
( 1 ) 明 治初 期 の 風 俗政策 と社 会 心 理

明
治
初
期
の

風
俗
政
策
と

社
会
心
理

｢

難
を

先

に

し

て

易

を

後
に

し
､

先
づ

人

心

を

改

革
し

て

次
で

政

合
に

及
ぼ

し
､

終
に

有
形
の

物
に

至

る
べ

し
｡

+

福
澤
静
吉
は

､

『

文

明

論
之

概
略
』

(

明

治
八

年
)

で
､

明

治
の

新
日

本
が

と

る

べ

き

道
と

し
て

､

最
も

難
し
い

｢

全

国

人

民
の

東
風
を

一

愛
す
る
+

こ

と

か

ら

は

じ

め
れ

ば
､

｢

政

令
法

律
の

改

革
+

も
た

や

す

く

行

わ

れ

て
､

｢

文

明
の

基
が

立

ち
+

､

そ

う

す
れ

ば
､

｢

衣

食

住

有

形

の

物
の

如
き

は

自
然
の

勢
+

で
､

求
め

ず
と

も

得
ら
れ

る

と

し

た
｡

筆
者
は

､

か

つ

て
､

こ

の

南
澤
の

近

代

化

方

式
を

､

精

神

改

革

(

1
)

(

先

行
)

論
と

よ

び
､

物

質
改

革
(

先

行
)

論
に

対

置

し
て

み

た
｡

し
か

し
､

明

治
新
政

府
の

と
っ

た

｢

文

明

開

化
+

の

文

化

政

策

は
､

易
を

先
に

し
､

難
を

後
に

し

た

か

の

よ

う
で

あ

る
｡

｢

衣

食

住
+

な

ど
が

､

い

ち

早

く

洋

化
さ

れ

な
が

ら
､

頑
澤
の

憂
え

た

よ

ぅ
に

､

そ

れ

ら
の

｢

有
形
+

の

変
化

､

つ

ま

り

｢

外
よ

り
+

､

｢

全

国
人

民
の

気
風

を
一

愛
す
る
+

こ

と

ほ
､

と

て

も

で

き

な

か

っ

南

博

た
｡

そ
れ

は
､

｢

政

府
の

命
+

｢

宗
門
の

敦
+

に

よ

っ

て

さ

え
､

た

い

へ

ん

難
し
い

こ

と

だ

か

ら

で

あ

る
｡

も

ち
ろ

ん
､

南
澤
は

､

み

ず
か

ら
､

だ

れ

よ

り
も

早
く

『

西

洋

衣

食
住
』

(

慶

応
三

年
)

を

書
き

､

外

国

風

俗
の

紹
介
で

も

先

駆

者

で

あ

っ

た

し
､

｢

決
し

て

有
形
の

文

明
を

以

て

到

底
無

用

な

り

と

す
る

に

非

ず
+

(

『

文

明

論
之

概

略
』

第
二

章
｢

西

洋
の

文

明

を

目

的

と

す
る

事
+

岩
波

文

庫

版
､

三
一

ペ

ー

ジ
)

と
い

う

態

度
を

と
っ

て

い

た
｡

し
か

し
､

当

時
の

｢

文

明

開

化
+

が
､

表
面

的

な

西

洋

風
俗

の

ま

ね

に

過

ぎ

ず
､

ほ

ん

と

う
の

文
明

開
化

で

な
い

こ

と

を

痛
罵

し

て
､

｢

近

来
我

国
に

行
は

る

1

西

洋

流
の

衣

食
住
を

以

て

文

明

の

徴
候
と

為
す
可

き

や
｡

断
髪
の

男
子
に

逢
て

こ

れ

を

文

明
の

人

と

云

ふ

可
き

や
｡

肉

を

喰
ふ

者
を

見
て

こ

れ

を

開
化
の

人
と

科
す

可

き
や

｡

決
し

て

然
る

可
か

ら

ず
+

(

同

右
､

二

八
ペ

ー

ジ
)

と

し

た
｡
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一
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南
澤
は

､

『

学
問
の

す
す
め
』

(

十

五

編
､

｢

事

物
漣

疑
て

取

捨
を

断

ず
る

事
+

､

明

治

九

年
八

月

出

版
)

で

も
､

｢

開
化

先
生

と

科
す
る

輩
+

が

西

洋

文
明

を

無
条
件
に

と

り

い

れ
､

｢

萬
人
こ

れ

に

和
し
+

て
､

｢

衣

食
住
の

細
事
に

至
る

ま

で

も
､

悉

皆
西

洋
の

風
を

慕
ふ
+

傾

向
を

批

判
し

､

そ

の

｢

日

本
の

膏
習
を

厭
ふ

て

西

洋
の

事
物
を

信

ず
る

は
､

全

く

軽
信
軽
疑
+

で

あ

り
､

中
に

は
､

｢

新
の

信
ず
べ

き

も
の

を

探
り

得
ず
し
て

早

く

既
に

書
物
を

放
却
し

､

一

身
恰
も

室

虚
な

る

が

如
く
に

し
て

安
心

立

命
の

地

位
を

失

び
､

之
が

馬
連

に

は

登
狂
す

る

者
+

も

出
る

と

い

う

事
態
を

嘆
い

た
｡

こ

の

｢

雑

沓
混

乱
+

の

最
中
に

居
て

､

よ

く

東
西

の

事

物
を

比

較

し

て
､

｢

信
疑
取
捨
其

宜
を

得
+

る

よ

う
に

す
る

貴
に

任
じ

る

の

は
､

｢

唯
一

種
我

黒
の

学
者
あ

る

の

み
｡

+

こ

こ

に

稲
澤
の

み

ず
か

ら

に

課
し

た

任

務
が

あ

り
､

ま

た
､

自
負
も

あ
つ

た
｡

明

治
初
年
の

現

実
は

､

福

澤
の

精
神
改

革
(

先

行
)

論
と

は

反

対
の

方

向

に

進

み
､

南
澤
の

い

う

｢

難
沓

混

乱
+

の

状

況
が

つ

づ

い

た
｡

以

下
に

述
べ

る

の

は
､

明

治

初
期
に

､

新
政

府
が

風
俗
洋
化
を

促
進
す
る

た

め

に

と
っ

た

文

化

政

策
と

､

そ

の

支
持
者
た

ち
に

よ

る

教

化
の

実

情
と

､

そ

の

土

台
に

あ
る

社
会
心

理
の

一

面
で

あ

る
｡

時
期
は

一

応
､

明

治

十

年
ま
で

に

限
り
■､

当

時
の

報
道
記

事
と

記

録
を

資
料
と

し

て

と

り

あ

げ
る

こ

と

に

し

た
｡

こ

こ

で

風

俗
と
よ

ぶ

の

は
､

衣

食
住
に

つ

い

て

の

生

活
慣
習
で

指
り

J

あ
る

｡

そ

れ

は
､

な

る

ほ

ど
､

南
澤
の

い

う
よ

う
に

､

目
で

見
る

こ

と

の

で

き

る

｢

有
形
+

の

も

の

で

は

あ

る

が
､

同

時
に

､

そ

の

特
定
の

形
式

を

採
用

す
る

ひ

と

び

と
の

心

理

を
､

な
ん

ら

か

の

意

味
で

反
映

す
る

も
の

で

あ
る

｡

ま

た
､

逆
に

､

南
澤
の

い

う
｢

有

形
+

の
､

｢

外
+

の

風
俗
も

､

実
は

､

び

と

び

と

の

心

理

に
､

な

ん

ら
か

の

影

響
を

与

え
る

こ

と

が

で

き

る

は

ず
で

あ

る
｡

南
澤

も
､

｢

古
習
の

惑
溺
+

つ

ま

り
､

古
い

慣
習
の

非
実
用

的
な

虚

飾
､

た

と

え

ば

帯
刀

を

廃
す
る

こ

と

で
､

｢

西

洋
に

行
は

る

ゝ

文

明

の

精
神
を

取
る
+

(

『

文

明

論
の

概

略
』

､

四
四

-
五
ぺ

ー

ジ
)

と

い

う
よ

う
な
こ

と

を

考
え

て

い

た
｡

明

治
新
政

府
と

そ

の

追
随
者
た

ち

が
､

風

俗
の

洋

化

に

よ

っ

て
､

｢

文

明
の

精
神
を

取
る
+

こ

と
に

､

ど
れ

だ

け

確

信
を

も
っ

て

当
っ

た

か

は
､

に

わ
か

に

判
断
で

き

な
い

｡

し
か

し
､

新
し
い

社

会
の

発
足
に

当
っ

て
■､

と

り

わ
け

外
国
と
の

交
際
と

い

う

緊
急

な

問
題
を

び

か

え
､

国
民
の

風
俗
を

改
め

る

こ

と
が

､

政

治
的
に

も

重

大
な

意
味
を

持
っ

て

き
た

と

い

う

事
実
は

､

『

東

京

開
化

繁

昌
誌
』

(

明

治
七

年
三

月

刊
)

の

著
者

､

萩
原
乙

彦
が

､

｢

風
俗
を

正

す
+

こ

と

は

｢

是
治

国
の

最
大
要

､

風
俗
不

正

な
る

時
は

､

千

曳

動
か

ざ

れ

ど

も

乱
世
な

り
+

と

し
た

こ

と

ば

に

も
､

あ

き

ら
か

に

♯

●

r
L

さ
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( 3 ) 明治初期 の 風俗 政策 と社 会心 理

_

絆

′

l
､

1
-

.

.

串

叫

1

+
り

+
叩

あ

ら
わ

れ

て

い

る
｡

そ

れ

は
､

国
民
の

び

と

り

ひ

と

り
に

ま
で

､

一

律
の

風
俗
を

徹
底
さ

せ

る

こ

と

に

よ

っ

て
､

社

会
心

理
の

画
一

化
を

は

か

り
､

政
治
的

統
一

を

心

理
の

面
か

ら

補
強
す
る

こ

と

に

ほ

か

な

ら
な
い

｡

だ

か

ら
､

こ

の

風
俗
政

策
を

強
行
す
る

末
端
の

機
関

は

警
察
で

あ
っ

た
｡

当

時
の

巡

査
の

任
務
を

定
め

た

規
則
に

よ

れ

ば
､

そ

の

第
一

条
が

､

こ

の

風
俗
の

コ

ン

ト

ロ

ー

ル

で

あ
っ

た
｡

『

東
京

開

化

繁
昌

誌
』

は
､

こ

の

こ

と

を
､

次
の

よ

う
に

記
し

て

い

る
｡

｢

就

中

巡

査
の

規
則
廿

有
ケ

保
あ

り
､

其

中
に

日

く
､

第
一

巡
査

は

国

内

人

民
の

健
康
権
利
を

保
全

し
､

風
俗
を

正

す
を

以

て

務
と

す
｡

+

こ

の

よ

う
に

､

風
俗
の

改

変
を

上
か

ら
､

権
力
に

よ

っ

て

進
行

さ

せ

る

に

し

て

も
､

警
察
力
に

よ

る

統
制
だ

け
で

は

不

十
分
で

あ

り
､

民

衆
が

そ

れ

を

受
け

入

れ

る

だ

け
の

心

理

的
な

土

台
も
つ

く

る

必

要
が

あ

る
｡

そ

の

た

め
に

は
､

新
風
俗
の

い

ろ
い

ろ

な
モ

デ

ル

を

案
出
し

､

そ

の

魅
力
に

よ
っ

て
､

国
民
を

心

理

的
に

粛
導
す

る

こ

と

が

工

夫
さ

れ

た
｡

そ

の

モ

デ
ル

方

式
は

､

大
き

く

わ

け
る

と

次
の

五

つ

に

な

る
｡

(

1
)

天
皇
モ

デ
ル

方

式
｡

天

皇
み

ず
か

ら
､

身
辺
の

風
俗
を

改

め
､

個
人
の

理

想
モ

デ
ル

を
し

め

す
､

率
先

垂

範
に

よ

る

説
得

で

あ

る
｡

(

2
)

復
古
モ

デ
ル

方

式
｡

明

治
以

前
の

風

俗

を

モ

デ

ル

と

し
､

そ

れ

に

た

ち
も

ど

る

復

古
と
い

う
こ

と

で
､

旧

風
俗
と

の

連

続
性
を

説
き

､

心

理

的

抵
抗
を

や

わ

ら

げ
る

｡

(

3
)

外

国
モ

デ
ル

方

式
｡

外

国
の

風

俗
を

理

想
的
な
モ

デ
ル

と

七
て

､

そ

れ

に

従

う
こ

と

が
､

｢

文

明

開
化
+

で

あ

る

と

説
く

｡

(

4
)

富
国

強
兵
モ

デ
ル

方

式
｡

富
国

強

兵
の

理

想
を
モ

デ
ル

と

し
て

か

か

げ
､

そ

れ

に

近
づ

く
た

め

に

風
俗
改
変
が

必

要
で

あ

る

こ

と

を

強
調

す
る

｡

(

5
)

生

活
合

理

化
モ

デ
ル

方

式
｡

国
の

内

外
の

モ

デ
ル

を

問

わ

ず
､

合
理

的

な

判
断
の

上
に

立
っ

て
､

風

俗
の

改

良

を

は

か

ろ

う
と

す
る

｡

も

ち

ろ

ん
､

び

と

つ

の

風
俗
を

改
め

る

の

に
､

こ

の

五

つ

の

方

式
の

い

く
つ

か

が

結
合
し

て

使
わ

れ

る

ば

あ
い

が

多
い

｡

ま

た
､

(

1
)

-
(

4
)

ま
で

は
､

も
っ

ぱ

ら
､

国
家
権
力
に

よ

る

強
制

と

取
締
り

を

背
景
に

持
ち

､

い

わ

ば
､

政

治
的
な

､

上
か

ら
の

風

俗
改
変
の

た

め
の

方

式
で

あ

り
､

そ

れ

に

対

し

て
､

(

5
)

の

生

活
合

理

化

方

式
は

､

科
学
的
な

根

拠
に

立
つ

､

下
か

ら
の

風
俗
改

変
で

あ

る
｡

た

だ

し
､

(

1
)

-
(

4
)

の

方

式
に

も
､

科

学

的

な

根
拠
が

な
い

わ

け
で

は

な

く
､

た

だ
､

風
俗
改

変
の

ア

ピ

ー

ル

ー
+
‥

レ

と

し
て

､

政

治
的
な

要
素
を

､

強
く

打
ち

出

し

て

く

る

の

で

あ
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る
｡

以

下
､

四
つ

の

方

式
に

つ

い

て
､

具
体

例
を

み

て

行
く
こ

と

に

す
る

｡

(

1
)

天

皇
モ

デ
ル

方

式
｡

明

治

新
政

府
が

､

天
皇
を

､

新
し
い

権
力
の

象
徴
と
し

て

国
民

に

印

象
づ

け

る

た

め
に

と
っ

た
､

さ

ま

ざ

ま
の

手

段
の

な
か

で
､

地

方

巡

幸
と

､

こ

の

風
俗
モ

デ

ル

と

は
､

国

民

と
の

心

理

的

距
離

を

近
づ

け

る

た

め
の

手

段
と

し

て
､

き

わ

め

て

有
効
で

あ
っ

た

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

そ

う
し
て

､

天
皇
み

ず
か

ら

が
､

新
し
い

風

俗

の

採
用

者
と

し

て
､

民

衆
の

目
に

映

る

こ

と

は
､

明

治

新
政

府

が
､

外

国
に

追
い

つ

き
､

追
い

こ

す
た

め

に

と
っ

た

洋
化

政

策
の

推
進
に

､

ひ

と
つ

の

社

会
心

理

的

な

役
割
を

演
じ

た
｡

洋

化

政

策

の

正

し
さ

を
､

民

衆
に

納
得
さ

せ

る

に

は
､

ま

ず
､

洋
化
の

最
も

具
体

的
､

肉

体

的
な

表
現
で

あ

る

外

国

風
俗
を

､

天
皇
が

率
先
し

て

身
に

つ

け
る

の

が
､

心

理

的
な
ア

ピ

ー

ル

と

し

て

は
､

有
効
で

あ

る
｡

ま
た

逆
に

､

欧
化
の

正

し
さ

が
､

国
策
の

他
の

面

た

と

え

ば

軍
備
の

方

面
で

､

し

だ

い

に

実
効
を

挙
げ
て

く
れ

ば
､

外

国

風

俗
を

､

ま
っ

先
に

と

り

上

げ

て

実
行
し
た

天

皇
の

｢

英
断
+

が
､

国
民
に

印
象
づ

け

ら
れ

る
｡

こ

の

ば

あ

い
､

英
断
は

､

｢

啓
蒙
+

の

意
味
を

ふ

く

ん
で

き
て

､

天
皇
の

､

国

民

統

率
者
と

し

て

の

資
格

は
､

さ

ら
に

高
い

も
の

と

し

て
､

国
民
に

.
承

認
さ

れ

る

よ

う
に

な

る
｡

明

治
十

年
ご

ろ

ま
で

は
､

こ

の
■
よ

う
な

天

皇
を
モ

デ
ル

と

し

た

風
俗
洋

化
の

試
み

が
､

つ

ぎ
つ

ぎ

に

行
わ

れ
､

そ

の

度
ご

と
に

､

い

ろ
い

ろ

な
か

た

ち
で

､

そ

の

ニ

ュ

ー

ズ

が

流
さ

れ
､

ま

た
､

天

皇
の

こ

と

ば

と

し
て

､

風
俗
に

か

ん

す
る

宣

言
さ

え

発
表
さ

れ

た

の

で

あ

る
｡

そ

の

試
み

の

な
か

で
､

最
も

早

い

も

の

の

び

と

つ

は
､

明

治

四

年
九

月
､

天

皇
の

こ

と

ば
と

し
て

発
表
さ

れ

た

洋

服

採
用
の

宣

言
で

あ

り
､

こ

こ

に

は
､

天
皇
モ

デ
ル

方

式
だ

け
で

は

な

く
､

の

ち
に

述
べ

る

復

古
モ

デ
ル

方

式
､

富
国
強
兵
方

式
と

の
､

た

く
み

な

結
合

も

み

ら
れ

る
｡

そ

の

勅
諭
は

､

次
の

と

お

り

で

あ

る
｡

｢

朕

惟
フ

ニ

風
俗
ナ

ル

者
ハ

移
換
以

テ

時
ノ

宜
シ

キ

ニ

随
ヒ

｡

園
燈
ナ

ル

者
不

抜
以

テ

其
ノ

勢
ヲ

制
ス

｡

今
衣

冠
ノ

制
中

古
唐
制
二

模
倣
セ

シ

ョ

リ
､

流
レ

テ

軟
弱
ノ

風

ヲ

ナ

ス
｡

朕
太

ダ

慨
レ

之
｡

夫
レ

神
州

武
ヲ

以

テ

治
ル

ヤ

固
ヨ

リ

久
シ

｡

天
子

親
ラ

之

ガ

元

帥
卜

馬
り

､

衆
庶
以

テ

共
成
ヲ

仰
グ

｡

神
武
創
業

､

紳
功
征
韓
ノ

如
キ

決
シ

テ

今
日

ノ

風
姿
ニ

ア

ラ

ズ
｡

豊
一

目

モ

軟
弱
以

テ

天

下
二

示
ス

ベ

ケ

ン

ヤ
｡

朕

今
ヤ

断
然

其
服

制
ヲ

更
メ

､

其
ノ

風
俗

ヲ
一

新
シ

､

租
宗
以

来
､

尚
武
ノ

国
餞
ヲ

立

テ

ン

ト

欲
ス

｡

汝
其
レ

朕
ガ

意
ヲ

慣
セ

ヨ

｡

+
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( 5 ) 明治 初 期 の 風 俗 政策 と社 会 心 理

書

沖

′

t
.
､

1
.

.

書

油

､

一
椚
+

叩

こ

こ

で

風
俗
は

､

国
体

と
の

関

係
で

政

治
的
に

と

ら

え

ら
れ

､

｢

朕

今
ヤ

断
然
其
服

制
ヲ

更
メ
+

と

い

う

決
意
が

あ

き

ら
か

に

さ

れ

る
｡

そ

の

風

俗
は

､

｢

中

古

唐

制
+

に

よ

っ

て

｢

軟

弱
+

に

な

っ

た

の

を
､

神
武

､

神

功
の

古
式
に

か

え

す

こ

と

で
､

一

新
す

る
｡

こ

の

ば

あ

い
､

そ

れ

は
､

｢

尚
武
ノ

園

燈
+

に

ふ

さ

わ

し

い
､

軍

事
的
な

意
味
を

ふ

く
ん

で

い

る

か

ら
､

強

兵

方

式
も

､

そ

こ

に

ふ

く

ま

れ

て

く

る
｡

こ

の

勅
諭
で

は
､

｢

中

古
唐

制
+

に

よ

る

悪

影
響
は

い

わ

れ

て

い

る

が
､

積
極

的
に

､

洋

化
の

意
図
を

表

現

す

る

こ

と

は

し

て

い

な
い

｡

こ

こ

で

は
､

服

装

よ

り

も
､

む

し

ろ

｢

服

制
+

と

し

て

い

る

の

は
､

風

俗
の

普

及
よ

り

も
､

制
度
的
な

改

革
を

､

ま

ず
ね

ら
っ

た

の

で

あ
る

か

ら
､

洋

装

そ

の

も
の

が
､

生

酒
に

も

た

ら

す
利
点

は
､

と

り

上

げ
ら

れ

な

か
っ

た
｡

断
髪
に

つ

い

て

も
､

天

皇
が

そ

れ

を

実

行

し

た

と

い

う

こ

と

が
､

い

ち

早

く

当

時
の

報

道

機
関
に

と

り

上

げ

ら

れ

て

い

る
｡

『

新

聞
雑
誌
』

の

明

治
六

年
三

月
八

六

号

は
､

｢

本

月

二

十

日

聖

上

御
断
髪
遊
バ

サ

レ

候

由
+

と

風
俗
史

上
に

残
る

こ

の

事
件
を

知

ら

せ

て

い

る
｡

も
っ

と

も
､

こ

れ

に

先

立
っ

て
､

｢

散
髪

､

制

服
､

略
制
服

､

祀

式

之

外
､

脱

刀

ト
モ

､

自

今

偽
勝

手

旨
､

御
布

令
+

(
『

太

政

官

日

誌
』

明

治
四

年
八

月

九

日
)

が

あ
っ

た

が
､

お

そ

ら

く

散
髪
の

風

俗
を

徹
底
さ

せ

る

た

め
に

も
､

天
皇

断
髪
の

モ

デ

ル

が

試
み

ら

れ

た

の

だ

ろ

う
｡

天

皇
の

断
髪
が

､

上

層
か

ら

下

層
へ

の

風
俗

改

変
の

､

大

き

な

推
進
力
と

な
っ

た

こ

と

は
､

高
見

澤
茂
の

『

東
京
開
化

繁
昌

誌
』

(

明

治
七

牛
七

月

刊
)

が
､

そ

の

｢

断
髪
(

附

箆
頭
舗
)

+

の

項
で

､

｢

天
皇

眈
二

髪
ヲ

断
チ

賜
ヘ

バ

､

率
土
ノ

濱

二

至
ル

迄

之
ヲ

断
ゼ

ザ

ル

ナ

シ
｡

`
況
ヤ

大

臣

大

浦
以

下

ノ

百

官
ヲ

ヤ
｡

其

他

士
ト

ナ

ク
､

農
ト

ナ

ク
､

一
商

ト

ナ

ク
､

工

ト

ナ

ク
､

皆

亦

断
ゼ

ザ

ル

ハ

ナ

シ
｡

+

と

述
べ

た

と

お

り
で

あ
っ

た

ら

し

い
｡

こ

の

著
者
は

､

さ

ら
に

こ

と

ば
を

つ

い

で
､

｢

断

髪
ハ

西

洋

文
明

諸

国
ノ

風

ナ

リ
､

故
二

天

子
且

之
ヲ

蔑
ス

､

何

ゾ

況
ヤ

四

民

オ

ヤ
+

と
､

重

ね

て

強
調
し

て

い

る
｡

つ

い

で

な
が

ら
､

こ

の

本
で

は
､

写

真
撮
影
に

つ

い

て

も
､

全

く

同

様
の

表

現

で
､

｢

天

子
且

之
ヲ

克
ス

､

皇

后

亦

然
り
+

と

い

い
､

こ

こ

で

も
､

天
皇
に

よ

る

(

2
)

洋
化
の

率
先

実

行
の

例
が

あ

げ

ら

れ

て

い

る
｡

い

ず
れ

も
､

｢

天

子
+

の

英
断
を

讃
え

､

｢

況
ヤ

四

民

オ

ヤ
+

と

い

う

か

た

ち

で
､

国

民
の

風
俗
改

変
を

､

激
励
し
て

い

る

の

で

あ

る
｡

ま
た

､

横
河

秋

涛
の

『

開

化
の

入

口
』

(

明

治

六

-
七

年
刊
)

も
､

｢

常
時

今
上

皇

帝
楼
を

初

め

奉
り

､

左

右
の

大

臣

参
議
を

初
め

､

勅
任

奏

任
の

御

役
人

様
方
は

､

皆

断
髪
に

ズ

ボ

ン

､

マ

ン

テ

ル
+

と

い

う
よ

う
に

､

天

皇

を

頂
点
と

し
､

権
力
に

つ

な
が

る

上

層

階

■7

殻
か

ら

順
に

下
に

及
ぶ

モ

デ

ル

に

よ

る
､

断
髪

､

洋
装
の

上

か

ら

3 7



一 橋論叢 第五 十 巻 第四 号 ( 6 )

の

改

変
を

力

説
し
て

い

る
｡

と

こ

ろ
で

､

こ

の

断
髪
は

､

天
皇
の

率
先

垂

範
と

､

そ

れ

に

つ

づ

く

支
配
層
の

追
随
に

よ

っ

て

よ

う
や

く
一

般
国

民
に

も

普
及

す

る

こ

と

に

な

る

が
､

そ

れ

も
､

ま

ず
､

地

方
ご

と
に

､

断
髪
令
の

告
示
で

当

時
流
布

し

て

い

た

誤
解
を

の

ぞ

く
こ

と

か

ら
､

手
を

つ

け

な

け
れ

ば

な

ら

な

か
っ

た
｡

た

と

え

ば
､

明

治
六

年
十
二

月
､

山

形
県
で

出
さ

れ

た

｢

斬
髪

令
+

は

次
の

よ

う
な

も
の

で

あ

る
｡

｢

管
内

上

下

直
々

の

風
俗
に

て
､

一

般
平

民
の

中
に

自
ら

直

別

を

生

じ

候

様
成
行

､

中
に

は
､

断
髪
は

官

員
の

事
に

て

重
商
の

身
に

は

似
合
し

か

ら

ず

様
相
心

得
､

た

ま

ノ

ト
御
重

意

を

桝
へ

断
髪
の

者
有
れ

ば
､

之

を

誹
り

候
者
も

有
レ

之

由
､

畢
克
心

得
遥

の

筋
に

付
､

爽
一

月

中

限
り

､

管
内

男
子
の

分
は

老

幼

共

断
髪
致

候

様
､

村
々

役
人
よ

り

精
々

説

諭
に

可
レ

及
候

｡

+

こ

こ

で
､

断
髪
は

｢

御

主

意
+

と

し

て
､

上

か

ら
の

意
志
の

命

じ

る

と
こ

ろ
と

さ

れ
､

そ

れ

に

従

わ

な

い

者
に

は
､

｢

説

諭
+

が

加
え

ら

れ

た
｡

こ

の

よ

う
な

風
俗
の

命
令
的

な

奨
励
に

対

し

て
､

地

方

に

ょ
っ

て

は
､

単
に

説
諭
に

と

ど

ま

ら

ず
､

違
反

者
を

罰
す

る

と

い

う
､

さ

ら
に

き
び

し

い

か

た

ち
で

強
制
す
る

こ

と

さ

え

行

わ
れ

た
｡

た

と

え

ば
､

当

時
の

『

新

聞
雑

誌
』

(

明

治

六

年
八

月
一

三
一

号
)

は
､

地

方

に

よ
っ

て
､

こ

の

断
髪
令
を

強

制
す
る

仕
方

の

ち
が

い

を
､

次
の

よ

う
な

実
例
を

あ

げ
て

記
し

､

そ
の

不

統
一

淵

を

語
っ

て

い

る
｡

｢

滋
賀
願
下
二

重

テ
ハ

十
二

八
九
ハ

断

髪
ニ

ナ

リ

タ

リ
｡

其
故

ハ

髪
ノ

ア

ル

者
ハ

月

毎
二

何

程
力

納
税
イ

タ

サ

セ
､

学
校
ノ

費
二

充
テ

タ

キ

ト

ノ

許
可

ヲ

得
テ

､

榎
戸
長
ヨ

リ

令
セ

シ

故
､

余
義
ナ

ク

斬
髪
ノ

者
多
シ

｡

又

愛
知
願
下
ニ

テ
ハ

悉
皆
斬
髪
ノ

厳
命
之
ア

リ
､

遜
卒
虞
々

二

出

撃

往
爽
牛
髪
ノ

者
ヲ

見
受
レ

バ

生

国
任
所

ヲ

礼
シ

､

管
内
ノ

者
ナ

レ

バ

理

解
ノ

上
､

直
二

髪
ヲ

断
ト

ノ

コ

ト

故
､

十
ガ

十

迄
斬
髪
ナ

リ
｡

又
三

重

麟
下
ハ

滋
賀
愛
知
ノ

問
ナ

ル

故
ヤ

十
二

三

四

迄
ハ

断
髪
ナ

リ
｡

濱
松

麒
以

東
へ

近
ヨ

ル

程
､

牛

髪
､

野
郎

､

ヘ

ツ
､

ヒ

ア

タ

マ

杯

多
ク

ナ

リ
､

御
政

髄
上
ハ

一

途

ノ

謬
ナ

ル

べ

キ
ニ

官
吏
ノ

着
目
ス

ル

所
前
後
ア

ル

ハ

又
イ

カ

ナ

ル

故
サ

ラ

ン

カ

ト

咄
セ

シ

人

ア

リ
｡

+

(

『

新

聞

薙

誌
』

明

治

六

年
八

月

一

三
一

号
)

こ

の

よ

う
に

､

風
俗
の

改

変
が

､

上

か

ら
の

｢

厳
命
+

に

よ

っ

て
､

よ

う
や

く

徹
底
し

た

地

方

も

あ
れ

ば
､

ま

た
､

次
に

あ

げ
る

京
都
の

よ

う
に

､

命
令
を

待
た

ず
に

､

自
発
的
に

断
髪
し

て
､

同

時
代
着
か

ら

そ

の

進
歩
性
を

賞
讃
さ

れ

た

例
も
あ

る
｡

｢

大

阪
ヨ

リ

東
リ

シ

人
ノ

講
ニ

､

此

頃
西

京
ニ

テ

坊
間
往
来
ノ

人
ヲ

見
ル

ニ

､

新
二

園

麒
ニ

ナ

リ

タ

ル

者
移
シ

｡

右
ハ

阪
府

斬
髪

ゼ

軸

ふ

r
p

r
-

や

粥

.

た
､
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わ

綽

,
t

･

叫
沸

ィ

が

ノ

布

令
ヲ

聞
キ

市
民

一

同

奮
起
シ

､

尊
命
ヲ

待
ズ

我

勝
ニ

ト

緑
髪

ヲ

裁

断
シ

､

之
力

為
メ

大

阪

神
戸
ノ

洋
品

店
二

在
シ

帽
子

一

時
二

賛
意
シ

タ

リ

ト
｡

全

健
京

人
ハ

速
カ

ニ

幸
二

遷
ル

ノ

美
質
ア

リ

ト
｡

+

(

『

新

開
発

誌
』

明

治
五

年

十
一

月
六

七

号
)

天

皇
モ

デ
ル

に

よ

る

風
俗
の

改
変

は
､

食

生

活
に

も

み

ら

れ

る
｡

そ

れ

は
､

獣
肉

食
､

と

く
に

牛
肉
食
の

試
み

で

あ

り
､

幕
末

ま
で

は
､

主
と

し

て

薬
用

と

さ

れ

て
､

あ

ま
り

､

公

然
と

は

日

常

の

食
卓
に

上
ら

な
か

っ

た

も
の

で

あ
る

｡

天
皇

の

肉
食
に

つ

い

て

は
､

『

新
開

発
誌
』

(

明

治
五

年
一

月

二

六

号
)

に
､

つ

ぎ
の

記

事
が

あ

る
｡

｢

我
ガ

朝
ニ

テ
ハ

中

古
以

来
肉

食
ヲ

禁
ゼ

ラ

レ

シ

ニ

､

恐

多
ク

モ

､

天

皇
無
レ

謂
儀
二

思

召
シ

､

自
今
肉

食
ヲ

遊
バ

サ

ル

ル

旨

宮

内
ニ

テ

御
定
メ

之
ア

リ

タ

リ

ト

云
｡

+

こ

こ

に

も
､

天

皇

が
､

肉

食
の

禁
を

｢

謂
レ

無

キ

儀
+

と

し
て

､

そ

の

非
合
理

を

改

め

る

と

い

う

｢

英
断
+

が

語
ら

れ

て

い

る
｡

そ

う
し

て
､

｢

肉

食
ノ

開
ク

ル

ヤ
､

上
ハ

大

臣
ヲ

姶
メ

下

民

ノ

吾
々

迄
､

之
ヲ

嗜
ム

+

(
『

新

聞

雑
誌
』

明

治
七

年
十

一

月
三

四
三

号
)

と
い

う
よ

う
に

､

や

は

り

上
か

ら

下
へ

の

風
俗
の

伝
達
が

お

こ

っ

た
｡

牛
肉
店
の

ス

ケ

ッ

チ

で

有
名

な

『

安
愚

楽

鍋
』

(

明

治

四

年
)

の

作
者
で

あ

る

仮
名

垣

魯
文

も
､

そ
■
の

編
集
に
■

な

る

鹿
誌
■
『

魯
文

珍
報
』

(

明

治

十

年
)

に
､

天

皇
の

肉

食
に

つ

い

て
､

次
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
｡

｢

是
上

天

子
ノ

御

膳
二

供
-

て

下

人

力

車
夫
ノ

立

食
二

至
ル

迄
､

上

下
ノ

社
食
二

論
ナ

ク
､

唯

牛

肉
ヲ

貴
ビ

､

是

ヲ

食
ス

ル

ハ

日
一

日

ヨ

リ

盛
ナ

リ
｡

+

こ

こ

で

も
､

天

皇
が

肉
食

の

風

俗
モ

デ
ル

と

さ

れ

て

い

る
｡

な

お
､

牛
乳
も

｢

宮
内

省
へ

御

買
上
二

相
成

､

主

上
日

々

両

度
宛

､

御
服
用

遊
サ

ル

1

由
+

(

『

新

(

8
)

聞

雑
誌
』

明

治

四

年

十
一

月
一

九

号
)

と

報
道
さ

れ

た
｡

住
生

活
の

浄

化
に

か

ん

し

て

も
､

前
記

『

開
化
の

入
口
』

は
､

そ

の

促
進
を

天

皇
の

命
令
と

し

て

民

衆
に

伝
え
て

い

る
｡

｢

乃

今
度
天

朝
の

御
厳
命
に

は
､

家
も

西

洋
造
り
に

す
る

が

よ

し
､

重
は

椅
子
に

か

1

り

て

用

事
を

賄
ひ

､

夜
は

床
に

上
が

つ

て

寝
が

天

理
に

叶
た

人

間
の

行
ひ

じ

や

と

御
布

告

が

有
る

こ

と

だ
｡

+

官
庁
で

は

明

治
四

年
八

月
以

来
椅
子

を

使
う

よ

う
に

な
っ

た
｡

ま

た

十
二

月
か

ら

靴
で

宮
城

内
入

口

の

昇
降
が

で

き

る

よ

う
に

な
っ

た
｡

こ

れ

が

民

間
に

は
､

『

御
厳
命
』

の

か

た

ち

で

伝
わ
る

の

で

あ

る
｡

右
の

よ

う
に

風
俗
改

変
の

天

皇
モ

デ
ル

は
､

そ

れ

が
､

国
民
に

対

し

て

持
つ

心

理

的
影
響
の

大
き

な
こ

と

を
､

十

分
､

計
算
に

入

れ

て

お

り
､

そ

れ

だ

か

ら

こ
■
そ

､

そ

の

実

魔
に

当
っ

て

は
､

天
皇

O
U

の

側
近
が

､

保
守
的
な

洋
化

反

対

論
を

押
し

切
っ

て

決
行
し

な
け

3 7
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れ

ば

な
ら

な
か

っ

た
｡

当
時
天
皇

側
近
の

重

臣
で

､

こ

の

よ

う
な

風
俗
洋
化

政

策
を

採
用

す
る

こ

と

に

賛
成
し

た

の

ほ
､

旧

公

卿
の

太

政

大

臣
三

條
賛
美
と

右

大

臣

岩
倉
具
祓
で

あ

り
､

こ

れ

に

対
し

て
､

強
硬
に

反

対

し
た

の

が
､

旧

薩
摩
藩
主
で

左

大

臣
と

な
っ

た

島
津
久

光
で

あ

る
｡

彼
は

､

明

治
五

年
六

月
二

十

八
目

に
､

天

皇

に

｢

至

専
御
草
間
ノ

事
+

以

下

十
四
ケ

条
に

わ
た

る

意
見
書
を

出

し

た

が
､

そ

の

第
三

条
は

､

｢

克

服
制
厳

容

貌
事
+

と

い

う

項

目

で
､

服
装
の

洋
化
を

次
の

よ

う
に

排
撃
し
て

い

る
｡

(

以

下
､

引

用

は
､

『

島
津
久

光

公

賓
紀
』

明

治

四
三

年
､

巻
七

､

巻
八
に

ょ

る
｡

)

｢

服
制
容
貌
ハ

内
外
ノ

舛
ヲ

巌
ニ

シ

貴
腐
ノ

等
ヲ

分
ツ

所

以
ニ

シ

テ

王

政
ノ

要
典
治

国
ノ

大

経
最
モ

忽
ニ

ス

ヘ

カ

ラ

ス

今
ヤ

悉
曹

典
ヲ

破
り

貴
餞
等
ナ

ク

内

外

分
ナ

キ

ノ
､

､

､

ナ

ラ

ス

上

下
一

班
西

洋

ノ

冠

履
ヲ

用
テ

恥
ト

セ

ス

穂
別
済
乱
シ

テ

先
王

ノ

大

経
大

法

蕩
然

磨
滅
ス

ル

ニ

至
ル

慨
嘆
二

堪
へ

ケ

ン

ヤ

是
ヲ

以

吏
二

菌
法
二

俵
り

適

宜
ノ

腰

制
ヲ

走
メ

貴
腐
ノ

容
貌
ヲ

正

シ

巌
二

洋

服
ヲ

禁
シ

上

朝

廷
ヨ

リ

下

問

巻
こ

至
ル

マ

テ

皇

国
ノ

皇
国
タ

ル

本

色
ヲ

明
ニ

ス

べ

キ

ナ

リ
｡

+

一

島
津
の

洋
化

反
対

は
､

意
見

書
の

第
六

条
｢

道

外

国

交
際

審
可

耕

彼
我
之

分

事
+

で
､

｢

今
ヤ

皇

威

眈
二

衰
へ

西

洋

勢
ヒ

猫

狭

真

二

都
下
二

雑
居

+

す

る

有
様
を

嘆
じ

､

こ

の

ま

ま

で

は
､

｢

萬
古

不

易

之

皇
統
モ

共

和
政
治
之

悪
弊
二

複
名

陥

終
ニ

ハ

洋

夷

之

巌

謝

図
+

に

な
る

と

い

う
立

場
に

立
っ

て

い

た
｡

こ

の

意
見

書
は

､

け

っ

き
ょ

く

取
り

上

げ

ら

れ

ず
､

二

年
た
っ

て
､

明

治
七

年
五

月
二

十
三

日
､

島
津
は

右
大

臣
岩
倉
具

視
､

太

政

大

臣
三

保
賛
美
の

二

人
に

､

二

十
ケ

条
の

質
問
を

投
げ

か

け
､

回

答
を

迫
っ

た
｡

そ

の

な
か

で
､

風

俗
の

洋
化

に

つ

い

て

は
､

第
一

条
｢

先
王

ノ

法
服
ヲ

洋

服
二

改
ラ

ル

､

事
+

に

つ

づ

い

て
､

二
､

｢

太

陽
暦
卜

構
シ

西

洋
ノ

正

朔
ヲ

用

ラ

ル

､

事
+

､

三
､

｢

玉

座
ヲ

奉
始
繚
テ

洋
風

ヲ

模

擬
セ

ラ

ル

､

事
+

､

四
､

｢

各

省
二

洋
人

ヲ

雇
ヒ

彼
ノ

教
示

ヲ

受
ク

ル

事
+

十
､

｢

学
校
ノ

規
則
洋

風

基
本
ト

セ

ラ

ル

､

事
+

､

十

三
､

｢

兵

制
洋
式
ヲ

用

ラ
ル

､

事
+

､

十

六
､

｢

邪
宗
ノ

蔓
街

ヲ

防
カ

サ

ル

事
+

､

十
七

､

｢

外

囲

人
卜

婚
姻
ヲ

被
許

事
+

､

二

十
､

｢

散

髪
脱

刀
ノ

洋
風
ヲ

重
シ

束
髪
帯
刀
ノ

御
国
風
ヲ

購
ム

事
+

の

項

目
が

あ

っ

た
｡

こ

の

島
津
左

大

臣
の

質
問
二

十
ケ

条
に

対

し

て

は
､

岩
倉
具
視

が
､

附
箋
で

､

一

条
ご

と

に

回

答
し

た

が
､

ま

ず
､

第
一

条
か

ら

第
四

条
に

つ

い

て

は
､

｢

方

今
更

始
一

新
ノ

際
､

欧
米
諸
園
ノ

美

事
良

法
御

採
用
ノ

趣
意
ニ

テ
､

迫
々

御
着

手
ニ

モ

相

成

候

儀
二

付
､

今
更
復
啓
之

儀
ハ

難
破
行
儀
卜

存
候
+

と
､

は

っ

き

り

拒
否

し
て

お

り
､

十
三

に

つ

い

て

も
､

｢

兵
制
ノ

欒
草
亦

時

勢
ノ

然

ラ

ヤ
桝

F
♪
r

熊

増

赫
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か

細

～
ち

1

一
.

中

細

｡

d
那

.

が

シ

ム

ル

虞

欧
洲

ノ

兵

制

極

テ

艮

制
タ

リ

伍
テ

採
用

セ

ラ

ル

､

所

也
+

と

し

た
｡

し
か

し
､

十
六

に

つ

い

て

は

｢

外

宗
ノ

重
荷
元
ヨ

リ

所
好
二

非
ス

濠
防
ノ

良

策
御

見
込

有
之

候
ハ

､

御

詮

議
可
有
之

候
+

と
い

っ

た

が
､

十
七

に

つ

い

て

は
､

｢

外

囲

婚
姻
ノ

義
ハ

開

園
ノ

規
模
開
カ

セ

ラ

ル

候
上

相

担
候

義
ハ

到

底

難

攻

道

理
二

候

事
+

と
､

答
え

て

い

る
｡

そ

う

し
て

､

最
後
の

｢

散

髪
脱

刀
ノ

洋

風
+

ぺ

っ

い

て

は
､

風

俗
洋

化
の

原

則
を

､

｢

風
俗
ノ

車
革

時

世

ノ

然
ラ

シ

ム

ル

所
勢
不

得
止
モ

ノ

ニ

付

難
被
復
事
二

存
候
+

と
､

は
っ

き

り

表
明

し
た

｡

こ

の

附
箋
に

あ

ら
わ

れ

た

風
俗
洋

化
の

主

張
は

､

最
後
の

｢

勢

不

得
止
+

と

あ
る

よ

う
に

､

新
政

府
の

政

策
上
や

む

を

待
な
い

改

革
で

あ

り
､

そ

れ

だ

か

ら
こ

そ
､

上
か

ら
の

命
令
で

､

早

急
の

実

現
に

努
力
し

な

け

れ

ば

な

ら

な
か

っ

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

点
を

､

岩
倉
は

､

の

ち
に

､

彼
自

身
の

『

修
史

意
見

書
』

(

明

治

十

六

年
三

月
)

で

次
の

よ

う
に

表
現
し

た
｡

｢

接
ズ

ル

ニ

､

維
新
ノ

際
､

民

情

固

撃
一

隅
り

､

只

管
撰
夷
ヲ

以

テ

輿
論
ト

ス

｡

若
シ

西

洋
ノ

事
情

ヲ

明

ラ

カ

ニ

シ
､

智
見
ヲ

聞

キ
､

其

説
ヲ

改
メ

シ

ム

ル

ニ

非
レ

バ

､

国
家

賢
二

危
殆
二

傾

向
ア

一
り

｡

是
二

於
テ

璽
息

西

説
ヲ

用
ヰ

テ

其

鎖
国
ノ

民

情
ヲ

関
連
セ

ン

ト
､

大
ニ

､

外

邦
ノ

文

明
ヲ

輸
入
ス

ル

ヲ

以

テ
､

某
所
益

多
シ

ト

雄
モ

､

弊
害
亦

甚
ダ

妙
カ

ラ

ズ
｡

是
レ

柾

ヲ

婿
テ

直
二

過
ル

モ

ノ
､

勢
ノ

巳
ム

ヲ

得
ザ

ル

所
ニ

シ

テ
､

亦
後

日

為
政
ノ

亀
鑑
タ

リ

ト

ス

｡

+

(

番

町

老

人
｢

明

治
修

史

事

業
の

回

顧
+

四
､

『

歴

史
地

理
』

大
正

十
二

年

四
一

巻
一

号
､

六
七
ぺ

ー
㍉

こ

右
の

よ

う
に

岩

倉
に

よ

れ

ば
､

風

俗
に

か

ぎ

ら

ず
､

洋

化

に
一

は
､

必

要

悪
の

よ

う

な

部
分
が

ふ

く
ま

れ

て

い

た

の

で

あ

り
､

そ

ぅ
い

う

危
険

性
が

あ
る

か

ら
こ

そ
､

一

挙
に

上
か

ら
の

伝

達
で

､

民

衆
に

徹
底
さ

せ

る

政

策
が

と

ら

れ

た
｡

そ

れ

は
､

風
俗
の

洋
化

を
､

は

じ

め
か

ら

政

治

的
に

統
制
す

る

こ

と

で
､

そ

れ

が

行
き

過

ぎ
に

な

ら
ぬ

よ

う
に

工

夫

し

よ

う

と

し
た

の

だ

ろ

う
｡

そ

の

た

め

に

も
､

天

皇
モ

デ

ル

は
､

洋

化
の

率
先

垂

範
で

あ

る

と

同

時
に

､

洋
化
が

､

政

治
上
の

､

と

り

わ

け

国

際
政

治
上
の

要

請
で

あ

る

こ

と

を

徹
底
さ

せ

る

た

め

の

手

段
で

も
あ
っ

た

と

思

う
｡

も
っ

と

も
､

青
年
で

あ
■っ

た

天

皇
自

身
が

､

洋

化
に

積
極
的
で

あ

っ

た

と
い

う
こ

と

も

あ
ろ

う
｡

す
で

に
､

明

治
三

年

十

月

に

は
､

マ

ン

テ

ル

を

調

進
､

そ

の

後
明

治

四

年
九

月

宮
中
で

の

洋
服

使
用

を

侍
従
に

激
す
る

､

な

ど
の

こ

と

が

あ

り
､

自
分

も
､

一

日

中
､

軍

服

あ

る

い

は

フ

ロ

ッ

ク
コ

ー

ト

を

着
用
し

て

い

た

と

い

わ

れ

る
｡

だ

か

ら
､

岩
倉
が

お

そ

れ

て

い

た

行
き

過

ぎ

は
､

か

え
っ

て

天

皇

自

身
の

洋
化

趣
味
に

､

い

ち
ば

ん

早

く

あ

ら
わ

れ

た

と
い

一

⊥

え
る

か

も

し

れ

な
い

｡

天

皇
は

､

明
治

八

年
四

月

十
五

日

に
､

直

詔
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接
､

島
津
に

対

し

て

服
装
の

洋
化
に

つ

い

て

答

え

て

い

る
｡

｢

…

二

去
ヲ

玉

座
ノ

下
二

召
シ

勅
諭
シ

テ

日

ク

汝
前
日

ノ

建
言

十
四

懐

中
其

服
制
ハ

故
ア

リ

採
納
シ

難
シ

ト

公
伏
シ

テ

奏
ス

服
制
ハ

臣
力

上
ル

所
備
中
ノ

本

幹
ナ

リ
｡

+

こ

の

よ

う

に

島

津
は

､

天

皇
の

こ

と

ば
に

対

し

服

装
の

洋
化
と
い

う

問
題
が

､

意
見
書
の

｢

本

幹
+

で

あ

る

と

し

て
､

重

ね
て

強
調
し

た
｡

こ

れ

に

対

し
､

こ

え

て

七

月
三

十
一

日
､

天

皇
は

､

｢

服
制
ノ

件
ハ

猶
ホ

熟
考
ス

ヘ

シ
+

と

保
留
し
て

い

る
｡

島
津
は

､

更
に

翌

八

月
に

､

三

傑
太

政

大

臣
を

批
判
す

る

旨
の

意
見

書
を

出
し

､

｢

陛
下

今
日

臣
力

言
ヲ

用

テ

賛

美
ヲ

難
ケ

給
ハ

ス

ン

ハ

皇

国
ハ

終
二

西
洋

各
国
ノ

奴

隷
タ

ラ

ン

コ

ト

鏡
二

懸
テ

見
ル

カ

如
シ
+

と

極
言
し

た
｡

右
の

よ

う
に

､

洋

服
の

採
用
を

は
じ

め

と

す

る

風
俗
の

洋

化
政

策
に

つ

い

て

は
､

太

政
大

臣
､

右
大

臣
と

左

大

臣
と
の

あ
い

だ

に

深
刻
な

争
い

が

お

こ

っ

た

ほ

ど
で

あ

る

が
､

時
勢
は

､

洋
化
の

一

途
を

突
き

進
む
よ

う
に

な

る
｡

そ

こ

に

は
､

新
奇
を

好
む

流
行
心

理
が

､

上

下
と

も
に

み

な
ぎ
っ

て

い

た

こ

と

も

争
え

な
い

事
実
で

(

4
)

あ

る
｡

し

か

し
､

洋
化
の

必

要
性
を

､

一

般
の

民

衆
に

納
得
さ

せ

る

た

め
に

は
､

天
皇
モ

デ
ル

だ

け
で

は
､

不
十

分
で

あ

る
｡

そ
こ

で
､

そ

れ

を

補
強
す
る

モ

デ
ル

と

し
て

工

夫
さ

れ

た

の

が
､

復
古

モ

デ

ル

で

あ

る
｡

(

2
)

復
古
モ

デ
ル
｡

天

皇
モ

デ
ル

に

密

接
な

関
係
の

あ

る

の

は
､

｢

王

政

復
古
+

の

ス

ロ

ー

ガ

ン

で

王

政
と

直
接
結
び

つ

い

て

い

た
､

｢

復
古
+

の

観

念
で

あ

る
｡

そ

こ

で

復
古
を

､

風

俗
洋

化
の

根
拠
に

す
る

こ

と

が

工

夫
さ

れ

る
｡

そ

れ

は
､

古
代
の

風
俗

を

理

想
と

し
､

中
世
以

後

に

失
わ

れ

た

そ

の

風
俗
を

復
古
さ

せ

れ

ば
､

お

の

ず
か

ら

洋
風
に

合
致

す
る

と

い

う
論
理
で

あ

る
｡

そ

う
し

て
､

こ

の

風
俗
が

､

実

は

古
代
か

ら
つ

づ

い

て

い

る

天

皇
家
に

よ

っ

て
､

は

じ

め
て

復
活

さ

れ

る

と
い

う
の

で

あ

る
｡

こ

う
し
て

､

天
皇
モ

デ

ル

は

直

接
復

古
モ

デ
ル

に

つ

な
が

る

こ

と

に

な

る
｡

た

と

え

ば
､

断
髪
に

つ

い

て
､

｢

日

本
は

､

卓
帝

様
や

雲
上

方

は
､

今
の

今
ま
で

も

昔
の

風

を

其

健
に

､

惣
髪
で

お

い

で

な
さ

れ

た
+

(

加

藤
祓

一

『

文

明

開
化
』

明

治

六

-
七

年
)

と

し

た
｡

肉
食
に

つ

い

て

も
､

む

か

し

か

ら

天

皇
は

肉
食
し
て

い

た

と

い

う

故
事
を

び

い

て
､

肉
食
は

､

神
道
で

は

許

さ

れ

て

お

り
､

仏
教
が

入
っ

て

か

ら

禁
じ

ら
れ

た

と

い

う
説

を

持
ち

出
し

て

い

る

び

と

も

あ
っ

た
｡

し

か

し
､

復
古
モ

デ
ル

ほ
､

天
皇
モ

デ

ル

と

結
び

つ

か

な
い

か

た

ち
で

も

利
用
さ

れ

た
｡

そ

れ

は
､

古

代
の

風
俗
が

中

世

以

後
の

乱
世
に

よ

っ

て

失
わ

れ

た

と

か
､

仏
教
の

影
響
で

神

道
の

風
俗
が

す
た

れ

て

し

ま
っ

た

と

か
､

あ

る

い

は
､

古

代

ま
で

さ

か

の

ぼ

ら

ヲβ2

▲
一

也

.

少
l
r

r

l
,

せ

ポ

+
¶

浪

←

P
7



( 1 1 ) 明治 初 期 の 風俗政 策と社 会心 理

牡

丹

･

1
.
一

一

一
1

中

外

山
｢

ヨ
.

止

l

打
･

群

細

ず
､

数
百

年
前
ま
で

の

風
俗
が

衰
え

た

と

い

う
よ

う

な
こ

と

を

前

提
と

し
､

そ

の

失
わ

れ

た

も
の

を

復
活

す
る

こ

と

が
､

結
果

と

し

て

は

洋
化
と

一

致
す

る

と

説

く
｡

明

治
六

年
一

月
長

崎
県
の

断
髪

告
諭
に

｢

我
国

昔
は

士

農
工

商
と

も
､

皆
蓄

髪
に

し
て

冠
を

頂
き

た

る

風
俗
な
る

も
､

中

古
乱
世
の

久
し

く

横
き

し
こ

ろ
､

何
の

耕

へ

も

な

く
､

其
大

切

な
る

頭
を

覆
び

し

毛

髪
を

剃
落
し

､

冠
も
い

っ

か

廃
し
+

と

あ
り

､

ま

た

前
出
『

文

明

開

化
』

の

著
者
の

よ

う

に
､

断
髪
が

､

決
し

て

外

国
の

模
倣
で

は

な

く
､

む

し

ろ

古

代
に

学
ぶ

こ

と

で

あ

る

と

し

て
､

積
極
的
な

復
古
モ

デ
ル

の

方

式

を

押

し

出
し

て

く
る

ば

あ
い

も

あ

る
｡

｢

第
一

､

散
髪
に

な

る

の

を
､

外

国
人
の

眞
似
ぢ

や

と

思
ふ

は

大
き

な
了

簡
蓮

び

ぢ

や
､

散
髪
に

な

る

は
､

日

本
の

い

に

し
へ

に

習
ふ

の

ぢ

や
､

神
代

は

も
と

よ

り
､

散
髪
は

あ

た

り

前
の

事
｡

+

(

『

文

明

開

化
』
)

こ

こ

で

復

古
モ

デ

ル

は
､

洋
化

を
､

も
っ

ぱ

ら

復
古
の

方
に

引
き

つ

け

て

説
か

れ

て

い

る
｡

同

じ

著
者
は

､

帽
子
に

つ

い

て

も
､

｢

や

は

り
二

三

百

年

前

迄
は

農
工

商
と

も

に
､

烏
帽
子
は

冠
つ

て

居
た

も
の

じ

や
+

と

語

っ

て

い

る
｡

こ

の

よ

う
に

断
髪
も

､

帽
子
も

､

上

流
社

会
だ

け
で

な

く
､

｢

農
工

商
+

の

各

層
に

わ

た
っ

て

用
い

ら

れ

て

い

た

と

い

ぅ

論
法
が

使
わ

れ
､

天

皇
モ

デ
ル

方

式
と

は

離
れ

て

く
る

｡

次
に

､

肉
食
に

つ

い

て

も
､

『

文

明

開
化
』

に

は
､

｢

都
て

肉
類

を

忌

む

は
､

彿
法
か

ら

移
つ

た

事
で

､

我

が

紳
の

道
に

は
､

共

棲

な

事
は

な
い
+

(

初

篇
､

上

巻
)

と

い

い
､

｢

神
の

道
+

の

風

俗
が

､

洋

風
と

一

致
す
る

こ

と

を

主

張
し

た
｡

し
か

し
､

復
古
モ

デ
ル

方

式
は

､

け
っ

き
ょ

く
､

む
か

し
の

よ

い

風
俗
に

も

ど

る

こ

と
が

､

結
果
的
に

は

洋

化
と
一

致

す
る

の

だ

と

い

う
以

上
､

洋
風
が

や

は

り
よ

い

も

の

で

あ

り
､

外

国
の

風
俗

を
､

積
極
的
に

採
用

す
る

必

要
が

あ

る

こ

と

も
､

同

時
に

強

調
さ

れ

る

よ

う
に

な
る

｡

そ

こ

で
､

復
古
モ

デ

ル

方

式
は

､

次
に

述
べ

る

外

国
モ

デ

ル

方

式
に

結
び

つ

い

て

く

る
｡

復

古
モ

デ

ル

方

式

が
､

日

本

古
来
の

美
点

を

あ

げ
れ

ば

あ

げ
る

ほ

ど
､

そ

れ

と
一

致

す
る

外

国

風

俗
も
モ

デ

ル

と

し
て

賞
揚
し

な

け

れ

ば

な

ら
な
い

､

と

い

う

矛

盾
に

お

ち
い

る

の

で

あ

る
｡

(

3
)

外

国
モ

デ
ル

方

式
｡

こ

の

外

国
モ

デ

ル

方

式
は

､

二

つ

の

方

向
に

分
け

ら

れ

る
｡

ひ

と
つ

は

積
極
論
で

あ

り
､

も

う
び

と

つ

は

消
極
論
で

あ
る

｡

こ

の

積
極
論
は

､

外

国
風
俗
の

優
秀
性
を

､

よ

い

手

本
と

し
て

い

る
｡

こ

れ

を
､

(

a

)

積
極
的
モ

デ
ル

方

式
と

よ

ぶ
｡

こ

れ

に

対

し
､

消

極
論
は

､

外

国
に

対
し

て

恥
ず
か

し
い

か

ら
日

本
の

悪
い

風

俗

を

な

く

そ

う
と

い

う
(

b
)

消

極
的

な
モ

デ
ル

方

式
で

あ

る
｡

(

a

)

積
極
的
モ

デ
ル

方

式
｡

外

国
の

風
俗
を

､

日

本
の

風
俗

湖
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と

く

ら
ぺ

､

そ

の

合
理

性
に

よ

る

優
越
を

承

認

し
て

､

そ

の

モ

デ

ル

を

採
用
し

ょ

ぅ
と

す
る

態

度
で

あ

る
｡

幕
末
以

来
の

洋
学
が

主

張
し

て

き
た

外

国

文

化
の

優
秀

性
を

認

識
す
る

進
歩
的

な

見
解
に

立
つ

｡

｢

よ

い

事
は

西
洋

人
の

す
る

こ

と

で

も
､

支

部

人

の

す
る

事
で

も
､

眞
似
る

が

よ

い
+

(

前
出

『

文
明

開

化
』

)

の

で

あ

る
｡

も

ち
ろ

ん
､

こ

の

積

極
的

な

外

国
モ

デ
ル

方

式
で

も
､

そ

の

合

理

性
だ

け
を

説
く
の

で

は

な

く
､

前
に

も
ふ

れ

た

よ

う
に

､

そ

れ

を

復
古
モ

デ

ル

と

結
び

つ

け

る

こ

と

も
､

し
ば

し

ば
､

こ

こ

ろ

み

ら

れ

て

い

る
｡

『

文
明

開
化
』

の

服
装
を

論
じ

た

個

所

で

も
､

外

国

風
俗
の

合
理

性
､

実

用

性
が

説
か

れ

る

が
､

そ

れ

も
二
一

百

年
ば

か

り

前
ま
で

日

本
で

も

行
わ

れ

た

風

俗
に

､

一

致

す
る

と

さ

れ

た
｡

｢

裁
附
や

股

引
パ

ッ

チ

は
､

と

り

も

直

さ

ず
､

外

国

人

の

は

い

て

ゐ

る

も

の

と

同
じ

や

う
な

も
の

ぢ

や
､

外

国
人
は

賓
用

を

専

ら

と

す
る

こ

と

ぢ

や

に

よ

つ

て
､

惰
戯
な

形
な

ど

は

せ

ぬ

こ

と

で
､

日

本

も
､

三

百

年
ば

か

り
の

前
へ

立

庚
つ

た

ら
､

外

国

人
に

笑
は

る

ゝ

や

う

な

風
俗
で

は

な
か

つ

た

の

ぢ
や

｡

+

右
の

よ

う
な

､

外

国

風

俗
と

復
古
モ

デ
ル

と
の

一

致
と

い

う
立

場
か

ら
み

れ

ば
､

風
俗
の

良

否
を

判
定

す
る

基
準

は
､

そ

れ

が
､

外

国
で

も

行
わ

れ

て

い

る

か
､

ま

た

は

日

本
の

過

去
の

風
俗
に

あ

っ

た

か
､

と
い

う
と

こ

ろ

に

立

て

ら

れ

る
｡

た

と

え

ば

明
治

五

年

三

月
(

三

五

号
)

の

『

新

開
発
誌
』

に

は

次
の

記

事
が

あ

る
｡

｢

近

淵

頃
府

下
ニ

テ

往
々

女

子
ノ

断
髪
ス

ル

者
ア

リ
､

固
ヨ

リ

我

古
俗
ニ

モ

ア

ラ
ズ

､

又

西

洋
文

化
ノ

諸
国
ニ

モ

未
ダ

曾
テ

見
ゲ

ル

コ

ト
ニ

シ

テ
､

其
ノ

醜
態
晒
風

､

見
ル

ニ

忍
ビ

ズ
､

女

子
ハ

柔
順
温

和
ヲ

以
テ

主

ト

ス

ル

者
ナ

レ

バ
､

髪
ヲ

長
ク

シ

テ

飾
ヲ

用
ユ

ル

コ

ソ

高

閣
ノ

通

俗
ナ

ル

ヲ

イ

カ

ナ

ル

主

意
ニ

ヤ
､

ア

タ

ラ

黒
髪
ヲ

切

捨
テ

開
化
ノ

姿
ト

カ

色

気
ヲ

離
ル

ル

ト

カ

思
ヒ

テ
､

ス

マ

シ

顔
ナ

ル

ハ

章
二

片
腹
痛
キ

業
ナ

リ
｡

+

こ

の

よ

う
に

､

女

子
の

断
髪
は

､

｢

古

俗
+

､

｢

西

洋

文

化
+

､

｢

寓
園
ノ

通
俗
+

と

い

う
､

三

つ

の

基

準
に

照
ら

し

て

判

断
さ

れ
､

｢

開
化
ノ

姿
+

の

思
い

ち

が

い

が

批

判

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

食
生

酒
に

つ

い

て

は
､

外

国

人
の

い

う

栄

養
学
的

な

根

拠
に

立

っ

て
､

そ

の

改

善
が

説
か

れ

た
｡

｢

外

国
人

の

説
+

は
､

し

ば

し

ば
､

び

と
つ

の

権
威
と

し
て

利
用
さ

れ

て

い

る
｡

｢

外

国
人
ノ

説
ニ

､

日

本

人
ハ

性
質
統
テ

智
巧

ナ

レ

ド

モ

､

根

気
甚
乏
シ

､

是
肉
食
セ

ザ
ル

ニ

因
レ

リ
､

然
レ

雄
老

成
ノ

者
､

今

俄
二

肉

食
シ

タ

レ

バ

ト

テ

急
二

其
駿
ア

ル

ニ

モ

非
ズ

､

小

鬼
ノ

内

ヨ

リ

牛
乳
等
ヲ

以

テ

養
ヒ

立

テ

ナ
バ

､

自
然
根
気
ヲ

檜
シ

身
髄
モ

随
テ

強
健
ナ

ル

べ

シ

ト
｡

+

(

『

新

開
発
誌
』

明

治

四

年
五

月
一

号
)

積
極
的

な

外

国
モ

デ

ル

方

式
は

､

ま
た

､

帰
朝

者
の

談
話
に

よ

一

籾

F
l

r

や

抽

甘

娘

1
.

サ

L

【



( 1 3 ) 明 治初期 の 風俗 政 策と社 会心 理

妙

計

J
H
｡

一
.1

1

中

計

｡

れ
一
冊

っ

て

権
威
づ

け

ら
れ

る
｡

衣

食

住
に

か

ぎ

ら

ず
､

国

旗
掲
揚
の

儀

礼
な

ど

も
､

こ

の

一

例
で

あ

る
｡

｢

洋
行

辟
朝
人
の

発
話

､

欧
米
諸

州
に

て

は
､

国
家
の

大

穂
目

或
は

海
外

珍
客
の

馳

走
等
に

諸

人

各

門

戸
に

某

国
旗
章
を

揚
げ
て

之

を

成
す
る

な

り
｡

+

(

『

新

聞
心

得
革
』

明

治

六

年
二

月

六

号
)

し

か

し
､

右
の

よ

う

な

方

式
は

､

国
民
に

と
っ

て

縁
の

遠
い

外

国
で

行
わ

れ

て

い

る

風
俗
を

モ

デ

ル

に

せ

よ
､

と

い

う
こ

と

で

あ

り
､

身
近
に

感
じ

さ

せ

る

説
得
力

を

持
た

な

い
｡

そ

れ

に

対

し

て
､

国
民
の

日

常
経
験
す
る

範
囲

内
で

､

外

国
あ

る

い

は

外
人

と

の

比

較
と
い

う

面
か

ら
､

風
俗
の

改

革
を
は

か

ろ

う
と

す
る

方

式

が
､

次
に

述
べ

る
､

消
極
的

な

外

国
モ

デ

ル

方

式
で

あ

る
｡

(

b
)

消

極
的
モ

デ
ル

方

式
｡

こ

の

な
か

に

は
､

旧

来
の

風

俗

を

攻
め

る

の

に
､

そ

れ

が

外

国
(

外

人
)

に

対
し

て

無
礼
で

あ

り
､

恥
で

あ

る

と

い

う
H
国
辱
回

避
方

式
と

､

風
俗
の

面
で

も
日

本
が

外

国
に

劣
ら
ぬ

よ

う
に

し

な

け

れ

ば

な

ら
ぬ

と

い

う

他
国
威

宣

揚

方

式
と

が

ふ

く

ま
れ

る
｡

印
国

辱
回

避

方

式
｡

こ

の

方

式
は

､

二

つ

の

か

た

ち

を

と
っ

て

あ

ら

わ
れ

る
｡

第
一

は
､

日

本

人
の

風
俗
の

な
か

で
､

外

国

人
に

見

ら
れ

て

は

恥
に

な

る

と

し
て

､

そ

の

よ

う
な

無

作
法

な

も
の

を

止

め

る

よ

う
に

す
る

こ

と
で

あ
る

｡

第
二

は
､

日

本
人
が

､

外

国

の

風
俗
を

ま

だ

採
用

し
て

い

な
い

の

を
､

｢

未

開
+

と

し

て

恥
じ

る

こ

と

で

あ

る
｡

こ

の

国

辱
に

訴
え

る

と
い

う

方

式
は

､

実
に

広

汎
に

使
わ

れ

て

お

り
､

開
国
に

よ
っ

て

は

じ

め

て

外
人
に

接
し
た

国

民
の

社

会
心

理
の

な

か

に

あ

る
､

外

人
に

対

す

る
一

種
の

｢

人

見

知
り
+

的
な

羞

恥
心
に

､

た

く

み

に

ア

ピ

ー

ル

し

た

よ

う
に

思

ゎ

れ

る
｡

こ

れ

は
､

当

時
､

し

ば

し

ば

お

こ

っ

た

外
人

殺

傷
事
件

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

一

般
国

民
の

あ
い

だ

に

は
､

外
人

に

対

す
る

好
奇
心

や

好
意
と

ま
じ
っ

た

羞
恥
心
が

､

か

な
り

強
く

は

た

ら
い

て

い

た

た

め
で

は

な
い

だ

ろ

う
か

｡

こ

の

方

式
は

､

外

国
の

科
学

･

技
術

･

産
業
の

成
果

だ

け
を

文

明

開
化
と

考
え

や

す
か
っ

た

国

民
に

対
し

て
､

風
俗
の

面
で

も
､

外

国
に

対

し

て

目

を

び

ら

く
こ

と

を

す

す
め

る

工

夫
と

し
て

､

き

ゎ

め

て

有
効
で

あ
っ

た
｡

外

国
(

と

く

に

ア

メ

リ

カ
)

の

生

酒

慣
習

を

紹

介
し

た
､

外

人
と

の

交

際
の

参
考
書

と

し
て

書
か

れ

た

『

西

俗
一

驚
』

(

明

治
二

年
)

の

序
に

､

｢

然
る

に

世
の

人

多

く

は

彼
の

器
物
に

意

を
よ

す
る

の

み

に

て
､

か

れ

の

人

情
風

俗
に

心

を

留
む

る

も
の

少

な

し
+

と

あ

る

と

お

り
､

文

明

開
化

も

風
俗
面
の

進
歩

を
と

も

な
わ

な

け

れ

ば
､

｢

中
外

一

家
四

海

兄

弟
+

(

同

右
)

の

交

際
は

､

ス

ム

ー

ス

に

行
か

な
い

か

ら

で

あ

る
｡

そ

こ

で
､

ま

ず
改
め
る

べ

き
こ

と

ほ
ゝ

.

前
に

あ

げ
た

､

外

人
に

朗
】

h
J



一 橋論叢 第五 十 巻 第 四 号 ( 1 4 )

対

す
る

好
奇
心

の

行
き

過

ぎ
で

あ
っ

た
｡

明

治
三

年
十

月

十
七

日

付
､

府
滞
県
へ

の

布

告
に

は
､

｢

外

国
人

通
行

之

節
､

往

来

見

物

イ

タ

シ

候
儀
ハ

不

苦
候
工

共
､

彼
方
ニ

テ
ハ

高
官
ノ

者
モ

手

軽
二

施
行
イ

タ

シ

且

彼
我

之

嘘
義
モ

カ
ハ

リ

候
儀
二

付
､

在
々

ノ

人

民

二

於
テ
ハ

殊
更

外

国
人

之

情
態
ヲ

モ

熟
知
セ

ザ

ル

ユ

エ

､

不

作
法

等
之

儀
有
之

候
ニ

ハ

不

相

済
儀
二

付
､

地

方
官
ニ

テ

吃
塵
取
締
可

致

事
+

と

あ

り
､

外

人

を

｢

見
物
+

す
る

こ

と

は

差

支
え

な

い

が
､

｢

不

作
法
+

は
い

け

な
い

と

し

た
｡

こ

の

不

作
法

は
､

次

の

東
京
府
達
･
(

明

治

四

年
一

一

月

二

九
日
)

に

み

る

よ

う
に

､

個
人
の

恥
よ

り

も
､

国

辱
と

し

て

き

び

し

く

取
締
ら
れ

る
｡

｢

府

下

賎

民

共
衣

類
不

著
裸

撃
三
ノ

稼
方

致
シ

､

或
ハ

湯
屋
へ

出
入

候
者
モ

間

々

有
之

､

右
ハ

一

般
ノ

風
習
ニ

テ

御
国
人
ハ

左

程
相

軽
シ

メ

不

申

候
得
共

､

外

国
二

於
テ
ハ

､

甚
ダ

之
ヲ

都
ミ

候
ヨ

リ
､

銘
々

大
ナ

ル

恥
辱
卜

相
心

得
､

我

ガ

肌

ヲ

顧
シ

候
事
ハ

一

切

無
之
由

､

然
ル

ニ

外

国
ノ

御
交
際
温
々

盛
二

相

成
り

､

府
下
ノ

義
ハ

別

而
外

国
人

ノ

佳
来
モ

繁
ク

候
虞

､

右
様
見

苦
敷
風
習
此

俵
置
候
テ
ハ

､

御

国

僅
一

言
相

拘
り

候
二

付
､

自
今
餞
民

タ

ソ

ト
モ

､

決
シ

テ

裸
髄
不

相

成
侯
+

と
い

う
よ

う

に
､

裸
体
は

､

｢

御
国
僅
+

に

か

か

わ

る

恥
と

さ

れ

た
｡

同

様
に

､

立

小

便
も

､

｢

甚
不

作

法

至

極
､

外

国

人
へ

封
し

候
て

は

別

而
恥
入

候
義
に

付

以

束
右
横
の

儀
､

決
而

無

之

様
可

仕
+

(

『

も

し

ほ

草
』

明

治

元

年
九
月

二

十
三

日
､

第
二

五

篇
)

と

が
り

∂

禁
じ

ら
れ

た
｡

こ

の

ば

あ
い
.
に

も
､

外
人
に

対

し

て

は

｢

別

而
恥

入
+

と

強

調
し

て

い

る

の

が
､

特
徴
的
で

あ
る

｡

同

様
に

､

明

治

二

年
六

月
七

日

の

公

議
所
会
議
に

出
さ

れ

た

議
案
｢

身
髄
へ

蘇
ス

ル

ヲ

禁
之
儀
+

に

付

す
る

備
中

浅

尾

議
員
の

塀
和
錦
織
の

意
見

と

し
て

｢

俗
二

鳶
ノ

者
､

駕
範
昇

､

渡
り

中

間
卜

唱
ル

者
､

元
爽
無

智
ナ

レ

ハ

父
母
二

受
得
タ

ル

身
髄
ノ

大
切

ナ

ル

ヲ

知
ラ
ス

裸
髄
ヲ

柴
ト

シ

膚
二

人

物

花
鳥
ノ

蘇
ヲ

ナ
シ

自
ラ

傷
ル

ハ

慈
ム

ヘ

シ

且

外

国
人
二

封
シ

甚
恥
ベ

キ

事
也

｡

+

(

『

公

議
所
日

誌
』

明

治
二

年

第
十

九

号
)

と

あ

る

の

も
､

同

様
で

あ

る
｡

国
辱

論
は

､

風
紀
問
題
に

つ

い

て

も

適
用
さ

れ

た
｡

売

春
制
度

の

存
在
は

､

そ

の

一

例
で

あ
る

｡

『

明

六

雑
誌
』

(

明

治
八

年
十

月

四

二

号
)

に

の

っ

た

津
田

眞
道
の

｢

慶
娼

論
+

は
､

｢

今
ニ

シ

テ

娼
妓

ヲ

麿
セ

ズ

ン

バ

二

千

五

首

有
飴
年
ノ

久
シ

キ

未
ダ

曾
テ

外

国
ノ

侮

辱
ヲ

受
ケ

ザ
ル

､

堂
々

タ

ル

我

大
日

本

帝
国
モ

永
ク

其

濁
立
ノ

園

髄
ヲ

維
持
セ

ン

コ

ト

畳

危
殆
ナ

ラ

ズ

ヤ
｡

夫
レ

今
ノ

時
ハ

所
謂
文

明

富
強
ノ

各
国
卜

交
際
ヲ

鳥
サ

ゞ

ル

ヲ

得
ザ
ル

ノ

時
ナ

リ
｡

+

と
､

売
春
を

国

辱
と

し
､

そ

の

禁
止
が

国
体
の

維
持
に

と

っ

て

必

要
で

あ

る

と

論
じ

た
｡

こ

の

風
紀
問
題
は

芸

術
の

分

野
に

も

及
び

､

歌

舞

伎
に

つ

い

て

ほ
､

｢

貴
人

及
ビ

外

国
人
+

が

｢

迫
々

見

物
二

相

鳩

鵜

止
r
r

l

,

l

呼

鞘

＼
l

蝶
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計

紳

ヽ

+

】

r

砂

_

成
候
二

付
テ

ハ

捏
ボ

ン

ノ

媒
ト

ナ

リ
､

親

子

相

封
シ

テ

見
ル

ニ

忍

ビ

ザ

ル

+

も
の

は

禁
じ

る

と

い

う

告

諭
が

出

た
｡

(

『

東
京
日

々

新

聞
』

明

治

五

年
二

月
二

十
二

日
)

さ

ら
に

､

五

月
に

は
､

｢

今

般
音

楽

歌
舞
の

類
敦
部
省
管
轄
ノ

命
ア

リ

テ

本

月

十

八
日

ヨ

リ
､

芝
居
三

座
ノ

太

夫

元
､

狂
言

作
者

､

義
太

夫

節
､

豊
後

､

新
内

ノ

家
元

､

或
ハ

琴
ヲ

詞
ノ

百
人

迄
同

省
へ

御
呼
出
シ

相

成
､

夫
々

業
道
ノ

儀

御
礼
間
相

成
タ

ル

由
ヲ

聞

ケ

リ
､

真
二

開
化

進
歩
ノ

今
日

サ

モ

ア

ル

べ

キ

事
卜

深
ク

感
銘
セ

リ
｡

+

(

『

東

京
日

日

新

聞
』

五

月
二

十
五

日
)

と
い

う

記

事
が

み

ら
れ

る
｡

こ

の

記

事
は
つ

づ

い

て
､

伝
統
芸
術

が

国

辱
に

な
る

こ

と

を

お

そ

れ

て

い

た

記

者
の

註
と

し

て

｢

況
ヤ

外

国
人
ノ

閲
ト

キ
ハ

之

ヲ

以

テ

国
風
園
習
ト

ナ

シ
､

人

心
一

般
ノ

好
ム

所
ナ

ラ

ン

ト

嘲
リ

ヲ

兎
レ

ズ
､

余
輩

朝

暮
コ

レ

ヲ

憂
ヒ

シ

ガ
､

今
日

幸
ヒ

ニ

教
部
省
ノ

管
ヲ

蒙
ル

上

ハ

､

聾
曲

′

造
一

欒

シ
､

自
然
開
化
ノ

域
二

趣
ク
べ

キ

唱
歌
二

御
注

意
ア

ル

ベ

シ

ト

病

二

雀
躍
セ

ル

所
ナ

リ
｡

+

と

喜
ん

で

い

る
｡

伝
統
芸
循
が

､

明

治
維
新
後

､

｢

貴
人
+

､

｢

外

国

人
+

に

見

せ

る

に

は
､

｢

低
叔
+

で

あ

る

か

ら
､

こ

れ

を

｢

改

良
+

し

な

け

れ

ば

な

ら
ぬ

と
い

う
考
え

方
は

､

文
明

開
化
の

は

き

ち
が

え

で

あ
っ

た

が
､

そ

れ

は
､

上
か

ら

の

文

化

政

策
の

あ

ら

わ
れ

と

し

て

は

当

然
で

あ
っ

た
｡

明

治

初
年
以

来
､

し

ば

し

ば

行
わ

れ

た
､

｢

天

覚
+

に

よ

る

伝

統
芸
術
の

｢

昇
格
+

は
､

歌
舞
伎
の

ば

あ
い

に
､

最
も

典
型

的
な

か

た

ち
で

あ

ら
わ

れ
､

そ

の

芸
術

性
は

､

｢

改

良
+

の

名
の

も

と
に

失
わ

れ

た
｡

明

治
の

新
し
い

上

層
階
級
と

外
人
に

鑑

賞
さ

れ

る

た

め
の

｢

昇
格
+

は
､

文
明

開
化
と

外

国
崇

拝
の

､

最

も

不

幸
な

結
合
で

あ
っ

た
｡

次
に

､

外
国
の

風

俗
を

､

ま
だ

採
用
し

て

い

な
い

｢

未
開
+

の

状
態
を

国
辱
と

す
る

考
え

方
を

み

よ

う
｡

た

と

え

ば
､

前
出
『

文
明

開
化
』

(

初

篇
上

巻
)

の

｢

+

帽

子

は

か

な

ら

ず
着
べ

き

道
理
+

の

項
に

は
､

｢

各
国
の

人

が
､

夫
々

帽

子

を

冠
つ

て

居
る

が
､

あ

れ

は

誠
に

よ

い

事
で

､

凡

何
も

冠
り
も

の

を
せ

ぬ

は

日

本
ば

か

り
で

､

各
国
に

封
し

て

恥
か

し

い

事
で

ム

る
｡

+

と

い

い
､

ま
た

明
治
六

年
七

月
､

東
京
府
靡
か

ら
､

｢

府
下

湯
屋

仲

間
+

へ

､

｢

几

八

九

十

度
バ

カ

リ

ヨ

リ

熱
キ

湯
二

入

ル

マ

ジ

ク
､

湯
屋
ノ

者
モ

熱
キ

湯
ヲ

ス

ス

メ

マ

ジ

キ

者
也
+

と
い

う
布

達
が

あ

り
､

そ

の

理

由
に

､

｢

日

本
人

ノ

熱
湯
二

入

ル

ハ

‥

‥

是

全

心

得
蓮
ノ

事
ニ

テ
､

毎
々

西

洋
人
ノ

笑
ヲ

受
ク

ル

コ

ト

多
カ

リ

シ
+

と
い

っ

て

い

る

(

『

新

聞

雑
誌
』

明

治

六

年
七

月
一

二

〇

号
)

｡

右
の

よ

う
な

風
俗
の

外

国
モ

デ
ル

は
､

大

部
分

､

合
理

的
な

根

拠
を

持
っ

て

い

る

が
､

そ

れ

に

し

て

も
､

一

々
､

外
国
あ

る

い

は

7

外
人

を

権
威
の

あ
る

モ

デ
ル

に

し

な

け
れ

ば

な
ら

な
い

必

要

性
は

詔
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認
め

ら

れ

な
い

｡

だ

か

ら
､

当
時
の

日

本
人
の

な
か

に

も
､

戯

作

者
梅
亭
金

鷲
の

よ

う
に

､

ぬ

る

い

湯
に

入

る

こ

と

は
､

な
に

も

外

人
に

教
え

ら

れ

な

く
て

も
､

日

本
で

も

む

か

し
か

ら
や

っ

て

い

る

と

反

撥
す
る

び

と

も
い

た
｡

｢

西

洋
人

み

な

温
き

湯
に

入

る

を

以

て

西

洋
人
に

眞

似
ぬ

る

き

湯
を

用

ゆ
る

と

思
ふ

は

非
が

こ

と

也

素

よ

り

西

洋
人
は

究
理

撃
を

好
め

ば

熟
き

湯
の

身
に

筈
あ

る

こ

と
を

知
る

故
ぬ

る

ま

揚
を

退
ふ

日

本
人

と

雄
も

又

然

り

故
に

貝
原
氏

夙

に

此

戒
め

あ

り

豊

足
し
き

の

理

を

西

洋
人

に

習
ん

や
+

(

『

教
訓
洗

湯
論
』

明

治
六

年
〔

?
〕

)

梅
亭

金

鷲
は

､

幕
末
の

戯
作
者
で

あ
り

､

新
政

府
に

対

し

て

は

批

判
的

な

反

動
家
と

し

て
､

西

洋
心

酔
を

苦

苦
し

く

思
っ

て

い

た

ひ

と

だ

か

ら
､

右
の

反

ば

く

も

当

然
で

あ

る
｡

し
か

し
､

当

時
の

文

明

開
化
が

､

無
意
味
な

外

国
の

模
倣
と

追
随
に

走
っ

て

し

ま

う

傾
向
に

つ

い

て
､

も
っ

と

客
観
的
に

､

そ

の

原
因
か

ら

追
究

し
て

行
っ

た

南
澤
諭
吉
や

小

幡
篤
次

郎
の

批

判

は
､

日

本

文
化

論
の

重

要
な

貢
献
と

し

て
､

今

日

で

も
､

大
き

な

意
義
を

も
っ

て

い

る
｡

南
澤
は

､

『

文

明

論
の

概
略
』

で
､

日

本
に

は

｢

新

に

憂
ふ

可

き

病
+

が

生

じ
た

と

い

い
､

そ

の

病
名

を

｢

外

囲
交
際
+

と

呼
ん

だ
｡

両
津
は

､

当

時
｢

人

民

同

権
の

説
+

を

唱

え

る

び

と

は

多
い

の

に
､

｢

外

国
の

交
際
に

裁
て

は

此

同

権
の

説
を

唱

る

者
+

が

少

な
い

､

と
い

い
､

｢

我
日

本

に

於
け
る

外

囲
交

際
の

性

質
は

､

理

淵

財
上
に

論
ず
る

も

樺
義
上
に

論
ず
る

も

至

困

至

難
の

大
事
件
に

し

て
､

国
命

貴

賓
の

部
分
を

犯

し
た

る

病
疾
と

云

ふ

可

し
｡

而
し
て

此

痛
疾
は

我

全

国
の

人

民
一

般
の

所
患

な
れ

ば
､

人

民
一

般
に

て

白
か

ら

其
療
法
を

求

め

ざ

る

可

ら

ず
｡

+

(

二

五

三

ペ

ー

ジ
)

と
､

警
告
を

発
し

て

い

る

の

で

あ
る

｡

南
澤
は

､

ま

ず
､

こ

の

｢

外

国
交
際
+

と
い

う

病
気
の

症
状
に

つ

い

て
､

小

幡

篤

次

郎
の

論

文
(

『

民

間

雑

誌
』

･
第
八

簾
､

明

治
八

年
)

を

引

用
す
る

｡

｢

試
に

都
下
の

景
況
を

見

よ
｡

馬
に

騎

し

辛

に

粟
て

意

気
揚
々

､

人

を

避
け

し

む
る

者
は

､

多
く
は

是
れ

洋
外

た

ま

た

の

人

な

り
｡

偶
ま

邁
卒
な

り

行

人

な

り
､

或

は

御
者
車
夫
の

徒
な

り
､

之

と
口

論
を

生

ず
る

こ

と

あ

れ

ば
､

洋
人
は

傍
に

人

な

き

が

如
く

､

手
以
て

打
ち

足
以

て

蹴
る

も
､

怯
弱
卑
屈
の

人

民
こ

れ

に

應
ず
る

の

気
力

な

く
､

外
人

如
何
と

も

す
可
ら

ず
と

て
､

怒
を

看
て

訴
訟
の

庭
に

往
か

ざ

る

者
も

亦

少

な
か

ら

ず
｡

+

(

二

四
五

ペ

ー

ジ
)

南
澤
は

､

さ

ら

に
､

小

幡

が
､

外

人
に

対

し

て

何
故
日

本

人
が

卑

屈
に

な

る

か

と

い

う
原
因
の

一

端
に

つ

い

て

述
べ

た

と

こ

ろ

を

引

ゆ

た

か

用

す
る

｡

｢

外
人

は

既
に

斯
の

如
き

勢

力

を

蓄
へ

､

又

財
貨
餞
な

る

固
よ

り

財
貨
乏

し

き

園
に

来
て

英
資
用

す
る

所
多
き
が

た

め
､

利
に

走
る

の

徒
は

哲
学
て

之
に

媚
を

献
じ

､

以

て

其
嚢
中
を

満
た

一

や

∫

l ･

】

丁

や

_



( 1 7 ) 明 治 初期 の 風俗政 策と 社 会心 理

一

片

事

ぬ

芝一

さ

ん

と

す
｡

故
に

外

人
の

到
る

所
は

温

泉
場

も

宿
辞
も

茶
事
も

酒

店
も

一

種
軽
薄
の

人

情
を

醸

成
し

､

事
理
の

曲
直

を

顧
み

ず
し

て

鏡
の

多
寡
を

問
び

､

既
に

傍
若
無
人

な
る

外

人

を

し
て

益

其

妄
慢

を

達
ふ

せ

し

む

る

が

如
き

は
､

一

見
以

て

厭
意
す
る

に

堪
へ

た

り

と
｡

+

(

二

四

六
ぺ

ー

ジ
)

南
澤
は

､

こ

の

長
い

引

用
の

あ
と

に
､

小

幡
の

議
論
を

｢

眞
に

余
が

心

を

得
た

る

も
の
+

と

い

い
､

自
分
の

意

見
と

し

て
､

｢

外

国
に

封
し

て

既
に

同

樺
の

旨
を

失
び

､

之
に

注

意

す
る

者
あ

ら

ざ

れ

ば
､

我

国
民
の

品

行

は
日

に

卑
屈
に

赴
か

ざ

る

を

得
ざ

る

な

り
+

と

断
言
し

た
｡

さ

ら
に

､

外

国
と
の

｢

交

際
愈

盛
な
れ

ば

世

の

文

明
も

共
に

進

歩
す

可
し
と

て
､

之

を

喜
ぷ

者
な
き

に

非
ざ

れ

ど
も

其
文

明

と

名
る

も
の

は

唯
外

形
の

髄
裁
の

み
｡

固
よ

り

余
輩

の

願
ふ

所
に

非
ず
+

と

い

う
の

が

南
澤
の

立

場
で

あ
っ

た
｡

そ

れ

は
､

び

っ

き
ょ

う
､

｢

我
日

本

は

文

明
の

生

国
に

非

ず
し

て
､

其

寄
留
地

と

云

ふ

可

き

の

み
+

と

い

い
､

け
っ

き
ょ

く
､

｢

全

図
人

民
の

間
に

一

片
の

濁
立

心
あ

ら

ざ
れ

ば

文

明

も

我

国
の

用
を

為
さ

ず
+

と

し

た
､

独

立

国

家
の

要
請
に

つ

な
が

る

の

で

あ
る

｡

最
初

に

述
べ

た

よ

う
に

､

南
澤
は

､

物

質
と

風

俗
の

革

命
が

先

行

し

て
､

独
立

自

尊
の

精
神
革
命
が

立

ち
お

く

れ

た

と
こ

ろ
に

､

洋
化

の

基
本
的
な

欠
陥
が

あ

る

こ

と

を

見

抜
い

た

か

ら
､

｢

こ

の
一

商

膏

の

景
気

､

こ

の

文

明
の

観
は

､

園
の

貧
を

招
て

永
き

年
月
の

後
に

は

必

ず
自

国
の

濁
立
を

害
す
可
き

も

の

な
り
+

と

予
言
で

き
た

｡

右
の

よ

う
に

､

南
澤
で

は
､

文

明

は
､

国

家
の

独
立
に

､

従
っ

て

ま

た
､

富
国

強
兵
に

も

結
び

つ

い

て

く
る

｡

そ

う
し

て

頑
渾
の

い

う
富
国
と

は
､

｢

衣

食
住
+

の

｢

奪
移

快
楽
の

自
由
な
る

も
の
+

で

あ

り
､

｢

経
世
家
の

目

的
+

は
､

国
民

に

与

え

る

｢

奪
移
快
楽

の

量
+

を

豊
か

に

す
る

こ

と

に

あ

る

(

｢

著

移
の

奨
励
+
)

｡

こ

こ

で

南
澤
は

､

奪
移
快
楽
を

､

そ

の

ま

ま

文

明

開
化
と

結
び

つ

け
て

は

い

な
い

が
､

当

時
､

文
明

開

化

を

質
素
と

対

照
し

､

華
美
を

｢

開

化
風
+

と

す

る

考
え

方
も

出
て

き

た
｡

こ

こ

に

は
､

そ

の

一

例
と

し

て
､

岡
三

慶
の

『

今

昔

競
』

(

明

治

七

年
)

中

の
､

｢

質

素
と

開

化

風
+

と

い

う

項

目
を

引

用

し
て

お

く
｡

｢

水

野

氏

の

改

革
は

紹

て

囲
に

益

な

く

し
て

､

反
て

民

筈
と

な

り
し

故
を

以

て
､

天

下

年

な

ら

ず
､

再
び

開
化

風
に

復
し
て

､

人

民
一

般
に

華
美
を

旨
と

す

る

世

界

と

は

な

り
ぬ

｡

且

夫

開

港
以

後
は

天

下
の

人
の

開

化

進

歩

の

挽
き

､

陸
蒸
気
の

走
る

よ

り

も

早

く
あ

り

し

故
､

今
と

な

り

て

は
､

世

人

禰
益
に

美
麗
を

好
む

様
に

な

り
､

嫡
子

も

辟
氏
も

､

羅

紗
や

､

羅
結
を

常

衣
と

な
す
世

界
と

な

り
､

+

右
の

よ

う
に

､

風
俗
の

洋

化

は
､

奮
移
あ

る

い

は

華
美
と

に

も

結
び

つ

け

ら
れ

る

が
､

そ

れ

は
､

南
澤
の

い

う
富
国
の

思

想
と

､

湖
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必

ず
し

も
一

致
は

し

な
い

｡

し
か

し
､

洋
化
を

､

け
っ

き
ょ

く

富

国

強
兵
の

道
に

つ

な

が

っ

て

い

る

と
い

う
意
味
で

支

持
す
る

富
国

強
兵

方

式
も
あ

る
｡

(

4
〕

富
国

強
兵
方

式
｡

天

皇
モ

デ

ル

方

式
の

例

と

し
て

あ

げ
た

､

服
制
に

か

ん

す
る

勅

諭
は

､

そ

の

項
で

ふ

れ

た

よ

う
に

､

富
国

強
兵
方

式

も
､

は

っ

き

り

と

打
ち

出
し

て

い

る
｡

そ

こ

で

は
､

｢

衣

冠
ノ

制
+

が
､

唐

制

を

模
倣
し

て

か

ら

｢

軟
弱
ノ

風
+

と

な
っ

た

の

を

改

め
､

｢

尚
武

ノ

園

鰹
ヲ

立

テ
+

る

こ

と

が

宣

言
さ

れ

た
｡

こ

れ

は
､

洋
化
の

理

由
に

強
兵

を
､

前
面
に

押
し

出
し

た

も
の

で

あ

る
｡

そ

の

通

り
､

洋
化
は

､

軍
服
の

制
定
か

ら
は

じ

め

ら

れ

た

の

で

あ

り
､

こ

れ

が
､

強
兵
策
の

一

環
と

し
て

エ

夫
さ

れ

た
こ

と
は

事
実
で

あ

る
｡

そ

れ

だ

け
に

､

軍
服
洋

化
の

強
行

は
､

断
髪

､

脱
刀
と

と

も

に
､

反
動

者
の

怨
み

の

的
に

な

り
､

大

村
益

次

郎
の

暗

殺
を

招
い

た
｡

も
っ

と

も
､

こ

の

富
国

強
兵
を

風
俗
洋
化
に

結
び

つ

け

る

議
論

は
､

当

時
の

国

民
に

は
､

受
け

と

り
に

く
い

も
の

で

あ
っ

た

か

も

し

れ

な
い

｡

富
国

強
兵
は

､

け
っ

き
ょ

く

経

済
的
に

諸

外
国
に

追

い

つ

き

追
い

こ

す
こ

と
､

さ

ら
に

､

外

国
に

対
し

て

軍
事
的
に

も

優
越
の

位
置
を

占
め

る

こ

と

を

目

標
と

す
る

の

で

あ

り
､

そ

の

目

標
達
成
に

､

■
風
俗
洋
化

が

ど

う

し
て

貢
献
で

き

る

か
､

と
い

う
こ

と

は
､

単
純
な

議
論
で

割
り

切
れ

な
い

か

ら
で

あ

る
｡

し
か

し
､

卿?
U

富
国

強
兵
を

風
俗
化
に

結
び

つ

け
る

試
み

は
､

明

治
の

は

じ

め

に
､

協
救
社
と
い

う

養
豚
組
合
の

よ

う
な

事
業
を

起
し
た

角
田

栄

二

郎
が

､

そ

の

パ

ン

フ

レ

ッ

ト

｢

協
救
街
義
+

(

明

治
二

年
)

で

述

べ

た

肉
食
に

よ

る

富
国
強
兵
論
に

あ

ら

わ

れ

て

い

る
｡

そ

れ

に

よ

る

と
､

｢

天

津
粛
庭
ノ

水

穂
ハ

､

我
､

天

皇
ヲ

始
メ

奉
り

､

大
人

君

子
ノ

常
食
也

､

然
ル

ニ

不

幸
ニ

シ

テ

飢
饉
ア

ル

時
ハ

､

中
人

以

下

食
牛
食
鶏
羊
豚
ヲ

食
シ

テ
､

五

穀
ヲ

以

テ

大

人

君

子
ノ

食
料
二

戯
セ

ン

ニ

ハ

大
ナ

ル

患
ナ

カ

ル

ベ

シ
｡

+

つ

ま

り
､

天

皇
や

大

人

君

子
は

､

米
を

常
食
と

し
､

民

衆
は

､

飢

饉
の

と

き
に

は
､

肉
食
す
る

こ

と
で

､

が

ま
ん

す
る

と

い

う
の

で

あ

る
｡

さ

ら
に

､

民

衆
が

､

｢

肉

食
を
以

て

養
を

助

け

人

身

を

強
建
な

ら

し

む
る

は

兵
を

強
く

す
る

の

道
､

米
穀
錬
り

あ

ら

し

む

る

は

囲
を

富
す
の

理
+

で

あ

る

と
､

富
国

強
兵
方

式
を

唱
え

た
｡

こ

れ

ほ

ど
､

は
っ

き

り

し

た

か

た

ち
で

､

風
俗
洋
化
に

よ

る

富
国

強
兵

策
を

説
い

た

例
は

見
当

ら

な
い

｡

た

だ

し
､

悪
い

風
俗
が

､

富
国

強
兵
を

妨

げ
る

と
い

う

議
論
と
し

て

は
､

前
出

､

津
田

眞
道

の

｢

麿
娼

論
+

に
､

｢

今
夫
レ

無

智
ノ

小

民

娼

妓
ノ

烏
二

惑

溺
シ

家
産
ヲ

蕩
表
シ

テ
二

…
･
圃
何
ヲ

以

テ

貪
シ

カ

ラ

ズ

兵

何
ヲ

以
テ

窮

カ

ラ

ザ

ル

ヲ

得
ン

ヤ
+

と
い

っ

て

い

る

例
も

あ

る
(∪

ぜ

ヰ

一-

竹

や

由

椒

破
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か

井

軒

井

書

*
1

し

か

し
､

富
国
強
兵
方

式
は

､

け
っ

き
ょ

く
､

外

国
風
俗
の

合

理

性
と
い

う
こ

と
に

着
目
し

な

け
れ

ば
､

そ

の

主
張
も

裏
づ

け
ら

れ

な
い

∵
)

の

よ

う
に

風
俗
洋
化
を
･ ､

合
理

性
に

結
び

つ

け

る

の

が
､

生

活
合

理

化

方

式
で

あ
る

｡

(

5
)

生

活
合
理

化
方

式
｡

い

ま

ま
で

あ

げ
た

四
つ

の

方
式
は

､

い

ず
れ

も
､

洋

化
を

､

.
国

内
あ

る

い

は

外

国
の

権
力

権
威

､

と

結
び

つ

け

よ

う

と

し

て

い

る
｡

そ

れ

を
､

権
威
主

義
的
方

式
と

す

れ

ば
､

こ

の

生

活
合
理

化

方

式
は

､

合
理

主

義
的
方

式
で

あ

る
｡

実
際

､

衣

食
住
の

す
べ

て

に

わ

た
っ

て
､

風
俗
の

洋
化
は

､

大

部
分

は

そ

の

ま

ま

生

括
の

合

理

化
に

つ

な
が

る

も
の

で

あ
っ

た
｡

こ

の

合
理

化

方

式
で

ほ
､

ま

ず
､

古
い

風
俗
の

非
合

理

的
な
こ

と
が

説
か

れ

た
｡

た

と

え

ば
､

断
髪
を

す
す
め
る

理

由
と

し

て
､

｢

元

来
天

然
に

生
へ

て

ゐ

る

毛

を

剃
り
こ

ぼ

つ

と

い

ふ

は
､

理
に

か

な

は

ぬ

事
+

(

前
出
『

文

明

開

化
』
)

と

さ

れ

る
｡

そ

う

し

て
､

｢

開
け

し

眼
よ

り

視
れ

ば
､

髪
の

形
な

ど

は
､

い

づ

れ

に

て

も

宜

も
の

に

て
､

畢
.

責
便
利
こ

そ
㍉

人
の

主
意
と

す
べ

き

も
の

な

ら
ん

欺
｡

予
が

如
き

便
利
と

開
化
と

を
一

再
に

嗜
好
む

者
は

､

轟
く

西

洋
の

風
に

化
し

断

髪
と

な

り

し
+

(

前

出
『

今

昔

麓
』
)

と

い

う

よ

う
に

｢

便
利
と

開
化
+

を

結
び

つ

け
て

説
く
び

と

も

あ
っ

た
｡

こ

の

合
理

化
モ

デ
ル

方

式
で

､

も

う
ひ

と
つ

大

切

な
こ

と

は
､

そ

れ

が

合
理

性
を

､

風
俗
改

良
の

基
準
と

し

て

い

る

以

上
､

洋
化

に

つ

い

て

も
､

盲

従

を

避
け
て

､

日

本
人
の

生

活
に

マ

ッ

チ

し
た

も
の

だ

け

を

採
用

し
､

あ

る

い

は
､

洋
風

と

日

本

式
を

総

合
し

て
､

新
し
い

風
俗
を

つ

く

り

出
そ

う

と

す
る

工

夫
が

､

す
す
め
ら

れ

て

い

る

こ

と
で

あ

る
｡

右
の

よ

う
な

立

場
は

､

加

藤
裕

一

の

『

文
明

開

化
』

に
､

は
っ

き

り

打
ち

出
さ

れ

て

い

る
｡

そ

れ

は
､

前
に

引

用
し

た

南

澤
諭
吉

の

｢

事
物
を

凝
て

取

捨
を

断
ず
る
+

心
が

ま

え

で
､

外

国

風

俗
の

批
判
的
な

と

り

入

れ

を

目
ざ

し

た

考

え

方

で

あ
っ

た
｡

彼
は

い

ぅ
｡

｢

尤
も

､

外

国
人
の

す
る

事
と

て

も
､

よ

い

こ

と

ば

か

り

で

は

な
い

､

わ

る

い

こ

と

も
あ

る

故
､

な
ん

で

も
か

で

も

外

囲
の

眞

似
し

ょ

う
と

ば

か

り

お

も
は

な
い

で
､

よ

い

こ

と

ば
か

り

を

採
つ

て

此

方
の

便
利
に

す
る

が

よ

い
｡

婦
人
の

風
な

ど

は
､

西

洋
風
は

よ

ろ

し

く

な
い

､

袴
の

や

う
な
も
の

､

裾
に

策
を
つ

け
て

､

出
這

入
の

む
づ

か

し
い

も
､

な
ん

の

鳥
や

ら

わ
か

ら

ず
､

胴
中
を

経
つ

て

細
く

す
る

も
､

天
性
を

害
す
る

の

で
､

究

理
の

国
に

は

不

似
合

な
こ

と
｡

+

こ

の

よ

う
に

､

彼
は

､

｢

西

洋
め
か

し

た

が

る
+

傾
向

を

批
判
し
て

､

｢

丁

度
中

道
を

得
た

文
明

開
化
の

人

は
､

さ

て

少

丁

⊥

な
い

事
で

ご

ざ
る
+

と

嘆
じ

た
｡

｢

西

洋
め

か

す
+

文

明

開

化

は

朗
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明

治
初

期
､

先

進
諸

国
の

重

圧
の

も

と
で

､

屈
辱

的
な

外
交
政

策

し

か

と

り

得
な
か

っ

た

日

本
の

､

不

幸
な

､

し
か

し
､

や

む

を

得

な
い

外

国
追

随
の

副
産
物
で

あ
っ

た
｡

そ

し

て
､

加

藤
の

こ

と

ば
､

さ

ら
に

､

南
澤
や

小

幡
の

こ

と
ば

は
､

風
俗
と

政

治
が

､

社

会
心

理
を

媒
介
と

し

て
､

隠

微
な

と
こ

ろ
で

結
び

つ

い

て

く
る

こ

と

を
､

あ
ざ

や

か

に
､

も
の

が

た

っ

て

い

る
｡

(

l
)

南

博
｢

日

本
の

文

化

論
+

､

『

思

想
』

､

一

九

六

三

年
､

一

月

号
､

一

-
一

一

ペ

ー

ジ
｡

(

2
)

天

皇
の

写

真
は

､

明

治
五

年
､

巡

幸
の

折
と

､

は
じ

め

て

軍
服

着

用
の

時

に
､

内

田

九
一

が

撮

影
し

た

と
い

う

(

石

井
研

堂

『

明

治

事

物

起
源
』

､

増

訂

版
､

昭

和

十

八

年
､

四

六

九
ペ

ー

ジ
)

｡

な

お

｢

御

真
影
+

は
､

六

年

十
一

月
に

､

諸

官
省
勅
任

官
､

各

府

県

庁
に

下

賜
さ

れ

て

い

る
｡

天

皇
の

食

生

活
に

つ

い

て
､

そ

れ

を

干
デ

ル

あ
つ

か

い

す
る

こ

と

は
､

明

治
末
に

も
み

ら
れ

る
｡

次
の

記
事
は

､

そ

の

一

例
で

あ

る
｡

｢

畏

れ

多
く
も

天

皇
､

皇
后

両

陛
下

に

は
､

毎

朝

御

起

床

御

洗

面

舶3

後
､

必

ず
コ

ー

ヒ

ー

を

召
上

る

を

以

て

御

定

例
の

如
く
に

な

し

給

ふ

よ

し
､

+

(

『

時
事
新

報
』

明

治
三

十

九
年

八

月
二

十
一

日

付
)

(

5
)

こ

の

論
文

は
､

風
俗
改

変
の

た

め

の

説
得

方

式

を

問
題
に

し

て

お

り
､

風
俗
の

流
行

心

理

的

な

側
面
に

は

立

ち

入

ら

な
い

｡

こ

こ

に

ほ
､

新

奇
の

風

俗
を

と

り

入

れ

た
が

る

社

会
心

理

に

つ

い

て
､

津
田

眞

道
が

､

｢

貿

易

権

衡
論
+

(

『

明

六

雑

誌
』

明
治

八

年
一

月
二

六

号
)

で

指
摘
し
た

と

こ

ろ

を

引

用

す

る

に

と

ど

め

る
｡

｢

我

邦
人

ノ

内
､

此

心

〔

新

奇
を

好
む

心

-
筆
者

江
〕

法

度
ヲ

定
メ

政

令
ヲ

掌
ル

所

ノ

誇

大

臣
二

尤

多
シ

ト

ス

=

‥

‥

夫
レ

上

之
ヲ

好
メ

バ

下
必
ズ

是
ヨ

リ

甚
シ

キ

ア

リ
｡

故
二

我

帝
国

一

般
ノ

人

民
モ

漸
ク

洋

風
ヲ

欽

慕
シ

､

洋

帽
ヲ

冠
シ

､

洋

服
ヲ

服
シ

､

洋

風

ノ

家

屋

ヲ

作

り
､

破

線

鏡
･

届

額
･

墓
園

･

椅
子

･

卓

机

等

諸

般
ノ

廿
具

､

其

他

洒

菓
･

飲
食
ノ

物
二

重

ル

マ

デ

殆
ン

ド

家
々

輸
入
ノ

品

物
ヲ

用
ヒ

ザ
ル

ナ

キ

ニ

至
レ

リ
｡

+

(

一

橋
大

学

教

授
)

♯

俄

サ

ボ

耕
i

せ




