治
三

十
一

年
九
月
半
ば
で

あ

つ

た
。

　

こ

の

稿
本
の

校
閲
を

仰
い

だ

斯
界
の

長
老
。

先
輩
達
の

筆

頭
が

侯
爵
に

昇
爵
し

て

ゐ

た

由
縣
有
朋、

そ

し
て

伯
爵
勝
安
芳

、

子
爵
福
羽
美
靜、

男
爵
箕
作
麟
祥

、

加
藤
弘
之

、

津
出

眞
道

、

黒
川
眞
頼
等
の

面
々

で

あ

る
。

か

う

し

た

未
定
稿
の

稿

本
を
校
閲
と
す
る

と

い

つ

た

作
業
は

往
々

に

し
て

儀
禮
的
な
、

上
邊
だ

け
の

眼
通

し

に

な

り

が
ち
で

、

訂
正
を
申
し

入
れ
る

と

し
て

も

片
々

た

る

些
細
な

デ
！

タ

の

誤
記

を

指
摘
す
る

程
度

、

と

い

ふ

の

が

普
通
で

あ
ら

う
。

と

こ

ろ

が
、

鴟
外
の

西

周
傳
稿
本
の

校
閲
の

際
、

叙
述
の

基
本
的
な

姿
勢
に

及
ぶ

ほ

ど

の

重

大
な

訂
正

を

堂
々

と

申
し
入
れ

た

校
閲
者
が
一

人
居
た．、

そ

れ
が

山
縣
で

あ

る
。

　

鶸
外
の

明
治
三
卜
一

年
日

記

の

二

月
二

十
三

日

（

水）

の

項
を

引
い

て

み

よ

う
。

　
〈

希
臘
神
史
を
研
究
す．．

小

池
來
訪
す

。

酉
紳
六
郎
書
を
寄
せ

て

H
く

。

山
縣

　

侯．
西

周
傳

未
定
稿
を

讀
み

て
、

補
正

す
る

所
あ
り

。

又
認
草
の

世
に

公
に

す
べ

　

か
ら

ざ
る

を
告
ぐ

と
。

V

　

こ

の

年
の

日

記

に

は

當
然
な

が

ら

西
紳
六

郎
の

名
は

よ

く
出
て

く
る

。

し

か

し

西
氏
が

亡

父
の

傳
記

に

關
し

て

校
閲
者
か

ら

の

斯
う
し

た

具
體
的
な

訂
正

事
項
を

取
次
い

で

來
て

ゐ

る

例
は

此
一

箇
所
し

か

な
い

。

〈

補
正
す
る

所
∀

が

い

く
つ

か

あ

つ

た

で

あ

ら

う

こ

と

は

嬲
段
不
思
議
で

は

な

い

が、

八

認
草
の

公
に

す

べ

か

ら

ざ
る
〉

こ

と

を

山
縣
が

申
し

入

れ
て

き

て

ゐ

る

こ

と

が

注
意
を

惹
く

。

ハ

諮
草
ソ

と

は
訓
叩

書
の

草
稿
を
指
す

。

西
周
が

驕
り

を
衛
し

た

詔
書
と

い

へ

ば
明
治
十
五

年
一

月
公
布
の

『

軍
人
勅
揄
」

を
指
す

こ

と

明
ら

か

で

あ
る

。

そ

れ
よ

り
先
に

明
治
十

｛

年
十
月
膿
布
の

「

軍
人
訓
戒
」

が

あ

る

が、

こ

れ
は

陸
軍
卿
山
縣
有
朋
の

名
で

出
さ

れ

た

も
の

で
、

未
だ
勅
語
と

し
て

の

性
格
は

帶
び

て

ゐ
な
か

つ

た
。

こ

の

訓．

戒
も

西
周
の

起
草
に

か

か

る

も

の

で

あ

る

こ

と

は

自
筆
草
案
が
現
存
す
る

こ

と
か

ら

確
證

ざ

れ

て

ゐ

る
。

…．
勅
渝
」

の

方
も

、

明
治
十
三

年
に

山
縣
の

命
令
を

受
け

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　

6G

て

西
が
草
案
を
書
い

た
。

山
縣
に

と

つ

て
、

十
歳
無
長
の

西
が

、

軍

制
の

調
査
。

改
革
上
不
可
缺
の

ブ

レ

イ
ン

で

あ
つ

た
。

そ

の

後
幅
地
源
一

郎
、

井
上

毅
等
が

草

案
へ

の

加
筆
修
正

に

當
り

、

由
縣
自
身
も

統
帥
權
の

親
裁
を

明
確
に

す
る

方
向
で

補
訂
の

筆
を
煽
へ

た

と

さ

れ
る

。

　

つ

ま
り

「

軍
人
勅
瑜
」

案
文
の

起
草
及
び

捕
訂
か

ら

完
成
へ

の

作
業
は

明
治
十

．
二

・

四
年
に

於
け

る、
幽

周
の

事
蹟
と

し

て

か
な

り

重
要
な

項
目

で

あ

る．．

鴎
外
は

當
然
の

記

述
事
項
と
し

て

そ

の

勅
瑜
成
立

過
程
に

筆
を
及
ぼ

し

た

で

あ
ら

う
。

一

般
論
と

し

て

見
て

も
歴
史
的
文
章
の

成
立

過
程
の

研
究
は

麿
史
學
の

分
野
で

は

重

要
な

、

又

或
る

意
味
で

多
く

の

研
究
者
を
惹
き
つ

け
る

人
氣
課
題
と

言
へ

る
。

現

に

占
く
は

こ

れ
も
山
縣
内
閣
の

事
蹟
の
｝

た

る

教
育
勅
語
を

筆
頭
と

し
、

近
い

と

こ

ろ

で

は

大
東
亜
戰
爭
の

開
戰
の

認
書、

終
戦
の

詔
書
に

至
つ

て

は
、

微
に

入
り

細
を
穿
つ

て

の

綿
密
な

本
文．
販

立

史
の

文
獻
學
的
研
究
の

成
果
が

公
に

さ

れ

て

も

ゐ

る．、

　

と

こ

ろ

が

山
縣
は

詔
勅
の

成
立

史
な

ど

は

元
來
穿
鑿

す
べ

か

ら

ざ

る

こ

と、

公

に

す
べ

か

ら

ざ
る

祕
事
と

い

ふ

意
見
を
有
し
て

ゐ

た
。

俗
に

も
綸
言
汗
の

如
し

と

言
ひ

、

聖
徳
太
子
の

昔
か

ら

承
詔
必
謹
は

臣
民
の

倫
理

的
義
務
で

あ

る
。

そ

れ

は

批
判
の

封
象
た

り

得
な

い

こ

と

勿
論
で

あ
り
、

從

つ

て

研
究
の

對
象
で

す
ら

な

い
、

と

い

ふ

こ

と

に

な
る

。

山
縣
の

斯
様
な

心

事
は

後
靴
の

我
々

に

も

よ

く

わ

か

る
。

そ

の

意
見
に

賛
成
す

る

か．
否
か

は

別
と

し

て、

由
縣
が

勅
瑜
成
立
の

裏
話

、

況
し

て

や

そ

こ

に

自
分
の

意
向
が

強
く
働
い

た

修
訂
部
分
が

あ

る

と

讀
み

と

れ

る

樣
な

叙
述
（
に
、

も

し
な

つ

て

ゐ

た

と

し

た

ら
）

に

接
し

て

い

た

く
顔
を

顰
め

た

で

あ

ら

う
こ

と
は

想
像
に

難
く
な

い
。

學
問
的
研
究
に

近
い

感
覺
を
以
て

西
周
の

慱
記

資
料
と
栢
對
し、

扱
つ

て

ゐ

た

鵬
外
と

の

已
む

を
得
ざ

る

齟
齬
が
表
面
化

し

た

事

例
で

あ
る

。

　

こ

の

悶
題
で

は
、

鵬
外
は

そ

の

樣
な

山
縣
の

心
事
に

思
ひ

及
ば
な

か

つ

た

故
に
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一

つ

の

牴
牾
に

遭
遇
し

た

わ
け

だ
が
、

他
方、

こ

の

傳
記

の

中
に

は、

西
周
に

樹

す
る

山
縣
の

私
的
な
感
情
を

忖
度
し

た

ヒ

で

綴
つ

た

の

で

は

な

い

か
と
思
は

れ
る

樣
な
一

節
も
あ

る
。

そ

れ
は

明
治
卜
八

年
に

西
が

病
に

倒
れ

、

辛
う

じ
て

本
復
し

て

再
度
出
仕
し

た

時
の

山
縣
の

西
に

對
す

る

處
遇
を
叙
し

た

部
分
で

あ
る
。

全
篇

是
單
な

る

年
譜
の

精
密
化
に

す
ぎ
な
い

樣
な

、

概
し

て

無
味
乾
燥
な

行
文
の

連
続

の

中
に

あ

つ

て
、

こ

の

部
分
は

妙
に

、

西
の

病
臥
に

接
し

て

の

山
縣
の

狼
狽

、

恢

復
し

た

時
の

安
堵

、

と

い

つ

た

感
情
的
反
應
が

間
接
的
な

が

ら

浮
び

上
つ

て

く
る

樣
な

語
調

に

な

つ

て

ゐ

る
。

　
〈
（

明
治
十
八

年
）

十
二

月
七
日

病
癒
え

て

出
仕
す

。

十
六

日

桂
太
郎
有
朋
の

命

　
を

受
け
て

周
を
訪
ひ、

陸
軍
緒
條
例
案
を

出
し

て

疑
を
質
す

。

周
徑
に

削
正

を

　

加
ふ

。

十
九
年
一

月
四
日

文
部
省
御
用
掛
を
免
ぜ

ら

れ

る
。

十
一

日

參
謀
本
部

　

御
用
掛
を
免
ぜ

ら

れ

る
。

二

月
八

日

陸
軍
省
周
に

慰
労
金
八

百
圓
を
賜
ふ

。

二

　
十
一

日

有
朋
周
を

訪
ひ

て

こ

れ
を
勞
ふ

。

當
時
有
朋
は

内
務
大
臣
兼
監
軍
た

り
。

　
そ

の

屡
丶
使
を
遣
し

て

周
の

病
を
訪
ひ

、

A
，

又

自
ら

來
り
て

こ

れ

を
勞
す
る

所

　
以
の

者
は

抑
支
故
あ
り

。

初
め

周
の

徴
さ
る
＼

や
、

有
朋
兵
部
の

重
職
に

居
り

、

　

力
を
軍
制
に

用
ゐ

た

り
き

。

而
る

に

省
に

軍
事
に

明
に

し

て

兼
ね

て

外
邦
の

事

　
に

通
ず

る

も
の

少
き

に

苦
む

。

周
を

得
る

に

及
び
て

こ

れ
を
器
と

し、

命
じ
て

　

考
核
せ

し

む
。

周
蘭
英
佛
諸
國
の

書
を
引

い

て
、

献
替
す
る

所
あ

り
。

海
陸
軍

　

刑
法

、

陸
軍
官
制
職
制、

軍
法
會
議

等
の

如
き

、

皆
そ

の

草
す
る

所
に

係
る

。

　

明
治
五

六
年
よ

り

以
後

、

又
獨
逸
の

書
を

讀
み

て
、

更
に

追
加
改
正
の

案
を
起

　

し
＼

こ

と

少
か

ら

ず
。

周
の

陸
軍
省
及
參
謀
本
部
に

在
る

や
、

官
制
の

改
革、
條

　

例
の

創
設
等
あ

る

ご

と
に

、

一

も

周
の

手
を

經
ざ
る

も
の

な

し。

後
有
朋
屡
丶

　

人
に

語
る

に

此

事
を
以
て

す
と

云

ふ
。

〉

　

又
此
處
に

は

山
縣
と

い

ふ

人
物
の

力
量
に

對
す
る

微
か

な

批
評
の

眼

光
が
ち

ら

つ

い

て

見
え

る
。

山
縣
は

幕
末
奇
兵
隊
軍
監

時
代
か

ら

幾
度
も

政
治
と

戰
鬪
の

修

森
鴎

外
と

山
縣

有
朋

　
　
　

小

堀

桂一
郎

羅
場
を
く
ぐ
り
抜
け

、

軍
略
に

も
縱
横
の

運
用
を
閲
し
た

歴
戰
の

軍
將
た

る

に

違

ひ

な

く
、

歐
洲
巡
遊
の

旅
の

繦
驗
に

於
い

て

す

ら
、

時
期
的
・

地
理

的
に

鴟
外
を

h
廻
る

實
績
を

有
し

て

ゐ

た
。

し

か

し
、

如
何
せ

ん
、

外
國
語
文
獻
を
讀
み

こ

な

し
て

そ

こ

か

ら

直
接
知
識

・

情
報
を
得
る

語
學
力
は

な

い
。

そ

こ

で

軍
制
の

整

備

に

腐
心

し

盡
瘁
す
る

の

局
に

當
つ

て

も
、

所
詮

は

西
周
の

如
き
外
國
語
に

通
じ

、

直
接
外
國
事
情
を

考
察
出
來
る

樣
な

人
物
の

力
を
借
り

用
ゐ

る
よ

り

他
な

か

つ

た
。

ま

さ

に

〈

官
制
の

改
革、

條
例
の

創
設
あ

る

ご

と

に
、

一

も
周
の

手
を

經
ざ
る

も

の

な

し
〉

と

い

ふ

次
第
で

あ
つ

た
。

山
縣
も
そ

の

事
實
を
認
め

、

自
ら

西
の

助
力

へ

の

依
存
の

數
々

を
人
に

語
つ

て

ゐ

た

…

…
。

　
こ

の

記
述
が

既
に

初
案
の

未
定
稿
の

う
ち
に

あ
つ

た

と

し

て、

山
縣
が

そ

れ

を

ど

う

讀
ん

だ

か

は
、

全
く
忖
度
の

限
り
で

は

な

い
。

あ

ま

り

快
く
は

思
は

な

か
つ

た

ほ

ど

に

彼
が

狹
量
で

あ
つ

た

か
、

そ

れ

と

も
こ

の

機
會
に

む
し

ろ

西
へ

の

感
謝

の

念
が

滲
み

出
る
樣
な

方
向
に

修
筆
で

も
し

た

か
、

と

に

か

く
恣
な

臆
測
は

控
へ

よ

う
。

又
、

鴟
外
の

こ

の

行
文
の

背
後
に

、

西
に

代
り
得
る

ほ

ど

の

外
國
語
情
報

蒐
集
能
力
を

具
へ

た

る

は

こ

の

自
分
で

あ

る

と

い

つ

た

自
負
が

頭
を
擡
げ

か

け
て

は

ゐ

な

か
つ

た

か
ど

う
か、

と

い

つ

た

下
司
の

穿
鑿
も
今
は

姑
く
措
く

。

結
果
と

し

て
、

こ

の

西
周
傳
に

對
す

る

山
縣
の

反
應
は

今
一

つ

積
極
性
を

缺
い

て

ゐ

た
。

敢
へ

て

言
へ

ば
、

む

し

ろ

前
記

の

樣
に

、

詔
勅
の

成
立
過

程
な

ど

を
輕
々

し

く
筆

に

す
る

な
、

と
い

ふ

警
告
を
發
し
た

ほ

ど
で

あ
つ

て
、

つ

ま

り
は

總
括
的
に

は

消

極
的
評
價
が

殘
つ

た

と

見
て

も
よ
い

く
ら

ゐ

で

あ
る

。

先
輩
達
の

校
閲
を
經
て

本

文
が
完
成
し

、

西
紳
六

郎
私
家
版
と

し

て

印
刷
に

付
さ

れ
る

に

當
つ

て
、

山
縣
は

他
の

長
老
達
と

共
に

本
書
へ

の

序
文
を
草
し

て

與
へ

て

ゐ

る

が、

そ

れ

は

も
と

よ

り

鴎
外
の

著
作
に

對
し
て

、

と

い

ふ

意
味
の

も

の

で

は

な

く
、

故
人
へ

の

情
誼
と

遣
嗣
に

し

て

慱
記
刊
行
者
た

る

西
紳
六

郎
へ

の

義
理
に

よ

つ

て

書
か

れ
た

も
の

で

あ

る
。

山
縣
と
西
と

の

密
接
な

因
縁
に

も
拘
ら

ず、
『

西
周
傳
』

執

筆
が

又
し
て61
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明
星
大

学
駐

究
紀

要
【

日
応・
文

住
堂

蔀
・
言
藷

文
化

学
科
】

第
六”
コ

　一
九
九

八
年

も
そ

の

著
者
森
と

山
縣
と

の

接
近
を

促
す

機
縁
と

し

て

作
用
し

な

か
つ

た
こ

と

は
、

少．
し
く
不
思
議
で

あ
る

。

蓋
し

こ

れ
が

縁
の

薄
さ

と
い

ふ

も
の

で

あ

ら

う
か

。

（
鰻）
『

戰
爭
論
喩

の

講
義
と

翻
譯

　

『

西
周
傳
』

が

書
か

れ
た

年
の

翌

年
、

明
治
三

十
二

年
で

あ
る

が
、

鴎
外
は

第

十
二

師
團
軍
翳
部
長
に

任
ぜ

ら

れ
、

東
京
を

離
れ

て

北
九

州
の

小
倉
に

轉
住
し
た

。

鸛
外
の

「

小
倉
左
遷
一

と
い

つ

た

表
現．
で

文
學
史
家
か

ら

話
題
に

さ
れ

て

ゐ

る
、

彼
の

中
年
期
の

失
意
と

不
遇
の

時
代
で

あ
る

。

こ

の

小
倉
在
住
中

、

明
治．
二

十
二

年
十．・一
月、

第
十
二

師
團
長
井
上

光
中
將
の

求
め

に

應
じ

て
、

鵬
外
は

小
倉
借
行

社
に

ク

ラ

ウ

ゼ

ヴ

ィ

ッ

ツ

の

「

戦
爭
論
』

を
講
ず

る

會
を

開
き

、

以
後
連
續
講
義

の

形
で

、

師
圏
の

將
校
達
に

戦
爭
哲
畢
の

講
義
を

し

た
。

元
來
『

戰
爭
論
』

の

講

讃
は

鴎
外
の

ド

イ

ツ

留
學
時
代

、

ベ

ル

リ

ン

に

於
い

て

早
川
抬
興
造
大
尉
を

相
手

に

始
め

て

ゐ

た

も

の

だ

つ

た
。

早
川

は

森
よ

り
も

八

歳
の

年
長
で

あ

る

が、

ベ

ル

リ

ン

に

在
つ

て

鶸
外
の

ド

イ

ツ

語
の

學
力
の

卓
抜
な

る

こ

と

に

着
目
し、

個
入
教

授
を
柳
ぐ
と

い

つ

た

形
で

鷭
外
に

師
事
し

た
。

蓋
し
一

封
一

の

講
讀
演
習
と

い

ふ

形
を
と
つ

て
、

ク

ラ

ウ

ゼ

ヴ

ィ

ッ

ツ

の

戰
爭
哲
學
を
學
ん

だ

の

で

あ

る．．

早
川
は

即
ち

後
の

參
謀
次
長
田

村
怡
與
造
中
將
で

、

明
治
三

レ
六

年
、

日

露
戰
爭
の

暗
雲

が

押
し

迫
つ

て

き
た

非
常
の

時
に

四

十
九
歳
の

働
き

盛
り
で

病
死

し

て

し

ま
つ

た。

そ

こ

で

桂
内
閣
の

陸
軍
大
臣
兜
玉
源
太
郎
が

自
ら
降
格
し
て

田

村
に

代
つ

て

參
謀

次
長
に

就
任
し

、

對
ロ

シ

ア

作
戦
に

備
へ

る

と
い

ふ

非
常
手
段
を
と
ら

ざ
る

を

得

な

く
な

つ

た
。、

つ

ま
り

田

村
は

そ

れ

ほ

ど

に

餘
入
を

以
て

代
ハ、

難
い

逸
桝
で

あ
つ ．

た
。

　

小
禽
偕
行
社
で

の

鷭

外
の

ク

ラ

ウ

ゼ

ヴ
ィ

ッ

ツ

講
義
は

明
治
三

ト
ニ ．
年
の

末
ま

で

續
い

た

ら

し
い

が、

講
師
の

公
務
多
忙
の

故
に

休
講
と

い

ふ

こ

と
も

多
く
な
り

．

本
人
も
焦
慮
を
感
じ

、

大
場
景
一

と

い

ふ

將
校
を

自
宅
に

呼
ん

で

譯
稿
を
瓣

授
筆

62

記
せ

し

め
、

譯
文
だ

け

で

も

完
成
し

て

お
か

う
と

い

ふ

心
算
に

な
つ

て

ゐ

た
。

　

明
治…
二

十
四
年
六
月
末
に

は

『

戰
爭
論
』

全
篇
の

約
五
分
の

｝

に

當
る

巻
一

と

巻
二

を
譯
了
し

、

石
版
醐
の

冊
子
に

し
て゚

師
團
内
の

有
志
將
校
に

部
内
用

と

し
て

配
布
で

き
る

ま

で

に

な
つ

て

ゐ

た
。

同
じ

年
陸
軍
士
官
學
校
で

も
ク

ラ

ウ
ゼ

ヴ
ィ

ッ

ツ

邦
譯
の

計
画
を
立

て

た

が
、

第
十
二

師
團
の

森
軍
醫
監
に

よ

る

巻
一

と

巻

二

と

の

翻
譯
が

完
了

し

た

由
を

聞
き
傳
へ

て
、

巻
三

以

降
を

フ

ラ

ン

ス

語
譯
本
か

ら

重

譯
す
る

と

い

ふ

作
業
に

と

り

か

か
つ

た
。

森
の

方
で

も
こ

の

こ

と

を
聞
い

て

巻一
二

以
降
の

譯
出
を
放
棄
す
る

こ

と

に

し

た
。

兩
者
共
に

、

こ

の

戰
爭
哲
學
が

ロ

本
陸

軍
の

參
謀
達
に

と

つ

て

是
非
必
要
な
教
養
で

あ

り、

從
つ

て
こ

れ

を

邦
譯
し

て

領

會
し

て

お

か

な

く
て

は

な

ら
ぬ

と
い

ふ

究
極
の

目
標
の

み

が

念
頭
に

あ
り

、

譯
業

を
自
分
の

名
に

於
い

て

完
成
す

る
と

い

ふ

樣
な

功
名
心

か

ら

は

離
れ
た

所
に

ゐ
た

。

　
三

十
六
年
の

十
一

月
に

森
に

よ

る

巻
一

と

二

の

原
典
譯
と

士
官
學
校
教
官
團
に

よ

る

巻一…．
以
下
の

フ

ラ

ン

ス

語
か

ら

の

重
譯
を
併
せ

て
、

と

い

ふ

變
則
の

體
裁
で

ク

ラ

ウ

ゼ

ヴ

ィ

ッ

ツ

原
著
『

大
戰
學
理
』

が

軍
事
教
育
僉
か

ら

出
版
さ

れ

た
。

目

露
戰
爭
の

開
始
前．一、
箇
月
と

い

ふ

風
雲
急
の

時
節
で

あ

る
。

戰
地
に

赴
く
豫
定
の

參
謀
達
が

こ

の

書
に

よ
つ

て

プ

ロ

イ

セ

ン

流
の

戰
爭
哲
學
を

基

礎
の

段
階
か

ら

十

分
に

勉
強
し

直
す

暇
を
有
し

て

ゐ

た

か

否
か

は

臆
測
の

外
の

こ

と

で

あ
る

。

た

だ

結
果
か

ら

見
て

、

日

露
戰
爭
時
の

陸
軍
參
謀
本
部
は

、

八

戰
爭
は

手
段
を

吏
へ

て

行
ふ

政
治
の

延
長
で

あ
る
V

と

い

ふ

有
暑
な

ク

ラ

ウ

ゼ

ヴ

ィ

ッ

ツ

の

戰
爭
の

定
義

を

よ

く
理

解
し

て

ゐ

た

樣
に

冤
え

る
。

つ

ま
り

戦
略
が

戦
術
の

上

位
に

あ

る

と
い

ふ

戰
爭
の

構
造
を

正

し

く

認
識
し

て

ゐ

た

の

だ
。

こ

の

こ

と

は

日

本
に

お

け

る

ク

ラ

ウ

ゼ

ヴ
ィ

ッ

ツ

の

影
響
の

最
初
の

員
現
で

あ

る

と

判
定
し

て

よ

い

の

で

は

な

い

か
。

　
明
治
三
十
四
年
ヒ
月
に

小

倉
の

第
十
二

師
矚
司

令
部
か

ら

石
版
糊
の

内
部
用
資

料
と

し

て

こ

れ

が

列
行
さ
れ

た

時、

他
の

師
團
に

於
い

て

も、

殊
に

參
謀
將
校
達
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は

競
つ

て

こ

れ

を
求
め

た

樣
で

あ

る
。

こ

の

業
績
は

當
然
陸
軍
の

大
御
所
た

る

山

縣
の

耳
に

も

入
つ

た
。

こ

の

時
こ

の

長
老
の

腦
裡
に

、

こ

れ
が

あ
の

レ
ニ

年
前
に

自
分
が
一

顧
を

も
與
へ

る

こ

と
な

く
追
ひ

返
し

た

青
年
軍
醫、

そ

し

て

『

西
周
傳
』

の

著
者
で

あ

る

著
名
な

文
人
の

成
し

遂
げ
た

仕
事
で

あ

る

か
、

と

い

つ

た

認
識
が

生
じ

た

か

ど

う
か

、

そ

れ
は

わ

か

ら

な

い
。

軍
醫
と

し

て

の

森
の

陸
軍
内
部
で

の

不
遇
を
心

配
し
、

折
に

ふ

れ
て

は

長
老
山
縣
の

庇
護
を
周
旋
す

る

樣
な

運
動
も

し

て

ゐ

た

ら

し

い

賀
占
鶴
所
が

、

こ

の

譯
業
の

成
就
を

機
縁
に

、

再
度
森
を
山
縣
に

接
近
さ
せ

る

樣
な

配
慮
を
し

た

の

で

は

な

い

か

と

い

ふ

こ

と

も

優
に

想

像
せ

ら

れ

る

の

だ

が
、

そ

の

こ

と

を
文
獻
的
に

裏
づ

け

る

資
料
は

な
い

。

實
際
に

は

な

ほ

暫

く、

森
と

山
縣
と
の．
冉

度
の

接
近
は

試
み

ら

れ

ぬ

ま

ま

に、

日．
露

戰
爭
勃
發
と

共

に

森
は

第
二

軍
軍
醫
部
長
と

し

て

滿
洲
の

戰
野
に

出
征
し、

山
縣
も
六

十
七
歳
の

老
骨
に

鞭
打
つ

て

參
謀
總
長
に

就
任

、

夫
々

の

持
場
で

こ

の

國
運
を
賭
け

た

大
戰

爭
に

全
力
を
擧
げ
て

挺
身
す

る

こ

と

に

な

つ

た

の

だ

つ

た
。

（

五
）

常
磐
會
歌
會
と

『

門
外
所
見
』

『

古
稀
庵
記
』

　
明
治
三

十
九
年
一

月
森
軍
醫
監
は

滿
洲
か

ら

凱
旋
し

た
。

こ

の

年
の

六
月
舊
派

の

歌
人
達
の

會
合
で

あ
る

歌
會
常
磐
會
が
結
成
さ
れ、

こ

こ

が

森
と
山
縣
と

が

遂

に

直
接
の

接
觸
を

持
つ

に

至
る

舞
臺
と

な
つ

た
。

譯
詩
集
『

於
母
影
』

以

來
の

鵬

外
の

盟

友
で

あ

り
、

眼
科
醫
と

し
て

又

國
士

と

し
て

著
名
で

あ

つ

た

井
上
通
泰
の

囘
想
に

よ

れ

ば
、

會
結
成
の

首
唱
者
は

賀
占
鶴
所
と

森
鴟

外
、

呼
び
か

け

を
受
け

た

の

が

小
出
粲

、

大
口

鯛
二

、

佐
々

木
信
綱

、

井
上
通
泰
の

諸
氏
で

、

發
起
人

會

が

濱
町
の

料
亭
常
磐
で

開
か

れ

た

の

で

軍
純
に

そ

の

名
を

取
つ

て

常
磐
會
と
稱
す

る

こ

と

に

し

た
。

第
一

囘
の

例
會
は

同
年
九
月
賀

古
邸
で

開
か

れ

た
、

と

い

ふ

こ

と

で

あ
る

。

こ

の

會
に

山
縣
が

興
味
を
寄
せ
、

古
く
か

ら

接
觸
の

あ
つ

た

賀
古
を

通
じ

、

他
の

會
員
と

も

交
渉
が

生
じ
、

自
然
に

鴟
外
が

山

縣
か

ら

何
か

と

諮
問
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
うり

受
け
る

樣
な

機
會
も
生

じ
た

、

と
い

ふ

こ

と

に

な

つ

て

ゐ

る
。

　
し
か

し

佐
々

木
信
綱
の

囘
想
や、

鵬
外
の

發
言
を
直
接
に

聞
い

て

傳
へ

て

ゐ

る

石
川
啄
木
の

日

記
に

よ

る

と
、

常
磐
會
結
成
の

提
案
者
が

他
な

ら
ぬ

山
縣
自
身
だ

つ

た

と

い

ふ

こ

と

で

あ
り

、

こ

の

説
の

方
が

よ

り

信
憑
性
が

あ
り

さ

う

で

あ

る
。

そ

の

場
合
山
縣
の

發
意
を

直
接
に

受
け
た

の

は

賀
占
で

は

な

か

つ

た

か
。

そ

こ

で

賀
古
は

か

ね

て

の

目
論
見
通
り

、

こ

れ

を
舊
友
森
を
山
縣
に

引
合
は

せ

る

の

に

好

き

機
會
で

あ
る

と

考
へ

、

直
ち

に

森
を

誘
つ

て

會
の

結
成
に

動
き

出
し

た

も

の

で

あ
つ

た

ら

う
。

　
歌
會
常
磐
會
は

明
治
三

十
九
年
九
月
に

始
ま

り
、

大
正

十
一

年
二

月
十
九
日

を

最
終
囘
と

し

て

活
動
を
終
り、

閉
會
し

た
。

こ

れ

は

そ

の

年
の

二

月
一

日

に

山
縣

が

歿
し

た

か

ら

で

あ
つ

て
、

山
縣
の

逝
去
を
以
て

解
散
し

て

ゐ

る

と

こ

ろ

に

も
、

こ

れ

が

山
縣
中
心

の

會
だ

つ

た

こ

と

が

表
れ

て

ゐ

る
。

十
六
年
間
存
續
し
、

例
會

は

計
百
八

十
五
囘
開
催
さ

れ

た

と

い

ふ
。

こ

の

歌
會
に

は

政
治
懇
談
會
的
性
格
が

あ

り
、

歌
會
の

席
を
借
り

て

鵬
外
が

山
縣
の

政
治
上
の

諮
問
に

答
へ

、

献
策
も

し

て

ゐ

た
、

つ

ま
り

鵬
外
は

山
縣
の

政
治
的
顧
問
で

あ

り、

歌
會
は

そ

の

擬
装
だ
つ

た
、

と

い

ふ

推
測
を
し

た

の

は

唐
木
順
三

氏
で

あ

る
。

唐
木
氏
の

眞
面
目
な

性
格

と
、

そ

の

他
の

仕
事
の

面
で

存
分
に

實
證

さ
れ
て

ゐ

る
氏
の

鋭
い

洞
察
力
へ

の

信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞロ

頼
に

支
へ

ら

れ

て
、

こ

の

説
は
一

時
重
覗
さ

れ
て

ゐ

た
樣
で

あ

る
。

し

か
し

、

そ

の

樣
な

こ

と
は

有
り
得
な

い
。

　
山
縣
は

た

し

か
に
一

家
を

な

す
歌
人
で

あ
つ

た
。

和
歌
の

研
究
會
を

組
織
さ
せ、

そ

れ

に

う
ち

こ

ん

だ

と
し

て

も
不
思
議
は

な

い
。

明
治
三

十
九
年
に

は

彼
は

す
で

に

六
十
九
歳
の

高
齢
で

あ

り
、

元
老
と

し

て

歴
代
内
閣
の

背
後
に

隱
然

た

る

權
威

の

座
を

占
め

て

ゐ

た
。

そ

の

影
響
力
は

強
大
で

あ
り

、

宮
中
に

於
い

て

も
、

彼
が

畏
れ

ね

ば

な

ら

ぬ

相
手
は

明
治
天
皇
唯
お
一

人
以
外
に

は

な

か
つ

た
。

つ

ま
り

今

更
新
た

に

顧
問
團
を
抱
へ

こ

ん

で

何
か

政
治
的
な

畫
策
を
す

る

と

い

ふ

樣
な
位
置

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　Servloe

Melsel 　unlverslty

森

鴎
外
と

山
縣

有
朋

　

　
　

小
堀

桂一
郎



Meisei University

NII-Electronic Library Service

Meisei 　university

明
製
大
瀞
r

研
湘
儿r
紀
安

【

昌
本
文

化
昂

ナ葡
節

・
量
閇

虱叩ん
乂

化函．ず
科
】

第論ハ潤
写

九
九
八
s：．

に

は

ゐ

な
か

つ

た
。

　

歌
會
は

あ

く
ま

で

風
雅
の

遊
び

で

あ

る
。

こ

れ

は

政
治
と
軍
事
と

に

多．
年
奔
走

し
、

ほ

と
ん

ど

の

苧
女
に

先
立
た

れ

て

家
庭
的
に

は

惠
ま

れ
ぬ

寂
寥
の

境
遇
を
噛

つ

て

ゐ

た

老

政
治
家
に

と

つ

て

の

せ

め

て

も
の

心

遣
り

の

場
で

あ
つ

た
。

　

歌
會
の

席
上

で

膵
い

政
治
的
な

話
題
が

弄
さ

れ

た

と

は

到
底
考
へ

ら

れ

な

い

が、

思
想

的
。

文
藝
的
分
野
の

問
題
で

山
縣
が

今
や

近
し

い

位
置
に

在
る

森
の

意
見
を

間
う
た

り
、

そ

れ
が

亦
吐
侖
問
題
的
乃
至
政
治
問
題
的
色
彩
を

帶
び

る

も
の

に

な

る、

と

い

ふ

樣
な

例
は

屡
k
生
じ

た
。

そ

れ

ら

の

事
例
を

以
下
に

摘
記

し
て

簡
單

な

檢

討
と

意
味
付
け

の

操
作
を
加
へ

る

こ

と

を
試
み

よ

う．．

　

山
縣
が
鸛
外
に

直
接
に

と

い

ふ

わ

け

で

は

な

く
、

弁
L
通
泰

、

鎌
田

正

夫
（

小

出
粲
に

代
つ

て

途
中
か

ら

常
磐
僉
歌
會
の

選
者
と

な

つ

た
）

、

大
冂

鯛
二
、

佐
々

木
信
綱
宛
に

、

明
治
の

和
歌
の

樣
式
は

如
何
に

あ
る
べ

き
か

と

い

ふ

樣
な

問
題
に

就
い

て

數
箇
條
の

質
悶
を
發
し

た

こ

と

が

あ
る

。

明
治
四

十
一

年
九
月
の

こ

と

で
、

こ

の

時
下
問
を
受
け

た

選
者
達
に

代
つ

て

答
辯
の

意
見
書
を

草
し

て

山
縣
に

提
出

し

た

の

が

鶴

外
で

あ

つ

た
。

こ

の

意
見
書
が

現
在
『

門
外
所
見
』

の

題
名
で

著
作

集
中
に

収
め

ら

れ

て

ゐ

る
エ

ッ

セ

イ

で

あ

る
。

作
成
に

當
つ

て

は

佐
々

木
信
綱
と

賀
古
鶴
所
と
に

相

談
し

、

意
見
を

徴
す
る

こ

と

も
あ
つ

た

様
だ

が
、

讀
ん

で

み

れ

ば
、

こ

れ

は

明
ら

か

に

鵬
外
獨
自
の

歌
論
で

あ

る
。

　
山
縣
か

ら

諮
問
し

て

き
た

條
項
は、

現
代
の

短
歌
が

守
る
べ

き

約
束
と

し
て

の

題
詠
の

可
否、

用
語
・

語
格
の

あ
る
べ

き
姿、

歌
調
及
び

意
匠
等
で

あ

る
。

執
筆

の

動
機
も

、

問
題
設
定
も、

ま

た

答
申
の

文
饑
も
甚
だ

古
風
な

も
の

で

あ

る

が、

し

か

し

内
容
を

見゚
れ

ば
そ

こ

に

は

明
ら

か

に

漸
進
的
改
良
主
義
者
と
し

て

の

理
匪

の

入
鷭
外
が

居
る

。

即
ち

、

も
し

含
興

二

國
風
ヲ

振
作
セ

ン

ト
欲
セ

ハ

〉

第
一

に

古
い

題
詠
の

約
束
を
全
廢
し

、

新
形
式
の

模
索
に

は

寛
大
を
以
て

對
し

、

多
少
の

冒
險
は

認
め

よ
、

と

い

ふ

意
昧
の

こ

と

を、

近
代
西
歐
象
徴
詩
派
の

舊
形
式
打
破

64

の

試
み

を

例
に

引
い

て

説
く．、

そ
の

一

方
語
格
の

ハ

弛
廢
二

當
リ

テ

嚴
二

振
髞
ヲ

謀
ラ

サ
ル

ト

キ

ハ

言
語
ノ

譬
彎〔
螽
鬟
崑
゜。

二

陥
ル

ヘ

シ

／
言
語
ノ

變
遷
ヲ

是
認

ス

ル

ニ

ハ

急
ニ

セ

サ

ル

ヲ

可
ト

ス
〉

と

い

ふ

定
兇

は

崩
さ
な

か
つ

た
。

　

こ

れ
は

同
じ
年
の

六
月
に

臨
時
假
名
遣
調
査
委
貝
會
で

講
演
し
た

『

假
名
遣
意

見
』

と
同
じ

言
語
觀
。

鬮
語
觀
の

上
に

立
つ

て

構
成
せ

ら

れ

た

思
想
で

あ

る
。

彼

の．
ぎ

語
觀
は

や

が

て

文
化
の

問
題
…

般
に

敷
衍
し

て

受
け
取
つ

て

よ

い

こ

と

な
の

だ

が
、

變
遷
を
是
認
し

て

然
る

べ

き
も
の

と、

決
し

て

然
る

可
か

ら

ざ

る

も

の

と

の

辨
別
が

明
自
に

つ

い

て

ゐ

る
。

だ

か

ら
一

面
で

は

進
歩
に

深
い

共
感
と

期
待
を

寄
せ

る

改
良
主

義
者
で

あ

り
、

又
一

面
で

は

守
る
べ

き

原
則
に

つ

い

て

妥
協
や

譲

歩
を
認
め

ぬ

強
靱
な

保
守
主
義
者
だ

と

い

ふ

所
に

鵬
外
の

藁
の

面
目
が

あ

る、．

抑

気
人
間
の

主
義
・

主
張
や

信
條
・

信
仰
に

於
け
る

領
域
で

の

「

寛
容
」

と

は
、

原

則
を
固
く
守
り

な

が

ら

そ

れ

と

反
す

る

立
場
に

も
寛
容
を

以
て

野
す

る

と

こ

ろ

に

生
ず
る

の

で

あ
つ

て
、

原
則
を
持
た

ぬ

人
間
の

寛
容
は

單
な

る

無
秩
序
主
義
・

ア

ナ

ー

キ

ー

に

す

ぎ

な

い
。

こ

の

考
へ

方
を

彼
は

『

假
名
遣
意
見
」

の

中
で

明
自
に

打
ち

出
し

て

ゐ

る
。

そ

れ

を
踏
ま
へ

た

上

で、

と

に

か

く
鵬
外
は

「

寛
容
」

な

の

で

あ

る
。

か

う

し

た

彼
の

立
場
・

姿
勢
と

頑
固
一

徹
の

正

統
思
想
の

持
主
た

る

山

縣
と

が

ど

ん

な

問
題
で

ど

の

樣
に

切
り
結
び、

ど

ん

な

火
花
を

敢
ら

す
こ

と

に

な

る

か

は

た

し

か
に

興
味
を

惹
く
論
題
で

あ

る
。

　
と

こ

ろ

が
、

翌

明
治
四

十一
　
年
二

月
、

鵑
外
は

小
田

原
の

占
稀
庵
で

閃
か

れ

た

常
磐
會
例
會
の

席
L
で

主
人
か

ら

占
稀
庵
の

記

を
草
す
る

こ

と

を
求
め

ら

れ

た
。

明
治
四
十
年
に

山
縣
は

古
稀
の

齢
に

達
し

、

新
た

に

小
田

原
に

劉
邸
を

構
へ

て

占

稀
庵
と

名
づ

け

た
。

日

露
戰
爭
の

論
功
行
賞
と

し

て
、

伊
藤

、

大
山
と

共
に

公
爵

に

昇
叙
さ

れ

た

の

も

こ

の

年
の

こ

と

で

あ
る

。

『

門
外
所
見
』

の

場
合
と

は

違
つ

て
、

今
度
は

鸚
外
が

山
縣
か

ら

直
接
文
稿
を
求
め

ら

れ

た

の

だ

つ

た
。

こ

れ

を

爾

人
の

接
近
の

度
合
が
一

目
盛
深
く

刻
ま

れ

た

証
左

だ

と

言
つ

て

も

よ

い

か

も

し

れ
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な

い
。

『

古
稀
庵
記
』

は

鵬
外
に

し

て

は

睨
稿
迄
に

か

な

り
の

時
間
を
費
し

、

佐
々

木
信
綱
の

校
閲
を
經
て

推
敲
を
重
ね
、

年
末
近
く
に

漸
く
完
成
し

た
。

こ

れ
は

全

く
の

儀
禮
的
作
文
で

あ

り、

か

う
い

ふ

義
理
の

文
章
も
書
け
ば

書
け
る

も
の

か

と

感
心
す

る

傍、

そ

の

追
從
的
な

調
子
は

已
む
を
得
ず
と

は

言
へ

、

讀
ん

で

あ
ま

り

快
い

も
の

で

は

な

い
。

（
六
）

大
逆
事
件
と

南
北
朝
正

閏
問
題

　
明
治
四

十
三

年
五
月

、

所
謂
大
逆
事
件
が
發
覚
し

て

幸
徳
秋
水
他
の
一

連
の

無

政
府
主
義
者
達
の

逮
捕
が

始
ま
り

、

翌
四

十
四
年
一

月
に

は

既
に

判
決
が
下
り

、

直
ち

に

刑
の

執
行
が

あ

る
。

鴎
外
が

こ

の

事
件
に

觸
れ

て

『

食
堂
』

と

い

ふ

時
事

問
題

解
読
的
の

短
篇
を
著
し

た

と

い

ふ

か
、

む
し

ろ

小
読
の

形
を
借
り
て

無
政
府

主
義
者
や

虚

無
主

義
の

由
來
と

西
歐
で

の

そ

の

現
状
を

解
説
し

た

こ

と
、

『

沈
黙

の

塔
』

を
以
て

政
府
と
そ

の

御
用
新
聞
の

觀
を
呈
し

て

ゐ

た

東
京
朝
日

新
聞
の

周

章
狼
狽
ぶ

り
を
諷
し
た

こ

と

は

よ

く

知
ら

れ

て

ゐ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

め

つ
ち

　

山
縣
は

事
件
の

公

判
進
行
中
に

〈

天
地
を

く
つ

が
へ

さ
ん

と

は

か

る

人
地
に

い

つ

る

ま

で

我
な

が

ら
へ

ぬ
〉

と

い

ふ

歌
に

託
し

て

老

境
の

身
に

受
け
た

深
刻
な

衝

撃
を

告
白
し

た

が
、

こ

の

事
件
を
め

ぐ
つ

て

は

山
縣
が

森
に

何
か

諮
問
を
し

た

樣

な

形
跡
は

見

當
ら

な

い
。

　
と
こ

ろ

で

大
逆
事
件
公

判
と

ほ

ぼ

並
行
し

て

發
生
し
、

明
治
四
十
四

年
の、
一
月、

即
ち

事
件
の

最
終
的
解
決
か

ら

半
月
と

經
た

ぬ

日

に
、

南
北
朝
正

閏
問
題
な

る
も

の

が

帝
國
議
會
で

取
り
ヒ
げ
ら

れ
、

そ

れ

に

よ

つ

て

世
間
に

表
面
化
す
る

。

こ

の

事
件
の

始
終
は

松

本
清
張

氏
の

『

小
説
東
京
帝
國
大
學
』

が

洵
に

面
白
く
物
語
つ

て

ゐ

て

く
れ

る
。

小
説
と

い

ふ

形
を
以
て

で

は

あ

る

が
、

南
北
朝
正

閏
論
爭
を
追

跡
し
て

み

よ

う
と

い

ふ

讀
者
に

と

つ

て

は
、

ス

ト

ー

リ

ー

と
し

て

面
白
い

上
に、

背
景
と

な

る

當
時
の

思
想
問
題
の

骨
子
を

説
き
明
し
て

く
れ
る

恰
好
の

文
献
で

あ

る
。

　
山
縣
が

大
逆
事
件
に

劣
ら

ず
、

或
る

意
味
で

そ

れ

よ

り
も
更
に

深

刻
な

衝
撃
を

こ

の

事
件
か

ら

受
け
た

で

あ
ら

う

こ

と

は

想
像
に

難
く
な

い
。

何
故
な

ら

ば
、

幸

徳
秋
水
と

そ

の
一

派
の

處
斷
に

就
い

て

は
、

山
縣
は

石
川
啄
木
や

永
井
荷
風
等
の

懷
い

た

深
い

疑
惑
や

憂
憤
と
は

無
縁
の

位
置
に

居
た

。

「

逆

賊
」

の

出
現
に

ど
れ

ほ

ど

痛
嘆
の

思
ひ

を
嘗
め

よ

う
と

も
、

彼
は

と

も
か

く
も
斷
平
た

る

強
壓

の

姿
勢

を
貫
け
ば
よ
か

つ

た

か

ら

で

あ

る
。

し

か

し

國
史
教
科
書
の

記

述
に

端
を
發
し

た

南
北
朝
正
閏
問
題
は

、

司
法
的
決
着
が

即
ち

事
の

解
決
を
意
味
す

る

樣
な

刑

事
事

件
で

は

な

く
て

、

思
想
問
題
で

あ

り
學
説
ヒ

の

論
爭
で

あ

る
。

山
縣
の

手
中
に

假

令
ど
の

樣
な
權
勢
と
政
治
力
と

が

あ
ら

う
と

も
、

流
石
に

そ

れ

だ

け

で

解
決
に

導

け
る

樣
な
單
な

る

政
治
問
題
で

は

な

い
。

　
こ

の

問
題
に

就
い

て

も

鴫
外
が

直
接
山
縣
の

相
談
に

あ
つ

か

る

と

い

ふ

樣
な

場

面
が

あ
つ

た

わ
け

で

は

な

い

が
、

し
か

し

無
關
係
で

ゐ
る

わ

け

に

も

ゆ

か

な

い

樣

な

位
置
に

彼
は

居
た

。

そ

れ

は

井
上
通
泰

、

賀
古
鶴
所
と

い

つ

た

近
し

い

知
友
が

山
縣
の

意
を
迎
へ

て

直
接
行
動
に

出
る

様
な
人
々

だ
つ

た

か

ら

で

あ

る
。

　

鴟
外
の

日

記
明
治
四
十
四

年
二

月
二

十
三

日

の

項
に

、

〈

賀
占

鶴
所
來
て

市
村

瑣
次
郎、

井
上
通

泰
の

二

人
と

古
稀
庵
を
訪
ひ

、

南
朝
正

統
論
を
な

す
べ

き

を
告

ぐ
〉

と
あ

る
。

又

四

日

後
の

二

十
七
日

の

項
に

は

〈

夜
賀
古
鶴
所
來
て

南
朝
正
統

論
同
志

者
の

行
動
を
報
ず
〉

と

し
て

ゐ

る
。

こ

れ
に

よ

れ
ば、

鴎
外
の

舊
友
で

あ

る

こ

の

三

人
は

同
道
し
て

小
田

原
の

別
邸
に

山
縣
を

訪
ね

（
二

月
ニ

ー
．

五

日

の

こ

と
）

、

心

痛
の

老
公
を
慰
問
し
た

。

そ

し

て

そ

の

時

鴎
外
は

彼
等
と

行
動
を

共
に

す
る

氣
は

な

か
つ

た

ら

し
く
見
え

る
。

元
來
こ

の

時
代
の

鷸
外
の

日

記
は

全
て

是

れ
己
一

箇
の

意
思
や

感
情
は
一

切
没
却
し

て
、

淡
き

こ

と

水
の

如
き

書
き
ぶ

り
な

の

で

あ
る

か

ら、

三

人
の

知
友
の

行
動
に

對
し

冷
淡
に

距
離
を
と

つ

た

如
き
文
體

を
以
て

記
し

て

ゐ

る

か

ら

と

い

つ

て
、

そ

れ

が

そ

の

ま

ま

鴎
外
の

内
的
對
應
の

在
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明
星

大

学
研
究

紀
要

【

醍
本

文
化

学
酪

∴…、．
暴
m

文

北

学
科
M

第
∴

号

　

丸
九
八

準

り

方
を

示
す
と

い

ふ

わ

け

で

は

な

い
。

し

か

し

鶴
外
が

所
謂
爾
朝
正

統
論
者
に

格

別
の

同
情
や

共
感
を
有
し

て

ゐ

な

か

つ

た

こ

と

も

亦
事
實
で

あ

る
。

　

こ

の

問
題
の

小
。

中
學
校゚
用
國
定
教
科

書
の

口

本
歴
史
の

都
が

編
纂
さ

れ

た

の

は

明
治
三
十
六
年
の

こ

と

で

あ
る

。

そ

こ

で

は

南
北
朝
時
代
に

於
い

て

B
本
で

は

二

つ

の

朝
廷
が
京
都
と
吉
野
と

に

併
 

し
て

ゐ

た

と

い

ふ

事
實
が

あ
り

の

ま

ま

に

記
さ

れ
て

あ

り、

そ

れ
は

明
治
四
十
皿

年
九
月
か
ら

十
一

月
に

か

け
て

何
囘
か

開

か

れ

た

文
部
省
の

改
訂
審
査

の

た

め

の

調
査
委
員
會
を

も
無
事
通
過
し

て

ゐ

る
。

こ

の

年
度
の

教
科
用

圖
書
調
査
委
員
會
に

鵬
外
は

修
身
教
科
書
を
調
査
す

る

第
．

部
の

宝
査

委
員
を
委
囑
せ

ら

れ

て

ゐ

た

が
、

文
部
省
教
科
書
編
纂
官
と

し

て

こ

の

國
史
教
科
書
の

本
文
記

述
に

編
纂
責
任
を
有
す
る

喜
田

貞
害
と

も
委
員
愈
の

席
L

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
タ　
ら

で

面
晤
し

た

こ

と

が

喜
田
の

瞬
想
録
に

記
さ

れ

て

ゐ

る
。

つ

ま
り
鸛
外
は

官
學
系

實
證
史
學
の

學
説
が
正

直
に

教
科
書
に

記
戴
さ
れ

、

そ

し

て

そ

れ

が

文
部
省
の

審

査
を
通
過
し

て

十
年
近
く

の

年
月
を
特
に

問
題
硯
さ
れ

る

こ

と

な

く
通
用
し

て

き

た
と
い

ふ

事
實
を、

直
接
の

目
撃
者
と

し

て

か
、

少
く
と

も

営
事
者
と

し

て

の

立

場
か

ら

よ

く
知
つ

て

ゐ

た

の

で

あ

る．、

さ

う
で

な

く
と

も

尤

來
冷
靜
な

理

知

の

人

で

あ
る

鵬
外
が

、

學
読
t
の

見

解
の

相
違
を
政
治
問
題
化
し、

政
治
的
權
力
を
振

つ

て

黒
白
を

決
し

よ

う
と

す

る

樣
な

發
想
に

隅
調
す
る

氣
に

な

れ

な

か

つ

た

こ

と

は

蓋
し
當
然
で

あ

る
。

　
茘、
れ
で

は

他
方

、

鵬
外
は

こ

の

事
件
に

際
し

て
の

山
縣
の

心

事
に

は

遂
に

冷
淡

な

傍
觀
者
で

あ
り

遜
し

た

の

で

あ
ら

う

か．冒

又

こ

の

場
合
の

南
朝
正

統
論
者
山
縣

の

心

事
と

は

抑
支
ど

う
い

ふ

性
格
の

も
の

な

の

か
。

岡
義
武
氏
の

次
の

説
鄲
は

直

接
こ

の

南
北
朝
問
題
に

ふ

れ

て

の

も
の

で

は

な

い

だ

け

に
、

か
へ

つ

て

よ

く
權
力

者
に

特
有
の

不
安
を

言
ひ

當
て

て

ゐ

る

も
の

の

如
く
で

あ

る
。

曰

く
、

〈

山

縣
が

維
薪
以
來
築
き

上
げ

ら

れ
て

來
た

國
家
体
測
の

中
に

お
い

て

い

よ

い

よ｛
尚

い

地
位

に

登
り

、

權
勢
を
ま
す
ま

す
ほ

し
い

ま
ま
に

す
る

に

っ

れ

て
、

そ

の

地
位、

そ

の

66

讙
勢
を

正

統
化
す
る

た

め
に

も
、

又
そ

れ

か
ら

う

け

る

利
盆
を
確
保
し

て

行
く

た

め

に

も
、

体
制
そ

れ

自
体
を
正

統
化
し

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

。

從
つ

て
、

そ

の

反

面
お

の

ず
か

ら

体
翻
へ

の

批
判

．

反
体

制
の

運
動
に

繋
し

て

敏
感
と

な

ら
ざ
る

を

　

　
　
ρ
謬〕

得
な

い
V

　

こ

の

文
章
は

主

と
し
て

鮭
會
ま
義
者
の

運
動
に

對
す

る

山
縣
の

不
安
を
洞
察
し

た

も

の

な

の

だ

が
、

恰
度
體
制
保
持
の

哲
學
と

し

て

の

朱
子
學
を

唯
我
獨
尊
的
に

官
學
化
せ

ざ
る

を

得
な

か

つ

た

徳
川
幕
府
と

同
じ

樣
に

、

必
然
的
に

正

統
哲
學
の

信
奉
者
と

な

る

よ

り
他
な

か

つ

た

山
縣
の

宿
命
的
な

位
置
を

巧
み

に

君
ひ

表
し

て

ゐ

る
。

そ

こ

で

鴎
外
の

老
公

に

對
す

る

理
解
・
…
封

處
も

、

實
證
的
史
實
と

正

統
ま

義
イ

デ
オ

ロ

ギ

ー

と

の

間
を
如
何
に

調
和
・

妥
協
せ

し
め

る

か

と

い

ふ

問
題
に

翻

案
さ

れ

る

と

見
て

も
よ

い

で

あ

ら

う．．

そ

れ
は

同
時
に

學
間
の

自
由
を
政

爭
の

犠

牲
と

し

て

壓
迫
さ
れ、

學
説
が

イ
デ

オ

ロ

ギ
ー

の

支
配
力
に

屈
服
す

る

と

い

ふ

苦

い

經
驗
を
嘗
め

た

歴

史
學
者
轟
田

貞
吉
の

立

場
に

對
す

る

考
察
と

も

な

る

は

ず

で

あ
る

。

　

か

う

見
て

く

る

時
思
ひ

當
る

の

が
、

こ

の

事
件
よ

り

約
一

年
後
に

發
表
さ

れ
た

短
篇
小
説
『

か

の

や

う
にり　

の

主
題
で

あ

る。

　・
南
北
朝
正

閏
論
爭
そ

の

も
の

は
、

鴎
外
の

舊
友
三

人
が

山
縣
を

訪
ね

る

と

い

ふ

こ

と

が

あ
つ

て

か

ら
ゴ．
日

の

後、

政
府
が

こ

の

問
題
は

勅
裁
を
仰
い

で

解
決
す

る

こ

と

を
決
定
し

て

終
熄
に

向
つ

た
。

事
實
勅
戴
は

下
り、

三

月
十
五

日、

政
府
が

國
民
黨
の

質
問
書
に

饗
し

て

返
答
を
邃
付
す

る

と

い

ふ

形
で

全

面
的
に

解
決
し
た

。

喜
田

貞
吉
は

休
職
處
分
を

受
け

丶

謂
は

ば
敗
者
と

な
つ

た
。

　

敢
治
的
に

は

こ

れ
で

解
決
し

た

の

だ

が
、

他
人
事
と

は

言
へ

ぬ

間
近

な

位
置
に

あ

つ

て

事
件
の

始
終
を

觀
望
し

て

ゐ

た

鴎
外
に

と

つ

て
、

事
件
の

問
題

性
は

必
ず

や

胸
裡
に

何
か

の

癜
り
を
殘
し

た

こ

と

と

思
は

れ
る

。

偶
然
と

は

面

白
い

も
の

で
、

沿
度
そ

の

頃
、

推
定
で

明
治
四
卜・
四

年
の、
夏
の

頃
17宀
H
・

フ

ァ

イ

ヒ

ン

ガ

i
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（

出

雲゚
。

＜

巴

甑
ロ

σq
零

一

゜。

認−
目

 
G。

ω
）

の

新
刊
の

著
作

『

か

の

や

う

に

の

哲
學
」

（

b
号

、

ミ
o
°・

趙
蕊
偽

魯
゜・

》

融−
O
ぴ
）

が

鸛
外
の

手
許
に

届
け

ら

れ

る

（

所
謂

見

計
ら

ひ

に

よ
つ

て

ド
イ

ツ

の

書
店
か

ら

直
接
に、

で

あ
つ

た

と

推
定
さ
れ

る
）

。

そ

れ
は

そ

の

時
鴎
外
が

胸
裡
に

か

か

へ

こ

ん

で

ゐ

た

難
問
を

、

見
か

け
上

如
何
に

も
都
合
よ

く
解
決
し

て

み

せ

て

く
れ
て

ゐ

る

特
効

藥
の

如
き

ア

イ

デ
ア

だ

と

思
は

れ

た
。

そ

れ
は

喜
田

貞
吉
の

屈
辱
と
同
時
に

、

更
に

二

十
年
昔
の

明
治
二

十
五
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ロ
むり

に

久
米
邦
武
が

論
文
『

神
道
は

祭
天
の

古
俗
』

で

物
議
を

醸
し、

そ

れ
が

も
と
で

帝
國
大
學
教
授
の

地
位
を

追
は

れ

た

こ

と

が

あ
つ

た
、

か

の

事
件
を
も
思
ひ

出
さ

せ

る

樣
な

も
の

だ

つ

た
。

つ

ま
り

「

か

の

や

う
に
」

の

哲
學
を

以

て

當
れ

ば
、

實

證
史
學
と

體
制
イ

デ
オ

ロ

ギ

ー

と

の

衝
突
も

、

又
あ

の

樣
な

筆
渦
事
件
と
て

も

何

と

か

収
拾
で

き
た

の

で

は

な

い

か

と

思
は

せ

る

樣
な

意
味
に

於
い

て

で

あ
る

。

　

短
篇
『

か

の

や

う
に
』

が

提
起
し

た

問
題
と

は
、

一

般
的
に

は

合
理
主
義
的
．

實
證
主
義
的
思
考
と

啓
示
宗
教
と
の

相
剋、

平
た

く、
言
へ

ば
史
實
と
紳
話

、

教
育

と
信
仰
と

の

間
に

生

ず

る

撞
着
で

あ

る
、

こ

の

問
題
の

圖
式
を

當
時
の

日

本
の

思

想
界
に

持
ち
込
ん

で

肉
付
け
を

し
て

み

る

と、

皇
室
が

以
て

國
民
を
統
治
す
る

た

め

の

權
威
は

現
に

禪
話
的
傳
承
の

う

ち

に

求
め

ら

れ
て

ゐ

る

け
れ

ど
も

、

實
證

科

學
の

信
奉
者
た

る

新
し

い

世
代
は

、

肺
話
に

基
礎
を
置
く

權
威
と

い

ふ

樣
な
も
の

に

猜
疑
の

眼
を
向
け
始
め

て

ゐ

る

の

で

は

な

い

か
、

教
育
の

普
及
が
人
民
の

素
朴

な

信
仰
を

搖
り
動
か
し

、

神
話
の

權
威
に

對
す
る

懐
疑
を

喚
ぴ

起
し
た

の

で

は

な

い

か、

そ

の

結
果
が

こ

の

日

本
に

於
い

て

は

千
年
來
夢
想
だ
に

さ

れ
な

か

つ

た

凶

事
、

一

平
民
の

立
場
か

ら

す
る

天
皇
暗
殺
の

企
て

と
い

ふ

不
祥
事
の

勃
發
と
な

つ

た

の

で

は

な

い

か

ー
、

と

い

つ

た

深
刻
な

疑
惑
が

生
じ

て

く
る

。

さ

う
か

と

言

つ

て
、

神
話
で

は

な
い

歴

史
的
事
實
を
正

直
に

チ
ど

も
に

教
授
し

て
、

そ

れ

で

か

つ

禪

話
に

依
據
し

た

國
家
秩
序
へ

の

信
奉
を

破
ら

せ

ず
に

お

く
こ

と

が

で

き

る

だ

ら

う
か

。

或
い

は、
、

一
つ

の

朝
廷
が

併
立
し
て

ゐ

た

史
實
を
史
實
と

し

て

教
へ

て
、

森

鶴
外
と

山
縣
有

朋
　

　
　

小

堀

桂一
郎

そ

れ

で

ゐ

て

國
に

二

君
あ

ら

ず
民
に

兩
主

無
き
國
體
へ

の

信
從
を
動
搖
さ

せ

ず

に

お
く
こ

と
が

で

き
よ

う

か
。

更
に

は
、

祭
祀
儀
禮
の

核
に

あ
る

租
先
の

紳
靈
と

い

ふ

も
の

は

實
は

存
在
し

な

い

の

だ

と

い

ふ

こ

と
を
意
識
し

な

が

ら、

な
ほ

も
恭
々

し
く
祭
祀
を

執
り
行
つ

て

ゆ
く

こ

と

が

可
能
だ

ら

う
か

11

と
、

そ

ん

な

問
題

に

な

つ

て

く
る

。

　
こ

れ

ら

の

矛
盾
を
人
間
關
係
の

上
に

翻
案
し

て

み

れ

ば、

紳
話
を
歴
史
と

し

て

信
じ
得
る

人
間

、

も
し

く
は
信
じ
な
け

れ

ば
な

ら

な

い

と

信
じ

て

ゐ

る

人
間
と
、

紳
話
と

歴
史
と

は

辨
別
し

て

扱
は

な
け

れ

ば

な

ら

な

い

と
い

ふ

信
條
に

生
き

て

ゐ

る

人
間
と

の

對
立
と

い

ふ

こ

と

に

な
る

。

こ

れ

が

作
中
人
物
た

る

秀
麿
と

そ

の

舊

弊
な

父

親
と

の

對
立
と
し

て

描
か

れ

て

ゐ

る

わ
け
で、

「

か

の

や

う

に

の

哲
學
」

と

は

實
證
的
歴
史
學
者
た

る

秀
麿
が
自
分
の

信
條
を
枉
げ

る

こ

と

な

く
、

し

か

も

老
い

た

父

を
い

た

は

る

心

で、

何
と
か

衝
突
せ

ず

に
つ

き

あ
つ

て

ゆ

く
た

め

の

方

便
で

あ
る

。

　
こ

の

作
品
に

就
い

て
、

作
者
鴟
外
が

大
正
七

年
の

暮
に

女
婿
山
田
珠
樹
宛
に

説

明
を

與
へ

て

ゐ

る
一

書
簡
は

有
名
な

も
の

で

あ
る
。

曰

く
、

〈

…

…

イ

デ

エ

ハ

ワ

イ

ヒ

ン

ゲ

ル

ナ

ル

コ

ト
御
話
申
候
通
二

候
然
ラ

バ

全
編
捏
ネ
合
セ

モ

ノ

ナ

ル

カ

ト

云

フ
一
二

層
深
ク

云
ヘ

バ

小
生
ノ
一

長
者
二

對
ス

ル

心
理

状
態
ガ

根
調
ト

ナ

リ

居

リ

ソ

コ

ニ

多
少
ノ

生
命
ハ

有
之
候
ト

信
ジ

テ

書
キ

タ

ル

次
第
二

候
…
…

〉

　

書
中
く
一

長
者
V

と

は

山
縣
有
朋
の

こ

と
で

、

こ

の

作
品
は、

大
逆
事
件
や

南

北
朝
正

閏
問
題
で

憂
憤
し

苦
惱
す
る

老
公
を

、

鴎
外
の

側
か

ら

如
何
に

慰
撫
し

、

同
時
に

説
伏
す
べ

き

か

に

ひ

そ

か

に

心

砕
い

た
、

そ

の

内
的
葛
藤
の

譬
喩
談
な

の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ロ
ぜ

だ
、

と

い

つ

た

見
方
が

こ

こ

か

ら

出
て

く
る

わ

け

で

あ

る
。

こ

の

件
に

就
い

て

も

嗣
子
森
於
菟
氏
に

以
下
の

樣
な

傳
聞
の

證
言

が

あ
る

。

　
〈

そ

の

う

ち
井
上

通
泰
さ

ん

が

公
の

賛
成
を
得
て

雜
誌
を
出
す

こ

と
に

な

り
、

　
こ

れ

に

父
も

關
係
す

る

や

う

に

な

り

ま

し

た
。

そ

れ
は

敬
碑
思
想
を

養
ふ

も
の67
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明
星
11

（

学
研

究
紀

要
内卩
ロ

本
文
ル山必
子
卸

即

二…．．凵
語
文
化
塔
ナ

科】
第−
ハ卩
厚

　．
亠
八・
汽・
八

年

　

で
、

鬮
體
と

新
し

い

實
證

的
思
想
と

の

柑
違
調
和
を
論
じ

た

り
す
る

た

め

で

し

　

た
、

こ

の

雜
誌
は

計
書
だ

け

で

つ

い

に

出
ま

せ

ん

で

し
た

が
、

し

か

し

と

に

か

　

く
こ

の

雜
誌
を
出
す

に

あ

た

つ

て

由［
縣
さ
ん

が

森
の

意
見
を
聞
い

て

み

よ

と

云

　

は

れ
、

そ

れ

に

封
し
、

父
は

「

す
べ

て

紳
の

事
は

科
學
的
に

證
明
は

出
來
ぬ

。

　

し
か

し

證
明
畠
來
ぬ

か

ら

と

い

つ

て
、

そ

れ

を

投
げ
出
し

て

は

世
の

中
が

な

り

　

た

た

ぬ
。

す
べ

て

あ

る

か

の

や

う

に

思
へ

ば

よ

ろ

し
い

。

た

と
へ

は

×

×

×

×

　

と

し

て

崇
拝
す

る

こ

と

は
×

×

×

X
、

し

か

し
×

が

あ

る

か

の

や

う
に

思
へ

ば

　
xX

出
來
る
」

と
云

ふ

や

う

な

意
見
を

述
べ

ま

し
た

。

こ

の

思
想
は

「

か

の

や

　

う
に
」

と

云

ふ

短
篇
の

中
に

述
べ

て

あ

り
ま

す
。

こ

の

こ

と

が

山
縣
公
の

耳
に

　

入
つ

て
、

森
は

西
洋
心

醉
者
だ

と

ば
か

り

思

つ

て

ゐ

た

が
、

以
外
に

保
守
的
な

　

と

こ

ろ

も

あ
る

男
だ

と

心

が

と

け
、

そ

れ

か

ら

以
後
大
變
親
し
く
な

つ

た

さ

う

　
で

す
V ．．

　
こ

の

談
話
は
河
や

ら

記

憶
の

不
確
か
ら

し

い

と

こ

ろ

が

見
ら

れ
、

又

談
話
で

あ

る

以
上
逐
次
的
に

綿
密
な

検
討
に

堪
へ

る

も

の

で

は

な

い

の

で
、

あ

ま

り
深
追
ひ

す
べ

き
で

は

な
い

が
、

A
一、

長
者
V

と

は

山
縣
の

こ

と

だ

と
い

ふ

解
釋
の

典

據
に

な

つ

た

の

は

こ

の
一

節
で

あ
る

と

思
は

れ

る
。

私
自
身
は

、

こ

の

く

一

長
者
∀

と

は

乃
木
希
典
を

指
す
の

で

は

な

い

か
と

い

ふ

推
測
に

傾
く
の

だ
が

、

當
時
山
縣
の

心
事
を

鵬
外
が

こ

れ
に

近
い

形
で

持
扱
ひ

か

ね

た

り、

な

だ

め

た

り
と
い

つ

た

状

況
は

現
實
に

存
し

た

で

あ
ら

う
。

と

い

つ

て

も

そ

れ
は

直
接
に

山
縣
と
梢
對
し

て

の

こ

と
で

は

な

く、

い

ず
れ
も

山
縣
に

よ

り
近
い

賀
古
等
を
通
じ

て

の

問
接
の

こ

と

で
、

つ

ま

り

全
て

は

鶸
外
の

内
心
に

進
行
し

て

ゐ
た

對
話
的
獨
語
な

の

で

あ

る
。

鵝
外
と

山
縣
と

、

函
者
の

最
晩
年
の

交
渉
の

中
で

少
し

く
嚴
し

い

形
で

浮
上

し

て

ゐ

る

祉
會
主
義
・

肚
會
政
策
を
め

ぐ

る

課
題
が

山
縣
の

身
邊
で

噴
し

く
取
沙
汰
さ

れ

る
樣
に

な

つ

た

際
に

も
、

そ

れ

に

對
す

る

鶸
外
の

關
り
方
は

當
初
は

羅
竟
間
接

的
な

も
の

で

あ
つ

た

ら

し

い
。

そ

れ

に

し

て

も、

森
於
莵
氏
の

囘
顧
談
話
が

對
人

68

的
瀾
係
に

就
い

て

は

大
凡
誤
り

の

な

い

所
を
傳
へ

て

ゐ

る

も
の

と

す

れ

ば、

山
縣

有
朋
が

人
を
受
け
容
れ

る

際
の

あ
ま

り
の

慣
重

さ
に

感
慨
な

き
を

得
な

い
。

既
に

明
治
四

レ
ニ

年
に

『

古
稀
庵
記
」

の

起
単
を
委
囑
し

て

ゐ

る

問
柄

で

あ

り
、

鴎
外

と

の

直
接
の

面
唔
の

機
會
も

三

十
九

年
以
來
の

こ

と

で

あ

る
。

そ

れ

で

も

山
縣
が

本
當
に

森
に

心

を
許
す

樣
に

な

つ

た

の

は

『

か

の

や

う
に
』

に

述
べ

ら

れ

て

ゐ

る

樣
な

思
想
の

穩
健
性
を
看
て

取
つ

て

よ

り
以
後
の

こ

と

で

あ
る

ら

し

い
。

作
中
の

五

條
秀
麿
父

子
や

現
實
の

森
鸛
外
と
乃
木
希
典
と

は
、

知
的
に

は

微
妙
な

緊
張
を

孕
み

な

が

ら

情
の

上
で

は

親
し

く
結
び

つ

い

て

平
穩
な

外
見
を

保
つ

て

ゐ

る
、

と

い

ふ

状
況
で

あ
る

が
、

鴎
外
は

山
縣
に

對
し

て

は

當
時

、

情
の

L
で

結
び

つ

く
と

い

へ

る

程
の

距
離
に

は

近
づ

か

な

か

つ

た

の

だ
、

と

筆
者
は

觀
測
し

て

ゐ

る
。

（

七
）

明
治
の

終
焉
・

乃
木
將
軍
の

殉
死

　

大
正

元

年
九
月
十…．

百
の

夜
、

毒
山
齋
場
で

明
治
天
皇
の

御
大
葬
が

擧
行
さ

れ

た
。

御
大
葬
の

儀
式
が

全
て

終
〜
し

た

の

は

深
夜
二

時
で

、

參
列
し

て

ゐ

た

森
鵬

外
は

そ

の

時
刻
に

齋
場
を
出
て

婦
路
に

就
い

た
。

そ

の

時
乃
木
大
將
夫
妻
が

天
皐

の

御
跡
を
慕
つ

て

殉
死

を

毬
げ
た

ら

し

い

と

い

ふ

噂
が

流
れ

て

ゐ

た。、

A

翌
朝
午

前
二

時

青
山
を

出
て

歸
る

。

途
上

乃

木
希
典
夫
妻
の

死
を
説
く

も

の

あ

り
。

予
半

信
半
疑
す
〉

と
鸛
外
は

九
月
十
三

日

付
の

日

記
に

記
し

て

ゐ

る
。

御
大
葬
の
一

夜

が

明
け

た

十
四

鍵

晝
、

鴎
外
は

謹
ち
に

乃
木
邸
に

弔
問
に

赴
き

、

又

舊
上

司
た

る

石
黒
忠
悳
男
爵
の

要
請
を
受
け
て

配
下
の

軍
醫
二

人
を

乃
木
邸
に

派

遣
し

た
。

翌

十
五
臼

に

は

遺
骸
の

納
棺
式
に

臨
席
し

た

こ

と

も
日

記

に

見
え

て

ゐ

る．、

そ

し

て

十
八

日
乃
太・
夫
妻
の

葬
式
の

た

め

の

青
由
齋
場
に

足
を

運
ん

だ
、

そ

の

夜、

彼
は

短

篇
小
説
『

鬪ハ
津
彌
五

右
衞
門
の

遺
書
』

を
起
稿
し
て
　

氣
に

書
き
ヒ
げ
て

し

ま

ふ
。

こ

の

作
品
は

「

中
央
公

論
」

の

十
月
號
に

發
表
さ

れ
、

後
に

か

な

り

重

要
な

加
筆
改
稿
の

手
を
施
さ

れ

て

翌

年
六

月
單
行
本
『

意
地
』

に

収
録
さ

れ
て

廣
く

世
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に

讀
ま

れ

る

樣
に

な

つ

た
。

こ

れ
は

以
後
に

續
々

と

執
筆
さ
れ

る

こ

と

に

な

る
一

連
の

歴
史
小
説
の

皮
切
り
に

當
る

作
品
と
し

て

文

學
史
的
意
義
の

上
か

ら

注
目
さ

れ

る

も
の

だ

が
、

敢
へ

て
一

口

で

そ

の

性
格
を
定
義
し

て

み

よ
う
と

す
る

な
ら

ば
、

こ

れ
は

乃
木
將
軍
の

明
治
天
皇
へ

の

殉
死
と

い

ふ

非
常
の

行
爲
に

對
し
て

の
、

鵬

外
の

側
か

ら

す

る

理
解
と

説
明
の

試
み

で

あ

る
。

そ

の

様
な

試
み

を

自
ら

に

課
さ

ざ
る

を
得
な

か

つ

た

と

こ

ろ

に
、

鴟
外
の

受
け

た

衝
撃
の

深
さ

が
表
れ
て

ゐ

る

し
、

實
際

、

日

記
に

〈

予
半
信
半
疑
す
〉

と

正

直
に

書
い

て

ゐ

る

通
り、

彼
に

と
つ

て

乃
木
將
軍
の

と

つ

た

行
動
は

豫
想
も
つ

か

ぬ

意
外
事
で

あ

つ

た

で

あ

ら

う
。

　

鴎
外
が

最
後
に

乃

木
將
軍
と
面
晤
し

た

の

は

明
治
四

十
五

年
七
月
十
日

陸
軍
軍

醫
學
校
卒
業
式
の

席
上

で

の

は

ず
で

あ

る
。

そ

の

日

の

歸
り
途
に

鵬
外
は

、

最
近

ヴ

ィ

ー

ン

の

或
る

彫
刻
家
が

乃

木
の

省
像
を
刻
ん

だ

銀
牌
を
膾
呈
し
て

き

た

と

い

ふ

傳
聞
を

話
題
に

し
、

一

度
拜
見
し

た

い

も
の

だ
、

も
し

よ
ろ

し

け
れ

ば
友
人
の

武
石
弘
三

郎
を

し
て

模
造
を
作
製
さ

せ

て

も
み

た

い

と

言
つ

た
。

明
治
天
皇
が

崩

御
さ
れ
た

後、

殉
死
を
決
意
し

た

乃

木
は

友
人
知
己
に

對
し

、

ひ

そ

か

に

形
見
分

け

の

膾
與
を
進
め

て

ゐ

た
。

或
る

日

乃
木
の

副
官
が

話
題
の

銀
牌
を
鴟
外
の

も
と

に

持
參
し

、

返
却
に

及
ば

ぬ
、

と

い

ふ

持
主
の

口

上
を
も
傅
へ

た
。

こ

れ

は

乃
木

か

ら

森
に

向
け
て

の

形
身
の

遺
膾
を

意
味
す

る

も
の

だ
つ

た

の

だ

ら

う
。

し

か

し

鴟
外
は

そ

の

こ

と

に

氣
が

つ

か
な

か

つ

た
。

折
角
遠
方
か

ら

寄
囎
さ

れ

て

き

た

も

の

を

貰
つ

て

し

ま

つ

て

は

す

ま
ぬ

と

思
ひ
、

又
そ

れ

ほ

ど
の

優
れ
た

出
來
榮
え

と

も
思
は

れ
な

か
つ

た

の

で
、

さ
き

に

冂

外
し

た

樣
な

模
造
を

作
ら

せ

る

と
い

ふ

こ

と
に

も
せ

ぬ

ま

ま
に

、

鴫
外
は

そ

の

レ

リ

ー

フ

を

乃
木
に

返
却
し

た
。

か

く
て

彼

の

手
元
に

乃
木
の

遺

品
が

留
る

機
會
は

失
は

れ
、

そ

の

自
裁
の

覺
悟
も
豫
感
せ

ら

れ
る

こ

と
も

な

く
て

過
ぎ
た

。

　
一

方
、

乃
木
は

九
月
八
日

に
、

ひ

そ

か

な

る

辭
別
の

心

を
以
て

山
縣
有
朋
を
訪

問
し
た

。

對
座
す
る

う
ち
に

山
縣
は

乃
木
に

樹
し

て、

先
帝
崩
御
の

際
に

詠
じ
た

森

鴎

外
と

山

縣
有
朋

　
　
　

小

堀

桂一
郎

哀
悼
の

和
歌
を

示
し

、

乃
木
の

方
で

も
自
作
の

挽
歌
一

首
を
そ

の

場
で

紙
に

書
い

て

山
縣
に

渡
し

た
。

そ

れ

は
、

　

神
あ

か

り
あ

か

り

ま

し

ぬ

る

大
君
の

み

あ

と

し

た

ひ

て

お
ろ

か

み

ま
つ

る

と

い

ふ

も
の

で

あ
つ

た
。

山
縣
は

黙
つ

て

受
取
り、
一

語
の

評
語
も

發
し

な

か
つ

た

が、

乃
木
が

歸
つ

た

あ
と
で

こ

れ
を

讀
み
直
し

て

み

て
、

「

み

あ

と

し

た

ひ

て

お

ろ

か

み

ま
つ

る

で

は

語
勢
が

合
は
ぬ

。

此
歌
を
詠
ん

で

は

乃
木
は

死
な

な

く
ち

や

な

ら

ん

な
」

と

獨
語
し

、

傍
の

夫
人
を

顧
み

て

「

乃

木
が

這
箇
の

歌
を
詠
ん

で

行
つ

た

が

不
思
議
な

歌
を

詠
む
も

の

ち
や
」

と

呟
い

た
。

晩
食
の

時
に

も
山
縣
は

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　ロ
ほら

又

「

乃
木
は

死
ぬ

氣
で

は

な
い

だ
ら
う

か
」

と
繰
返
し
た

。

　

山
縣
は

乃
木
の

死
を
微
か

に

豫
感
し

た

の

で

あ

つ

た

ら

う
。

訃
報
に

接
す

る

や

こ

の

剛
毅
冷
嚴
な

老
人
と

し

て

は

珍
し

い

こ

と

に

涕
涙
塞
き
あ
へ

ず
、

他
人
の

眼

を
憚
つ

て

遂
に

弔
問
に

出
か

け

る

こ

と
が

で

き
な

か
つ

た

と

い

ふ
。

彼
の

乃
木
に

向
け

て

の

挽
歌
は

、

　

い

さ
き
よ

く
今
ま

て

み

え

し

秋
の

霜
き
え

て

朝
日

の

光
り
ま

は

ゆ

き

と

い

ふ

も
の

だ
つ

た
。

（
八
）

公
務
に

關
は

る

接
觸

・

遂
に

實
現
し

た
庇
護
と

報
謝

　

世
界
の

耳
目
を
聳
動
さ

せ

た

乃
木
夫
妻
殉
死
事
件
に

、

山
縣

、

森
兩
人
夫
々

に

個

性
的
な

遭
遇
・

對
應
を

見
せ

て

ゐ

る

が
、

こ

の

件
を
め

ぐ
つ

て

兩
人
の

間
に

何

ら

か

の

接
觸
が

あ
つ

た

形
跡
は

な

い
。

つ

ま

り

兩
者
の

關
係
は

既
に

五

年
に

及
ぶ

常
磐
會
例
會
で

の

同
席、
「

占
稀
庵
記
」

の

起
草
と

い

つ

た

縁
故
が

あ

る

に

も
拘

ら

ず
、

依
然
と

し

て

淡
く
間
接
的
な

も
の

で

あ

り
、

重
要
な

案
件
は

常
に

聞
に

立

つ

賀
古
鶴
所
を

通
じ

て
一

方
か

ら

他
方
へ

と

流
れ
て

ゐ

た
、

と

い

ふ

風
に

見
え

る
。

そ

し

て、

そ

の

こ

と

の
一

例
と

し

て

明
治
天
皇
崩
御
の

少
し
前
に

起
つ

た

陸
軍
進

級
令
改
正

案
問
題
が

あ

る
。

こ

れ
は

簡
單
に

言
へ

ば
、

そ

れ
ま
で

獨
立

し

て

ゐ

た69
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明
星

大
学
研

究
紀
要

【

驕

本
文

化
学
部
・
言

語
文
化

学
科】
第
六

号
一
プ
ノ

／

套

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
ー

陸
軍
軍
醫
部
の

入
事
權
を
髓
務
局
長
の

權
限

か

ら
引

離
し

て

軍
務
局
長
の

手
に

収

奪
し

よ
う

と

い

ふ

案
件
で

あ

る
。

鏤
務
樹
畏
の

森
は

當
然
此
に

抵
抗
し

、

軍
務
構

長
函
巾
義
｝

、

人
事
局
長
溜
合
操
と

の

閥
に

險
し

い

對
立

を
惹
起
し

た
。

そ

し

て

森
は

こ

の

案
を

強
行
す

る

な

ら

辭
職
す
る

ま
で

だ

と

の

強
硬
な

態
度
を
崩
さ

な

か

つ

た
。

明
治
四

十
五

年
七
封
一

日

付
の

鴎
外
の

目

記

に

次
の

文
字
が

あ

る
。

　
へ

進
級
令
問
遯
に

翻
す

る

意
見
行
は

れ
ざ

る

こ

と

と

な
り
し

に

よ

り
、

次
官
に

　

請
罷
す
。

（
中
略
）

夜
賀
占
鶴
所
來
話
す．

り

矢
鴫
柳冖
二

郎
が
予

の

進
退

を
告
げ

　

し

に

よ

り

て

な

り
。

V

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
り
ぬゴ

　
・

山

田

弘
倫
軍
醫
中
將
の

特
異
な

評
傳
『

軍
醫
森
鶴
外
』

に

よ

れ

ば
、

森
局
長
が

改
正

案
阻
止
の

た

め

に

職
を

賭
し
て

抵
抗
し

て

ゐ

る

と

い

ふ

事
態
を

知
つ

て
、

山

田

氏
自
身
は

人
事
局
長
の

許
に

談
判
に

赴
き

、

氏
と
意
向
を
同
じ

う

す

る

醫
事
課

長
の

矢
鵬
軍
醫
は

賀
古
鶴
所
に

注
進
に

及
ん

だ

と

い

ふ

の

で

あ
る

が
、

そ

れ

は

賀

古
の

背
後
に

は

長
老
山
縣
有
朋
が

控
へ

て

ゐ

る

こ

と

を
意
識
し、

計
算
に

入
れ
て

の

上
の

こ

と

だ
つ

た。．

果
た

し

て

翌
七
月．
一
巳

、

矯
外
口

記

に

よ

れ

ば

　
へ

雨…
。

予
の

進
退
の

辜
を
乱

口

げ

に
、

賀
古
椿
山
直
へ

祐
ノ

＼り

放
衡
後

賀
占
を

訪

　
ひ

て

謝
す

。

∀

と

い

ふ

次
第
で

、

賀
古
は

早
速
山
縣
を

訪
問
し

、

陸
軍
省
の

人
事
問
題
に

こ

の

大

長
老
が
介
入
せ

ん

こ

と

を
乞

う

た

の

で

あ

つ

た
。

そ

れ
は

勿
論
表
向
き

に

は

軍
翳

部
入
事
樽
な

る

行
政
事
務
の

根
底
に

存
す

る

道
理
と

い

ふ

も

の

を
癌
に

し

て

行
勤

し

た

と

い

ふ

こ

と

で

あ
ら

う

が
、

直
接
の

動
機
は

舊
友
森
林
太
畝…
局
長
の
　

身
上

の

榮
辱
が

こ

れ

に

懸
つ

て

ゐ

た

か

ら

で

あ

る
。

賀
古
の

由
縣

訪
問
・

陳
情
の

効
果

は

忽
ち

に

現
れ

た．．

翌
七
月
三

日

の

鵬
外
の

日

記
に

は
、

ハ

爾
。

岡
次
官
來
局
し
て

椿
山
公
と

田
中
少
將
義，一

と

の

饗
話
の

事
を

蓄
ふ

。

　
椿
山
公
賀
占
を
召
し

て

予
の

進
退
の

事
を

言
ふ

。

（

中
略）

放
衙
後

再
び

賀
古

　
を
訪
ひ

て
、

拵
山
公
の

話
を
傳
へ

聞
く。
▽

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
70

と

あ
る

。

慮
撮
弘
倫
氏
著

書
に

よ

れ

ば
、

山
縣
と
m
田

中
軍
務
局
長
と

の

對
話
と

い

ふ

の

は
、

要
す

る

に

こ

の

長
老
か
ら

、

騫
生
部
入
事
の

獨
立
性
に

對
し
て

は

干
渉

す
る

な、

と

い

ふ

口

本
陸
軍
軍
醫
部
發
足
當
蒔
か

ら

の

傅
統
を

根
據
に

し

て

の

注

意
で

あ
つ

た

ら

し
い

。

斯
う

し

て

軍
醫
の

進
級
舎
に

就
い

て

の

改
正

案
は

當
面
撤

罔
さ

れ

る

こ

と

に

な

り
、

鵬
外
の

抵
抗
は

貰
徹
さ

れ

た

形
で

、

從
つ

て

辭
職
を
す

る

必

要
も
な

く

な

つ

た
。

越
え

て

七
月
ヒ
ロ

の

鵬
外
日

記
に

く

椿
山
莊
へ

果
物
を

贈
り

ま

ゐ

ら

す
▽

と

あ

る

の

は

勿
論
こ

の

危
機
に

際
し

て

の

山
縣
の

庇
護
に

對
す

る

感
謝
の

表
現
で

あ
る

。

親
友
の

賀
古
が

森
を

し

き

り
に

山
縣
に

接
近
さ

せ

よ

う

と

し
、

陰
に

陽
に

推
輓
し

て

ゐ

た

こ

と

の

効
果
が

、

此
處
に

到
つ

て

邃
に

實
質
的

な

實
を

結
ん

だ

の

で

あ

つ

た
。

時
に

鵐
外
五

卜
一

歳
で

あ

る
。

明
治
四

十
年
四

十

六

歳
で

軍
醫
總
監

（
後
の

官
制
で

は

軍
醫
中
將
）

に

任
ぜ

ら

れ
、

醫
務
局
長
に

就

任
し

て

か

ら

看

年
を
經
て

は

ゐ

る

も

の

の
、

有
能
な

官
吏
と

し

て

の

彼
に

は

猶
爲

す
べ

き

仕
事
は

多
く、

部
ド
の

信
望
も
極
め

て

厚
か

つ

た

こ

と、

山
田

弘
倫
の

證

言
を

信
ず

べ

き
で

あ

る．、

こ

の

年
齢
に

於
い

て

謂
は

ば

喧

嘩
別
れ
の

如
き

形
で

退

職
し

て

し

ま

ふ

の

は
、

活
動
意
欲
旺
盛
な

鵬
外
と

し

て

は

如
何
に

も

不
本
意
な

こ

と

で

あ
つ

た

ら

う
。

有
り

體
に

言
へ

ば

彼
は

公
職
の

上

で

の

危

機
を

山
縣
の

介
入

に

よ
つ

て

救
つ

て

も
ら

つ

た

の

で

あ
り

、

そ

の

お

蔭
で

公
人
と

し

て

の

破
の

活

動

に

は

更
に

五
年
の

歳
月
が

淺
さ

れ

る

こ

と

に

な

る

の

で

あ
つ

た
。

鵬
外
が

こ

の

こ

と

で

山
縣
に

愚
誼

を
感
じ

、

折
に

ふ

れ

て

報
恩

の

志
を

起
し

た

と

し

て

も
、

そ

れ

は

入
情
の

自
然
と

い

ふ

も

の

で

あ
り

、

義
理
の

貸
借
と

い

つ

た

功
利
の

側
面
か

ら

觀
察
す
べ

き
こ

と

で

は

あ

る

ま

い
。

　
幸
ひ

に

し

て
、

そ

れ

も
森
と
山
縣
と

の

双
方
に

と

つ

て
、

と

い

つ

た

表
現
を
し

て

よ

い

で

あ

ら

う
、

こ

の

事
件
を

機
縁
と

し
て

醒
者
は

接

近
の

度
合
を
一

日
盛
深

め

る
。

如
何
に

も
遲

か
つ

た
、

と

も、一、
筒

へ

よ
う

。

し

か

し

爾
者
闘
の

距

離
が

そ

れ

以
ヒ

縮
ま

ら

な

か

つ

た

と

い

ふ

場
合
レ

“

り

は

邁
か

に

よ

い
。

權
力
と
叡
知

と

の

接

N 工工
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近
、

そ

こ

に

期
待
さ
れ

る

親
密
な

強
力
と

融
合
　
　
そ

こ

か

ら

は

確
か

に

何
か

或

る

精
繭
の

新
展
望
が

ひ

ら

け

て

く
る

は

ず
で

あ

る
。

兩
者
に

殘
さ

れ
た

時
間

、

も

は

や

長
く
は

な

い

大
正

期
の

十
年
間
に

、

そ

の

展
望
の

中
に

ど

ん

な

風
景
が

展
開

さ

れ

る

の

か
、

そ

れ

を
次
な

る

課
題
と
し

て

此
處
に
一

先
づ

検
證．
の

筆
を
擱
く

こ

と

と

す
る

。

附
記

し
て

、

本
論
文
を

、

敬
愛
す
る

同
僚
島
田

良
二

教
授
の

御
退
職
に

際
し

、

献
呈

す

る

機
會
を
得
た

こ

と

を

喜
び

と

す
る

も

の

で

あ

り

ま
す

。

記
念
と

注（
1）
山

縣
は

幼

名
辰
之

助、
十

八
歳
で

小
助
と

改
め、
二

十
歳
で

小

輔
と
一
字
改
め、
文
久
三

年
二

十
五

歳
で

奇

　

　
兵

隊
に

參．
加

し
た

頃
に

は

狂
介
と

稱
し
て

ゐ
た。
以

下
山

縣
の

青

年
時

代
に
就
い

て

の

記
述
は

次
の

四
書
に

負

　

　
う
て

ゐ

る。

　

　

　
藤
村
道
生

『

山

縣
有
朋
』

昭
和．
二

卜
六

年
五

月
初
版、
吉
川

弘

文
館
刊。

　

　

　
坂
本
箕

山
「

元
帥

公
爵

山
縣
有

朋』
　

大
正

十．一
年一、
月、
至

誠
堂
刊。

　

　

　
岡
義
武

『

山
縣
有
朋

　
　
明
治

目
本
の

象
徴

i
』

昭

和
三

卜
三

年
五

月
初
版、
岩

波
書
店

刊。

　

　

　
半
藤一
利
『

山
縣
有
朋』
．

平
成

八
年．
八

月、
PHP

文
庫。

（
2）
森
於

莵
「

父

親
と

し

て

の

森

鴟
外
』

昭
和

四
十
四

年
十
二

月
初

版、
筑

摩
書

房
刊。
平
成
五

年
九

月一
ち

く

　

　

ま
文

庫
」

と

し

て

再

版
。

そ

の

H
「

鴎
外
と

醫
學
」

の

う
ち
一
鴎

外
秘
話
賦

に

語
ら

れ
て

ゐ

る。
一
台
北

讀

書

　

　

會｝
で

語
ら

れ
た

談
話
で

あ

る

由。

〔
3）
本
篇
の

書
誌

的
詳

細
は

『
鴟
外
全

集」
第
三

巻

（

昭
和

四
十
七

年一
月、
岩
波

書
店

刑）
の

木
文
凡

例
及

び

　

　

編
集
部
に

よ

る

「

後
記
し

に

よ
つ

て

窺
ひ

見
る

こ

と

が

で

き
る。

（
4〕
こ

の

微
妙
な

接
觸
點
を

機
敏
に

捉
へ

て

ゐ

る

先

行
研
究
と

し
て

石
井

郁
男
氏
の

「

森
鵬

外
の

小
倉
時
代」

　

　（
昭
和
五

十
七

年
七
月

森
鸛
外

記
念

會
發
行

「

鴎
外
」

第
訂

號、
現

在
昭

和
六

十
二

年

有
精
堂

刊
「
日

本
文

學

　

　

研

究
資
料
新

集
13
「
森
鴎
外

I
−

初
期
作

品
の

肚

界
」

所
収）
が

あ
る．．
た
だ

「

西
周

傳』
が

（一
種
の

山

縣

　

　

あ
て

の

手
紙
と

し
て
〉

ま

と
め

ら
れ

た、
と
の

同

氏
の

説

に

筆
者
は

賛
同
し

難
い．一

（
5〕
常
磐

會
と

い

ふ

歌

會
の

沿

革・
實

績
・
意

義
に

つ

い

て

は

古
川

清
彦

氏
に
一
森
鴎

外
と
常

磐
會
」

と

題
す

る

　

　

詳

細
な

研
究
が

あ
る。
始
め

「

宇
都

宮
大
思
T

學
藝

學

部
論
集
」

第一
Q
・
一
一
號
（
昭
和．
二

十
六
年
一
月、
三

　

　

十
七

年
卜．．
月
發
行）
に

發

表
さ
れ、
昭

和
四
十

五

年一
月
發
行
の

「
日
本
文

學
研
究
資
料
叢
書
」

の

一
服

　

　「
森
鴫
外
』

〔
有

精
堂

刊）
に

再

録
さ

れ
た．．
こ

の

卞

題
に

關
し

て

の

決
定

版
と

言
つ

て

よ

い

綿
密
な

調
査
報

告

　

　

で

あ

り、
本
稿
で

も

常

磐
會
實

績
の

細
目

に

關
る「
茜

及
は
ほ

と
ん

ど

全
て

を
古
川

氏
の

研
究
に

負
う
ゐ

る．一
謝

　

　

意
を

込
め
て

記
し
て

お
く。

〔
6）
唐

木
順
三

「

森
鴎

外
』 。
昭
和
二

卜
四

年
初
版、
世
界

評

論
社
刊。
本
書
は

昭
和
三

十一
年

東

京

ラ

イ

フ

社

　

　

が

復
刊、
昭
和．
二

十．
二

年
社

會
思
想

社
が

改

訂
版
を

刊
行、
後
に

唐
木
順、
二

全

集
に

収
め

ら
れ

た、
木

稿
で

は

　

社

會
思
想

社
版

を
參
考
と

し
た

が、
そ

こ

に

个

：

常

磐
會
は

歌
會
か
ら

逸
脱
し

て

社
會
政

策
を
談
ず
る

中
心
に

　

な

り
か

ね

な

い

よ

う
な
と

こ

ろ

が
あ
つ

た

と

思
わ
れ

る
V

と
い

ふ
へ
筋
が
あ

る。
但
し
こ

の

判
断
が
生
じ

た

根

　

據
に

つ

い

て

は
唐

木
氏
は

明
示
し

て

ゐ

な

い。

（
7

）

喜
田

貞
吉

『

還
暦
記

念

　
六
十

年
之
囘

顧」
昭

和
八

年

刊、
私

家
版。

（
8

）

岡
義

武
『
山
縣
有

朋』
注

（

1）
に

記
載。

（
9）
久
米
邦

武
「
神
道

は

祭
天
の

古
俗一
　

初
出
は

明

治
二

十
四

年
十
月
−

十
二

月
に

「
史
學

會
雑
誌［
第
231

　

25
號
所

戴
。

問

題
を
醸
し

た

の

は
明

治
二

卜
五

年一
月
「

史

海」
第
8
號
再
録
の

時。
現

在

は

筑

摩

書

房

版

　
「

明
治
文

學
全

集．…
78
「

明
治

史
論

集
（
二）』
所

載
の

形
で

讃
む
こ

と
が

で

き
る。

（
10）
現
在
鵬

外
研
究

者
の

多
數
派
が

〈一
長

者
〉

は

山

縣
有
朋
を

指
す
と
の

見
方
を

採
つ

て

ゐ

る

や

う
で

あ

る。

　

早
い

時

期
の

こ

の

説
と

し
て

は。
注

（
6）
に

撃
げ
た

唐

木
順
三

氏
が

該

著
の

中
で、
〈

…
…

日

本

は

特

殊

な

　

お
國
柄
だ

か
ら

當
局
が

巧
み

に

佗

を
と
つ

て

ゆ

け
ば、
危

険
な
こ

と
は

起
る
ま
い

と
い

つ

た．
そ

う
し
て、
巧

　

み

な

柁
の

と

り

方
の
一
案
と
し

て
「
か

の

や

う
に」
を
書
い

て

山

縣
公
に

献

策
し

た
V

と、
事
も
無

げ
に

書
い

　

て

ゐ

る．
こ

の

作
品
が

山
縣
へ

の

「
献
策」
で

あ

る
と
い

ふ

特
異
な
判

斷
に
つ

い

て、
唐

木
氏
は

や

は

り
4、
の

　

根

據
を
呈

示
し
て

は
ゐ

な

い。

（
11）
前
掲、
森

於
莵
「
鴎
外
秘

話一

（

12）
徳
富
蘇

峰
編
述

『

公
爵

山
縣

有
朋
傳
」

〔
下

巻）

（
13）
本
書
は

公
人

と
し
て、
陸

軍
省
の

官
吏
と

し
て

の

鴎
外

を
論
ず

る
際
の

文
献
と

し

て

古

典
的
位
置
庫

占
め

る
。

　

但
し
現

在
で

は

軍
醫
と

し
て

の

鴫
外

を
全
體

的
に

捉
へ
よ

う
と
試

み
る

單
行
の

研

究
書
も

多
數
出
る

に

至
っ

て

　

ゐ

る。
管
見
に

入
つ

た
か

ぎ
り

の

代

表
的
な

も
の

五

點
を

播
げ
て

お
く．

　

伊
達一
男
「

醫

師
と

し
て

の

森
鴎
外
』

（
正
・
續）
　

昭

和
五
十
六

年、
一
月、
平
成
元

年
四
月、
績
文
堂

刊
，

　

丸
山
博

「

森
鴎

外
と

衛

生
學
』

昭
和
五

卜
九

年
七
月、
勁
草

書
房

刊
。

　

宮
本
忍

「

鴎
外
の

醫
學

思
想
』

昭
和
五

卜
四

年
二

月、
勁
草

書
房

刊
。

　

同
右
「
森
鴎
外
の

醫
學
と

文

學　
昭

和
五

十
五

年
二

月、
勁

草
書

房
刊．．

　

松
井
利

彦
『

軍

醫
森
鴎

外
　
　
統
帥

權
と
文

學
』

平
成
元

年
三
月、
櫻
楓

社
刊。

後

記。
木
穢
は

季
刊
雑

誌
「
日

本
及
冂

本
人
」

の

昭

和
六

十
二

年

十
月
「
爽
秋
號」
同
六

十
三

年，
月
一
新
春
號」

　
に

發
表
し

た
一
森

鴎
外
と

山
縣

有
朋

−
大
止

期

思
想

界
の
一
局

面」
（
上）
及
び

（
中）
か

ら、

明

治
の

終

焉

　
に

至
る
ま

で

の

叙
述

を
抄

出
し、
改

訂
・
増
補
の

筆
を

加
へ
た

も
の

で

あ
る。
か
な

り
の

部
分
が

要
旨
か
ら
言
へ

　
ば

再
度
の

活
字
化

に

な
る

こ

と
に

つ

き、
御
諒
承

を
乞
ひ

た

い。
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