
に 目治 生 す 国 るヱ えな を によ 中

な しあ 諸 ヽ語次 いれ ぼ りお私 でう期

つ まる若 め学 に はか ､ま立 の きに ま

た しい と』 特 ､政 ら コす て恩 る ､で

｢たは 読 ､殊 明 治お ミとに師 こ私 の

国 o政 ん 『演 治 恩話 ユ ､なの とが 使

語 例治 で文 習期 想す こそ り時 が見 用
｣ え思 き明 には とる ケれ ま枝 あた 状

とば想 ま論 お ､の間 lは し弛 れも 況

い ､の し之 い 日間題 シ ､た記 ばの ､

う 明勤 た概 て本 わも ヨ言 ○先 とは そ

言 治向 ○略 ､語 り ､ン言吾回生 願 ､の

英 二 を そ』 明 の とこやの詣 は つは 背

も 十背 の ､治歴 いの 国櫓 学 ､てん 泉

､年景 勉 久期史 うよ語戒 が首 おとな

そ 代 と強 米 のの こう教葵 ､薬 りう ど
の に しの邦 首 中 とな 脊索 ヱが まに を
- ､て 中武 薬 で に考 や で の表 すわ 取
つ 日成 で の の興 なえ 国あ よ現 oず り
で木立 ､『研味 ろ方 語 る うと か 上

本

日

は

､

｢
明

治

『
国

語

』

｣

の
中

の

一
つ
の
問

す 国 し特 米究 あ うの政音 な理 で げ題

( 家 ､に欧 をるか上 策税 人解 す た と
拙 の し幕 回課時 とに な ･間の ○い し
著 言か未 覧題期 患立 ど語 の過 こ とて
『語 も か実 とで い つ ､免 行程 れ 思 ､
｢と彼 ら記 しす まて い ･勤 で ら い ｢
国 い世 明』 ､Oすの ろ文 とあ の ま人
語 うに治 ､例 私 D､い法 しる 間 す民
｣ 意彩 の あ え は 首 ろ等 て と 題 01-
と織響 前 るば ' 薬 なの の い をた ｢

は にを期 い ､こ と分研 言 う ､だ 国

何 お残 ･は福 の 社 野究 葉音 多 ｢民
か い し中 ､沢 と 会 にば を語 少 管 一･一
』 てて期 漸翰 こ ､関か研観 な見 l
< 使 い に石 膏 ろ 言 わ り究 に り｣ 臣
- わる か の の十 薬 つで す基 と と民
九 れ貫 け作 『年 とてな るづ も し｣
九 る薬 て品学 余 政 き く こく 明 まの

三 よに の を閉 り 治 ま ､と学 ら し明

年 う注 政 学 の ､ あ す例 に脱 か た治

ーll･･-

【
退

官記念
最
終
講
義
】

明

治

「

国

語

」

管

見

―

「

人

民

」

「

国

民

」

「

臣

民

」

を

め

ぐ

っ

て

―

京

極

興

一

た

だ

い
ま

は

､
堀

井

先
生

か

ら
過

分

の
御
紹
介

を

い
た
だ

き
恐
縮

し

て
お

り
ま
す

｡
今

ま

で
､
多

く

の

先

生

方

の
お
世

話

に
な

り
ー
ま

た

､
学

生
諸

君

と
楽

し
く
過

ご

し

て
き
ま
し
た
｡

心
か
ら
お
礼

申

し
上

げ

ま

す

cf
､
｢
明

治

『
国

語

』

｣
と

そ

の
研
究

の
必
要
性



東
宛
社

)
に
､

｢
国
語

｣

の
成
立

､
日
本
人

の

｢
国
語

｣
観

の
特
質
と
各
方
面

へ
の
影
響
な

ど

の
問
題

を

取

り
上
げ

ま

し
た

)
｡

そ
し

て
､

こ

の
よ
う
な
言
葉

に

つ
い
て
､
国
語
学
分
野
か
ら

の
研
究

の
必
要
性

を

痛
感

し
ま

し
た
｡

近
代
史

や
近
代

思
想
史

の
研
究

で
は

'

｢
明
治
国
家

｣
と

い
う
言
葉
が

し
ば
し
ば
使
わ
れ

て
い
ま
す
O

こ

の
現
象

は

､
明
治
期

の
国
家
的
特
質
が
極
め

て
顕
著

で
あ

り
､
そ
れ
を
端
的

に
表
す
言
葉

の
必
要
性
か

ら
生

じ
た
も

の
で
し

ょ
う
O

こ
の
よ
う
な
用
語
例

に
倣

い
ま
す
と
､
近
代
日
本
語

の
研
究

に
お

い
て
も
､

明
治
国
家

と
密
接
な
関
係

に
お

い
て
成
立

し
た
言
葉

､
例
え
ば

､
司
馬
遼
太
郎
が

『
明
治
と

い
う
国
家

』

(
1
九
九

f
年

日
本

放
送
出
版
協
会

)
の
中

で
､

明
治

は

､
近
代

日
本

語
を

つ
く

り
あ
げ
た
時
代

で
も
あ

り
ま
し
た
｡
た
と
え
ば

､

い
ま
私
が
申
し
あ

げ
た

｢
義

務

｣

あ

る

い
は
権
利
｡

こ
の
二

つ
の
こ
と
ば
も
､
明
治
国
家
が
翻
訳
し
て
く
れ
た
言
語

道
産

で
す

(
五
頁

)

と

い

っ
て

い
る
よ
う
な
言
葉

は
､

｢
明
治

『
国
語
』

｣
と
名
付

け
る
の
に
ふ
さ
わ
し

い
も

の
で
は
な

い
か

と
思
わ
れ

ま
す
o
新
造

語

は
避

け
た

い
の
で
す
が
､

こ
の
話
を
題
目
に
用

い
た
意
図
は

こ
ん
な

と
こ
ろ
に

あ

り
ま

す
｡

さ

て
ー

こ
こ
で
は

､

｢
明
治

『
国
語

』

｣
の
中

の

｢
人
民

｣

｢
国
民

｣

｢
臣
民

｣
と

い
う
語
を
取
り
上

げ

よ
う

と
思

い
ま
す
Q
な
ぜ

こ
れ

ら
を

取

り
上
げ

る

の
か
と

い
う
点

に

つ
い
て
､
ち
ょ

っ
と
申
し
上
げ
ま

す

｡

こ

の
中

の

｢
国
民

｣
に

つ
い
て
､
朝

日
新
聞

の

｢
天
声
人
語

｣

(
7
九
八
九
年

五
月
三
日

)
は
､
次

の
よ
う

に
言

っ
て

い
ま
す
｡

こ

の
国

の
人
び

と
全
体
を
指

し

て
呼

ぶ
時

､
何

と
言
う

の
が
よ

い
か
｡
書

い
て
い
て
､

い
つ
も
迷

う
｡

国
民

で
よ

い
で
は
な

い
か

､
と
思

う
人
も
多
か
ろ
う
｡
だ
が
､
し

っ
く
り
し
な

い
場
合
が

あ
る
｡

結
局

､
考

え
あ

ぐ
ね

て

｢
人

々
｣
な
ど
と
書
く
O

い
さ
さ
か
締
ま

り
に
欠
け

る
｡
残
念
だ
が
仕
方
が

な

い
｡
国

民

と
書

き

た
く
な

い
の
は
､
と
も
す
れ
ば
統
治
す
る
対
象

と
し

て
の
人

々
と

い
う
響
き
を

持

つ
か
ら

だ
O

(
中
略

)
よ
く
考

え

る
と
､

｢
民

｣
の
字

に

｢
統
治

さ
れ

て
い
る
人

々
｣
と

い
う
意

味
が
あ

り
､

そ
れ
が
気

に
か
か

る
ら

し

い
｡

米

国

の
指
導
者

が

｢
私

の
仲

間

の

ア
メ

リ
カ
人
た
ち
よ

｣
､

フ
ラ

ン
ス
大
統
領
が

｢
フ
ラ

ン
ス
人

(
男
性

)

た

ち

と

フ
ラ

ン
ス
人

へ
女
性

)
た
ち

よ

｣
'
中
国

の
指
導
者
が

｢
同
志
た
ち

｣
な
ど
と
言
う

の
に
比
べ
て
､

日
本

で
は

｢
国

民

｣
を
使

わ
ざ

る
を
得

な

い
け
れ
ど
も

､
ど
う
も
気

に
な

る
と

い
､つ
の
で
す
｡

こ
の

｢
天
声

人
語

｣
の
筆
者

が
投
げ
掛

け
た

｢
国
民

｣
の
問
題

に
対
し

て
､
国
語
学
者

は
何
を
答
え
る

こ
と
が

で
き

る

の
で
し

ょ
う
か
Q
私

は

､
そ
の
点
が
気

に
な

り
ま
し
た
O
政
治
思
想
史
研
究

の
分
野

で
は
､

政

治
思
想

と
言

葉

ー
あ

る

い
は
政

治

と
言
葉
と

の
関
わ

り
に

つ
い
て
､
種

々
の
研
究
が
あ
り
ま
す

(
丸
山



寅

男

『
日
本

政

治

思
想

史

研
究

』

(
東

京
大
学

出
版

会

九

五

二
年

)

･
鹿
野
政
直

｢
臣
民

･
市
民

国

家

｣

(

『
近

代

日

本

政

治

思
想

史

-

治

文

化

と
言

語

象
徴

』

(

f
九

八

三

年
』
所
収

東
京

一
九

七

i
年

有
斐

閣

)

･
石
田
雄

『
近
代

日
本

の
政

大
学

出
版

会

)

･

『
日
本

の
政
治

と
言
葉

下

』

八

一
九

八
九

年

東

京

大

学

出
版

会

)
な

ど

)
｡

し
か

し

､
国
語
学

の
分
野

で
は
ー

こ
の
魔

の
観
点
か

ら

の
調
査

研

究

は
見

当

ら

な

い
よ

う

で
す
｡

こ
れ

は
具
合

が
雇

い
の
で
は
な

い
だ

ろ
､つ
か
ー
多
少
仰

々
し

い
言

い
方

を

し
ま

す

と

､
囲

語
学

者

の
賓

任

み
た

い
な
も

の
を
感

じ
ま

し
た
O

そ

こ

で
､
私

と
し

て
は

､
せ
め

て

｢

国

民

｣
と

そ

の
周

辺

の

｢
人

民

｣

｢
臣

民

｣
な

ど

の
語

の
使

用
状
況

を
多
少

な

り
と
も
明

ら
か

に
し
た

い

そ
し

て
､

そ
れ

ら
が

社

会

や
政

治

の
中

で
ど

う
生

き

て
き

た

の
か
を

､
単

な

る
意
味

だ
け

の
問
題

で
な

く

思
想

的

な
背

景

､

あ

る

い
は
社

会

の
動

き

と

の
関
連

に
お

い
て
と
ら
え

て
み
た

い
､
と

い
う
よ
う
な

こ
と

を

考

え
た

わ

け

で
あ

り
ま

す
｡

そ
れ
が

､
今

日
お
話

す

る

こ
と

の
基

本

で
あ

り
ま
す
｡

二
､
｢
人

民

｣
と

｢
国

民

｣

の
消

長

侶
明

治

前

期

の
状

況

な

ど

明

治

初

期

の
文

献

に
は
1

日
本

の
国

家

の
構
成
員

全
体

ー
あ

る

い
は

そ
れ
に
匹
敵

す

る
よ
う
な
集

団

を

呼

ぶ
言

葉

と

し

て
､
次

の
お
び

た

だ

し

い
語
が
使

わ
れ

て

い
ま
す
.

民

人

民

民

人

国

民

国

人

邦
人

邦

民

衆

民
衆

衆
民

衆

人

人
衆

衆
庶

大

衆

公
衆

群

民

公
民

庶
民

庶
人

民
庶

士
庶

有

衆

臣
民

臣
僕

こ

の

T
見

混

沌

と

し

た
状

況

は

､
何
を

意

味

す

る

の
で
し

ょ
､つ
か
o
江
戸
時
代

の
い
わ
ゆ
る
封
建
的

な
身

分

社

会

に
お

い
て
は

､

1
般

に
国

民

と

い
う
意
識

や
概
念

､
国
民

と
し

て

の

1
体
観

は
あ

り
ま

せ
ん
｡
新

し

い
国

家

､

つ
ま

り
国

民

国

家

を

目
指

す

こ
と

に
な

っ
た
明
治
期

に
入

っ
て
も

､
初
期

に
お

い
て
は
､
国

民

に
相

当

す

る
も

の
を

表

す
青
葉

が

ま

だ
確
定

し
ま

せ
ん
｡

そ
れ
が

ー

こ
の
よ
う

に
多

く

の
語

の
使

わ

れ

た

原

因

で
し

ょ
う
o

そ
し

て
､

こ

の
中

か

ら

､

い
く

つ
か

の
語

､
例

え
ば

､

｢
人
民

国
民

国
人

臣

民

｣
な
ど
が

､
後

世

に
生

き

残

る

こ
と

に
な

り
ま
す
が

､

こ
れ

ら
は

､

い
わ
ば

､
明

治
国
家
が

生

み
出

し

育

て
た

語

､
す

な

わ

ち

､

｢
明

治

『
国

語

』

｣
の

一
典
型

と

い
え

よ

う
か
と
思

い
ま
す
｡

さ

て
ー

｢
人

民

｣

｢
国

民

｣
に

つ
い
て
見

ま
す

と

､
耐
語

は
､
意
味

の
上

で
達

､つ
と

こ
ろ
も
あ

り
ま

す

し

､
重

な

る
と

こ
ろ
も
あ

り
ま
す

O

｢
国
民

｣
の
方

は
国

の
字

が

つ
い
て

い
ま
す
か
ら

､
ど
､つ
し

て
も
国

家

的

な

イ

メ

ー
ジ

が

強

く

､

｢
人

民

｣
の
方

は
国

の
字
が

つ
い
て

い
ま

せ

ん
か

ら
､
単
な

る
民

衆

ー
人

々

と

い
う

よ
う

な
意

味

で
使

う

こ
と

も
あ

り
ま
す
｡

し
か

し

､
明

治
前

期
ご

ろ
ま

で
､
そ

の
よ
う
な
遣

い
は

あ

ま

り

は

っ
き

り
意

識

さ

れ

て

い
な

か

っ
た

よ
う

で
す
｡
当

時

の
英

和
辞
典

『
改

正
増
補
和
英
英
和

語
林



るはて ･｢例 ･らが 数紺 資 レ る とこ 新 た 国菓
よ ､明⑱ 人対⑬ つ九歳 さもに料べ表先(2)こなれ の とみ 語成
う ｢治の民 ｢の と○初て挙な でル 1ず とりに 昭 明調 こ- 辞｣
で国二三｣ 図七並% に ､げ りすには ､｢もまよ 和 治査 ろ｣ 典(
す民十点が民点 び以表明てま ○準 ､賀人-す り ｢四 ｢十報 で と 『明
o｣年 だ は｣が ま上 3治 おし調ず い料民つ ロま人十 人年 告 ､い言治
よごける- あすのに二 きた査るわ-｣ の こす 民- 民十 に=う海十
リろでか- リ ロもつ十 まが対数 ば末便課 の と｣年 ｣- よの説 』九
もます に入 まその い年 し) 象育国尾用思逆 ､ の 月 つ二明 (年
｢で O多例す れはてごた 勺に関家掲ので転 明 ｢-かて詩の 明)
人は こ くと 口か ､でろ ○そ は係 レ戴優す は治 一朝 七 ら 'の言 治に治 一朝 七 ら 'の言 治に

初 九日五一 明使菓 二 '民 ｢の用接 こ ら⑲ す ま れ ､のべの位

｣人 よい近 の ､.がで ぞ代資ル表 t い期 例 .例年始用 を十岩
と民 うら し中 ｢⑪ ､の れ 表料 の 1明 つの 毎 分初は挙 四 こ

い｣ にれ てで人 .明状 の的で詔 ･治 ､- 日 の期 ､げ 年 害

うのたて い ､民⑭ 治況 表 なす勅 2前 そ人 ｢ ･rrとどて)うのたて い ､民㈲
音便 どいま福｣ ･
薬用 つます沢 の⑮
にがてすが翰 使 ･
主
流

で
し
た
｡

即
ち

､
当
時

の
思
想
家

政監
き
を
堅
く
傾
向
が
披
か

っ
た
､
と

い

重
き
を
置
く
傾
向
が
強
か

っ
た
､
と

い
う

こ

き 〇 ､舌 用⑱

一
十
年

ま

を の文 Oや ･期 し民 国読 国郵 現の い にの
､ 使 献学窓 3 ‡

表 用 を制法)
1 数 はををに

ま-② のが ･で ､ はば添対つ
す方 『場 過⑳ の表 文取え象 い
と ､学食 半 ･と2 節 リて とて
､｢間は数⑳ こ ､ 単 上お し ､

表国 の ､の ･ろ表 位 げきた説
3民す(丑も⑳ を3 で まま賢明

の
個
人
レ
ベ
ル

の
資
料

で
は
､
総

じ

憎
』
が

｢
人
民

｣

1
六
五

8
)
『
文
明
論
之
概
略

』
は

の
多

い
も

の
は
'
④

･
⑦

だ
き

｣ )『の ･御で す LL料 し
のめ西 に⑳ 覧見 ○たたでて
用』洋 ､の くて 参 ( ○すお
例 ､事①九だい 考 明表 oき
の③憎 ･点 さた と治3表 ま
多 『』②で いだ しこは 2す

て 十 ､の

主
要
な
文
献

③

･
⑥

･
⑬

｢ま ｢年個教

す
U

人
民

国代人科
人 はの番

L L ちレは
の の よべ ､

･が使 使 つル 国

⑰ず 用 用 との家

-4-

て｣ 民売 民便在 よる ､訳
､の｣｣ ｣報 をうの ｢語

な優 の 知 大な も 人と
ぜ勢 三三 新 ざ変 ､民 し
生 に○紙 一間 つ整 そ ｣て
じ対 二のO｣ ばをの rr
た し例語 例の に篠山 国人
のて 粂 諦 比て例 民民
で ､ 調 粂破きで｣｣
し約 査 調 したす にと
よ
う
か

の
点
を
明
ら
か
に
す

(
サ

ン
プ

ル
調
査

)

九
十
年
後
に
は

｢
国
民

｣
が
優
勢

査 ての ○対 ｢
みで し国
まし て民
す よ ､｣

つ
か

国
立
国
語
研
究

を
あ
わ
せ
挙
げ
た
り

と
も
に

｢
国
民

(
く
に



次

に
､
表

2
の
⑬

｢
学

制

｣
に

は

｢
人
民

｣
が
七
例

あ

り
ま
す
が

､

｢
国
民

｣
は
全

V
用

い
ら
れ

て

い

ま

せ

ん
｡

そ

れ
か

ら

､
表

-

に

つ
い
て
は

､
②

『
地

租
改

正

ノ
詔

』
ー
③

『
宮

廷

ノ
用
度

ヲ
減
省

シ

テ
軍

資

二
充

ル

ノ
詔

』

'
④

『
議

院

憲

法

ヲ
頒

ツ
ノ
詔

』
､
⑤

『
地
方

官
会

議
負

へ
勅
語

』

に

｢
人
民

｣
が
使

わ

れ

て

い
ま

す

O

つ
ま

り
明

治

7
桁

の
時
期

に
は

､
公

の
文

書

の
中

で
も

､

｢
人
民

｣
が

｢
国
民

｣
を

圧

倒

し

て

い
ま

す

｡
特

に
､

こ
れ

ら

の
中

で
､
次

の

｢
学
制

頒

布
被
仰
出

署

｣
の
有
名
な

一
文

の
車

の
用
例

に
注
目

し
た

い
と

思

い
ま

す
.

自

今

以

後

一
般

の
刃
｣
矧

(
華

士

族

戯

工
商

及
婦

女

子

)
必
ず
邑

に
不
学

の
戸
な

く
家

に
不
孝

の
人
な

か

ら

し

め

ん
事

を

期

す

こ

の

｢
人

民

｣

の
右

側

に

は
読

み
を

示

す

｢
じ

ん

み
ん

｣
ー
左
側

に
は
意
味
を

示
す

｢
ひ
と
び

と

｣
と

い

･つ
振

り
仮

名

が

あ

り

ま
す

Q

カ

ツ

コ
内

は
原
文

二
行
割

り

の
証

で
す
O
ま

た
､

『
学

制

』
十

八
草

に
は

､

次

の
用
例

が

あ

り

ま

す

｡

l
敬
刃
鳳

(
筆

氏
族

戯

工
商

及
婦

女

)
ノ
学

こ
就

ク

モ

ノ

ハ
之

ヲ
学
区
取
締

二
屈

ク

へ
シ

っ
ま

リ
明

治

に
建

て
ら

れ

た
新

し

い
国

家

'
明

治
国
家

は

､
華
族

､
士
族

､
戯

工
商

､
婦
女

子

と

い
う
身

分

制
的

な

も

の
を
廃

止

し

､
平
等

に
扱

う
方
針

を

と

り
ま

し
た
O

そ

の
時

に
､
国
家

を
構
成

す

る
平
等

な

人

々
の
集

団

を

｢
人

民

｣
と

呼

び

､

｢
人
民

｣

の
中

に
華

士

族
戯

工
商

及
び
婦
女

子

の
す
べ

て
が

含

ま

れ

る
と

い
う

こ
と

を

､

こ
れ

ら

の
資

料

は
諮

っ
て

い
る

の
で
す
｡

ま
た

､

｢
人
民

｣
に
は
ー
分

か

り
や

す

く

｢
ひ
と
び

と

｣
と

い
う
振

り
仮

名

ま

で
も
付

け

て
お

り
ま
す
｡

こ

の
よ
う
な
用
例
を
見

ま
す

と

､
明
治
初

め

の

｢
人

民

｣
人
気

ー

あ

る

い
は

､

｢
人
民

｣
に
対

す

る
熱

気
が

､

ひ
し

ひ
し
と
伝

わ

っ
て
く

る
よ
う
な

感

じ
が

し
ま

す

｡

私

は

ー

そ
う

い
う
点

か

ら

ー

こ

の
学
制

の
用
例

は
大
変

重
要
な
資
料

で
は
な

い
か

と
思

い
ま

す
｡

な

お

､
公

の
文

書

で

の

｢
人

民

｣
の
使

用
が

､

こ

の
こ
ろ
に
始

ま

る
と

い
う
点
も
注

目
す

べ
き

で
し

ょ
う
O

次

に

､
福

沢
諭

吉

は

､
①

『
西
洋
事

情

』

の
中

で
ー

｢
人

民

｣

〓

ハ
先
例

と
と
も

に
､

｢
国
民

｣

l

入
例

を

使

っ
て

い
ま

す

O

こ
れ

は

､
p
e
o
p
l
e

の
訳
語

と
し

て

｢
人
民

｣
ー

n
a
t
i
o
n

の
訳
語

と
し

て

国

民

｣
を

用

い
た

の
だ
と

考

え

た

く

も

な
り
ま

す
が

ー

こ

の
基
準

で
こ

の
二
語

を
使
い
分
け

て

い
た
か

う
か

は
疑

問

で
す
Q

ど ｢-

そ
も

そ
も

､
福

沢

諭
吉

が

､
新

国
家

の
構
成

員
を

示
す

の
に

｢
国

民

｣

(

『
学
制

』

の

｢
人
民

｣
に
当

り
ま

す

)
を

用

い
､

そ
れ
を

大

変

重
視

し

て

い
た

こ
と

は

'
次

の
用
例

に
明
ら
か

で
す
｡

日
本

に
は

た

だ

政
府

あ

り

て
､
未

だ
矧
鳳

あ
ら
ず

と

い
ふ
も
可
な

り

(

『
学

問

の
す

f̂め
』

第

四
編

)嘗

て
余

が

脱

に

､
日
本

に

は
政

府

あ

り

て
国
民

(
ネ

ー

シ

ョ

ン

)
な

し
と
云

ひ
し
も
是

の
謂

な

り

(



前 とに -福

の い対 敵沢Zl

基 いす め塵
と水 ま ゝ』 き

汁 -.J'li:-.I:工 ::㍉ :･'.:告 ∴ =:I:

が前
の

万力
は愈

両
話

人
氏

た に ｢少に が庵 こ全 編 いじ ｢以 にず も いる まの 明

政
府

と

同 に を要
義 立 こ主す

誓 言冨 tLF=会l若
し ､う ､､のは

て ｢に 嘩福 職刃 人極 意人lな独 ､め の体 のた｣ 日て消親 日方よ だ構 諭
て よの ｢福 と本全滅 む本 にう そ想 之
重 う中国沢 い の国 し可 の なな れす 概

の法静 う 刃のて し政 り実 にる略
貢矧独 ､とI帯ま力 つ新 』香

の葉 ｣立始 のな すが いし韓
考が とをめ趣 り oな てい九

の
尊

き

｢
国
民

な
点

か
ら

要
な
概
念

不
思
議

な

こ
と
に ､も｣ をえ出 い総 て を '次い は国章

書芸 嘉誓雷 管会l鎧 言霊)

は
ー

こ
の
ネ

ー
シ

ョ
ン
の
存
在
が

不
可
欠

で
し
た
｡
と

こ
ろ
が

､

リ
し
た
意
識

が
な

い
､
政
府

に
ぺ

こ
ぺ

こ
す

る

の
で
な
く
､
政
府

の
よ
う
な
認
識
が

､

｢
た
だ
政
府

あ

り
て
'
末
だ
国
民
あ
ら
ず

｣

三
六
例

の
半
分
以
上
が

､
国
法

の
尊

さ

の
説
明

に
関
連

し
て
使
わ
れ

て

､
福

沢
諭
吉

は
､

｢
国
民

｣
と

い
う
言
葉
が

､
新

し

い
国
家

に
お
け

る

思
想

を
表
す
言
葉

と
考
え

て
い
る
よ
う

で
す
O

､
次

の
例
文

に
は
､
そ

の
点
が
見
ら
れ
ま
せ
ん
O

論

ず
例 ｣読 ま 現べ 目 しも も

こ
れ
と
同
じ
考
え
方

と
思
わ
れ
ま
す
｡

日
本

の
人
民
な
り
､
政
府

は
恐

る
可
ら
ず
近
づ

く
可
し
､
疑

ふ

め
な
ば
､
人
民
漸

く
向

う
所
を
明

に
し
､
上
下
固
有

の
気
風
も

本
矧
由

を
生
じ
､

-

･矧
由

の
力

と
政
府

の
力

と
互
に
相
平
均

き
な

り

(
『
学
問

の
す

1
め
』
第

四
編

)

を
使

っ
て
い
る
の
で
す
が

､
そ

の
後

で
ー

｢
始

め
て
真

の
日
本

す
｡

こ
の
よ
う
な
例

か
ら
､

｢
国
民

｣
と

い
う
言
葉

に
非
常

に

み
取

る
こ
と
が

で
き
る
と
思

い
ま
す
｡
な
お
ー

『
学
問

の
す

)

の
中

に
､

｢
国
民

｣
が

一
九
例

あ

り
ま
す
.

つ
ま
り

『
学
問

の

民lけ立
の

気
力

な

き
は
其

の
取
扱

に
便
利
な
ど

1
て
油
断
す
可
ら
ず
｡

-
-
国
民

に
独
立

の
気

れ
ば

､
国

を
売

る

の
禍

も
亦
随

て
益
大
な

る
可
し

(
『
学
問

の
す

～
め
』
第

三
編

)

に
独
立

の
気
力

な

き

は

｣
､
彼

の
方

は

｢
耐叫
矧

に
独
立

の
気
力
愈
少

な
け
れ
ば

｣
で
す

味
的

追

い
は
見

ら
れ
ま

せ
ん
｡

こ
の
よ
う
な
例

は
､
他

に
も
た
V

さ
ん
あ
り
ま
す

牌

の
分
限

(
第

一
編

)
-

矧
圃

匿

る
の
分
限

(
舞

四
編

)

民

と

の
約
束

(
第

二
編

)
-

国
民
と
政
府

と

の
約
束

(
第

六
編

)

併 人 Lに沢 分民

の
名
代

(
第

二
編

)

(
第

二
縮

)

用 民て ｢諭
さ｣- ､人音
れ の明 民 は

｢
司

た 佐治

時 用前 ｢

讐 芸慧 買讐 l

も倒 ､｣ の 国

雷 だ雲 高雷 雲IE
ま多櫓 義性 職政

府分杏しい成 語
た 時貞 と指 .へは
○期が し摘 韓国
で平 て し六民

の
名
代

(
解
六
編

)

L等 用 ま桶
たの い し)
O､てた
しい いが
かわ ま ､

しば し貫
一国 た薬
方民 Oと

､回 し
｢家 て
人で は

｢
人
民

｣
の
使
用

民あ
｣ る
｢と

固 い
民 う
｣書刃口.じ､

が識



㈲

｢
人
民

｣
か

ら

｢
国

民

｣

へ
-
明
治
中
期

-

と

こ
ろ
が

ー
そ
う

い
う
状

況

か

ら

｢
国
民

｣
優

位
の
時
期
が
や

っ
て
き
ま
す
｡

例

え
ば

､
表

3

の
⑳

『
将
来

之

日
本

』

(
明
治
十
九
年

)
は
､

｢
人
民

｣

I
五
九
例
と

｢
国
民

｣

≡

一

例

の
使

用

で
す

が
ー
⑳

『
大

日
本
膨
張
論

』

(
明
治

二
十
七
年

)
で
は
ー

｢
人
民

｣
九
例

と

｢
国
民

｣

7

六
九
例

の
使
用

に
な

り
ま
す
｡

ど
ち

ら
も
篠
笛
蘇
峰

の
著
書

で
す
が

､
而
語
は
完
全

に
運
転

し

て
い
る
わ

け

で
す
｡

こ
れ

は

い

っ
た

い
何

を

示
す
も

の
な

の
で
し

ょ
う
か
｡

蘇

峰

は

､
明

治

ー
大

正

､
昭
和
を

通

じ

て
の
言
論
界

の
重
鋲

で
す
｡
明
治
十
九
年

の

『
将
来
之
日
本

』

を
出

発
点

と
し

て
､
翌
年

に

『
国

民
之
友

』
と

い
う
雑
総
を
創
刊
し
､
そ
れ
を
拠
点
と
し

て
給
陣
を
限

り

更

に
明
治

二
十

i二
年

に
は

『
国
民
新
聞

』
を
創

刊
し
ま
す
.

そ

の
初
期

の
恩
想

は
ー

い
わ
ゆ

る
平
民
主
我

で
､
自
由
民
権

思
想

そ

の
も

の
で
は
あ

り
ま

せ
ん
け
れ
ど
も

､
憲
法
制
定
期

に
お
け
る
進
歩
的
な
立
場

に

あ

り
ま

し
た
｡

さ

て
､

そ

の

『
国
民

乏
友

』

と

い
う
名
前

は
ー

ア
メ
リ
カ

の

N
A
T
I
ON
と

い
う
雑
誰

に
倣

っ
て
付

け

た

と

い
わ
れ

ま

す
O
表

紙

に
は

､
T
h
e
n
a
t
io
n
s
f
r
i
e
n
d

と
置

い
て

あ
り
ま
す
｡

こ
の
よ
う

に
'
雑
誰

名

に

｢
国
民

｣
を
使

っ
た

の
は

､

そ
の
後

､
離

峰
が

｢
人
民

｣
に
代

わ

っ
て

｢
国
民

｣
を
用

い
る
こ
と

の

兆

し
と
も
見

ら

れ
ま
す
｡
し
か

し

､

こ

の
時
期

は
､
む
し
ろ

｢
人
民

｣
の
使
用
が
圧
倒
的

で
し
た
｡
前
記

の

『
将

来
之

日
本

』
ば

か

り

で
な

く

､

『
国
民
之
友

』
創
刊

の
時

の
巻
頭
旨

､

｢
嵯
呼
国
民
之
友
生

れ
た

り

｣
と

い
う
文
章

に
も

､

｢
国
民

｣

の
四
例

に
対

し

て
､

｢
人
民

｣
が

二
五
例
も
用

い
ら
れ

て

い
ま
す
.

っ
ま

リ
､

『
国
民

之
友

』
を
出

し
た

の
で
す
け
ど
も

､
そ

の
文
章

は

｢
人
民

｣
と

い
う
言
葉

で
綴
ら
れ

て

い
て
､

｢
国

民

｣
は
ま
だ
あ
ま

り
表

に
出
な

い
の
で
す
｡

と

こ
ろ
が

､
明

治

二
十

六
年

の

『
畜

田
松
庵

』
を
経

て
､
明
治

二
十
七
年

の

『
大

日
本
膨
張
諭

』
に
な

り
ま
す

と

､

｢
人

民

｣
九
例

に
対

す

る

｢
国
民

｣

〓

ハ
九
例

と
､

こ
れ
は
完
全

に

｢
国
民

｣
に
な

っ
て
い

ま

す
O

こ

の
年

は

-
日
精

戦
争
が
始

ま

り
､
国
家

主
義
ー
民
族
主
義
が
台
頭

し
て
､
民
族

と
し

て
の

1
戟

団
結

､
国

民
教

育

が
強

調

さ
れ
ま

し
た
｡
国
語
学

の
分
野

で
も
､
明
治

二
十
七
年

に
ド
イ

ツ
留
学

か
ら
帰

国

し
､
東

京
帝

国
大
学

の
初
代

の
言
語
学
教
授

に
な

っ
た
上
田
万
年

の

『
国
語

の
た
め
』

の
巻
頭
言

に
は

｢
国
語

は
帝
室

の
藤
原

な

り
｡

国

語

は
国
民

の
慈

母
な

り
｣
と
鋭

い
て
い
ま
す
Q

こ
の
よ
う
な
時
期

に
お

い
て
､
蘇

峰

の

い
わ
ゆ

る
思
想
的

転
換
が
行

わ
れ
､
そ
れ
が

『
大

日
本
膨
張
論

』

の

｢
国
民

｣
の
多
用

に

反
映

し
た

の
だ
と
見

る

こ
と
が

で
き

ま

す
｡

こ

の
明

治

二
十

年
代

に
'
徳
富
蘇
峰

と
双
壁
を
な
す
人
物

に
陸
掲
南
が

い
ま
す
｡

そ

の
褐
南

の
⑳

『
近

時
政

論
考

』

(
明
治

二
十

四
年

)
に
は

､

｢
国
民

｣

一
五
八
例

､

｢
人
民

｣
二
八
例
が
用

い
ら
れ

て
い
ま

す
Q
掲
南

は
そ

の
主
義
を
国
民
主
義

と

い
い
､
政
論

の
上

で
国
民
論
派

と

い
い
ま
し
た
O
国
民
的
な
も

の



り
ま

す
が

､

｢
人
民

｣

｢
国
民

｣
を
併
用
し
て

い
る
も

の
が
六
点
あ
り
､
そ
の
中

の
三
点
⑨
⑪
⑫
は
､
両

者

の
使

用
比
率
が
比
較
的
接
近

し

て
い
ま
す
｡
と
こ
ろ
が

､
明
治

三
十
七
年
以
降

の
国
定
教
科
香

の
時
代

に
､
修
身

の
④
⑤

､
国
語

の
⑭
⑮

に
お

い
て
は
､

｢
人
民

｣
も
少
恒
極

り
ま
す
が

､

｢
国
民

｣
の
使
用
が

確
立

す
る
に
k

に
な

り
ま
す
｡
内
容
的

に
も
､

｢
国
民

の
摩
体

･
国
民

の
務
め

･
矧
由

た
る
名
替

･
国
民

の
品
格

･
国
民

の
度
塵

･
国
民

の
安
危

I
国
民

皆
兵

･
大
国
民

｣
等

の
煩
が
大
半
を
占
め
､
国
民
意
職

の

表

2
を
見

ま
す
と
ー
国
定
以
前

の
国

語
教
科
書

国
民

｣
に
吸
収

さ
れ
ま
す

の
入
点

(
⑥
～
⑬

)
に
は

..′

.ノ
)
小ll
lヽ
lI.ヽ
)
_
ヽ

を
大
事

に
す

る
､
と

い

っ
て
国
粋
主
義
的

で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
蘇
峰
と
も
違

い
ま
す
｡
し
か
し
､
こ
の
二

人
が
､

こ
れ
だ

け

の

｢
国
民

｣
を
用

い
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き

こ
と
で
す
｡
ま
た
､
上
田
万
年

の
論

文
⑳
⑳

も

､
高
山
樗
牛

の
⑳

『
日
本
主
義
』
も
､

｢
国
民

｣
を
圧
倒
的

に
多
く
用

い
て
い
ま
す
｡

っ
ま

リ
､

こ
の
明
治
中
期

に
､

｢
国
民

｣
は

｢
人
民

｣
を
押
し
退
け
､
特
に
政
治

の
上

で
ー
更
に

山
娘

的

思
想

の
上

で
主
流

を
占

め
る
よ
､つ
に
な
り
ま
し
た
｡
そ
し

て
､
そ
れ
以
後
､

｢
国
民

｣
と
同
じ
意
味

で

の

｢
人
民

｣
が
復
活
す

る

こ
と
は
な
か

っ
た

の
で
す
｡

｢
人
民
｣
が
用

い
ら
れ
る
の
は
､

｢
国
民

｣
と
は

別

の
意
味

の
場
合

､
例
え
ば

フ
ァ
シ
ズ

ム

へ
の
抵
抗
運
動
と
し
て
の

｢
人
民
戦
線

｣
の
よ
､つ
な
場
合

で
す
｡

｢
国
民

｣
と

い
う
請

で
は
表
現

で
き
な

い
も

の
が
､

｢
民
衆

｣

･

｢
市
民

｣

･

｢
人
民

し
な
ど

で
表
さ
れ

た
わ
け

で
す
O

次

に
､
赦
育

関
係

で
は
'
明
治

二
十

三
年

の

｢
小
学
校
令

｣
第

1
条
に
､

｢
道
徳
教
育
及
固
矧
教
育

の

基
礎

｣
と
し

て

｢
国
民

｣
が
登
場

し
ま
す
｡
次

の
例
文

は
ー
修
身
教
科
書

の
場
合

で
す
｡

矧
由

は
､
第

l
に
､
国
憲
を
重

ん
じ
､
国
法
に
従

は
ざ
る
べ
か
ら
ず
O
国
膏
と
は
､
･
･
･
壷

民

の
権

利

･
義

務
を
し
め
し
た

る
も

の
な
れ
ば
､
よ
く
､
之
を
心
得

て
､
立
憲
国

の
民
た
る
に
､
背
か
ざ

る

べ
L
o
国
法

と
は
､
即

､
各
穂

の
法
律
に
て
ー
刃
矧

の
つ
と
む
べ
き

こ
と
ー
お
よ
び
､
行
ふ
べ
か
ら

ざ

る

こ
と
を
､
示
し
た

る
も

の
な
れ
ば
､
こ
れ
､
亦
心
得
お
く
べ
し

(
③

『
新
編
修
身
教
典
』
尋
常

小
学
校
用
巻

四

普
及
社

明
治

三
十
三
年

)

こ
こ
に
は
､

｢
国

民

｣

｢
人
民

｣

｢
昆

｣

｢
臣
民

｣
が
出

て
き
ま
す
0

ご
代

々
の
天
皇

は
､
臣
民
を
子

の
よ
I
に
め
ぐ

み
た
ま

ひ
'
臣
民
も
､
ま
た
､
皇
室

の
さ
か
え

る
よ

I
に
ね
が

ひ
ま
し
た
｡

-
-
よ

の
た

め
'
人

の
た
め
に
､
ゆ
-
え
き
な
し
ご
と
を
せ
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
｡

そ

の
う

へ
､
封
由

と
し

て
は

､
公
民

の
こ
こ
ろ
え
を
ま

も
り
､
珂
矧
と
し

て
は
､
国
民

の
こ
こ

ろ
え
を
守

ら
ぬ
ば
な

り
ま
せ

ん

(
④

『
尋
常
小
学
修
身
寄
』
節
E
I
学
年

文
部
省

明
治
三
十
七
年

)

こ
こ
に
は
､

｢
国
民

｣

｢
臣
民

｣

｢
公
民

｣
が
使

い
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
O
な
お
､

｢
公
民

｣
は
選
挙

に

関
係

し

て
用

い
ら
れ

て
い
ま
す
が

､
次
期

に
は

｢
国
民

｣
に
吸
収

さ
れ
ま
す
｡

)
に
は
､
多

い
少
な

い
の
追

い
は
あ

育
成

に
用

い
ら

れ

て

い
る

こ
と
は
顕
著

で
す
｡

一
方

｢
人
民

｣
は
､

｢
l
般
人
民

｣

｢
地
方
人
民

｣
の



複

合
話

で

の
使

用

が
わ
ず
か

に
見

ら
れ

る
に
過

ぎ
ま

せ
ん
O

総

じ

て
ー
教

科
書

で
は
ー
明
治

二
十
年
代
か
ら
ー

｢
国
民

｣

｢
臣
民

｣
の
使
用
が
次
舞

に
増
加
し
1
回

定
期

に
入

っ
て
､
修
身
教
科
番

に

｢
国
民

｣

｢
臣
民

｣
へ
国
諦
教
科
書

に

｢
国
民

｣
が
定
着
す
る
こ
と
に

な

り
ま
す

｡

1
万

､

｢
人
民

｣
は
1
回
定
期

に
は
ー
特
定

の
複
合
語

で
用

い
ら
れ

る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
｡

三
､
｢
臣
民

｣

の
消
長

最
後

に

｢
臣
民

｣

の
変

遷

に

つ
い
て
お
許
し
ま
す
｡

旧

詔
勅

･
憲
法

の
場
合

衷1
を
見

ま

す

と
､
明
治
十

三
年

の
勅

語
⑤

ま

で
､
使
用

さ
れ
る
譜
は

｢
人
民

｣
ま
た
は

｢
国
民

｣
だ

け

で
､

｢
臣
民

｣
は
あ

り
ま

せ
ん
｡

と

こ
ろ
が

､
十

四
年

の
勅
諭
⑥
か
ら

｢
臣
民

｣
の
使
用
が
始
ま

り
ー

｢
人
民

｣

｢
国
民

｣
は
ほ
と

ん
ど
博
い

ら
れ
な
く
な

り
ま
す
O
次

の
⑤
⑥

は

､
そ

の
境
界

の
例

で
す
｡

爾
等
廟

講

ノ
在

ル
所

ヲ
体

シ
人
民

ヲ
匡
直
輔
翼

シ
以

テ
朕
力
漸
次

二
歩

ヲ
進
ム
ル
ノ
志

ヲ
賛
ケ

ヨ

(

⑤

｢
地
方

官
会
議

員

へ
勅

語

｣
明

治
十

三
年
｢

宜

シ
ク
今

二
及

テ
遺
訓

ヲ
明
徴

シ
以

テ
朝
野
臣
民

二
公
示

ス

へ
､ン

(
⑥

｢
国
会
開
期

ノ
勅
紬

｣
明
治

十

四
年

)

こ

こ
で
注
意

さ
れ

る

の
は
ー
将
来

の
憲

法
発
布

､
国
会
開
期

を
宣
言

し
た
動
静
か
ら

｢
臣
民

｣
が
使
わ
れ

た

と

い
う

こ
と

で
す
O

つ
ま

り
'
そ
れ
ま

で
の
自
由
民
権
運
動
を
抑
圧
し
､
天
皇
制
を
中
心
と
し
た
国
家

組
織

を
確
立

し

よ
う

と
す

る
過
程

の
中

で

の

｢
臣
民

｣
の
登
場
と

い
う

こ
と
に
な

り
ま
す
O

こ
の
よ
う
な

｢
臣
民

｣
の
使

用

は
､
明
治

二
十

二
年

の
⑧

｢
憲
法
発
布
勅
語

｣
ー
⑬

｢
大
日
本
帝
国
窟

法

｣
に
受

け
継

が

れ

､
天
皇

に
対

す

る
国
民

の
呼
称

と
し

て
明
確

に
位
置
付
け
ら
れ
る

こ
と

に
な

り
ま
し

た
｡

第

一
章

節
九

条

天
皇

ハ
‥
-
臣
民

ノ
幸
福

ヲ
増
進

ス
ル
為

こ
必
要

ナ
ル
命
令

ヲ
発

シ

讐

1
章

轡

廿

人
魚

日
本
園
由

タ

ル
ノ
要
件

ハ
法
律

ノ
定

ム
ル
所

に
依

ル

(
以
下
､
三
十
条

ま

で

｢
日
本

臣
民

｣
を
冒
頭

に
置

く
条
文
が
並
び
.ま
す

)

ま
た
巨
鹿

年

の
⑨

｢
教
育

二
間

ス
ル
勅

語

｣
に
は
､

爾
臣
民

父

母

二
孝

二
兄
弟

二
友

二

朕

爾
句

風

-
倶

二
拳

々
服
膚

シ

テ

の
よ
う

に
､
呼

び
掛

け
語

｢
爾

｣
が
用

い
ら
れ
ま
し
た

以
後

､
宣
戦

･
講
和

の
詔
勅

の

｢
汝
有
衆

｣
以

外

は
､

こ

の
用

語

と
な

り
ま
す
｡
即
ち

､
詔
勅

の
基
本
的
表
現
が

こ
の
時
期

に
定
ま

る
の
で
す
O

こ
の

｢



臣
民

｣
の
使

用

は
､
昭
和

二
十
年

の
⑬

｢
太
平
洋
戦
争
終
結

二
間

ス
ル
詔
菩

｣
ま

で
続

き
ま
し
た
が

､
昭

和

二
十

7
年

の
⑳

｢
年

頭

の
詔
書

｣
及
び
⑳

｢
日
本
国
憲
法

｣
公
布
以
降

に
･は

る

こ
と
に
な

り
ま
し
た
｡

｢
国
民

｣
が
用

い
ら
れ

こ

こ
の

直
後2

の
よ
う

に
し

て

=

｢
人

民

｣

糾
｢
臣
民

｣

蝋

｢
国
民

｣

変
速

の
原

因
が

､
詔
勅

ま

た
は

使
用
期

使
用
期

･
憲
法

の
場
合

に
は
'
次

の
三
期

に
分
け
ら
れ
ま
す

｢
国
民

｣
使
用
期

-

明
治
十

三
年
ま

で

-

明
治
十

四
年
か

ら

昭
和

二
十
年

に
至

る

-

昭
和

二
十

丁
年
以
降

自
由

民
権
運
動

の
高
揚

､
そ
れ

に
対
す

る
統
制
的
施
政

の
明
確
化

太
平
洋
戦
争

の
改
革
等

の
国
家
体
制

に
関

す

る
思
想
的

変
動
に
あ

る

こ
と
は

い
う
ま

で
も
あ
り
ま
せ
ん

教
科
書

の
場

合

表

2
の
②

『
尋
常

･
南
等
小
学
修
身

書

』

(
東
久
枇
通
櫓

)
に

｢
臣
民

｣
の
使
用
が
多

い
の
で
す
が

､

こ

の
教
科
書

は
､
忠
孝
を
中

心
と
す

る
国
民
道
徳

の
基
本

ー
教
育
勅
語

の
徳
目

に
従

っ
て
編
集

さ
れ
た
も

の
と

い
わ

れ

へ

｢
臣
民

｣
は

､

｢
君

の
恵

｣

｢
忠
君

｣

｢
遵
法

｣

｢
兵
役

｣

｢
護
国

｣
等

の
章

の
中

に
集

中
的

に
用

い
ら
れ

て

い
ま
す
o
ま

た

､
⑤

『
尋
常
小
学
修
身
寄

』

(
文
部
省

)
の

1
八
倒

の
過
半
数

は
ー

巻

六

の
最

後

の
課

｢
教
育

に
関

す

る
勅

語

｣
に
集
中
的

に
用

い
ら
れ

て
い
ま
す
｡

こ
の
よ
う
に
ー
修
身
教

科
書

の
場
合

は

､
教

育
勅

語
と

の
関
連

か
ら

｢
臣
民

｣
が
多

く
用

い
ら
れ
た
よ
う

で
す
｡

一
方

t
国
定

国
語
教
科
書
⑯
⑬

に
お
け

る
使
用
が
少
数

で
あ

る
こ
と
は
ー
修
身
的
教
材

の
減
少

(
修
身

教
科

番

へ
の
移

行

)
の
結

果

と
考

え
ら
れ
ま
す
｡

㈲

著
書

の
場
合

表

3
の
著
書

頬

の
中

で
は

､
⑤

『
万
国
公
法

』

(
西
周

)
､
⑨

『
尭
政
大
意

』

(
加
藤
弘
之

)
に
だ
け

｢
臣

民
｣
が
多

く
使
用

さ
れ

て

い
ま

す
｡

こ
れ
に

つ
い
て
の
使
用

の
原
因
は
､
は

っ
き

り
し
ま
せ
ん
O

『
万
国
公
法

』

の
場
合

､

｢
自

国

ノ
人
民

･
自
国

ノ
臣
民

｣

｢
敵
国

ノ
人
民

･
敵
国

ノ
臣
民

｣

｢
自
国

ノ
臣
民
若

ク

ハ
他

ノ
特
寵

ヲ
仮

ス
国

民

｣
な
ど

､

｢
人
民

｣

｢
国
民

｣
と
併
用

さ
れ
､
使
用
基
準
を
兄

い

だ
す

こ
と

は
難

し

い
よ
う

で
す
｡

も

っ
と
も

『
万
国

公
法

』
は
､
オ
ラ

ン
ダ
留
学
中

に
受

け
た

ブ
イ

ツ
セ

リ

ン
グ

の
講
義

の
翻

訳

で
す
が

､
訳
者

自
身
が
知
ら
な

い
間

に
出
版

さ
れ
た
た
め
､
疎
漏
な
点
が
あ

る
と

い
､つ
事
情

が
関

係

し

て

い
る
か
も
知

れ
ま

せ
ん
｡

西
周

の
⑥
⑦

に
､

｢
臣
民

｣
が
用

い
ら
れ

て

い
な

い
こ

と
か

ら
も
疑

問

が
残

り
ま
す
｡

加
藤

弘
之

の
場
合

は
､
⑧

『
立

憲
政
体
略
』
､
⑨

『
寅
政
大
意

』

の

｢
臣
民

｣
使

用
か

ら
､
⑬

『
固
体

新
論

』
､
⑬

『
人
権

新
説

』

の

｢
人
民

｣
使
用

へ
と
変

り
ま
す
が
､
用
語
に

つ
い
て
意
撒
的

に
変
更

し
た

と
見

る

べ
き

で
し

ょ
､つ
｡

し
か
し

､

そ

の
理
由

は
不
明

で
す
O
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お
わ

リ

に

政
治

､
あ

る

い
は
政

治

思

想

と

言

葉

の
関

わ

り

の
問
題

は

ー
最

近
特

に
重

要
性

を

増

し

て
き

て

い
る
よ

う

で
す

O
政

治

が

言

葉

を

規

定

し

､

そ

の
言
葉

が

国

民

の
意

識

を

規

定

し

て
､
施

政
者

の
意

図

す

る
方

向

に

進

む

､

こ
れ

は
過

去

に

も

現

在

に
も

見

ら
れ

る
図
式

で
す

｡
例

え

ば

､

｢
国
体

｣
と

い
う
青

葉

は

､
今

ま

で

い
ろ

い
ろ

な

意

唖

に
使

わ

れ

､
利

用

さ
れ

ー
政

治

的

問

題

に
深

く
関

わ

っ
て
き

ま

し
た

｡

｢
国

民

｣

も

同

じ

で
､

明

治

二
十

年

代

の
前

半

ま

で
は

'
国
家

を

構
成

す

る
人

間

の
総

体

で
あ

る
と

い
､つ
使

わ

れ
方

で

し
た

が

､

そ

の
後

次

第

に

､
国

民

精

神

､
国

民
教

育

､
国

民

主

義

と

い

っ
た

国
家

主
義
的

な

面

の
意

喋

付

け
が

さ

れ

､

政

治

に
不

可
欠

の
言

葉

に
な

っ
て

い
き

ま
す

O

こ

の
よ
う
な

大

正

･
昭

和
期

の
問
題

に

つ

い

て
は

､

こ
れ

か

ら

の
研

究

課

題

と

し

た

い
と
思

っ
て

い
ま

す

｡

轡
ハ
料衰

-

詔

勅

･
憲

法

｢
人

民

｣

｢
国

民

｣

｢
臣

民

｣
を

使

用

し

て

い
る
明

治
期

か

ら
大

正
初

期

ま

で

の
詔
勅

､
関

連

資

料

と

し

て
昭

和

期

の
⑬

⑰
⑬

の
詔

勅

､
及

び

､
⑲

⑳

の
新

旧
憲

法

を

取

り
上
げ

た
｡

*

｢
国

人

｣
は

'
詔

勅

･
窟

法

に
使

用

さ
れ

て

い
な

い
｡

⑫ ⑫ ⑲ ⑧ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤④ ③② ①

義 在 弟 敵 意 軍 国 地議 宮地 華

勇 建 一 育 法 人 会 方院 廷租 族

兵 ノ回 ニ 発 へ 開 官憲 ノ改 -

ニ 臣帝 関 布 勅 期 会法 用正 同

閣 僚 囲 ス勅 諭 ノ誠 ヲ度 ノヘ

ス 及議 ル 請 勅 見頒 ヲ詔 勅

ル 帝 会 勅 諭 へ ツ 減 諭

詔 国 開 講 勅 ノ省

勅 議 院 語詔 シ

会 式 テ

ノノ 軍

各勅 資

長話
充

詔 ル

劾 ノ
詔

明 明明 明 明 明 明 明明 明明 明
一 一 一七 七六 四

七 六 三 三 二 五 四 三

0-00000= =--0 A氏

〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 五 国氏

三 一一 五 六 二 一 〇〇 〇〇 〇 臣氏



⑨⑧(勃⑥ ⑤ ④ ③ ② ①

尋 幼 日中 尋 尋 新 尋 小

常 学 本 学 常 常 編常 学

･読 訳 読 小 .倭 .倭

高 木本 木 学 商 身 高 身

響 修 等 数 等 訓

小 身 中 典 小 .

学 軍 学 尋 学 南

読 修 常 修 等

本文 西新 著部 郎保 林省 磐 虎貞次 三那 身 .身 中香 南番 学等 修小 身学 訓≡ 堀

明 明明 明 明明 明明 明
匹一二 二 一 一

〇 〇八 七 三七 三七 五

九 P五 〇 二 二 lZg三 一 人氏

六 一.一 〇 国氏二五 六 一 一

〇〇〇 二 臣

表

2

教

* *書 ｢科

明 ､人畜

｢寸台 ｢及 民

国三 尋 び ｣

人七 常 ､･｢

｣年 ･開 国

は ま 商連 民

､で 等資 ｣

⑤ 尋 ｣料 ｢

⑬常 は と 臣

⑮科 ､し民

に四 尋 て ｣

各年 常 ､を

一 ･科⑬ 使

例高 ･の 用

､等 高 ｢ し

③料 等学 て

⑩ 二 科制 い

⑮ 年 両｣ る
に ､方 を 明

各四 に取 治

二三 用 り期

例年 例上 の

がか がげ 小

便 ら あた 挙

用尋 る 〇校

さ常 こ の

れ科 と 修
て六 を 身

い年 示
る と す

○な C

な

お

ー

っ
た

｡

国

綿

の
教

科

⑳⑲ @@ @ ⑮⑭ ⑬
日大 新 年 太 即戊 改

本 日 憲頭 平 位 申 訂

国東 法 ノ伴 礼讃 条

憲帝 公 詔 戦 ノ書 約
法国 和書 争 勅 実

憲 記 終 詣 施

法帽明 念 庸

式 ニ 附

典 関 辛

の ス 戒

動 ル 助

言吾 詔 ノ

香昭昭 帽 詔大明 明

--0

○⊂) 〇〇 〇 ⊂)⊂)⊂)

⊂)⊂⊃-八〇 三 ⊂)○



(丑⑨⑤ ④③ ②①
寮 的 万 論 文 学 西

法 文国 文 明 間洋

草 三公 二輪 の事

案 編法 編 之 す情

* *概 ゝ

略 め同 同西 前 同 同福

鳥 沢
右 右周 右 右諭

密 書
釈

明 明慶 魔 明 明慶
一 六 四 二八 五 二

五 i ii
明 明 明明
八 六 九三

- 人

■■■■■▲
一 一 四六

九 五五 二五 五五 氏

- 固
三 七四 六 五 六八 氏

- 国

〇〇〇 七七 七一 人

臣
〇〇九〇一〇三 氏

表

3

着

* * * *徳 な ｢寄

七 門 先 富 者人 ･

⑳ 畿⑬ 諭⑥ ダ④ 蘇 述民 論
『を 『｣ ｢チ ｢峰 ･｣ 文

斉 嗣特 (諭 国論 ･諭 ｢等
武査命 明文 字文 上 文国

名 対全 6三 改二 田等民

士象権 ～編 良編 万 を｣

経 と大 7｣ 相｣

国 し使 年は 戒 は
美 た米 ) ､度 ､

釈 (欧 ･｢
』 岩 回 ｢洋

は披覧 国字
､文案 民 ヲ

前席記 気以

卑
見
内

申
番

楠 本』 風テ ｣

第 には翰国
十 よ ､｣語
回 る締 ( ラ

(
明
治

｢
漢
字

御
廃

止
之

建
議

ま＼J一 明音 六｣

取

り
上
げ

た
｡
な
お

､
福

沢
諭

青

年

に

つ
い
て
は
､
複

数

の
著
番

･
で ○巻 治ス 年( 緬

｢
臣

民

｣
を
相
当
数

使
用

し

て

い
る

を i八ル )慶 文 西明
調 弟 年 ノ で応 を周治
査 - )論 あ二取 ･初

対 三 でL-る年 り･加期
象 巻 あ( O) 上 確か
と ､る明 ･げ弘 ら

し 難 o治 ･｢た 之中
た 二 六 学 〇･期

O - 年 制 中 ま
巻 ､J 御 村で

～ 施 正 の

韓 ｢ 行 直主
二 敢 二 ･要
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㊨ ⑮ ⑭⑬ ⑩⑮ ⑩

JllJ. 尋 尋匡ー尋尋 帝常 常言吉備常 団

二子-制文

小 一統 一小 読

学 南本 商学 本

続 等尋 等読 尋

本 小常 小春 常

学 .学教:料

読高 読 本 .
本等 本 高

小 等

学 科

用 用

同文坪 金今 学

那 部内 港 泉 源

省明 右 省霊 堂碧 雲明 明明 明明 明
五 匹一三三 三二 二

三 七三 三七 五

七 六 .一一..三三七 四 六

(⊃ -

■--

一 二八 五 三 五



諦 とに

論関 つ濃
集遅 い終
』す て講

.へる ､義
明諭 堀 に

治文 正 は
書 ｢則 ､

院 『君 国
人 に謂

-民協 科
九』 力 の

九 『し先
三匡lて生

年民 も方
( 九』 ら ､
き月 『い学
よ刊 臣 ま生
う)民 し諸
ごに』 た君
く苑の Oの

衆消心 お
お の長 か世
き予｣ ら誰
か 定 をお に

ず で ､礼 な
す 『申 リ

上 o松 しま
田 村 あ し

女 明 げた
子 教 ま o
短 授 す ま
期 啓 Dた
大 寿 な ､
学 記 お記
学 食 ､録
長 こ整
) 国 れ理

⑳ ⑳⑳ ⑳⑳ ⑳⑳ ⑳⑳⑳ ⑳⑳⑬ ⑬⑫ ⑬⑮ ⑱⑬⑫ ⑫⑬ ⑨⑧
日回国近三 大将 日経天民民米 民泰 輿 自西鉛奉 入国 真立

木 民謡 時酔 日来 本国隅 櫓権欧 撰西 地由 国撃酉権体 政憲
主 教 と政人 本之 道美人槽 自回議勧 託之 立紀 国新新 大政
義 育国論経膨 日徳訴権 惑 由覧 院善 略埋 志 開法説諭 意体

と家考輪 張本 論 *論 論 実設訓 二 編.こ論 賂
巻 '=暁

記 立蒙 IEl (r'Jb
_._,九 一 第憩
*建

白

書 =

) 一迫
編録

国 と 間論

語 答
赦
Jl'.
円

南 同上 陸 中同徳 田矢馬 外植 久板笑 内同 中粟津 同同 同加
山 田 江 富 村野場 山木 米垣作 田 村本 田 障
樗 右万掲 兆右蘇 茂龍辰 正枝 邦退鱗 正右 正勘真 右右 右弘
午 年蘭民 峰 樹漢 猪-盛 武助祥 雄 直要道 之

他訳 訳択 訳 訳

明 明明明明 明明 明明 明 明明 明明明 明明 明明慶 明明 明慶
一 --一 一一-七四 四四 四二 四一八 三四

〇 五七四〇 七九 九六 六 三二- 1 五
明
六

一 三一 五 二四 〇八六 五 一六 四九 五 一 四
二 〇二 七 二 九九 六三 〇 三六 三 七五 九〇 三二 九七七 一〇

･三 六一 六 六一 〇 七

八 〇六 一 七 九三 〇三六 一一 一 〇九 二二 〇三 一 三〇 一二

0000四 〇一 四九一 〇〇 四〇九 〇一 〇五 二〇〇 三〇

七

〇〇〇〇〇〇二 〇〇〇〇〇〇〇 二 〇〇 〇一 九〇 三 三六
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｣H爪

魔

凪
ハ

一

略

歴

昭

和

二
年

昭

和

二
六
年

昭
利

二
七
年

昭
和

二
九
年

昭
和

四

〇
年

昭
和

四
三
年

昭
和

四
四
年

昭
和

五

C
年

昭

和

五
八
年

昭

和

六

二
年

平

成

五
年

先

生

略

歴

と

十
工
費

著

丑
日

･

論

文

主

要
著

書

長
野
県

に
生

ま
れ

る

東

京
大

学
文
学
部
国
文
学
科
卒
業

同
大
学
大
学
院
退
学

東
京
都
立
白
鴎
高
等

学
校
教
諭

成
握
商
等
学
校
教

諭

成
躍
大
学

専
任
講

師

(
文
学
部

)

成
践
大

学
助

教
授

(
文
学
部

)

信
州
大
学

助
教
授

(
教
育
学
部

)

信
州
大
学
教

授

(
教

育
学
部

)

信
州
大
学
付

属

図
番

館
教
育
学
部
分
館
氏

(
～
六
二
年

)

信
州
大
学

評
議
員

(
～
平
成

三
年

)

定

年
退
職

信
州

大
学
名
替
教
授

上
田
女
子
短
期
大
学
学
長

論
文

目
録

(
文
法

)

奈
良
時
代

に
お
け

る
巳
無

形

の

l
用
法

近
代

短
歌

に
お
け

る
巳
然

形
止

め

に

つ
い
て

終
止
形

に
よ

る
条
件
表

現

｢
国
語
と
国
文
学

｣
三
七
巻

t
号

｢
国
語
と
国
文
学

｣
三
七
巻
九
号

｢
成
践
大
学
文
学
部
紀
要
｣
i
替

大
久

保
広
行

と
共
著
)

角

川
書
店
刊

挿

入
句

の

一
考
察
-

い
わ
ゆ

る
紹
介

『
古
典
解
釈
文

語

文
法
』
(
大

原
誠

･大

話
法
を
中
心
と
し

て
-

｢
成
践
国
文
｣
二
号

助
詞

と
は
何

か

『
品
詞
別
日
本
文
法
講
座

9
』
(
明
治
番
院

)

接
続
詞

｢
が

｣
-

発
達

と
用
法

『
松
村

明
教
授
還
暦
記
念

国
語
学

と
国
語
史
』
(
明
治
書
院
)

文

の
成
分

と

は
何

か

接

続
助

詞

｢
か
ら

｣
と

｢
の
で
｣
の
史
的

考
察

接
続
助
詞

｢
に
｣
｢
を
｣
｢
が
｣
の
成
立

と
展
開

『
研
究
資
料
日
本
文
法

4
』
(明
治
書
院

)

｢
国
語
と
国
文
学
｣
六
三
巻
六
号

『
国
文
法
講
座

3

』
(
明
治
等
院
)

昭
和

三
五
年

昭
和

三
五
年

昭
和

四
〇
年

昭
和

凹
四
年

昭
和
四
八
年

昭
和
四
九
年

昭
和
五

二
年

昭
和
五
九
年

昭
和
六

一
年

昭
和

六
二
年



(
表

記

)

｢
当

用
漢

字
音

訓
表

｣
に

つ
い
て

漢
字
仮
名
交

じ

り
表

記

の

7
考
察

〓

)
(
二
)

国

語
表
記
論
序
説

振

り
仮
名
表

記

に

つ
い
て

瀬

石

の
振

り
仮

名
1

｢
判
然
｣
の
読

み
方
を

め
ぐ

｢
信
州
大
学
教
育
学
部
紀
要
｣
二
九
号

｢
信
州
大
学
数
育
学
部
紀
要
｣
三
二

二

｢
信
州
大
学
教
育
学
部
紀
要
｣
四
四
号

っ
て
-

｢
信
州
大
学
教
育
学
部
紀
要
｣
四
三
号

昭
和
四
八
年

四
号

昭
和
四
九
年

昭
和
五
五
年

昭
和
五
六
年

『
松
村

明
教
授
古
稀
言己
忠

夏

目
瀬

石

の
国
籍
仮
名
遣

い

淑

石

の
振

り
仮

名
表
記
-

｢
こ
ゝ

ろ
｣
の
場
合

(
諦
桑

)

iii-
近 国

『
講
談
社

国

語
辞

典
』
(
桐

原
徳

重

･島

田
良

二
･
石
綿

『
小
学
校

国
語
科

教
科
書

譜
粂

表
』
(
学
生

と
共
編
)

敏 代詩
経 語学
と 研｣
共 究 ⊥ 匡l

讐 真夏慧
翰
輿
』
(明
治
書
院
)

講
釈
社
刊

信
州
大
学
教
育
学
部
国
語
学
研
究
室
刊

｢
国

語
｣
｢
邦

語

｣
｢
日
本

語

｣
に

つ
い
て

｢
国
語
学
｣
叫
四
六
集

明

治
期
国

語
教

科

書

に
お
け

る
用
語

の
選
定

に

つ
い
て

｢
国
語
と
国
文
学
｣
六
五
巻

一
i
号

『
小
学
校
教
科

書

語
粂

資
料

理
科
』
(細

川
英
雄

と
共
編
)

氏
｣
■■

秦 (書 芸Al孟

二 tI-

竺遠望 ,I:讐

『
古

語
｣
と

ここ文 ↓民 は
と .㌔ ≒ 何

臣か
典 民』

丁 目

信
州
大
学
教
育
学
部
国
語
学

研
究
室
刊

束
宛
社
刊

『
松
村
明
教

授

喜

寿

記
念

国
語
論
集
』

(

明
治
番
院
)

昭

和
六

1
年

平

成

二
年

平

成

五
年

昭
和

四

一
年

昭
和

五

t
年

昭
和
六

i
年

昭
和

六
三
年

平

成

元
年

平

成

五
年

平

成

五
年

』
『
枕
草

子
抄

』
等

(高
等
学
校
古
典
教
科
書
)

青

田
精

7
･佐
藤

誹

三
他

と
共
編

)

角
川
番
店
刊

昭
和

三
八
年

～
五
三
年

ば
』

(
信

州
大

学
放

送

公
開
講
座

)

(
馬
瀬
良
雄
他

と
共
編
)

銀
河
書
房
刊

昭

和
六
三
年


