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千賀鶴太郎博士著作目録（新訂・初稿） 

（平成 22（2010）年 5 月 1 日現在） 

                                      

千賀鶴太郎博士（1857～1929）著作目録（新訂・初稿）（補正第 33 稿作成） 

          （令和 6（2024）年 1 月 1 日（月）現在） 

                                    

（前  記） 

                                    

 本「千賀鶴太郎博士著作目録（新訂・初稿）」は、平成 21（2009）年 5 月 5 日（火） 

開始の「（旧）初稿」の後を承けた平成 22（2010）年 5 月 1 日（土）の「（新訂・初稿）」

作成から始まり、「補正第 18 稿」を『CD 版 春木一郎博士・原田慶吉教授・田中周友博

士・船田享二博士・武藤智雄教授・千賀鶴太郎博士・戸水寛人博士・池辺義象氏略年譜・

著作目録―日本ローマ法学七先生略年譜・著作目録（新訂版）― ―ローマ法・法制史学者

著作目録選（第十輯）―』（平成 25（2013）年 9 月 1 日刊）に収載した。 

 その後は、「平成 26（2014）年 3 月 1 日（土）補正第 19 稿」を作成して以来幾度もま

とめる機会はあったものの成稿には至らず、「令和 5（2023）年 4 月 14 日（金）補正第

32 稿」まで、各補正稿作成の際に見い出した新規事項、修正事項を、各改訂回毎にそれぞ

れ別枠として追加するにとどめざるを得なかった。 

 今般『CD 版 上山安敏先生・柴田光蔵先生・西村稔先生・宮崎道三郎博士・池辺義象氏・

小林宏先生・千賀鶴太郎博士・戸水寛人博士略年譜・著作目録 附録: 「日本ローマ法・法

制史学者等略年譜・著作目録・追悼辞」掲載資料抄 （追補）中田薫博士・瀧川政次郎博士・

三浦周行博士・牧健二博士各関係資料抄 ―ローマ法・法制史学者著作目録選（第十六輯）

―』（CD 版、令和 6（2024）年 1 月 1 日刊）に収録するために「令和 6（2024）年 1 月 1

日（月）補正第 33 稿」を作成するに当たっては、上記「補正第 18 稿」の如き現在時点で

の一応の「全体完結版」を作成したく思った。しかるに、近時話題の「次世代デジタルラ

イブラリー」〈https://lab.ndl.go.jp/service/tsugidigi/〉活用等諸般の事情でやはり上記「補正

第 32 稿」以降の新規、修正事項の別枠追加のみにならざるを得なかったのは、甚だ遺憾

なことである。 

 この上は、なるべく早期に「補正第 19 稿」から今回の「補正第 33 稿」までの別枠追加

分を本体に組み入れて、当面の「全体完結版」を作成いたしたく考えていることから、御

示教の程切にお願い致すものである。なお、本稿が電子版であることに鑑み、今回から黒

赤二色を使用することとした。 

                    

                 令和 6（2024）年 1 月 1 日（月） 

                    

                          編者謹誌 

  

https://lab.ndl.go.jp/service/tsugidigi/
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【参考 HP】（平成 31（2019）年 2 月 15 日一部修正、令和 3（2021）年 11 月 19 日全体

差替、同 4（2022）年 1 月 31 日、同 5（2023）年 4 月 14 日、同 6（2024）年 1 月 1 日各

一部修正）        

                        

＊フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』「千賀鶴太郎」 

〈 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E8%B3%80%E9%B6%B4%E5%A4%AA

%E9%83%8E〉 

＊法制史学会 HP（平成 14（2002）年 10 月 5 日公開、平成 24（2012）年 4 月 1 日移転） 

〈http://wwwsoc.nii.ac.jp/jalha/toppage.htm〉 ⇒ 

（新）〈https://www.jalha.org/〉 

・〈https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E5%B1%B1%E5%AE%89%E6%95%8F〉 

＊全体 HP                  

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/〉 

・「日本のローマ法」     

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/Romanist2003.htm〉 

・「法制史学者著作目録選（WEB 版）」        

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/Historian2003.htm〉 

・「「法制史コーナー」所載項目一覧」     

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/ichiran002.pdf〉 

******************************* 

・本 HP 別稿: 宮崎道三郎博士略年譜・著作目録 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/miyazaki001.pdf〉 

・本 HP 別稿: 池辺義象氏著作目録    

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/ikebe001.pdf〉 

・本 HP 別稿: 三浦周行博士関係資料抄 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/miura001.pdf〉 

・本 HP 本稿: 中田薫博士関係資料抄     

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/nakata001.pdf〉 

・本 HP 別稿: 牧健二博士関係資料抄     

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/makikenji001.pdf〉 

・本 HP 別稿: 内藤吉之助教授略年譜・著作目録    

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/naito001.pdf〉 

・本 HP 別稿: 瀧川政次郎博士関係資料抄     

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/takikawa001.pdf〉 

・本 HP 別稿: 金田平一郎博士略年譜・著作目録   

〈http://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kaneda001.pdf〉 

・本 HP 別稿: 小早川欣吾先生略年譜・著作目録   

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kobayakawa001.pdf〉 

  

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E8%B3%80%E9%B6%B4%E5%A4%AA%E9%83%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E8%B3%80%E9%B6%B4%E5%A4%AA%E9%83%8E
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jalha/toppage.htm
https://www.jalha.org/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E5%B1%B1%E5%AE%89%E6%95%8F
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/Romanist2003.htm
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/Historian2003.htm
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/ichiran002.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/miyazaki001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/ikebe001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/miura001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/nakata001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/makikenji001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/naito001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/takikawa001.pdf
http://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kaneda001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kobayakawa001.pdf
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・本 HP 別稿: 「小早川欣吾先生記念メダルによせて 

  ―小田輝子氏「叔父小早川欣吾の思い出」とともに―」      

 〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/odateruko.pdf〉 

・本 HP 別稿:「『小早川欣吾先生東洋法制史論集』収録論稿目次その他」 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kobayakawa_toyohoseishi.pdf〉 

・本 HP 別稿: 牧英正博士著作目録等抄 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/maki001.pdf〉 

・本 HP 別稿: 小林宏先生著作目録等抄 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kobayashi001.pdf〉 

・本HP本稿: 千賀鶴太郎博士著作目録  

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/senga001.pdf〉 

・本HP別稿: 戸水寛人博士著作目録 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/tomizu001.pdf〉 

・本HP別稿: 春木一郎博士略年譜・著作目録  

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/haruki001.pdf〉 

・本HP別稿: 原田慶吉教授略年譜・著作目録      

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/harada2003.htm〉 

・本HP別稿: 船田享二博士略年譜・著作目録    

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/funada2003b.htm〉 

・本HP別稿: 田中周友博士略年譜・著作目録    

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/tanaka2003b.htm〉 

・本HP別稿: 栗生武夫先生略年譜・著作目録   

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kuryu001.pdf〉 

・本 HP 別稿: 「栗生武夫先生『婚姻法の近代化』の中訳本について」 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kuryu_chuhon.pdf〉 

・本 HP 別稿: 「『栗生武夫先生随筆拾遺』作成の思い出  

 ―『栗生武夫先生随筆拾遺―栗生武夫先生単行本未収録論稿集第一輯』―」 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kuryu_zuihitsu_shui.pdf〉 

・本 HP 別稿: PDF 版『栗生武夫先生随筆拾遺―栗生武夫先生単行本未収録論稿集第一輯 

 ―』 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kuryu_zuihitsu_shui_002.pdf〉 

・本HP別稿: 西本頴博士著作目録等抄    

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/nishimoto001.pdf〉 

・本HP別稿: 久保正幡博士著作目録等抄 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kubo001.pdf〉 

・本HP別稿: 井上周三教授関係資料抄 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/inoue001.pdf〉 

・本HP別稿: 上山安敏先生著作目録等抄 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/ueyama001.pdf〉 

https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/odateruko.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kobayakawa_toyohoseishi.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/maki001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kobayashi001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/senga001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/tomizu001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/haruki001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/harada2003.htm
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/funada2003b.htm
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/tanaka2003b.htm
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kuryu001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kuryu_chuhon.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kuryu_zuihitsu_shui.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kuryu_zuihitsu_shui_002.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/nishimoto001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kubo001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/inoue001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/ueyama001.pdf
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・本HP本別稿: 筧克彦博士略年譜・著作目録 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kakei001.pdf〉 

・本HP別稿: 近藤英吉博士略年譜・著作目録 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kondo001.pdf〉 

・本HP別稿: 増田福太郎博士関係資料一斑 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/masuda001.pdf〉 

・本 HP 別稿: 山崎丹照先生著作目録 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/yamazaki001.pdf〉 

・本 HP 別稿: 戴炎輝博士略年譜・著作目録 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/Tai_Yen-hui001.pdf〉 

                         

******************************* 

                           

＊和田徹氏HP「私立玉川用賀村中央図書館（新館）」（令和5（2023）年12月31日閉館） 

〈http://home.q02.itscom.net/tosyokan/〉 

・春木一郎電子文庫（和田徹氏寄贈図書） 

〈http://home.q02.itscom.net/tosyokan/haruki.htm〉 

・原田慶吉電子文庫（和田徹氏寄贈図書） 

〈http://home.q02.itscom.net/tosyokan/harada.htm〉 

・栗生武夫電子文庫（和田徹氏寄贈図書） 

〈http://home.q02.itscom.net/tosyokan/kuryu.htm〉 

・いろいろ電子文庫               

〈http://home.q02.itscom.net/tosyokan/iroiro.htm〉 

・PD 図書室（「梅雨空文庫」のデータを整理してまとめたもの） 

〈http://books.salterrae.net/about/tuyuzora.html〉 

（註）早くには「船田享二電子文庫」の平成22（2010）年開設予告もなされていた（平成

14（2002）年12月14日初出か? ）が、その後平成18（2006）年6月3日に「2006/06/03 

船田享二電子文庫計画中止」の表示が出た。   

******************************* 

＊「西村稔先生（1947～2019）年譜・著作目録（阪本尚文編）（初版）（2020（令和2）

年4月現在）」 ⇒爾後逐次改訂」 ⇒（最新版: 令和5（2023）年11月現在第8稿掲載） 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/nishimura001.pdf〉 

（註）本著作目録は、阪本尚文編『Aún aprendo それでもまだ学ぶぞ――西村稔先生追

悼集』（私家版、2020（令和2）年2月28日刊（福島大学学術機関情報リポジトリ所収〈h

ttp://hdl.handle.net/10270/5154〉）に収録した「西村稔先生年譜・著作目録」に逐次修

正を加えつつあるものである。 

                    

************************************************************ 

                      

https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kakei001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/kondo001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/masuda001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/yamazaki001.pdf
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/Tai_Yen-hui001.pdf
http://home.q02.itscom.net/tosyokan/
http://home.q02.itscom.net/tosyokan/haruki.htm
http://home.q02.itscom.net/tosyokan/harada.htm
http://home.q02.itscom.net/tosyokan/kuryu.htm
http://home.q02.itscom.net/tosyokan/iroiro.htm
http://books.salterrae.net/about/tuyuzora.html
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/nishimura001.pdf
http://hdl.handle.net/10270/5154
http://hdl.handle.net/10270/5154
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【関連 HP】（令和 3 年 11 月 15 日全面差替、同 4 年 4 月 1 日、同年 6 月 24 日、同 5（2023）

年 4 月 14 日、同 6（2024）年 1 月 1 日各一部修正） 

                      

・法制史学会: 〈https://www.jalha.org/〉 

・国立国会図書館: 〈https://www.ndl.go.jp/〉 

・国立国会図書館デジタルコレクション〈https://dl.ndl.go.jp/〉 

・（追加: 令和 4（2022）年 12 月 12 日追加） 

〈https://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2022/221202_01.html〉 

 「ホーム>新着情報>ニュース> 「国立国会図書館デジタルコレクション」をリニューア 

 ルします（令和 4（2022）年 12 月 21 日）」 

 「2022 年 12 月 2 日「国立国会図書館デジタルコレクション」をリニューアルします（令 

 和 4 年 12 月 21 日）」 

 「国立国会図書館は、令和 4 年 12 月 21 日に、国立国会図書館デジタルコレクションを 

 リニューアルします。リニューアルにより、全文検索可能なデジタル化資料が増加する 

 とともに、閲覧画面が改善されます。詳しくはプレスリリースをご覧ください。」 

・国立国会図書館個人向けデジタル化資料送信サービス（個人送信）（令和 4（2022）年 

 5 月 19 日開始）             

〈https://www.ndl.go.jp/jp/use/digital_transmission/individuals_index.html〉 

・（下記: 令和 6（2024）年 1 月 1 日追加） 

 「2024 年 1 月 5 日 新「国立国会図書館サーチ」を公開しました」⇒ 

 「国立国会図書館は、従来のウェブサービス「国立国会図書館検索・申込オンラインサ 

 ービス（国立国会図書館オンライン）」及び「国立国会図書館サーチ」を統合・リニュ 

 ーアルし、令和 6 年 1 月 5 日（金）から、新「国立国会図書館サーチ」としてサービス 

 を開始しました。」 

 〈https://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2023/240105_01.html〉 

・国立国会図書館次世代デジタルライブラリー 

 〈https://lab.ndl.go.jp/service/tsugidigi/〉 

・CiNii: 〈https://ci.nii.ac.jp/〉⇒〈https://cir.nii.ac.jp/〉（【［2022］4/18 更新】CiNii Articles 

 の CiNii Research への統合について）、〈https://ci.nii.ac.jp/books/〉 

・IRDB（学術機関リポジトリデータベース）: 〈https://irdb.nii.ac.jp/〉（追加: 令和 5（2023） 

 年 1 月 7 日） 

・朝日新聞クロスサーチ（令和 4（2022）年春「聞蔵Ⅱビジュアル」を全面リニューアル） 

 〈http://www.asahi.com/information/db/2forl.html〉 

・ヨミダス歴史館 

 〈https://database.yomiuri.co.jp/about/rekishikan/〉 

・毎索（マイサク） 

 〈http://xn--https-ft8kv51h//mainichi.jp/contents/edu/maisaku/〉 

************************************************************ 

  

https://www.jalha.org/
https://www.ndl.go.jp/
https://dl.ndl.go.jp/
https://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2022/221202_01.html
https://www.ndl.go.jp/index.html
https://www.ndl.go.jp/jp/news/index.html
https://www.ndl.go.jp/jp/news/news_index.html
https://dl.ndl.go.jp/
https://www.ndl.go.jp/jp/use/digital_transmission/individuals_index.html
https://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2023/240105_01.html
https://lab.ndl.go.jp/service/tsugidigi/
https://ci.nii.ac.jp/
https://cir.nii.ac.jp/
https://ci.nii.ac.jp/books/
https://irdb.nii.ac.jp/
http://www.asahi.com/information/db/2forl.html
https://database.yomiuri.co.jp/about/rekishikan/
http://毎索https/mainichi.jp/contents/edu/maisaku/
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（追記）現在では下記参照。（平成 29（2017）年 11 月 22 日追加） 

・京都大学大学文書館「教員履歴データベース（京都大学歴代総長・教授・助教授履歴検

索システム―対象: 1949 年以前の在職者［旧制］―）」参照。 

〈https://kensaku.kua1.archives.kyoto-u.ac.jp/rireki/〉 

「千賀鶴太郎」                             

〈https://kensaku.kua1.archives.kyoto-u.ac.jp/rireki/?c=detail&id=000508〉 

（更新日: 2016/8/31、システム管理番号 000508） 

「春木一郎」 

〈https://kensaku.kua1.archives.kyoto-u.ac.jp/rireki/?c=detail&id=000766〉 

（更新日: 2016/8/31、システム管理番号 000766） 

「田中周友」                             

〈https://kensaku.kua1.archives.kyoto-u.ac.jp/rireki/?c=detail&id=000562〉 

（更新日: 2016/8/31、システム管理番号 000562） 

************************************************************ 

  

https://kensaku.kua1.archives.kyoto-u.ac.jp/rireki/
https://kensaku.kua1.archives.kyoto-u.ac.jp/rireki/?c=detail&id=000508
https://kensaku.kua1.archives.kyoto-u.ac.jp/rireki/?c=detail&id=000766
https://kensaku.kua1.archives.kyoto-u.ac.jp/rireki/?c=detail&id=000562
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〔補正経緯一覧〕            

     （新訂 HP 初出）: 平成 22（2010）年 5 月 1 日（土）初稿作成     

              平成 22（2010）年 6 月 5 日（土）補正第 1 稿作成  

                            （一部補正、追加） 

              平成 22（2010）年 6 月 15 日（火）補正第 2 稿作成 

                            （一部補正、追加） 

              平成 22（2010）年 10 月 19 日（火）補正第 3 稿作成 

                            （一部補正、追加） 

              平成 23（2011）年 4 月 3 日（日）補正第 4 稿作成 

                            （一部補正、追加） 

              平成 23（2011）年 7 月 12 日（火）補正第 5 稿作成 

                            （一部補正、追加） 

              平成 23（2011）年 9 月 25 日（日）補正第 6 稿作成 

                            （一部補正、追加） 

              平成 23（2011）年 10 月 15 日（土）補正第 7 稿作成 

                            （一部補正、追加） 

              平成 23（2011）年 10 月 18 日（火）補正第 8 稿作成 

                            （一部補正、追加） 

              平成 23（2011）年 10 月 20 日（金）補正第 9 稿作成 

                            （一部補正、追加） 

              平成 23（2011）年 11 月 30 日（水）補正第 10 稿作成 

                            （一部補正、追加） 

              平成 24（2012）年 2 月 9 日（木）補正第 11 稿作成  

                            （一部補正、追加） 

              平成 24（2012）年 2 月 23 日（木）補正第 12 稿作成 

                            （一部補正、追加） 

              平成 24（2012）年 10 月 5 日（金）補正第 13 稿作成  

                            （一部補正、追加） 

              平成 24（2012）年 12 月 5 日（水）補正第 14 稿作成 

                            （一部補正、追加） 

              平成 24（2012）年 12 月 18 日（火）補正第 15 稿作成 

                            （一部補正、追加） 

              平成 25（2013）年 2 月 27 日（水）補正第 16 稿作成 

                            （一部補正、追加） 

              平成 25（2013）年 6 月 6 日（木）補正第 17 稿作成 

                            （一部補正、追加） 

              平成 25（2013）年 6 月 26 日（水）補正第 18 稿作成 

                            （一部補正、追加） 
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〔参考 1〕平成 25（2013）年 9 月 1 日（日）       

『CD 版 春木一郎博士・原田慶吉教授・田中周友博士・船田享二博士・武藤智雄教授・千

賀鶴太郎博士・戸水寛人博士・池辺義象氏略年譜・著作目録―日本ローマ法学七先生略年

譜・著作目録（新訂版）― ―ローマ法・法制史学者著作目録選（第十輯）―』（CD 版、

平成 25（2013）年 9 月 1 日刊）作成           

   〈http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA64090131〉⇒ 

   〈http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB13864295〉   〕 

              平成 26（2014）年 3 月 1 日（土）補正第 19 稿作成 

                            （一部補正、追加） 

              平成 26（2014）年 10 月 26 日（日）補正第 20 稿作成 

                            （一部補正、追加） 

              平成 26（2014）年 10 月 28 日（水）補正第 21 稿作成 

                            （一部補正、追加） 

              平成 26（2014）年 12 月 18 日（木）補正第 22 稿作成 

                            （一部補正、追加） 

              平成 27（2015）年 3 月 8 日（日）補正第 23 稿作成 

                            （一部補正、追加） 

              平成 27（2015）年 5 月 23 日（土）補正第 24 稿作成 

                            （一部補正、追加） 

              平成 29（2017）年 12 月 4 日（月）補正第 25 稿作成 

                            （一部補正、追加） 

〔参考 2〕平成 30（2018）年 1 月 1 日（月）      

『CD 版 ローマ法、法制史、明治警察史及び日本統治下台湾警察史の諸問題―ローマ法・

法制史学者著作目録選（第十三輯）― ―明治警察史雑纂（第四輯）― ―日本統治下台湾

警察史雑纂（第八輯）―』（CD 版、平成 30（2018）年 1 月 1 日刊）作成 

              平成 31（2019）年 4 月 23 日（火）補正第 26 稿作成 

                            （一部補正、追加） 

              令和 3（2021）年 1 月 17 日（日）補正第 27 稿作成 

                            （一部補正、追加） 

              令和 3（2021）年 2 月 24 日（水）補正第 28 稿作成 

                            （一部補正、追加） 

              令和 3（2021）年 11 月 19 日（金）補正第 29 稿作成 

                            （一部補正、追加） 

〔参考 3〕『CD 版 宮崎道三郎博士・小林宏先生・西村稔先生・高橋由利子先生略年譜・

著作目録【参考篇】【附篇】―ローマ法・法制史学者著作目録選（第十五輯）』（CD 版、令

和 4（2022）年 4 月 1 日刊）作成  

   〈https://cir.nii.ac.jp/crid/1130010676870877056〉 

              令和 4（2022）年 4 月 1 日（金）補正第 30 稿作成 

                            （一部補正、追加） 

http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA64090131
http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB13864295〉
https://cir.nii.ac.jp/crid/1130010676870877056
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              令和 4（2022）年 6 月 24 日（金）補正第 31 稿作成 

                            （一部補正、追加） 

              令和 5（2023）年 4 月 14 日（金）補正第 32 稿作成 

                            （一部補正、追加） 

〔参考 4〕『CD 版 上山安敏先生・柴田光蔵先生・西村稔先生・宮崎道三郎博士・池辺義

象氏・小林宏先生・千賀鶴太郎博士・戸水寛人博士略年譜・著作目録 附録: 「日本ローマ

法・法制史学者等略年譜・著作目録・追悼辞」掲載資料抄 （追補）中田薫博士・瀧川政次

郎博士・三浦周行博士・牧健二博士各関係資料抄 ―ローマ法・法制史学者著作目録選（第

十六輯）―』（CD 版、令和 6（2024）年 1 月 1 日刊）作成  

              令和 6（2024）年 1 月 1 日（月）補正第 33 稿作成 

                            （一部補正、追加） 

                                  

************************************************************ 
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〔作成経緯〕（平成 22（2010）年 5 月 1 日時点）               

                                     

・千賀鶴太郎博士（1857～1929）の WEB 版著作目録については、従来、「千賀鶴太郎博

士（1857～1929）著作目録（初稿）（平成 21 年 5 月 5 日現在）」（以下「旧稿」という。）

を掲載してきた（掲載日時: 平成 21 年 5 月 5 日～平成 22 年 4 月 30 日）。 

・旧稿の補正状況は、以下のとおりである。ちなみに、最終稿は、平成 22（2010）年 1

月 23 日（土）作成の補正第 13 稿である。 

（HP 初出）: ・平成 21（2009）年 5 月 5 日（火） 初稿作成、・平成 21（2009）年 5 月

17 日（日） 補正第 1 稿作成（「（4）-2 追悼文」新設、『山縣公のおもかげ修正、「明

治 25 年書翰」追加、その他）、・平成 21（2009）年 6 月 4 日（木） 補正第 2 稿作成（千

賀鶴太郎「余の修養法」全文を追加、その他）、・平成 21（2009）年 6 月 10 日（水） 補

正第 3 稿作成（『慶應義塾入社帳 第 1 巻』の件、『同人社文学雑誌』最後の編集長の件、

その他）、・平成 21（2009）年 7 月 26 日（日） 補正第 4 稿作成（「〔挿入目次〕」追

加、千賀鶴太郎「回想談」『小松原英太郎君事略』全文を追加、同「回想談」で各所補正、

その他）、・平成 21（2009）年 8 月 2 日（日） 補正第 5 稿作成（一部補正・追加、誤植

訂正）、・平成 21（2009）年 8 月 26 日（水） 補正第 6 稿作成（「故京都帝国大学名誉

教授法学博士千賀鶴太郎君肖像竝哀辞」中「哀辞」全文及び中川善之助「昭和四年学界回

顧 法学界」の関係部分を追加。その他一部補正・追加、誤植訂正）、・平成 21（2009）

年 9 月 23 日（水） 補正第 7 稿作成（「1 略年譜」中に「＊肖像（抄）」を新設。『小松

原英太郎君事略』より千賀博士関連記事を再度抽出。その他一部補正・追加、誤植訂正）、・

平成 21（2009）年 10 月 24 日（土） 補正第 8 稿作成（一部補正・追加、誤植訂正）、・

平成 21（2009）年 10 月 31 日（土） 補正第 9 稿作成（欧文修正、一部補正・追加、誤植

訂正）、・平成 21（2009）年 11 月 23 日（月） 補正第 10 稿作成（「2 （15） 千賀鶴

太郎博士自己回想録抄」追加、その他一部補正・追加、誤植訂正）、・平成 21（2009）

年 12 月 19 日（土） 補正第 11 稿作成（「2 （2） 訳書 明治 14（1881）年・バコン著

『第一世拿破利翁放言』」註記補足、その他一部補正・追加、誤植訂正）、・平成 21（2009）

年 12 月 25 日（金） 補正第 12 稿作成（「2 （6） ウ」に、『新理想主義』所載のものを

追加。その他一部補正・追加、誤植訂正）、・平成 22（2010）年 1 月 23 日（土） 補正

第 13 稿（旧稿最終稿）作成（千賀博士独逸学位論文に対するクラインフェラー〈Georg 

Kleinfeller〉の書評の件追加、その他一部補正・追加、誤植訂正） 

                                    

・その後、平成 22（2010）年 3 月 31 日に、冊子版『千賀鶴太郎博士・戸水寛人博士・池

辺義象氏略年譜・著作目録―日本ローマ法学七先生略年譜・著作目録（千賀博士・戸水博

士限定追加版）― ―ローマ法・法制史学者著作目録選（第九輯）―』（平成 22（2010）

年 3 月 31 日刊）を作成したが、同書に、上記 WEB 版旧稿（補正第 13 稿）を改訂した「千

賀鶴太郎博士略年譜・著作目録」（1～76 頁）を収録した。ただし、諸々の事情で、一部、

本文中に組み込めず、〔補遺〕中（221 頁）に回さざるを得なかったものがある。 

・上記冊子版作成を受けて、今般、WEB 版を差し換えることにした。内容的には、同冊

子版のものに、〔補遺〕部分を組み込み、更に、現時点で一、二気付いた点を修正、追加し
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たものでもって、「千賀鶴太郎博士（1857～1929）著作目録（新訂・初稿）（平成 22 年

5 月 1 日現在）」（以下「新稿」という。）として、新たにアップした。 

・新稿についても、今後更に補正に務めることとしているので、御示教の程切にお願いす

る次第である。 

                                     

〔新訂・作成経緯（追記）〕（平成 22（2010）年 6 月 5 日～）          

                                     

＊1 平成 22（2010）年 6 月 5 日（土）新訂・補正第 1 稿分 

・平成 22（2010）年 5 月 31 日、上村直己先生から、千賀博士の履歴につき、寔に貴重な

御教示に与った。深甚の謝意を表する次第である。（平成 22 年 6 月 5 日追加） 

・皓星社「雑誌記事索引集成データベース」（千賀博士分 128 件）、朝日新聞「聞蔵Ⅱビジ

ュアル」（千賀博士分 20 件）、読売新聞「ヨミダス歴史館」（千賀博士分 7 件）等記載事項

については、現在なお調査中である。（平成 22 年 6 月 5 日追加） 

 ・「雑誌記事索引集成データベース」 

  〈http://pro.maruzen.jp/ln/ec/ec_kousei01.html〉 

  〈http://zassaku-plus.com/authorize.php〉 

 ・朝日新聞「聞蔵Ⅱビジュアル」 

  〈http://www.asahi.com/information/db/2forl.html〉 

 ・「ヨミダス歴史館」〈http://www.yomiuri.co.jp/rekishikan/〉 

・将来の改訂作業のため、著作判明分を、「（追加）」として、逐次記載していくことと

した。今回は、『法制時報』関係を追加。併せ、既載雜誌に追加分ある時は「（追加分あり。）」

とするか、あるいは、何らかの追加表示をするなどして追加。今回は、『国際法外交雜誌』

に追加分を記載。 

                                    

＊2 平成 22（2010）年 6 月 15 日（火）新訂・補正第 2 稿分 

・「履歴書」の件について言及、「略年譜」について一部補正、「2 （3） 講義筆記録」に

ついて補正（HP「日本のローマ法」中「ローマ法事始コーナー」の件） 

                                    

＊3 平成 22（2010）年 10 月 19 日（火）新訂・補正第 3 稿分 

・神戸大学「新聞記事文庫」掲載新判明諸稿、「学界風聞記・京都帝大法学部教授の巻」

『経済往来』（日本評論社）第 4 巻第 1 号（昭和 4 年新年号）35～43 頁（千賀博士分: 42、

43 頁。要再検討） 

                                    

＊4 平成 23（2011）年 4 月 3 日（日） 新訂・補正第 4 稿分 

・明治末年の住居につき、『京都市及接続町村地籍図附録 第参編 接続町村之部』（京都地

籍図編纂所、大正元年 10 月 31 日刊行）38、39 頁の件を追加 

・『大隈重信関係文書 7 せい―とく』（みすず書房、平成 23 年 2 月 15 日刊）47～48 頁

所収「683 千賀鶴太郎書翰 大隈重信宛 （明治三十）年七月二十八日」の件を追加 

・恒藤恭（1888～1967.11.2）「大正期における京大法科の追想」『法学セミナー』第 133

http://pro.maruzen.jp/ln/ec/ec_kousei01.html
http://zassaku-plus.com/authorize.php
http://www.asahi.com/information/db/2forl.html
http://www.yomiuri.co.jp/rekishikan/
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号〈昭和 42 年 4 月号〈4 月 1 日刊〉68～69 頁の件を追加 

                                     

＊5 平成 23（2011）年 7 月 12 日（火）新訂・補正第 5 稿分 

・「2 （7）エ 新聞記事 （ア） 一般紙」に、「※「聞蔵 II ビジュアル」（朝日新聞縮刷版）

「千賀鶴太郎」検索分」を追加。 

・藤野奈津子「岡松参太郎とローマ法研究」（平成 23 年 3 月刊）その他追加、一部補正。 

                                     

＊6 平成 23（2011）年 9 月 23 日（日）新訂・補正第 6 稿分 

・岡田良平（1864～1934）京大第二代総長退職事件関係文献を追加、「2 （14） 千賀鶴

太郎博士「羅馬法講義」回想記」に「ウ その他」を追加、その他追加、一部補正。 

                                     

＊7 平成 23（2011）年 10 月 15 日（土）新訂・補正第 7 稿分 

・一又正雄（1907～1974）『日本の国際法学を築いた人々』（日本国際問題研究所、昭和

48 年 3 月 30 日刊）「千賀鶴太郎」関係の件を追加、その他追加、一部補正。 

                                     

＊8 平成 23（2011）年 10 月 18 日（火）新訂・補正第 8 稿分 

・全般にわたり誤植補正、一部追加。 

                                     

＊9 平成 23（2011）年 10 月 20 日（木）新訂・補正第 9 稿分 

・平成 23 年 11 月 26 日（土）の「あること」を記念して、補正第 9 稿を作成。 

・「2 （14）千賀鶴太郎博士「羅馬法講義」回想記」→「2 （14）千賀鶴太郎博士「羅馬

法講義」、その他回想記」の変更し、千朶木仙史編『学界文壇時代之新人』（天地堂、明治

41（1908）年 6 月 26 日刊）274-277 頁を入力。その他一部補正。      

                                     

＊10 平成 23（2011）年 11 月 30 日（水）補正第 10 稿分 

・平成 23 年 11 月 26 日（土）の「あること」を受けて、補正第 10 稿を作成。 

・全般にわたり誤植補正、一部追加。 

                                     

＊11 平成 24（2012）年 2 月 9 日（木）補正第 11 稿分              

・平成 23 年 11 月 26 日（土）の「あること」を受けて、補正第 11 稿を作成。 

・「1 略年譜」中に「＊千賀孝善氏及び千賀覚一氏の件」の項を新設するとともに、全般

にわたり誤植補正、一部追加。 

                                     

＊12 平成 24（2012）年 2 月 23 日（木）補正第 12 稿分              

・平成 23 年 11 月 26 日（土）の「あること」を受けて、補正第 12 稿を作成。 

・「国会図書館のデジタル化資料」〈http://dl.ndl.go.jp/#classic〉により文献追加。 

                                    

＊13 平成 24（2012）年 10 月 5 日（金）補正第 13 稿分 

・平成 24 年春以来山下萬里先生及び渡辺利喜子氏（千賀博士曾孫）より千賀博士その人

http://dl.ndl.go.jp/#classic
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及び同博士と森鷗外との関係等について貴重な示教を受け、補正第 13 稿を作成。山下先

生及び渡辺氏に謹んで厚く御礼申し上げる次第である。 

・その他全般にわたり誤植補正、一部追加。 

                                    

＊14 平成 24（2012）年 12 月 5 日（水）補正第 14 稿分 

・「千賀博士出生地検討」、「ドイツ博士論文検討」、「＊〔千賀鶴太郎自歴書（Curriculum 

vitae）〕」等を追加。 

・その他全般にわたり誤植補正、一部追加。 

                                    

＊15 平成 24（2012）年 12 月 18 日（火）補正第 15 稿分 

・上記「千賀博士出生地検討」の再訂正。 

・その他全般にわたり誤植補正、一部追加。 

                                     

＊16 平成 25（2013）年 2 月 27 日（水）補正第 16 稿分 

・平成 25 年 4 月 20 日（土）の「あること」を記念して、補正第 16 稿を作成。 

・「2 著作目録（17）千賀鶴太郎博士自己回想録抄」にも「＊5 千賀鶴太郎「自歴書」

（Curriculum vitae）」を追加。 

・その他全般にわたり誤植補正、一部追加。 

                                     

＊17 平成 25（2013）年 6 月 6 日（木）補正第 17 稿分 

・平成 25 年 4 月 20 日（土）の「あること」を記念して、補正第 17 稿を作成。 

・瀧川幸辰「刑法専攻の端緒」『新法学』№15（昭和 12 年 8 月 1 日刊。日本評論社版『新

法学全集』月報）4、5 頁（通頁 120～121 頁。千賀博士との出会い等に言及している。『瀧

川幸辰刑法著作集』には未収録。平成 24 年 2 月 2 日三浦裕史先生の御教示に拠る。）を全

文入力。 

・その他全般にわたり誤植補正、一部追加。 

                                    

＊18 平成 25（2013）年 6 月 26 日（水）補正第 18 稿分 

・平成 25 年 4 月 20 日（土）の「あること」を記念して、補正第 18 稿を作成。 

・全般にわたり誤植補正、一部追加。 

                                   

********************************************************************** 

                                    

＊〔参考 1〕平成 25（2013）年 9 月 1 日（日）                  

・CD 版『春木一郎博士・原田慶吉教授・田中周友博士・船田享二博士・武藤智雄教授・

千賀鶴太郎博士・戸水寛人博士・池辺義象氏略年譜・著作目録―日本ローマ法学七先生略

年譜・著作目録（新訂版）― ―ローマ法・法制史学者著作目録選（第十輯）―』（平成

25（2013）年 9 月 1 日刊）作成以後の追加状況            

〈http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA64090131〉⇒〈http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB13864295〉 

http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA64090131
http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB13864295〉
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********************************************************************** 

                                    

＊19 平成 26（2014）年 3 月 1 日（土）補正第 19 稿分             

⇒＊1（平成 26 年 3 月 1 日追加分）              

・事情あって本稿は上記「＊18 平成 25（2013）年 6 月 26 日（水）補正第 18 稿分」の続

稿であり、上記平成 25（2013）年 9 月 1 日（日）刊行 CD 版そのものを踏まえていない

ことをお断りしておく。主として当該 CD 版作成以降の判明事項を記載したものである。

このため、本編部分は「＊18 平成 25（2013）年 6 月 26 日（水）補正第 18 稿分」そのま

まである。                     

・吉原達也「千賀鶴太郎博士の二つの自歴譜について」『日本法学』第 79 巻第 3 号（平成

26 年 1 月 15 日刊）41～90 頁等を追加                

〈http://www.law.nihon-u.ac.jp/publication/pdf/nihon/79_3/02.pdf〉    

                                    

＊20 平成 26（2014）年 10 月 26 日（日）補正第 20 稿分             

⇒＊2（平成 26 年 10 月 26 日追加分）               

・山下萬里先生、渡辺利喜子氏新稿追加                   

・「神戸大学新聞記事文庫収蔵新聞論稿」追加                

・その他気づきの諸点追加                         

                                     

＊21 平成 26（2014）年 10 月 28 日（火）補正第 21 稿分             

⇒＊3（平成 26 年 10 月 28 日追加分）           

・上記補正第 20 稿掲載「「神戸大学新聞記事文庫収蔵新聞論稿」追加」を一部修正  

・その他気づきの諸点追加                        

                                     

＊22 平成 26（2014）年 12 月 18 日（木）補正第 22 稿分             

⇒＊4（平成 26 年 12 月 18 日追加分）       

・科学研究費助成事業（科学研究費補助金）の件補正 

・東京大学大学院人文社会系研究科多分野交流演習の件追加 

・その他誤植補正 

                                     

＊23 平成 27（2015）年 3 月 8 日（日）補正第 23 稿分             

⇒＊5（平成 27 年 3 月 8 日追加分）        

・井上琢也先生の御教示により当時の大学試験問題集を追加。井上先生に厚く御礼申し上

げるものである。 

                               

＊24 平成 27（2015）年 5 月 23 日（土）補正第 24 稿分             

⇒＊6（平成 27 年 5 月 23 日追加分）    

・「京都市明細図オーバーレイマップ」の件、『日華之実業』誌掲載の件等追加。 

http://www.law.nihon-u.ac.jp/publication/pdf/nihon/79_3/02.pdf
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・その他誤植補正 

                            

＊25 平成 29（2017）年 12 月 4 日（月）補正第 25 稿分             

⇒＊7（平成 29 年 12 月 4 日追加分）    

・京都大学大学文書館「教員履歴データベース（京都大学歴代総長・教授・助教授履歴検

索システム―対象: 1949 年以前の在職者［旧制］―）」参照。 

〈https://kensaku.kua1.archives.kyoto-u.ac.jp/rireki/〉 

「千賀鶴太郎」                             

〈https://kensaku.kua1.archives.kyoto-u.ac.jp/rireki/?c=detail&id=000508〉 

（更新日: 2016/8/31、システム管理番号 000508） 

・9 頁に「（関係 HP）」を追加、その他誤植補正 

                                    

********************************************************************** 

                                    

＊〔参考 2〕平成 30（2018）年 1 月 1 日（月）      

・CD 版『ローマ法、法制史、明治警察史及び日本統治下台湾警察史の諸問題―ローマ法・

法制史学者著作目録選（第十三輯）― ―明治警察史雑纂（第四輯）― ―日本統治下台湾

警察史雑纂（第八輯）―』（CD 版、平成 30（2018）年 1 月 1 日刊）作成以後の追加状況 

                                    

********************************************************************** 

                                    

＊26 平成 31（2019）年 4 月 23 日（火）補正第 26 稿分             

⇒＊8（平成 31 年 4 月 23 日追加分）    

・冒頭レイアウトを変更するとともに、文献を追加した。 

                                    

＊27 令和 3（2021）年 1 月 17 日（日）補正第 27 稿分             

⇒＊9（令和 3 年 1 月 17 日追加分）   

・千賀博士著作及び同関係文献を一、二追加した。 

                 

＊28 令和 3（2021）年 2 月 24 日（日）補正第 28 稿分             

⇒＊10（令和 3 年 2 月 24 日追加分）   

・千賀博士関係文献を一、二追加した。 

                      

＊29 令和 3（2021）年 11 月 19 日（金）補正第 29 稿分             

⇒＊11（令和 3 年 11 月 19 日追加分）   

・レイアウトを全面変更した。一部に修正時のミスが残る可能性があるが、今後気づき次

第補正していくこととする。 

                        

  

https://kensaku.kua1.archives.kyoto-u.ac.jp/rireki/
https://kensaku.kua1.archives.kyoto-u.ac.jp/rireki/?c=detail&id=000508
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********************************************************************** 

                                

〔参考 3〕『CD 版 宮崎道三郎博士・小林宏先生・西村稔先生・高橋由利子先生略年譜・

著作目録【参考篇】【附篇】―ローマ法・法制史学者著作目録選（第十五輯）』（CD 版、令

和 4（2022）年 4 月 1 日刊）作成以後の追加状況 

                           

********************************************************************** 

                            

＊30 令和 4（2022）年 4 月 1 日（金）、補正第 30 稿分 

⇒＊12（令和 4 年 4 月 1 日追加分）   

・一部修正、追加した。 

・国立国会図書館次世代デジタルライブラリーの件に言及した。いずれこれにより再検索

の要ありか。〈https://lab.ndl.go.jp/service/tsugidigi/〉 

                      

＊31 令和 4（2022）年 6 月 24 日（金）、補正第 31 稿分 

⇒＊13（令和 4 年 6 月 24 日追加分）   

・一部修正、追加した。 

・国立国会図書館個人向けデジタル化資料送信サービス（個人送信）（令和 4（2022）年 5

月 19 日開始）件に言及した。いずれこれにより再検索の要ありか。  

〈https://www.ndl.go.jp/jp/use/digital_transmission/individuals_index.html〉       

                 

＊32 令和 5（2023）年 4 月 14 日（金）、補正第 32 稿分 

⇒＊14（令和 5 年 4 月 1 日追加分）  

・令嗣千賀孝善氏の件について補足した。 

・一部修正、追加した。 

                            

********************************************************************** 

                          

〔参考 4〕『CD 版 上山安敏先生・柴田光蔵先生・西村稔先生・宮崎道三郎博士・池辺義

象氏・小林宏先生・千賀鶴太郎博士・戸水寛人博士略年譜・著作目録 附録: 「日本ローマ

法・法制史学者等略年譜・著作目録・追悼辞」掲載資料抄 （追補）中田薫博士・瀧川政次

郎博士・三浦周行博士・牧健二博士各関係資料抄 ―ローマ法・法制史学者著作目録選（第

十六輯）―』（CD 版、令和 6（2024）年 1 月 1 日刊）作成以後の追加事項 

                           

********************************************************************** 

                            

＊33 令和 6（2024）年 1 月 1 日（月）、補正第 33 稿分 

⇒＊15（令和 6 年 1 月 1 日追加分）   

・一部修正、追加した。 

https://lab.ndl.go.jp/service/tsugidigi/
https://www.ndl.go.jp/jp/use/digital_transmission/individuals_index.html
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（参考）                                  

・法制史学会 HP（平成 23（2011）年 11 月 30 日追加、同 24（2012）年 5 月 31 日一部

修正） 

〈http://wwwsoc.nii.ac.jp/jalha/〉 ⇒〈http://www.jalha.org/〉（平成 24 年 4 月 1 日移転

の由）⇒〈https://www.jalha.org/〉 

・本 HP 中「日本のローマ法・ローマ法事始コーナー」           

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/〉⇒ 

〈https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/Romanist2003.htm〉 

別稿: 「戸水寛人博士（1861～1935）著作目録（新訂・初稿）（平成 22 年 5 月 1 日現在）」 

（平成 22（2010）年 5 月 1 日（土）アップ、（最新補正稿）平成 26 年 12 月 13 日（土）

補正第 13 稿作成。以後逐次修正）参照。（平成 22 年 6 月 15 日、同 23 年 9 月 25 日、同

24 年 12 月 5 日、同 24 年 12 月 18 日、同 25 年 6 月 5 日、同 26 年 12 月 18 日各一部修正） 

・本 HP 中「法制史学者著作目録選」〈http://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/〉 

所収「「ローマ法・法制史学者著作目録」作成瑣記」」（HP 初出: 平成 22（2010）年 6 月

6 日初稿作成、同年 8 月 25 日改訂稿作成、同年 11 月 28 日再訂稿作成、同 24 年 8 月 23

日三訂稿作成。以後逐次修正。）参照。（平成 22 年 6 月 15 日追加、同年 10 月 19 日補正、

同 23 年 9 月 25 日補正、同 24 年 12 月 5 日補正） 

・CD 版『春木一郎博士・原田慶吉教授・田中周友博士・船田享二博士・武藤智雄教授・

千賀鶴太郎博士・戸水寛人博士・池辺義象氏略年譜・著作目録―日本ローマ法学七先生略

年譜・著作目録（新訂版）― ―ローマ法・法制史学者著作目録選（第十輯）―』（平成

25（2013）年 9 月 1 日刊）作成（平成 26 年 3 月 1 日追加） 

〈http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA64090131〉⇒〈http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB13864295〉 

************************************************************ 

  

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jalha/
http://www.jalha.org/
https://www.jalha.org/
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/
https://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/Romanist2003.htm
http://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/
http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA64090131
http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB13864295〉
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1 略年譜                                

                                     

＊〔主要参照文献〕                            

                                     

（下記以外の使用文献は、その都度、ほぼ註記した。）            

（追記: 「国立国会図書館近代デジタルライブラリー｣は現在は「国立国会図書館デジタル

コレクション」になっているが、一部を除き修正していない。（令和 3（2021）年 11 月

19 日記載）） 

・千朶木仙史編『学界文壇時代之新人』（天地堂、明治 41（1908）年 6 月 26 日刊）237

～284 頁「京都法科大学諸教授」274～277 頁、特に「（其十）千賀博士と仁井田［益太郎］

博士」1（国立国会図書館｢近代デジタルライブラリー｣〈http://kindai.ndl.go.jp/〉に収録。）

（平成 23 年 10 月 20 日追加、平成 24 年 2 月 9 日一部補正）⇒ 

〈https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/777987〉（令和 3 年 5 月 8 日追加） 

・千賀鶴太郎「余の修養法」2『弘道』第 221 号（日本弘道会事務所、明治 43（1910）年

8 月 1 日刊）12～13 頁 

・『大日本博士録（1888-1920）第 1 巻〈全六巻之内〉法学博士及薬学博士之部』（発展

社、大正 10（1921）年 1 月 11 日刊。英文有。）53、54 頁3  

（国立国会図書館｢近代デジタルライブラリー｣に収録。令和 3 年 5 月 8 日追加） 

〈https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/946116〉 

・千賀鶴太郎「回想談」4『小松原英太郎君事略』（小松原英太郎君伝記編纂実行委員会、

大正 13（1924）年 11 月 30 日刊。復刻本: 大空社、伝記叢書 55、昭和 63（1988）年 10

                                                   
1 本稿 2（14）千賀鶴太郎博士「羅馬法講義」、その他回想記 ウ＊1 参照。（平成 23 年 10 月 20 日追

加） 
2 本稿 2（16）千賀鶴太郎博士自己回想録抄＊1 参照。 

3 『大日本博士録（1888-1920）第 1 巻〈全六巻之内〉法学博士及薬学博士之部』（発展社、大正 10 年

1 月 11 日刊）53、54 頁【45】千賀鶴太郎（抄録）（「【29】戸水寛人」: 34、35 頁） 

【45】法学博士 千賀鶴太郎 正四位勲三等。ドクトル、ユーリス、ウトリスクエ（伯林大学）。京都帝

国大学教授、（国際公法講座担任、独逸法分担、羅馬法兼担、法学部）、京都同志社大学法学部講師嘱託

（国際公法）。【出生】安政四年二月十日生、岡山藩士千賀
・ ・

武四郎
・ ・ ・

長男。【学歴及閲歴】明治三年乃至七年

岡山普通学校及遺芳館英文修業、同九年乃至十七年東京同人社英文科教員となる、同十七年乃至三十二

年独逸滞在、西暦一千八百八十五年乃至九年伯林大学文科修業、同一千八百八十九年乃至九十三年同大

学法科修業、同一千八百九十七年同大学法科学位「ドクトル、ユーリス、ウトリスクエ」を受く、明治

三十二年八月帰朝、同年九月十一日任京都帝国大学法科大学教授、同三十四年六月法学博士の学位を受

く、同四十三年春より翌年春まで再度洋行、大正五年五月二十四日陞叙高等官一等。同八年四月官制改

革、京都帝国大学教授、法学部勤務と為り、現に国際公法第一講座担任、独逸法第二講座分担、羅馬法

講座兼担、高等官一等一級たり。同年十二月十一日陞叙正四位、以て今日に至れり。 【学位】法学博

士、授与日付、明治三十四年六月二十九日、京都帝国大学総長推薦。【専門】国際公法【著書】（省略）【雅

号】（省略）【家族】（省略）【現住所】（省略）  

4 本稿 2（16）千賀鶴太郎博士自己回想録抄＊3 参照。 

http://kindai.ndl.go.jp/
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/777987
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/946116
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月 25 日刊。〈https://dl.ndl.go.jp/pid/1019762〉。小松原英太郎: 1852～1919） 

・矢田一男（1904～1966）「明治時代のローマ法教育（1）」『法学新報』第 44 巻第 3

号（昭和 9 年 3 月刊）98、99 頁 

・『人事興信録』（各年版。人事興信社）（例えば、・第 3 版: 明治 44 年 4 月刊、せ之

部 27 頁「千賀鶴太郎」「近代デジタルライブラリー」〈http://kindai.ndl.go.jp/〉747 コ

マ、第 8 版: 昭和 3 年 7 月刊、せ之部 25 頁「千賀鶴太郎」「近代デジタルライブラリー」

891 コマ）（平成 24 年 6 月 4 日追加） 

・『人事興信録 第四版』（人事興信所、大正 4 年 1 月 10 日刊）「せ」17 頁（初版: 明治 36

年 4 月 18 日刊）〈https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1703995/713〉 

『人事興信録』データベース（令和 6（2024）年 1 月 1 日追加） 

〈https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/who/search/about〉⇒ 

〈https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/who/search/who4〉⇒ 

〈https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/who/docs/who4-13564〉 

・『日本人名大事典（新撰大人名辞典）』第 3 巻（平凡社、昭和 12 年 10 月 22 日初版第

1 刷刊。昭和 54 年 7 月 10 日覆刻版第 1 刷刊） 

・田中誠一編著『備作人名大辞典 乾巻』（備作人名大辞典刊行会、昭和 14 年 4 月 1 日刊。

復刻: 臨川書店、昭和 49 年 8 月 20 日刊〈乾・坤全 2 冊〉）423、424 頁 

・『京都帝国大学史』（京都帝国大学、昭和 18 年 12 月 20 日刊）（第 2 編 学部及研究所 

第 1 章 法学部 第 2 節 沿革の大要）: 88、89 頁、（国際公法）: 172 頁以下、（羅馬法）: 

203 頁以下。（「近代デジタルライブラリー」〈http://kindai.ndl.go.jp/〉に収録。） 

・一又正雄（1907～1974）『日本の国際法学を築いた人々』（日本国際問題研究所、昭和

48 年 3 月 30 日刊）「千賀鶴太郎」: 62～67 頁（平成 23 年 10 月 15 日追加） 

・京都大学百年史編集委員会編『京都大学百年史 総説編』（京都大学後援会、平成 10 年

6 月 18 日刊）167～175 頁等（「岡田良平総長退職事件」についても追加予定、平成 23

年 9 月 25 日追加）。 

〈http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/152877〉 

〈 http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/152995/1/general_part1_

chap2.pdf〉 

・読売新聞社「ヨミダス歴史館」（例: 「千賀鶴太郎」で検索、貴重なものあり。7 件）

（平成 22 年 6 月 5 日件数追加） 

・朝日新聞社「聞蔵（きくぞう）Ⅱビジュアル」に、平成 22（2010）年 4 月から、「明治、

大正期朝日新聞紙面データベース（DB）」が追加された。これにより、本稿の如き目録類

については、今後その作成方法の見直しが求められる。これにつき、『朝日新聞』平成 22

年 4 月 6 日（火）12 版 14、15 面に特集記事あり。特に、14 面五百旗頭薫准教授（1974

～ 、キーワード監修者）の解説参照。 

〈http://www.asahi.com/information/db/images/release130.pdf〉 

〈http://www.asahi.com/information/db/〉 

（例: 「千賀鶴太郎」で検索、20 件）（平成 22 年 6 月 5 日件数追加） 

・毎日新聞社のデータベース「毎索」（まいさく）のサービスが平成 23（2011）年 4 月 1

https://dl.ndl.go.jp/pid/1019762
http://kindai.ndl.go.jp/
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1703995/713
https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/who/search/about
https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/who/search/who4
https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/who/docs/who4-13564
http://kindai.ndl.go.jp/
http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/152877
http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/152995/1/general_part1_chap2.pdf
http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/152995/1/general_part1_chap2.pdf
http://www.asahi.com/information/db/images/release130.pdf
http://www.asahi.com/information/db/
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日から開始されているが、当該時期については全文検索機能がついていないこともあり、

現在検索方法を検討中。（平成 24 年 5 月 31 日追加） 

〈http://mainichi.jp/contents/edu/maisaku/〉 

・田岡良一（1898～1985）「千賀鶴太郎先生の想出－日本の法律学を築いた人々（10）

－」『書斎の窓』第 10 号（有斐閣、昭和 29 年 3 月 10 日刊、1～5 頁。後に、同第 269 号

〈創業 100 周年記念特集号、昭和 52 年 1 月 1 日刊〉78～81 頁に再録。）は、京都大学所

蔵の千賀鶴太郎博士履歴書の件を記載している。同履歴書は、当然必見の価値ありかと思

料する。（平成 22 年 6 月 15 日追加） 

・ウィキペディア「千賀鶴太郎」（平成 24 年 7 月 6 日追加） 

〈 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E8%B3%80%E9%B6%B4%E5%A4%AA%

E9%83%8E〉 

ただし、同記事中少なくとも下記（下線部分）は訂正の要あり。 

「訪独中の内相山県有朋に都筑馨六を紹介される。」 ⇒「訪独中の内相山県有朋を都筑馨

六に紹介される。」 

〈 http://ja.wikipedia.org/wiki/Portal:%E6%AD%B4%E5%8F%B2/%E6%96%B0%E7%9

D%80%E9%A0%85%E7%9B%AE/%E6%96%B0%E7%9D%80%E9%81%8E%E5%8E%B

B%E3%83%AD%E3%82%B0/2010%E5%B9%B4〉 

〈http://ja.wikipedia.org/wiki/Portal:歴史/新着項目/新着過去ログ/2010 年〉中 2010（平

成 22 年）年 8 月 5 日の項参照。あるいは、Wiki への搭載時期か。 

                                     

  

http://mainichi.jp/contents/edu/maisaku/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E8%B3%80%E9%B6%B4%E5%A4%AA%E9%83%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E8%B3%80%E9%B6%B4%E5%A4%AA%E9%83%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/Portal:%E6%AD%B4%E5%8F%B2/%E6%96%B0%E7%9D%80%E9%A0%85%E7%9B%AE/%E6%96%B0%E7%9D%80%E9%81%8E%E5%8E%BB%E3%83%AD%E3%82%B0/2010%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/Portal:%E6%AD%B4%E5%8F%B2/%E6%96%B0%E7%9D%80%E9%A0%85%E7%9B%AE/%E6%96%B0%E7%9D%80%E9%81%8E%E5%8E%BB%E3%83%AD%E3%82%B0/2010%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/Portal:%E6%AD%B4%E5%8F%B2/%E6%96%B0%E7%9D%80%E9%A0%85%E7%9B%AE/%E6%96%B0%E7%9D%80%E9%81%8E%E5%8E%BB%E3%83%AD%E3%82%B0/2010%E5%B9%B4
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＊〔主要回想文献〕                            

                                     

 千賀鶴太郎博士の回想記としては、次の諸文献が特に貴重であると思われる。うち、③ 瀧

川幸辰博士「刑法専攻の端緒」及び④ 同「回想の法学者（1）―千賀鶴太郎先生と仁保亀

松先生―」によれば、同博士は、千賀博士の勧めで学界に入られたとの由である。 

                                     

① 田岡良一（1898～1985、大正 8（1919）年 9 月京大法入学、大正 11（1922）年 3 月

同卒）「千賀鶴太郎先生の想出－日本の法律学を築いた人々（10）－」『書斎の窓』第 10

号（有斐閣、昭和 29 年 3 月 10 日刊、1～5 頁。後に、同第 269 号（創業 100 周年記念特

集号、昭和 52 年 1 月 1 日刊）78～81 頁に再録。） 

② 瀧川幸辰（1891～1962、大正元（1912）年 9 月京大法入学、大正 4（1915）年 7 月同

卒）「モムゼンの像（1924（大正 13）.10）」『随想と回想』（立命館出版部、昭和 12

年刊。出版後まもなく発売禁止処分を受けし由。（未見））、同（有斐閣、昭和 22 年 12

月 10 日刊。旧著を一部削除して改版したもの。）213～218 頁（モムゼン『ローマ刑法』

との絡みで、千賀博士の思い出をも叙述したもの。後掲『瀧川幸辰刑法著作集』（世界思

想社刊）には未収録。） 

③ 瀧川幸辰「刑法専攻の端緒」『新法学』№15（昭和 12 年 8 月 1 日刊。日本評論社版『新

法学全集』月報）4、5 頁（千賀博士との出会い等に言及している。後掲『瀧川幸辰刑法著

作集』には未収録。平成 24 年 2 月 2 日三浦裕史先生の御教示に拠る。）（平成 24 年 2 月 9

日追加） 

④ 瀧川幸辰「回想の法学者（1）―千賀鶴太郎先生と仁保亀松先生―」『綜合法学』第 16

号（昭和 34 年 11 月 1 日刊。26～30 頁。後に、『瀧川幸辰刑法著作集』第 5 巻（世界思

想社、昭和 56 年 8 月 10 日刊）185～188 頁に再録。） 

⑤ 末川博（1892～1977、大正 3（1914）年 9 月京大法入学、大正 6（1917）年 7 月同卒）

『彼の歩んだ道』（岩波新書、昭和 40 年 10 月 20 日刊、170、171 頁） 

⑥ 末川博・我妻栄（1897～1975）「対談 日本の法学者を語る・蒲郡対談・連載第 4 回」

『法学セミナー』第 179 号（昭和 46 年 1 月 1 日刊）67～69 頁 

⑦ 末川博『末川博随想全集 第 9 巻 思い出の人と私のあゆみ 』（栗田出版会、昭和 47

年 8 月 25 日刊）（Ⅴ 歩んだ道の回顧 立命館と私（493～500 頁）中 494 頁。昭和 46 年

5 月 19 日『立命館学園公報』を再録か。）（平成 24 年 5 月 22 日追加） 
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＊〔千賀鶴太郎自歴書（Curriculum vitae）〕                 

                                    

 千賀博士のドイツにおける学位論文は下記のとおりである（詳しくは後掲「2 著作目録 

（1）著書」参照。）。 

（学位論文）                                

・Gestaltung und Kritik der heutigen Konsulargerichtsbarkeit in Japan /  

von Tsurutaro Senga. -- （BA38319552） 

  Berlin: Druck von Leonhard Simion, ［1897］ 

  iv, 106 p.; 23 cm． 

  注記: Thesis （doctoral）--Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, 1897 

      （田岡良一博士訳語: 『日本の現行領事裁判制度の形態と批判』） 

・Gestaltung und Kritik der heutigen Konsulargerichtsbarkeit in Japan /  

von Tsurutaro Senga. -- （BA68508532） 

  Berlin: R.L. Prager, 1897 

  vi, 160 p.; 24 cm． 

  注記: "Zwei Abtheilungen"; Includes bibliographical references 

 このうち、前者 106 頁版の最終頁にドイツ語の Curriculum vitae（経歴書）が掲載され

ているので、仮訳を掲げておく。なお、これは、後者（完全版）160 頁版には存在しない。

（本稿「2（16） 千賀鶴太郎博士自己回想録抄＊5」として全文重複入力。（この部分: 平

成 25 年 1 月 23 日追加）） 

                                     

「千賀鶴太郎自歴書（Curriculum vitae）」（仮訳）                

「余、千賀鶴太郎は、1857［安政 4］年 2 月に、旧備前藩の郡関係職（目付）5、武士階級

（士族）千賀武四郎［せんが・ぶしろう］の子として、日本の岡山に生まれたり。余の宗

旨は仏教の禅宗（曹洞宗）なり。余は、家庭教師について初等教育を終えし後、漢学［漢

籍］を学ぶべく上級学校［藩黌］に進みしが、その講義内容は、今日の日本のギムナジウ

ムの和漢文学課程と東京大学哲学部漢文［漢籍］学科［東京大学文学部史学哲学及政治学

科及び同和漢文学科 ⇒以後変遷あり。］のそれにほぼ匹敵するものなりし。余が在籍し頃

に、英語教育が導入されるに及び、余は漢籍と並んで英書も講読したり。9 年の学業を終

え、［明治７（1874）年］東京に出て、この地でイギリス国家学を学びたり。たしかに東

京には当時大学たる上級学校［東京開成学校、明治 7 年 5 月～10 年 4 月。］―ここはその

後東京大学に発展せし［明治 10（1877）年 4 月 12 日東京大学に改編］―がありしが、ヨ

ーロッパ国家学［政治学］はあまりにも貧弱にして、余の学習の用をなさざりけり。かく

なる次第にて余はこれらの学問の自習を余儀なくせり。その後余は東京の英語塾“同人社”

の講師に採用され、上級クラスにて、新しき英国哲学の著作（とくにベンサム、J・S・ミ

ル、H・スペンサーら）を講義せざるをえず。しかるに、余は英語文献は国家学には関し

                                                   
5 原文は Bezirksvizegouverneur  Bezirk は郡、英語なら vice governor で副総督とか副知事とか訳せ

る言葉であるが、括弧書きで（metsuke）と書いてある。（平成 25 年 4 月 20 日一部修正） 
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てきわめて不十分にして一面的たるに気づくに及び、余はドイツ語を学ばんと決意したり。

1884［明治 17］年夏、ドイツ国家学を学ばんとて、政治新聞『東京日日新聞』のベルリ

ン派遣特派員になりしも、その出発に先立つ数ヶ月前に東京大学の教授及び最上級課程の

学生［研究生］らの集まりて、ヨーロッパ哲学並びにと古代インド哲学の探究と普及を目

的とする哲学団体［哲学会6］が創設されるにあたり、同人社からも協議に参加すべく代表

を派遣せんこととなりしが、余がその代表に選出せられりしは名誉なりしも、最初の会合

にのみ参加せざるをえざりしは余の遺憾とするところなり7。ベルリンにては、余はまずド

イツ語を学び、1885［明治 18］年冬には哲学部に学籍登録を許されたり。その後 4 年に

わたり、余は国家学の講義を受講せり。1889［明治 22］年冬に至り法学部に改めて学籍

登録を許され、その後 8 ゼメスターをたゆまなく学習に費やせり。 

 1890［明治 23］年冬、本大学東洋語学校［ゼミナール］の日本語講師に採用され、5 年

にわたる上記政治新聞の活動－特に英語とドイツ語からの翻訳－のかたわら、Seeley［シ

ーリー、1834～1895］8による “Life and Times of Stein” ［『シュタインの生涯と時代』］

9の一書を日本政府の要請により日本語に翻訳せり。」 

                                    

  

                                                   
6 哲学会: 明治 17（1884）年 1 月 26 日設立。（平成 24 年 10 月 24 日追加）

〈http://www.l.u-tokyo.ac.jp/philosophy/tetsugakukai/about.html〉 
7 『哲学会雑誌』第 1 冊第 1 号（明治 20 年 2 月 5 日刊）39 頁「哲学会員姓名」に「千賀鶴太郎」あり。

（『明治雑誌目次総覧』第 4 巻（「哲学会雑誌 哲学雑誌」（哲学書院・哲学雑誌社、明治 20 年 2 月～昭和

3 年 11 月、全 500 冊）、ゆまに書房、昭和 60 年 10 月 25 日刊）による。）（平成 24 年 11 月 2 日追加） 
8 J. R.Seeley（シーリー、1834～1895）: （平成 24 年 10 月 24 日追加）  

〈http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AD%E

3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%8

3%BC〉 
9 発智正三郎（1922～1971）「J. R. Seeley による Stein の伝記―政治家 Stein とその時代―」『横浜国立

大学人文紀要 第一類, 哲学・社会科学』第 6 輯（昭和 33 年 9 月 30 日刊）43～68 頁参照。 ⇒『発智正

三郎―論文と思い出―』（発智千恵子、徹夫編、大学教育社、昭和 50 年 10 月 20 日刊。）56～87 頁に

再録（同書については、平成 25 年 1 月 11 日原田一明先生の御示教を賜わった。厚く御礼申し上げるも

のである。）。（平成 24 年 10 月 24 日追加、同 25 年 1 月 21 日一部補正）  

〈http://kamome.lib.ynu.ac.jp/dspace/items-by-author?author=%E7%99%BA%E6%99%BA%2C+%E6

%AD%A3%E4%B8%89%E9%83%8E〉 

http://www.l.u-tokyo.ac.jp/philosophy/tetsugakukai/about.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC
http://kamome.lib.ynu.ac.jp/dspace/items-by-author?author=%E7%99%BA%E6%99%BA%2C+%E6%AD%A3%E4%B8%89%E9%83%8E
http://kamome.lib.ynu.ac.jp/dspace/items-by-author?author=%E7%99%BA%E6%99%BA%2C+%E6%AD%A3%E4%B8%89%E9%83%8E
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＊略年譜10                                

                                     

・（墓碑）（平成 24 年 12 月 3 日追加）                     

「千賀家累代之墓」                       

「從三位勲二等法學博士ドクトルユーリスウトリ         

スクエ（獨逸國伯林大學博士號）千賀鶴太郎安政          

四年二月十日相州鶴ヶ岡八幡ノ陣營ニ生ル昭和            

四年三月十九日京都下鴨瀬見川庵ニ薨ス               

  昭和四年六月                   

         嗣子正五位勲五等千賀孝善建之」              

                                    

・（雅号）「孤松菴主人」（こしょうあんしゅじん）、「蟬水漁史」（ぜんすいぎょし） 

11 

                                     

安政 4（1857）年 2 月 10 日 岡山に生まれる12 13。 

                                                   
10 冊子版作成後の平成 22（2010）年 5 月 31 日、上村直己先生から、千賀博士の履歴につき、まことに

貴重な資料の御示教に与った。御教示を踏まえ、いずれ全体を改めて検討すべき必要がある。上村先生

の御厚情に、深甚の謝意を表する次第である。（平成 22 年 6 月 5 日追加）  

11 「45 法学博士 千賀鶴太郎」『大日本博士録（1888-1920）第１巻（全六巻之内）法学博士及薬学博

士之部』（発展社、大正 10 年 1 月 11 日刊。53、54 頁）中の英文表記には、「Zen-sui-Gyoshi」とある。

なお、読み方については、普通は「せんすいぎょし」と思われるが、差し当たり本稿「2 （12） 千賀鶴

太郎博士漢詩文一斑 ア はじめに」の註を参照。「蟬水漁史」の「蟬水」については、千賀博士宅を「瀬

見川庵」と呼んだこと（上記「墓碑」参照。）、邸内を「瀬見の小川」が流れていたかあるいはその近

隣に在ったこと、「瀬見の小川」は「蝉の小川」ともいうこと等からして、名付けられたものかと推測

されるが、なお後考を要する。（「蟬水漁史」以降、平成 25 年 2 月 8 日追加） 

12 千賀家につき「池田家文庫」（岡山大学附属図書館コレクション）参照。（平成 23 年 7 月 12 日追加） 

〈 http://www.lib.okayama-u.ac.jp/ikeda/mdetail.php?nm=13259&title=%E5%8D%83%E8%B3%80%

E6%AD%A6%E5%9B%9B%E9%83%8E&cat=&author=&grp=&bunrui=&reel=&koma=&page_num=

〉 

資料番号  D3-1449 リール番号  TDC-162 コマ番号  99  

資料種別  古文書 文庫名  池田家  

分類名  藩士（奉公書） 標題  〔先祖【並】御奉公之品書上〕．千賀鶴太郎 

13 下記の千賀博士出生地検討については、高塩博先生、岡野真樹先生及び岡山県立図書館の御高配を忝

うした。厚く御礼申し上げるものである。（平成 24 年 12 月 4 日追加、同年 12 月 15 日一部補正） 

〔千賀博士出生地検討〕                              

 千賀博士の出生地は一般には岡山とされるが、平成 24 年 10 月 6 日（土）展墓した者によれば、同博

士の墓碑には、嗣子千賀孝善氏（1881～? （戦後か））により「安政四年二月十日相州鶴ヶ岡八幡［ﾏﾏ、

鶴岡八幡］ノ陣営ニ生ル昭和四年三月十九日京都下鴨瀬見川庵ニ薨ス」とあるとの由である。しかるに、

http://www.lib.okayama-u.ac.jp/ikeda/mdetail.php?nm=13259&title=%E5%8D%83%E8%B3%80%E6%AD%A6%E5%9B%9B%E9%83%8E&cat=&author=&grp=&bunrui=&reel=&koma=&page_num
http://www.lib.okayama-u.ac.jp/ikeda/mdetail.php?nm=13259&title=%E5%8D%83%E8%B3%80%E6%AD%A6%E5%9B%9B%E9%83%8E&cat=&author=&grp=&bunrui=&reel=&koma=&page_num
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さる識者によれば、当時鎌倉近在に岡山藩の陣屋ないし陣営は存在しないとのことである。よって、「相

州鶴ヶ岡八幡ノ陣営ニ生ル」の「相州鶴ヶ岡八幡ノ陣営」と博士出生地の関連について考究の要がある。

ちなみに、前掲（註 11）「池田家文庫」（岡山大学附属図書館コレクション）の当該資料（下記参照。）

には、厳父千賀武四郎（ぶしろう）が幕末期岡山藩の海防従事で房総に居りし（安政 3〈1856〉年 3 月

～安政 6〈1859〉年 4 月 房州北条定詰 但房総御預所）とあり、この近辺には「関東の三鶴」（鎌倉

鶴岡八幡宮、市原鶴峯八幡宮、北条〈館山〉鶴谷八幡宮）として有名な「鶴ケ谷八幡宮」が存在する。

よって、墓碑にいう「相州鶴ヶ岡八幡［ﾏﾏ、鶴岡八幡］云々」は、あるいは、千賀孝善氏又は千賀鶴太

郎博士御自身（厳父文久 3（1863）年 8 月逝去、享年 44。これからすると、6、7 歳で厳父と死別か。）

の御記憶となんらかの関係があるかとも思われる。なお今後の課題である（別の識者によれば、江戸湾

を横切れば鎌倉と房総とは近く、鎌倉出生の可能性の余地もなおありかとの由である（この部分のみ平

成 25 年 5 月 9 日追加））。ただ、いずれにせよ、千賀博士のお名前の「鶴太郎」は「鎌倉鶴岡八幡宮」

あるいは「北条鶴ケ谷八幡宮」と関係あるやに思料される。 

「千賀武四郎-岡山大学池田家文庫諸職交代データベース」 

〈http://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/ikedake/shoshiki/metadata/335〉 

〈http://enjoy-history.boso.net/book.php?strID_Book=0508&strID_Page=002&strID_Section=05〉 

〈http://fanblogs.jp/nagashio/archive/103/0〉 

 岡山藩の幕末期房総海防警備については、例えば、岡山県史編纂委員会編纂『岡山県史』第 9 巻（岡山

県、平成元年 3 月刊）50～62、110～111 頁、藤井学（1932～）等『岡山県の歴史』（県史 33、山川出

版社、平成 12 年 6 月 15 日刊。平成 24 年 3 月 30 日第 2 版第 1 刷刊）256～258 頁（「黒船来航と諸藩」）、

谷口澄夫（1913～2001）『岡山藩』（吉川弘文館、昭和 39 年 2 月 15 日刊。平成 7 年 4 月 1 日新装版第

1 刷刊）254、273 頁、谷口澄夫『岡山藩政史の研究』（塙書房、昭和 39 年 3 月刊。山陽新聞社、昭和

56 年 3 月復刊）654～661 頁等各参照。なお、同地海防警備に当たった諸藩武士が妻子同伴であった可

能性につき、石井進（1931～2001）・宇野俊一（1928～）編『千葉県の歴史』（県史 12、山川出版社、

平成 12 年 7 月 28 日刊。平成 24 年 2 月 25 日第 2 版第 1 刷刊）254～257 頁等参照。 

「千賀武四郎-岡山大学池田家文庫諸職交代データベース」 

〔千賀武四郎氏房州関係記事〕（要旨） 

〈 http://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/ikedake/shoshiki/detail/33520110731024312;jsessionid=BA413A0

0030677B6D021B2645BE98C2D〉 

安政 3（1856）年 房総預所郡目付として 

 5 月 4 日 北條陣屋に到着（家内召連） 

 9 月 27 日 江戸に出る 

［安政 4（1857）年 

 2 月 10 日 千賀鶴太郎生まれる］ 

安政 5（1858）年 

 9 月 15 日 「他所応対被仰付」 

安政 6（1859）年 

 正月 22 日 「此度御預所引渡相済御用相済候上、家内召連北條表出立、江戸御屋鋪  

え出府仕候被仰付」 

http://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/ikedake/shoshiki/metadata/335
http://enjoy-history.boso.net/book.php?strID_Book=0508&strID_Page=002&strID_Section=05
http://fanblogs.jp/nagashio/archive/103/0
http://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/ikedake/shoshiki/detail/33520110731024312;jsessionid=BA413A00030677B6D021B2645BE98C2D
http://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/ikedake/shoshiki/detail/33520110731024312;jsessionid=BA413A00030677B6D021B2645BE98C2D
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 2 月 11 日 「家内召連北條出立、房総路旅行仕、同月十六日、江戸御屋鋪え参着仕候」  

 2 月 25 日 江戸を出発、上州路、木曽路を経て、 

 3 月 18 日 岡山到着 

                                          

〔千賀武四郎氏房州関係記事〕（釈文） 

御奉公之品書上 

安政元甲寅年十二月晦日迄之儀ハ 

前ニ書上申候 

                                      

一 安政二乙卯年十二月廿六日御代官御用 

  直勤 被 仰付候 

一 同三丙辰年三月二日於 

  御城御切米拾俵御加増被 仰付其儘 

  御小姓組ニテ北條定詰被成房総御預所御郡目付 

  被 仰付用意次第家内召連出立可仕様 

  被 仰付候旨池田兵庫被申渡候 

一 同年同月四日於御評定所御郡目付被 

  仰付候 誓詞差上申候 

一 同年同月十五日房総御預所人奉行兼帯 

  被 仰付候 

一 同年同月同日房総御預所見積奉行兼役ニ而 

  被 仰付候 

一 同年四月五日近々房州表え出立仕候付 

  御目見被 仰付候 

一 同年四月八日家内召連御国出立伊勢路 

  東海道旅行仕五月四日北條御陣屋え参着 

  仕候 跡家屋鋪四月十日親類野間八太郎  

  払上申候 

一 同年九月廿七日江戸表え出府仕當三月 

  御加増被下北條定詰被成房総御預所御郡目付 

  被 仰付候改御礼以干肴申上候（平成 24 年 12 月 15 日補正） 

一 同四丁巳年三月十二日御預所寺社 

  御朱印到着之節御陣営え致出勤 

  御用向光岡省吾申談候様被 仰付候 

  閏五月廿四日右御用相勤申候 

一 同年十月廿五日御加増被 仰付候 

  御黒印於北條頂戴仕候 

一 同五戊午年九月十五日他所應對被 
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9 歳 岡山中山下の所謂学校（岡山藩黌）に通学を始める14。 

明治 3（1870）年～同７（1874）年 岡山普通学校及び遺芳館（池田光政（1632～1672）

の諡芳烈公に因む。）で英文を修業15。 

明治７（1874）年 上京、小松原英太郎（1852～1919）、関 新吾（1854～1915）、山脇 巍

（たかし、1856～1923）等と上京、慶應義塾に進む16。 

                                                                                                                                                         

  仰付候旨竹村半十郎申渡候 

一 同六己未年正月廿二日此度御預所御引渡 

  相済御用相済候上家内召連北條表出立江戸 

  御屋鋪え出府仕候様被 仰出二月十一日家内 

  召連北條出立房総路旅行仕同日十六日江戸 

  御屋鋪え参着仕候 

一 同年二月十八日江戸表御用相済候上御国え御返し 

  被成候旨被 仰出同月廿五日家内召連 

  江戸表出立上州路木曽路旅行仕三月 

  十八日御国え帰着仕候 

一 同年四月十六日房州 引越帰着仕候付 

  御目見被 仰付候 

                                         

なお、墓碑にある「京都下鴨瀬見川庵」の瀬見川については、例えば下記アドレス参照。千賀博士宅（大

正 10〈1921〉年時点の住所表記: 京都市上京区下鴨宮河町俗称河合 17 番地 ⇒昭和 15（1940）年頃の

相続人千賀孝善氏の住所は京都市左京区下鴨宮河町 19）はその近在にあった。ただし、「瀬見の小川」は

賀茂川（鴨川）の古称、異名ともいうようである（例えば、久保田淳（1933～）・馬場あき子（1928～）

編『歌ことば歌枕大辞典』（角川書店、平成 11 年 5 月 31 日刊）478 頁黒田彰子「瀬見の小川」、小林一

彦（1960～）『鴨長明と寂蓮』（笠間書院、平成 24 年 8 月 30 日刊。鴨長明: 1155?～1216、寂蓮: 1139?

～1202）18～19 頁）が、このあたりの意味は不明。  

〈 http://kotobank.jp/word/%E7%80%AC%E8%A6%8B%E3%81%AE%E5%B0%8F%E5%B7%9D 〉、

〈http://agua.jpn.org/tour/t4c.html〉〈http://waterside.fc2web.com/k4-d.html〉 

（平成 24 年 10 月 6 日追加、同年 10 月 30 日、11 月 10 日、12 月 5 日、平成 25 年 1 月 31 日各一部補

正）  

14 この時期以降明治 17（1884）年ドイツ留学までの詳細については、千賀鶴太郎「回想談」『小松原英

太郎君事略』（小松原英太郎君伝記編纂実行委員会、大正 13 年 11 月 30 日刊。復刻本: 大空社、伝記叢

書 55、昭和 63 年 10 月 25 日刊。小松原英太郎: 1852～1919）参照（本稿に「2（16）千賀鶴太郎博士自

己回想録抄＊3」として全文入力済。）。なお、小松原英太郎につき、例えば、楠精一郎（1952～）『列

伝・日本近代史 伊達宗城から岸信介まで』（朝日選書 652、朝日新聞社、平成 12 年 5 月 25 日刊）「第

4 章 元民権派の藩閥官僚・小松原英太郎―政府批判勢力の出現―」81～94 頁参照。 

15 岡山普通学校及び遺芳館: 岡山県立岡山朝日高等学校 HP 「朝日高の沿革」参照。 

〈http://www.asahi.okayama-c.ed.jp/index.htm〉 

16 『慶應義塾入社帳 第 1 巻』（慶應義塾、昭和 61 年 3 月 16 日刊）688 頁には、明治 7（1874）年 10

http://kotobank.jp/word/%E7%80%AC%E8%A6%8B%E3%81%AE%E5%B0%8F%E5%B7%9D
http://agua.jpn.org/tour/t4c.html
http://waterside.fc2web.com/k4-d.html
http://www.asahi.okayama-c.ed.jp/index.htm
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明治 9（1876）年～同 17（1884）年 慶應義塾の派遣職員となって、中村敬宇17（正直、

1832～1891.6.7）の主宰する英学塾同人社18（どうにんしゃ、明治 6（1873）年創設、同

22（1889）年 9 月杉浦重剛（1855～1924）等に経営委託し、同 24（1891）年 6 月 7 日中

村敬宇逝去の後（? ）東京英語学校に合併）に入り、塾頭となり、次で、同社英文科教員

                                                                                                                                                         
月 12日に小松原英太郎とともに慶應義塾に入社した際の千賀博士本人記載の書類が写真復刻されている。

この時、千賀博士 17 歳 8 月、小松原氏 22 歳 9 月とのことである。 
17 千賀博士夫人左多氏（サダ、1862～ ? ）は中村敬宇博士（正直、1832～1891）の義理の姪に当たる

由である（左多氏父高橋鑅次郎（甲次郎）氏の令妹鉄子氏（1836～1906）が中村博士令室とのことであ

る。）。（平成 24 年 5 月 29 日さる識者の御示教に拠る。）（平成 24 年 5 月 31 日追加）。ちなみに、鉄子氏

については、石井研堂（民司、1865～1943）『自助的人物典型 中村正直伝』（成功雑誌社、明治 40 年 2

月 15 日刊）第 39 章「先生の令夫人」（157～162 頁。近代デジタルライブラリー（http://kindai.ndl.go.jp/）

にあり。）参照。この他、国文学者・神道家今泉定助氏（定介、1863～1944）夫人ろく（録）氏は千賀

博士夫人の令妹に当たる。今泉定助氏は池辺義象氏検討上も重要人物であり、追って調査の予定でいる。

同氏夫人の件については、差し当たり、高橋昊（1912～）「今泉定助先生正伝研究 今泉研究所―その国

体論と神道思想史上の地位―」『今泉定助先生研究全集』第一巻（日本大学今泉研究所、昭和 44 年 9 月

11 日刊）152～153 頁（口絵に写真あり。）参照。（平成 25 年 5 月 22 日追加、同年 5 月 28 日一部修正、

同年 5 月 31 日一部修正） 〈http://w01.tp1.jp/～a251757002/ronnbunn.html〉

〈http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E6%B3%89%E5%AE%9A%E5%8A%A9〉 

・高橋昌郎（1921～? ）『中村敬宇』（吉川弘文館、昭和 41 年 10 月 10 日刊）118～129 頁（「初期の

同人社と敬宇の受洗」）、197～213 頁（同人社の盛衰。207、210 頁: 千賀博士は『同人社文学雑誌』

の最後の編集長との由）（平成 25 年 6 月 3 日一部修正） 

18 同人社についての最新の研究の一つとして、例えば関口直佑「明治初期における東京の私塾―同人社

を中心として―」『社学研論集』第 12 号（平成 20 年 9 月刊）196～203 頁参照。 

〈http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/32113/1/SyagakukenRonsyu_12_00_015_Se

kiguchi.pdf#search='%E5%90%8C%E4%BA%BA%E7%A4%BE+%E4%B8%AD%E6%9D%91'〉（平成

25 年 6 月 17 日追加） 

同人社の読み方については、各著作により「どうにんしゃ」と「どうじんしゃ」の二通りが見られ、大

半は「どうじんしゃ」である。ただし、後掲 2（17）※5「千賀鶴太郎自歴書（Curriculum vitae）」中

「その後余は東京の英語塾“同人社”の講師に採用され云々」の箇所で、千賀博士が独文で「Doninsya」

と書いていること、また、ベルリンのプロイセン公文書館に残る千賀博士の自筆履歴書 3 枚目 10 行目「哲

学会への「同人社」代表」なる個所に「Doninsya」（3 枚目 10 行目一番最後の単語）とあること等から

して、おそらくや「どうにんしゃ」かと推測される。なお、例えば、『朝日新聞』明治 21（1888）年 9

月 15 日掲載の特別許可願申請の件で「どうにんしゃ」、『読売新聞』（『東京日日新聞』）明治 22（1889）

年 4 月 20 日記事でも「どうにんしゃ」と、それぞれ振られている。（平成 25 年 6 月 20 日追加） 

同人社の廃止時期については、高橋昌郎（1921～?）『中村敬宇』（吉川弘文館、昭和 41 年 10 月 10

日刊）205、206 頁参照。なお、大町桂月（1869～1925）・猪狩史山『杉浦重剛先生』（政教社、大正

13 年 6 月 4 日刊。復刻版: 思文閣出版、昭和 61 年 5 月 20 日刊）中「同人社と東京文学院」（484～486

頁）及び『日本中学校五十年史』（日本中学校、昭和 12 年 12 月 25 日刊。近代デジタルライブラリー

〈http://kindai.ndl.go.jp/〉にあり。）「第 2 章 東京英語学校 第 6 節 東京文学院の設立及び同人社」（67

～78 頁）等は興味深い。これらによれば、同人社は学校経営難のため、明治 22（1889）年 9 月杉浦重

剛（1855～1924）等に経営委託し再建を期したが、それでも見込みがたたないため、中村敬宇の逝去（明

治 24（1891）年 6 月 7 日）後「とうとう英語学校に合併」したとのことである。（平成 25 年 5 月 31 日

追加、同年 6 月 3 日一部修正） 

 なお、前掲石井研堂（民司、1865～1943）『自助的人物典型 中村正直伝』（成功雑誌社、明治 40 年 2

月 15 日刊。近代デジタルライブラリー〈http://kindai.ndl.go.jp/〉にあり。）には、同社関係の興味深い

口絵がある。（平成 25 年 6 月 17 日追加）  

http://kindai.ndl.go.jp/
http://w01.tp1.jp/~a251757002/ronnbunn.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E6%B3%89%E5%AE%9A%E5%8A%A9
http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/32113/1/SyagakukenRonsyu_12_00_015_Sekiguchi.pdf#search='%E5%90%8C%E4%BA%BA%E7%A4%BE+%E4%B8%AD%E6%9D%91
http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/32113/1/SyagakukenRonsyu_12_00_015_Sekiguchi.pdf#search='%E5%90%8C%E4%BA%BA%E7%A4%BE+%E4%B8%AD%E6%9D%91
http://kindai.ndl.go.jp/
http://kindai.ndl.go.jp/
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となる。同社に於いて、英国の哲学書類を教授す19。なお、千賀博士は『同人社文学雑誌』

の最後の編集長との由20 

明治 14（1881）年 長男千賀孝善（1884～? ）出生（平成 25 年 6 月 18 日追加） 

明治 16（1883）年 3 月時点の住所: 東京市小石川区江戸川町十八番地寄留とある（同人社

の住所か。シヰマン著、中村正直校閲、千賀鶴太郎抄訳『政党弊害論』（出板人: 日本橋

区丸屋善七、明治 18 年 3 月（表紙では 4 月）刊）奥付に拠る。）（平成 25 年 6 月 18 日

追加） 

明治 17（1884）年～同 32（1899）年 ドイツ滞在21 

明治 18（1885）年～同 22（1889）年 ベルリン大学文科修業 

明治 22（1889）年～同 26（1893）年 ベルリン大学法科修業 

明治 22（1889）年 訪独中の内相山縣有朋（1838～1922）に、都筑馨六（1861～1923）

より紹介される22。 

                                                   
19 慶應義塾の派遣職員に関して、『慶應義塾五十年史』（慶應義塾、明治 40 年 4 月 21 日刊）383 頁参

照。ただし、同書以降刊行の『塾史』には掲載なしか。 

20 高橋昌郎前掲『中村敬宇』207 頁 

21 ドイツ留学の経緯、方法については、前掲千賀鶴太郎「回想談」『小松原英太郎君事略』（本稿 2（16）

＊3 に全文入力済。）に詳しい。同書口絵中の明治 19（1886）年ベルリンにおける千賀博士と小松原氏

一家との集合写真について、本輯［第九輯］口絵参照。なお、小松原氏自身の滞独年月は、明治 17（1884）

年 11 月～明治 20（1887）年 9 月である。千賀博士は最初『東京日日新聞』通信員として渡独する。福

地源一郎（桜痴、1841～1906）が「『東京日日新聞』の主筆［福地の同社在社期間: 明治 7（1874）年

～明治 21（1888）年］であった時代は、巴里通信［ﾏﾏ、伯林通信か? 。］を担任し、約五年余も続けて

いた。」（このところは、半狂学人「学界評論 京都法科大学教授」『太陽』第 20 巻第 3 号（大正 3（1914）

年 3 月 1 日刊）181～186 頁（181、182 頁で、千賀鶴太郎博士に言及あり。）に拠る。）。 

（追記）京都大学百年史編集委員会編『京都大学百年史 総説編』（京都大学後援会、平成 10 年 6 月 18

日刊）174 頁には下記の記載がある。（平成 24 年 10 月 10 日追加） 

〈http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/152995/1/general_part1_chap2.pdf〉 

「千賀は、明治 30（1897）年夏に、日本における領事裁判権に関する論文をベルリン大学に提出して、

博士号を得た。その末尾に彼がドイツ語で記した、その時点までの経歴をみると、以下のようである。

上京して中村敬字の同人社で英国近代の哲学を講じたこともあったが、英国の国家学に関する文献は欠

点が多く一面的であると考えるようになり、明治 17（1884）年夏に、ドイツ国家学を学ぶつもりで『東

京日日新聞』の在欧通信員としてベルリンへ赴任した。その後、ベルリン大学の哲学部と法学部で学び、

一時同大学で日本語の講師をしたこともある。」（174 頁） 

なお、本記載については、前掲「＊〔千賀鶴太郎自歴書（Curriculum vitae）〕」参照。（「なお」以

下、平成 24 年 11 月 2 日追加）  

22 千賀鶴太郎「組織的材幹」（山縣元帥追憶百話中の一つ）入江貫一（1879～1955）『山縣公のおもかげ 

附 追憶百話』（偕行社編纂部、昭和 5 年 6 月 25 日増補再版刊。近年山口県周南市マツノ書店復刻本あり、

平成 21（2009）年 4 月 20 日刊））358～359 頁（本稿 2（16）千賀鶴太郎博士自己回想録抄＊4 に全文

入力済。同書初版の『山縣公のおもかげ』（博文館、大正 11 年 9 月 8 日刊）にはなし。）。なお、馨光会

編（代表者: 松本重敏（1870～1941））『都筑馨六伝』（馨光会、大正 15 年 8 月 20 日刊。復刻版: 日

本外交史人物叢書 第 14 巻（ゆまに書房、平成 14 年 12 月刊））には、千賀博士関連記載はなし。 

http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/152995/1/general_part1_chap2.pdf
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明治 30（1897）年 ベルリン大学法科学位「ドクトル・ユーリス・ウトリスクェ」（両

法博士、田岡良一博士（1898～1985）訳語「二法博士」）を受く。 

（学位論文「Gestaltung und Kritik der heutigen Konsulargerichtsbarkeit in Japan、

（1897）」（田岡良一博士訳語: 『日本の現行領事裁判制度の形態と批判』））23 

明治 30（1897）年夏期学期頃より明治 32（1899）年夏期学期まで ベルリン大学東洋語

学校の講師として日本語を教える。 

（参考）明治 32（1899）年 7 月 4 日 京都帝国大学法科大学開設、同年 9 月開講 

明治 32（1899）年 8 月 帰朝 

明治 32（1899）年 9 月 11 日 京都帝国大学法科大学教授、羅馬法講座担任24 

明治 33（1900）年??月 私立京都法政学校講師（後の私立京都法政大学、（私立）立命館

大学）25、26 

明治 33（1900）年 9 月 国際公法講座担任、羅馬法講座兼担（羅馬法講座兼担は明治 34

（1901）年 3 月まで、後任は春木一郎教授（1870～1944）） 

明治 34（1901）年 6 月 29 日 法学博士（京都帝国大学総長推薦） 

明治 34（1901）年 9 月 私立関西法律学校講師（同校は明治 37 年 1 月専門学校令により

認可。後の関西大学）27 

明治 36（1901）年 1 月時点の住所: 京都府下愛宕郡下鴨村第 91 番戸（シヰマン著、千賀

鶴太郎抄訳『政党弊害論』（発兌元: 京都・経済時報社、東京・冨山房、明治 36 年 1 月

10 日復刊発行）奥付に拠る。）28 

                                                   
23 「ドクトル・ユーリス・ウトリスクェ（両法博士、二法博士）」の意味につき、千賀鶴太郎「羅馬法

研究の必要」『太陽』第 28 巻第 14 号（大正 11 年 12 月 1 日刊（11 月 29 日印刷納本）。本稿 2（16）

＊2 に全文入力済。）参照。なお、その価値について、一又正雄（1907～1974）『日本の国際法学を築

いた人々』（日本国際問題研究所、昭和 48 年 3 月 30 日刊）62 頁（近衛篤麿（1863～1904）宛津軽英

麿（実弟、1872～1919）書簡の件を引用。）参照。（「なお」以下、平成 23 年 10 月 15 日追加） 

24 「千賀鶴太郎教授詮衡の際には外交史を担任せしめる予定であったが、外交史は第一学年の科目とし

ては不適当であつたと同時に、必須科目である羅馬法の担任者がなかつたので、同法に関し同教授が得

るところ最も多かつたのを以て専任教授の就任を見るまで、その講座を担任せしめられた。」『京都帝

国大学史』（京都帝国大学、昭和 18 年 12 月 20 日刊）（第 2 編 学部及研究所 第 1 章 法学部 第 2 節 沿

革の大要: 88、89 頁参照。）（「近代デジタルライブラリー」〈http://kindai.ndl.go.jp/〉に収録。）  

25 京都法政学校、京都法政大学:  

〈http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%B3%95%E6%94%BF%E5%AD%A6%

E6%A0%A1〉参照。 

26 『立命館創立五十年史』（立命館大学五十周年記念事業局、昭和 28 年 3 月 31 日刊）、『立命館百年

史 通史 1』（学校法人立命館、平成 11 年 3 月 31 日刊）参照。 

27 『関西大学百年史 通史編 上巻』（関西大学、昭和 61 年 11 月 4 日刊）178 頁 

28 千賀博士は、漢詩が有名であった（後掲「2（12）千賀鶴太郎博士漢詩文一斑」参照。）が、「池辺

大人（うし）」（池辺義象（1861～1923）、京大講師在任: 明治 36（1903）4 月～大正 4（1915）年 9

月。ただし、明治 42（1909）年 11 月離洛帰京）主宰の和歌会である「若菜会」にも参加していた由で

http://kindai.ndl.go.jp/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%B3%95%E6%94%BF%E5%AD%A6%E6%A0%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%B3%95%E6%94%BF%E5%AD%A6%E6%A0%A1
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明治 40（1907）年 3 月 25 日～明治 43（1910）年 3 月 24 日 京都帝国大学評議員 

明治 43（1910）年夏（6 月 18 日敦賀港発、7 月 3 日伯林着）～同 44（1911）年夏（6 月

12 日帰朝） 再度洋行（欧米視察等）29（平成 22 年 6 月 5 日一部補正） 

明治 43（1910）年 11 月時点の住所: 京都府愛宕郡下鴨村 91（『京都法学会雑誌』第 5 巻

第 12 号（明治の 43 年 12 月刊）（京都法学会会員名簿）1 頁に拠る30。） 

大正元（1912）年 8 月 羅馬法講座兼担（明治 45（1912）年 6 月 1 日 春木一郎教授の東

京帝国大学教授転任に伴う。） 

（参考）大正 2（1913）年～大正 3（1914）年 沢柳事件発生31（沢柳政太郎: 1865～1927）

（平成 23 年 11 月 30 日追加） 

（参考）大正 3（1914）年 国際公法第二講座増設（大正 3 年 1 月 22 日勅令第 8 号。跡

部定次郎教授（1872～1938）兼担）32 

（参考）大正 3（1914）年 8 月 19 日 法科大学規程改正（達示 23） 修学年限を 4 年か

ら 3 年に短縮 

大正 3（1914）年 9 月 1 日 第三高等学校講師嘱託（平成 22 年 6 月 5 日一部補正） 

大正 3（1914）年 10 月 30 日 叙従四位（平成 25 年 6 月 6 日追加） 

大正 5（1916）年 5 月 24 日 陞叙高等官一等（平成 22 年 6 月 5 日一部補正） 

大正 5（1916）年 9 月 22 日 「井川恭［恒藤恭: 1888～1967］「国際公法」研究ノ為メ

大学院入学ニ付指導教授ヲ命ス（大学）」（平成 25 年 6 月 6 日追加） 

                                                                                                                                                         

ある（『読売新聞』明治 40 年 1 月 23 日（水）第 5 面（法曹附録 1 頁）「千賀博士詩人となる事」（「ヨ

ミダス歴史館」検索に拠る。））。（平成 25 年 5 月 22 日追加）  

29 国立公文書館デジタルアーカイブ・システム「京都帝国大学法科大学教授法学博士千賀鶴太郎欧米各

国ヘ被差遣ノ件（明治 43 年 5 月 21 日）」〈http://www.digital.archives.go.jp/〉）、 

「千賀教授の渡欧」・「吉田会」『京都法学会雑誌』第 5 巻第 7 号（明治 43 年 7 月刊）「雑報」142 頁、

「千賀教授ノ伯林着」『京都法学会雑誌』第 5 巻第 9 号（明治 43 年 9 月刊）「雑報」157 頁）、「京大

零聞 欧米差遣の件」『読売新聞』明治 43 年 5 月 26 日（木）第 1 面（読売新聞「ヨミダス歴史館」に拠

る。）各参照。 

30 『京都市及接続町村地籍図附録 第参編 接続町村之部』（京都地籍図編纂所、大正元年 10 月 31 日刊

行）38、39 頁参照。（平成 23 年 4 月 3 日追加） 

31 ・松尾尊兊（1929～（2014））『滝川事件』（岩波書店、平成 17 年 1 月 18 日刊）27、69 頁（27 頁

は、「沢柳事件」中千賀博士関係に関する『京都日出新聞』大正 2（1913）年 8 月 2 日記事を引用。）

参照。（平成 23 年 11 月 30 日追加）  

32 朝日新聞「聞蔵」00009 1914（大正 3）年 7 月 15 日 東京／朝刊 2 頁 9 段 記事 ◆書誌詳細 紙面イ

メージ・「東人西人」に拠ると、長三州（1833～1895）息の長世吉（せいきち、大正 3 年京大法卒。後

に貴族院書記官長（1931.12.5～1938.4.2）、貴族院議員（1938.4.2～1947.5.2））が当時国際法の助教授

に内定のところ、千賀博士との間で何がしかの問題あって就任しなかったことを報じている。おそらく

や国際公法第二講座増設と関係ある記事かとも思われる。瀧川幸辰博士（1891～1962、大正元（1912）

年 9 月京大法入学、大正 4（1915）年 7 月同卒）が千賀博士から最初国際法で京大に残るよう勧められ

た話を著作によく書いておられるが、これはあるいはその延長線上のことか。）（平成 24 年 11 月 5 日

追加）  

http://www.digital.archives.go.jp/
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大正 6（1917）年 9 月 21 日 「栗生武夫［1890～1942］「羅馬法」研究ノ為メ大学院入

学ニ付指導教授ヲ命ス（大学）」（栗生博士は翌年「比較法制史」専攻に転ずる。）（平

成 25 年 6 月 6 日追加） 

（参考）大正 8（1919）年 2 月 6 日 法科大学を法学部に改組 

大正 8（1919）年 4 月 官制改革、京都帝国大学教授、法学部勤務、国際公法第一講座担

任、独逸法第二講座分担、羅馬法講座兼担、高等官一等一級 

（参考）大正 8（1919）年 5 月 28 日 経済学部創設、法学部より分離独立。 

大正 8（1919）年 12 月 11 日 陞叙正四位 

（参考）大正 10（1921）年 1 月現在 京都同志社大学法学部講師嘱託（国際公法） 

（参考）この頃の住所: 京都市上京区下鴨宮河町俗称河合 17 番地 

（参考）大正 10（1921）年度から、学年始めを 9 月から 4 月に移行。 

大正 12（1923）年 5 月 羅馬法講座兼担を解かれる。羅馬法講座分担。（平成 22 年 6 月

15 日一部修正） 

大正 12（1923）年 10 月 5 日 依願免本官（停年退官。停年制創設に伴う。「在職教授退

職に関する申合 大正 12 年 3 月 13 日評議会決定」） 

大正 12（1923）年 11 月 27 日 京都帝国大学名誉教授の称号を授けられる。 

大正 12（1923）年 10 月 12 日～昭和 2（1927）年 3 月 31 日 京都帝国大学法学部講師を

嘱託される（国際公法、羅馬法）。 

大正 12（1923）年 10 月 30 日 叙従三位、特旨ヲ以位一級被進歩（平成 25 年 5 月 16 日

追加） 

大正??（19??）年??月 立命館大学教授（（参考）立命館大学の「専任教授」。大正 14（1925）

年 4 月 立命館大学大学部（本科）開設。） 

大正??（19??）年??月 関西大学講師（従来の継続か? ） 

昭和 2（1927）年 3 月 31 日 京都帝国大学法学部講師の嘱託を解かれる。（平成 22 年 6

月 15 日追加） 

（参考）昭和 2（1927）年 3 月 春木一郎（1870～1944）、羅馬法の講師を嘱託され、

昭和 4（1929）年 3 月まで講義を担当。同年同月 田中周友（1900～1996）、羅馬法講

座担任 

昭和 4（1929）年 3 月 19 日 逝去（従三位勲二等）（墓所は京都市内33。） 

                                                   
33 墓所については、長く不明で、本稿では「目下調査中」としてきたが、平成 24 年 5 月 29 日さる識者

の御教示により、京都市内某所にあることが判明した（平成 24 年 5 月 31 日追加）。墓碑には「安政四

年二月十日相州鶴ヶ岡八幡ノ陣営ニ生ル昭和四年三月十九日京都下鴨瀬見川庵ニ薨ス」の記載ありとの

由であるが、「相州鶴ヶ岡八幡ノ陣営ニ生ル」については、前掲（註 13）〔千賀博士出生地検討〕参照。

（平成 24 年 10 月 6 日追加、同年 11 月 5 日一部修正。）。 

 なお、下記「平成 23 年 11 月 30 日追加記載事項」は資料的意味ありと考えるので、敢えて残しておく

こととする。 

「下記の記載は興味深い。京都市左京区の府立大学と府立植物園グラウンドの間にある旧下鴨村惣墓に

ついて言及している。 
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・慶庭基介（1932～）「続京大図書館史こぼれ話第十三回 京大草創期、図書館を巡って起こった対立

事件その 10」『大学図書館問題研究会支部報（京都）』第 261 号（2007（平成 19 年｝.12.15 号）5 頁

〈http://www.daitoken.com/kyoto/bulletin/dtkk-back/261.pdf〉、 

〈http://www.daitoken.com/kyoto/bulletin.htm〉（平成 23 年 11 月 30 日追加）」 

http://www.daitoken.com/kyoto/bulletin/dtkk-back/261.pdf
http://www.daitoken.com/kyoto/bulletin.htm
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 ＊訃報、追悼記（抄） 

                                     

 訃報・追悼文としては、例えば、註記のものがある34。 

                                                   
34 ＊訃報、追悼記（抄） 

 ① 『東京朝日新聞』昭和 4 年 3 月 23 日（土）第 11 面（訃報） 

「千賀博士逝く【京都電話】京都帝国大学名誉教授兼立命館大学教授法学博士千賀鶴太郎氏は脳溢血で

四五日皆睡［ﾏﾏ］状態を続けてゐたが十九日午前六時十五分逝去した、行年七十三である。」 

 ② 『京都帝国大学新聞』昭和 4 年 4 月 15 日（月、第 98 号）第 1 面（訃報） （復刻版: 『京都大学

新聞縮刷版』第 1 巻〈京都大学新聞社、昭和 44 年 2 月 10 日刊〉439 頁） 

「訃報 ◆千賀名誉教授三月十九日薨去」 

 ③ 「故京都帝国大学名誉教授法学博士千賀鶴太郎君肖像竝哀辞」『法学論叢』第 21 巻第 4 号（昭和

4 年 4 月刊）中「哀辞」（京都帝国大学法学部長 山田正三（1882～1949）） 

「京都帝国大学名誉教授、従三位勲二等、千賀鶴太郎先生、老来益々矍鑠の処、今月七日突如として病

を獲られ、同十九日春暖陽光の漸く至るを待たずして遂に逝かる。哀しい哉。  

 先生は安政四年二月十日生、岡山県の人なり。夙に海外留学を志し、少壮独逸に遊び、其の地に止ま

ること十有四年に及ぶ。其の間伯林大学に学び、其の学位を受け、明治三十二年聘せられて日本に帰り、

同年九月京都帝国大学教授と為り、法科大学に勤務せらる。爾来其の職に尽瘁せらるること、実に二十

有八年、大正十二年十月本大学に停年制の創設せらるるや官職を退かれ、同年十一月其の名誉教授と為

り、尚引続き講師として数年の間本学部の講義を援助せらる。［改行］ 先生平素身を持せらるるや謹

厳、事に処せらるるや励勗を極む。其の官職に在るや精勤にして職を空しうせず、其の教壇に立つや熱

意にして講じて倦むところを知らず。然のみならず先生語学に堪能 / ［改頁］にして、又羅馬法に通じ、

各々其の道に於いて令名あり。然れども先生の造詣の殊に深きは、蓋し国際公法の学に存す。従つて先

生の本学部の前身たる法科大学及び本学部に於いて担当せられたる講義も、一貫して斯学を主とせらる。

先生の薀蓄の傾倒の、我が法科大学及び本学部の声価を高むるに貢献したること、固より大なり。［改

行］ 先生元来恪倹にして簡素を旨とせられ、夙に健康に留意せらる。然れども先生齡漸く高きを加へ

て、決して其の研精勉励を衰へしめず。今先生の一朝にして病み、忽焉として正に大木の倒るるが如く

に逝かれしは、或は先生の此の美徳の禍ひしたるところにあらざるか。噫々傷しい哉。［改行］ 京都

帝国大学法学部教官一同を代表し、謹みて哀悼の辞を捧ぐ。［改行］  昭和四年三月二十五日（改行）  

京都帝国大学法学部長 法学博士 山田正三 」 

 ④ 「春さびし―逝ける二耆宿 千賀・村岡両名誉教授の温容をしのぶ」『京都帝国大学新聞』昭和 4

年 4 月 29 日（月、第 100 号）第 5 面（復刻版: 『京都大学新聞縮刷版』第 1 巻（京都大学新聞社、昭和

44 年 2 月 10 日刊）453 頁）（入力は、『京都大学新聞縮刷版』第 1 巻に拠るため、一部に印刷不鮮明

等での不明箇所あり。原文はルビ付。掲載写真は、上記③掲載のものと同じ。村岡範為馳 : はんいち、1853

～1929.4.19） 

「最近本学の名誉教授が二人も相次いで永眠された、一は国際公法の権威千賀鶴太郎博士［1857～1929、

昭和 4 年 3 月 19 日逝去］、他は物理学界の大先輩村岡範為馳博士［はんいち、1853～1929、昭和 4 年 4

月 19 日逝去］である 希人としても又見事な白鬚の持主として有名で、曽ては「西に千賀鶴太郎あり」

とまで叫ばしめたドイツ仕込みの千賀博士であり、又村岡博士は［中略］、年齢から云へば、千賀博士
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は享年七十二歳［ﾏﾏ］、安政四年［1857 年］の生［一行欠落］［中略］であるから齢に怨はないが、学

界の為、一脈の寂しさを感ぜざるを得ない ［一行空け］千賀博士は教室で決して立つて講義したこと

はなかつた、悠然と椅子に凭れた博士の口から「ユス・チビレ」［jus civile 市民法］と澄切つたデリケ

ートな声が発せられる時、学生は等しく耳を欹［そばだ］てたものだつた、ベルリン大学のドクトル・

ユリスの学位を有つ博士は、明治十八［1885］年真理に憧れて故国を旅立つたのであるが、それは決し

て今時の留学生のやうな暢気な研究ではなく、随分苦しい自費留学だつた、ベルリン時代の博［一行欠

落。ベルリン東洋語学校の件か。］授して月百五十マルク（約六、七十円）を稼ぎ、しかもその大半は

故国の夫人に送つたといふのだから、如何に物価の安い当時とは云へ、並大抵ではなかつたに違ひない

其留学も三年や四年ではなくて明治三十［ﾏﾏ、1897］年迄実に十二年［ﾏﾏ］の長きに亘つたのであるか

ら、その辛棒［ﾏﾏ］強さ、ノスタルヂヤといふ言葉は未だ流行らなかつた［ここに千賀博士の写真掲載］

と見える ［一行空け］さて十二年［ﾏﾏ］ぶりで、愈々博士は錦を著［ﾏﾏ、「著」の用法は以下同じ。］

て故国へ帰ることになつた、その日［実際は明治 32（1899）年 8 月か? ］博士夫人［佐多、1862～? ］

は令息［千賀孝善: 1881～? 、当時三高生の由］を伴つて駅に出迎へたが、やがて列車が著いた時、おり

立つたのは紛れもない［一行欠落］つて云ふ所を知らず、しげゝゝと久方振りの夫の面を打ち守るのみ

であつた、所が博士は一わたり出迎への知人に挨拶した後 つと夫人の側に来て［改行］「おみそれ申

しましたが、貴方は誰方［ルビ: どなた］ですか? 」［改行］「……………」［改行］成程十二年も経て

ば、二十の娘さんも女盛りの三十二だ、おみそれするのも無理はないが、奥さんを忘れた博士として今

尚逸話の一つとして有名である。［一行空け］こんなに永く外国生活をしてきた博士としては一寸矛盾

のやうだが本学教授となられた博士は決して洋服を用ゐたことがないいつも日本著で、しかもその袖か

らは、貝ボタンのついた茶褐色のフランネルのシャツが覗いてゐたといふから、大方著物も時代放れし

たものだつた事だらう、有名な話といへば、博士は［数字欠落］電灯を使用せず、石油ランプで終始し

た「電灯は危い」といふのが理由だつたさうだが電灯とランプの危険率の比較は博士の専門外なのだか

ら仕方があるまい、博士の顔は殊にあの立派な白鬚は何とヒンデンブルグ将軍［1847～1934］を思はす

ことよ、否顔ばかりでない、あの堅忍不抜な気質もヒンデンブルグそつくりだ只違ふのは、ヒンデンブ

ルグは日本服を著てゐないことだ［中略。村岡博士の件］［一行空け］かくて、時代は進み、フランネ

ル博士も蟬先生［村岡博士のこと］も今やなく、都大路もベルリン出来のゲルベゾルテ［ドイツの煙草

名］の煙立ちのぼる今日、海外留学生はノスタルジヤに罹り、フオツクストロツト [フォックストロット]

を口ずさむ輩はピアノ弾奏を知らぬ知らぬ時代となつた。プレ・ヒストリカル[古風、昔気質]な存在はア・

ラ・モード[今風]なものへと移り、歴史の一□［一字不明、「齣」か? ］は回転した、そして学界の二大

恩人は、幾多の逸話を残して、そのかげへ消えて行つたのである（写真上は千賀氏下は村岡氏）」 

 ⑤ 中川善之助（1897～1975）「昭和四年学界回顧 法学界」『経済往来』第 4 巻第 12 号（昭和 4 年

12 月 1 日刊）（163～169 頁）163 頁 

「日本法学界の一九二九年を顧る。顧て直ちに何人の心をも打つものは、此の年の残雪未だ溶けやらぬ

頃、吾々が二人の学恩深き大先輩を永遠に失つたことであろう。三月には京都帝国大学名誉教授千賀鶴

太郎博士が長逝せられ、四月には東京帝国大学教授上杉慎吉博士［1878～1929］の訃音に接しなければ

ならなかったのである。日本国際法学の基礎工事に若き日の力を傾けられ、老ひてはコルプス・ユリス・

キヴィリスの邦訳に尽瘁せられ、晩年の日の短かきを嘆ぜられた千賀教授が、もし更らに幾何でもの天

寿を許されたなら、学界の受くる利益まことに少なからざるものがあつたであろう。［後略］」  
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 ＊肖像（抄）                              

                                    

・『小松原英太郎君事略』（小松原英太郎君伝記編纂実行委員会、大正 13 年 11 月 30 日

刊。復刻本: 大空社、伝記叢書 55、昭和 63 年 10 月 25 日刊。小松原英太郎: 1852～1919）

（口絵中、明治 19 年ドイツにおける小松原一家（小松原英太郎: 当時独逸公使館書記官）

の集合写真に千賀博士の姿あり。冊子版第九輯口絵参照。） 

・『京都帝国大学法科大学教室新築落成紀念［ﾏﾏ］講演集』（『法律学 経済学 内外論叢』

臨時増刊、宝文館、明治 36 年 11 月 5 日刊。第 2 巻第 6 号か。）（巻頭に、千賀鶴太郎教

授、春木一郎教授等当時の全教官の記念集合写真あり。） 

 ⇒京都大学創立九十周年記念協力出版委員会編『京大史記』（出版協力 六甲出版、昭和

63 年 8 月 20 日刊）「（本紀編）図録京大九十年」52 頁掲載の「法科大学時代の教授陣」

はその再録かと思われる。ただし、こちらには個人名の記載は省略されている。（平成 25

年 6 月 6 日追加） 

・『大日本博士録（1888-1920）第 1 巻（全六巻之内）法学博士及薬学博士之部』 

（発展社、大正 10 年 1 月 11 日刊。英文有。）（53、54 頁。千賀博士検討上に最も重要

なものの一つ。撮影年代不明）〈https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/946116〉 

・故京都帝国大学名誉教授法学博士千賀鶴太郎君肖像竝哀辞（哀辞: 京都帝国大学法学部

長 山田正三（1882～1949））『法学論叢』第 21 巻第 4 号（昭和 4 年 4 月刊）（昭和 4

（1929）年 3 月 19 日逝去。撮影年代不明、晩年（和服姿）のもの。『京都帝国大学新聞』

昭和 4 年 4 月 29 日（月、第 100 号）第 5 面にもあり。） 

・一又正雄（1907～1974）『日本の国際法学を築いた人々』（日本国際問題研究所、昭和

48 年 3 月 30 日刊）「千賀鶴太郎」: 62～67 頁中 63 頁に「大正 11 年、1922 年ごろ」と

の和服姿のものあり。（平成 23 年 10 月 15 日追加） 

                                     

  

                                                                                                                                                         

 ⑥ 「評議員千賀鶴太郎氏ノ逝去」『国際法外交雜誌』第 28 巻第 6 号（原本未見。『国際法外交雑誌

総索引（自第 1 巻～第 100 巻）』（国際法学会編、平成 17 年 9 月 30 日刊）612 頁、「雑誌記事索引集

成データベース」（千賀鶴太郎 No.121）に拠る。）（平成 22 年 6 月 5 日追加、同年 6 月 15 日一部修正） 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/946116
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 ＊千賀孝善氏及び千賀覚一氏の件（平成 24 年 2 月 9 日追加） 

                                     

・千賀孝善氏（令嗣、1881～? 、識者によれば戦後まもなく逝去との由（この部分平成 24

年 10 月 24 日追加）、平成 25 年 6 月 17 日一部修正） 

明治 37（1904）年 7 月第三高等学校大学予科第一部法科卒（『第三高等学校一覧 明治 37

年 9 月起明治 38 年 8 月止』（第三高等学校、明治 38 年 1 月 13 日刊）136 頁（近代デジ

タルライブラリー（http://kindai.ndl.go.jp/）にあり。75 コマ。）、明治 40（1907）年 7

月京大法卒、司法官歴任。『京都法学会雑誌』第 2 巻第 7 号（明治 40 年 8 月 10 日刊）「会

報」（99 頁以下）に拠れば、「法科大学卒業生 第一試問 81 人」（99 頁）、「本年度試

問論文 刑法之部 不真正不作為ノ因果関係」（103 頁）に、同氏の氏名がある。また、千

朶木仙史編『学界文壇時代之新人』（天地堂、明治 41 年 6 月 26 日刊）244 頁（「千賀博

士の子」）参照。〈https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/777987〉 

『日本法曹界人物事典』第 1 巻～第 3 巻（全 10 巻、下記のものの復刻。ゆまに書房、平

成 7 年 8 月 25 日刊） 

（第 1 巻: 『帝国法曹大観』（帝国法曹大観編纂会、大正 4 年 11 月 30 日刊）602 頁、第

2 巻: 『改訂増補 帝国法曹大観』（改訂第二版、帝国法曹大観編纂会、大正 11 年 11 月

30 日刊）846 頁、第 3 巻: 『御大礼記念 帝国法曹大観』（改訂第三版、帝国法曹大観編

纂会、昭和 4 年 3 月 15 日刊）625 頁、第 4 巻: 『大日本法曹大観』（改訂第三版、帝国法

曹大観編纂会、国民社、昭和 11 年 10 月 17 日刊）には、記載なし。） 

 なお、同氏には、元検事 法学士千賀孝善著『刑事訴訟法概論（第 1 分冊）』（京都・

凡進社、昭和 9 年 12 月 15 日刊）がある。 

（追記）（令和 5（2023）年 4 月 14 日追加。【追加分】＊14） 

・令嗣千賀孝善氏については、（【追加分】＊12）で言及の「次世代デジタルライブラリ

ー」〈https://lab.ndl.go.jp/service/tsugidigi/〉で再検索すると、更にかなりのことが検出

されるが、ここでは、『昭和七年度版 大日本人物史』（国際聯合通信社、昭和 7（1932）

年 1 月 15 日刊）30 頁（ただし、索引では何故か「ち之部」に掲載。）の件のみ記載して

おく。なお、同氏は三高の前に東京府立四中卒、この頃（昭和 7（1932）年前後）は弁護

士の傍ら同志社大学講師として刑事訴訟法を講じている由。 

〈https://dl.ndl.go.jp/pid/1874933/1/1〉 

〈https://dl.ndl.go.jp/pid/1874933/1/45〉（45 齣） 

                                     

・千賀覚一氏（? ～? ）                            

『会員名簿 昭和 5［1936］年 11 月現在 京都帝国大学法学会・京都帝国大学経済学会（非

売品）』（「近代デジタルライブラリー」所収）519 頁に「千賀孝善 京都 ［明治］40 独、

一」の後に、「千賀覚一 京都 昭 4 法 大阪地方司法官試補［ﾏﾏ、「司法官試補、大阪地

方裁判所詰」か。］ 京都市左京区下鴨宮河町 19」なる記載がある。おそらくこの時期前

後に千賀博士家に何らかの形で入籍されていた方かと思われるが、寡聞にしてその後刊行

の他の関係名簿類には「千賀覚一」なる人物は存在しない。そこで、試みに昭和 4 年京大

法卒で司法官になった「覚一」なる名前を有する人物を探すと、有名な判事であった「網

http://kindai.ndl.go.jp/
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/777987
https://lab.ndl.go.jp/service/tsugidigi/
https://dl.ndl.go.jp/pid/1874933/1/1
https://dl.ndl.go.jp/pid/1874933/1/45
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田覚一」氏（1902～? ）に行き着く。この「網田覚一」氏が果たして「千賀覚一」氏その

方か否かを直ちに検証することはできないが、ここでは念ため記載しておく。後考の予定

でいる。なお、「網田覚一」氏につき、差し当たり、川口冨男「裁判エッセイ 23「あみだ

さん」の「さんがくがんりき［参学眼力］」」参照 

〈http://www.clo.jp/img/pdf/news_48_06.pdf〉。戦前期の「網田覚一」氏については、例

えば下記参照。 

『日本法曹界人物事典』第 4 巻～第 5 巻（全 10 巻、下記のものの復刻。ゆまに書房、平

成 7 年 8 月 25 日刊） 

（第 4 巻: 『大日本法曹大観』（改訂第三版、帝国法曹大観編纂会、国民社、昭和 11 年

10 月 17 日刊））409 頁、第 5 巻: 『大日本司法大観』（? 、昭和 15 年? 月? 日刊）387

頁） 

                                     

  

http://www.clo.jp/img/pdf/news_48_06.pdf
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2 著作目録                                

                                     

 （1）著書                                

                                     

明治 30（1897）年（nacsis webcat による。）35 

（学位論文）                                

・Gestaltung und Kritik der heutigen Konsulargerichtsbarkeit in Japan /  

von Tsurutaro Senga. -- （BA38319552） 

  Berlin: Druck von Leonhard Simion, ［1897］ 

  iv, 106 p.; 23 cm． 

  注記: Thesis （doctoral）--Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, 1897 

      （田岡良一博士訳語: 『日本の現行領事裁判制度の形態と批判』） 

・Gestaltung und Kritik der heutigen Konsulargerichtsbarkeit in Japan /  

von Tsurutaro Senga. -- （BA68508532） 

  Berlin: R.L. Prager, 1897 

  vi, 160 p.; 24 cm． 

  注記: "Zwei Abtheilungen"; Includes bibliographical references 

                                   

 前者 106 頁版末尾には、「千賀鶴太郎自歴書（Curriculum vitae）」が掲載されている。

詳しくは、前掲「1 略年譜 ＊〔千賀鶴太郎自歴書（Curriculum vitae）〕」を参照。（本

段落のみ平成 24 年 10 月 24 日追加） 

 なお、千賀博士学位論文の独文印刷物が、このように、二種類存在することの意味につ

いては、下記「千賀鶴太郎書翰: 外務大臣大隈伯」（早稲田大学図書館古典籍総合データ

ベース）参照。

〈http://www.wul.waseda.ac.jp:80/kotenseki/html/i14/i14_b4659/index.html〉 

                                     

「千賀鶴太郎書翰: 外務大臣大隈伯」（明治30（1897）年7月28日）（後掲「（11） 書翰

類」参照。） 

 （翻刻については、平成20（2008）年10月23日、高橋 均先生の御高配により、松村茂 

 樹先生、高木不二先生の御懇篤な御示教に与った。三先生に厚く御礼申し上げるもので 

                                                   
35 千賀博士の「滞独中の学的教養」として、矢田一男（1904～1966）「明治時代のローマ法教育（1）」

『法学新報』第 44 巻第 3 号（昭和 9 年 3 月刊）99 頁は、下記の二編を記載している。前者については、

後掲「2（9）独訳日本幕末維新史書（『近世史略』）」を参照。後者は、当該学位論文である。 

・Lange and T. Sengo〔ﾏﾏ、Senga〕,（Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen in Berlin, 

first Division, vol.I, pp.140-186 and vol.II, pp.1-54）large 8vo., 1898-99. 

・Senga, T., Gestaltung und Kritik der heutigen Konsulargerichtsbarkeit in Japan, 160p., large 8vo., 

（Inaugural Dissertation）, Berlin, 1897, Mk.4.） 

 以上は、Wenekstern, Bibliography, vol.2, pp.117, 162 に出づる処である。 

http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/i14/i14_b4659/index.html
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 ある。なお、配字は、原文（縦書）の行に合わせた36。） 

------------------------------------------------------------1枚目 

 拝啓陳者別封独文之一書は伯林大学 

 法科に於て今回小生之doctor iuris urtisque37 

之学位を受候為に出板致し専ら日本領事 

 裁判之事を論述致候者に御座候固より純粋に 

学理上より立論致候者にて実地之政略とは直 

接之関係無之候へども書中往々現行之 

 領事裁判之権限に付欧洲之公法学者（特 

 マルテンス38、コイニヒ等）を攻撃致し且欧米諸政府之 

訓令之中我条約と抵触する所有之候事 

 にも論及致候へば先御参考の為に一冊呈 

 上致置候尤も該書は学位授与式差迫候間 

前編のみを出板致候事にて後編は多分 

 来月中に出板可致候後編は専ら領 

 事裁判之有害無益なるを極論致し 

------------------------------------------------------------2枚目 

 且欧洲之治外法権論者を攻撃致したる 

 者に御座候尚出板致候へば追而一冊謹呈可致候 

                         敬白 

     七月二十八日       千賀鶴太郎拝 

外務大臣大隈伯閣下                           

------------------------------------------------------------  

 また、千賀博士の当該学位論文については、下記のように、訴訟法学者のクラインフェ

ラー（Georg Kleinfeller）による 13 頁にわたる書評がある。 

 [G.] Kleinfeller, “Senga, Tsurutaro, Gestaltung und Kritik der heutigen 

Konsulargerichtsbarkeit in Japan. Zwei Abtheilungen. Berlin, Prgager, 1897, VI u. 160 

S.”, 

in: Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft. Bd. 40 = 

3.F. Bd.4 （1898）, S.605－617. 

                                                   
36 本書翰は、その後、『大隈重信関係文書 7 せい―とく』（みすず書房、平成23年2月15日刊）47～48

頁に、「683 千賀鶴太郎書翰 大隈重信宛 （明治三十）年七月二十八日」として収録されたが、同書

では、「適宜句読点が付」されている。本稿当初掲載文中最末尾の「追々一冊謹呈可致」は、同書では「追

而一冊謹呈可致候」とあるので改めた。また、文中「（特マルテンス、コイニヒ等）」は、同書には「（特

〔に脱〕マルテンス、コイニヒ等）」とある。（平成23年4月3日追加）  

37 ドクトル・ユーリス・ウトリスクェ（両法博士、二法博士） 

38 マルテンス（1756～1821）: 辻健児「マルテンスの国際法理論」『国際法外交雑誌』第 85 巻第 5 号（昭

和 56 年 12 月刊）1（413）頁～34（414）頁（特に 22〈434〉頁）参照。 
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 同書評は、現在、マックス・プランク・ヨーロッパ法史研究所（MPIER）のサイトで見

ることができる。 

〈http://dlib-zs.mpier.mpg.de/mj/kleioc/0010/exec/bigpage/%222085047_40%2b1898_06

15%22〉 

[参考] マックス・プランク・ヨーロッパ法史研究所デジタルライブラリー 

〈http://www.mpier.uni-frankfurt.de/dlib/〉 

明治 36（1903）年（? ） 

・千賀鶴太郎君講述『国際公法 全』（京都法政大学（現在の立命館大学）第 1 期（校外

生用か? ）2 学年講義録、明治 36（? ）年刊）39 

（国立国会図書館所蔵。奥付なし。）（※ 国立国会図書館近代デジタルライブラリー

〈http://kindai.ndl.go.jp/index.html〉に収録。） 

なお、下記の（中訳書）千賀鶴太郎著、盧弼・黃炳言訳『国際公法』（日本 同文印刷会、

明治 41（清 光緒 34）年刊。例えば、台湾・国立故宮博物院図書文献処所蔵。未見。）は、

本講義録の中文訳書かと思われる。 

明治 41（1908、清 光緒 34）年                       

・（中訳書）千賀鶴太郎著、清・盧弼40・黃炳言41訳『国際公法』（日本 同文印刷会、明

                                                   
39 扉には、「京都帝国大学法科大学教授 京都法政大学講師 法学博士 千賀鶴太郎君講述」とある。刊行

年月につき、京都大学百年史編集委員会編『京都大学百年史 総説編』（京都大学後援会、平成 10 年 6

月 18 日刊）174 頁には「刊行年不明」とあり、国立国会図書館データによれば、何故か明治 36（1903）

年刊とある。「私立京都法政専門学校」（明治 36 年 10 月「私立京都法政学校」から「私立京都法政専

門学校」に改称。）の専門学校令による「私立京都法政大学」への改称は、明治 37（1904）年 9 月であ

り、また、同書をマイクロフイッシュ、デジタル等で見る（原典は見ることができない。）限り、当該

書には刊行年度の記載がないことから、本書刊行年は、一考を要する。おそらく、明治 37 年以降の刊行

であろう。これら諸校は、明治 34（1901）年度より校外生制度を設け、月刊ないし半月刊で『講義録』

を逐次刊行していたというから、本書は、その一つで、雑誌形態で分載されたものが、明治 37 年以降に

全一冊にまとめられたものと思われる。なお、明治 36（1903）年からは、『講義録』は、校内生の参考

書としても、無料配布されるようになったという（『立命館百年史 通史 1』（学校法人 立命館、平成

11 年 3 月 31 日刊）119～121 頁）。 

40 盧弼（慎之、1876～1967）: 『三国志集解』の著者、有名な古籍の研究家、収集家であるが、若い頃

早稲田大学に留学し、法律を専攻とのこと。例えば、下記サイト（ 2003/3/30 の項）参照。

〈http://nobmatsu.sakura.ne.jp/itsubun/old/profile/3_2003_2.html〉 

（国会図書館所蔵本） 『三国志集解』 : 65 巻補 2 巻  責任表示  盧弼著  出版地  北京  出版者  新

華書店  出版年  1957  形態  18 冊 ; 29cm  装丁  和装  注記  古籍出版社出版 上海版 活版   

41 黃炳言については、中国語版ヤフー「雅虎」で検索できる由。これについては、平成 20（2008）年

12 月 16 日原田静先生の御示教に与った。厚く御礼申し上げるものである。  

〔要旨: 黃炳言（柏青）: 留日経歴あり。湖北沔陽（べんよう）留学生。当時東京に在った中国留学生会

館は法律書の翻訳と出版に取り組み、中国に西洋法律を積極的に紹介。他に、清水  澄（1868～1947）

著、盧弼・黃炳言訳『憲法』（『憲法』原典不詳。昌明公司〈東京・政治経済社、第二版、1906 年刊〉）、

http://dlib-zs.mpier.mpg.de/mj/kleioc/0010/exec/bigpage/%222085047_40%2b1898_0615%22
http://dlib-zs.mpier.mpg.de/mj/kleioc/0010/exec/bigpage/%222085047_40%2b1898_0615%22
http://www.mpier.uni-frankfurt.de/dlib/
http://kindai.ndl.go.jp/index.html
http://nobmatsu.sakura.ne.jp/itsubun/old/profile/3_2003_2.html
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治 41（清光緒 34）年刊）42（例えば、台湾・国立故宮博物院図書文献処所蔵。未見。） 

〈 http://catalog.ndap.org.tw:80/dacs5/System/Exhibition/Detail.jsp?ContentID=6421&

CID=14777&OID=1212415〉 

〈http://npmhost.npm.gov.tw/ttscgi/ttsqueryxml?0:0:npmrbxml:000013303〉 

（※千賀鶴太郎述『国際公法  全』は、国立国会図書館近代デジタルライブラリー

〈http://kindai.ndl.go.jp/index.html〉に収録。） 

明治 42（1909）年 

・国際公法要義（京都法政大学、明治 42 年 9 月 12 日刊）43 

明治 44（1911）年 

・国際公法要義（訂補再版）（巌松堂書店、明治 44 年 10 月 20 日刊）44 

（訂補 3 版: 大正 2（1913）年 8 月 30 日刊、訂補 4 版: 大正 4（1915）年 9 月 10 日刊、

訂補 5 版: 大正 6（1917）年 9 月 10 日刊、訂補 6 版: 大正 8（1919）年 9 月? 日刊、訂補

7 版: 大正 11（1922）年 9 月? 日刊） 

大正 6（1917）年 

・国際公法（法学全書）（講法会、清水書店45、大正 6 年 6 月 10 日刊）46 

                                                                                                                                                         

清水澄著、盧弼・黃炳言訳『行政法』（『行政法』原典不詳。出版社不詳。1907 年刊）、奥田義人（1860

～1917）著、盧弼・黃炳言訳『法学通論』（『法学通論』原典不詳。昌明公司、1935 年）がある。また、

孔夫子旧書網（kongfz.com）で、黃炳言著『法学通論講義』（民国中央大学 246 頁、出版年次不詳）が

ある。〕 

なお、中国サイト「晩清国際法輸入中国的歴程」参照。  

〈http://lovelyyang.blog.hexun.com/6714120_d.html〉 

・国会図書館所蔵本: 秋保辰三郎、皷錬之助著（財部実秀訂）・盧弼、黄炳言漢訳『現行警察法通解』（警

眼社、明治 40 年 6 月刊）  

42 本訳書は、『中訳日文書目録』（国際文化振興会、昭和 20 年 2 月 20 日刊）には、記載なし。同書は、

中国本土で出版された中訳書が中心であるので、あるいは、この関係で、日本刊行の中訳書は収録され

ていないのかも知れないが、このあたり詳細は不明。  

43 「緒言」に、「茲書は既に五六年以来大学の教科書として使用せるものを更に少く訂補したるものに

して」とある。また、『京都法学会雑誌』第 4 巻第 11 号（明治 42 年 11 月刊）「雑報」155 頁に、「千

賀博士著国際公法要義 本書ハ従来非売品ナリシガ今回広ク発売セラルルコトトナレリ」とある。（※ 国

立国会図書館近代デジタルライブラリー〈http://kindai.ndl.go.jp/index.html〉に収録。）  

44 瀧川幸辰（1891～1962）『瀧川文庫目録―名古屋大学法学部所蔵― 第 2 分冊（和書・本文篇）』（名

古屋大学法学部、昭和 62 年 2 月 28 日刊）238 頁「4117 （中略） 奥付: 「幸辰印」、「大正 2 年 11

月 8ゝ［ﾏﾏ］製本ス 羔聊感スル所アリシナリ」 奥付裏: 「大正二年十二月二十四日通読ヲ終ル」（註: 

「羔」は、翻刻時に「盖〈蓋〉」を誤記したものか。それならば、「けだしいささか感ずるところ」とな

るとの由。）。なお、一又正雄（1907～1974）『日本の国際法学を築いた人々』（日本国際問題研究所、

昭和 48 年 3 月 30 日刊）所収「千賀鶴太郎」（62～67 頁）中 63～65 頁参照。（「なお」以下: 平成 23

年 10 月 15 日追加） 

45 清水書店は、大正期の一流の法律書専門出版書店（当時: 神田区今川小路 2 丁目 47 番）であるが、創

http://catalog.ndap.org.tw/dacs5/System/Exhibition/Detail.jsp?ContentID=6421&CID=14777&OID=1212415
http://catalog.ndap.org.tw/dacs5/System/Exhibition/Detail.jsp?ContentID=6421&CID=14777&OID=1212415
http://npmhost.npm.gov.tw/ttscgi/ttsqueryxml?0:0:npmrbxml:000013303
http://kindai.ndl.go.jp/index.html
http://lovelyyang.blog.hexun.com/6714120_d.html
http://kindai.ndl.go.jp/index.html
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大正 12（1923）年      

・千賀鶴太郎述・羅馬法王庁との使節交換問題批判 附: 仏教各派管長反対覚書意見書 京

都仏教徒大会宣言決議（京都・中外出版、大正 12 年 2 月 5 日刊。） 

                                    

 （1）-2 千賀博士ドイツ博士論文検討一斑（千賀博士領事裁判権閲覧記（抄））（平成 24

年 11 月 8 日追加） 

                                     

 千賀博士の最初の著書であるドイツ語の博士論文『日本における現代領事裁判権の成立

と批判』（田岡良一博士訳語: 『日本の現行領事裁判制度の形態と批判』）の原本の初歩的

検討結果は、次のとおりである。詳しくは、別稿「千賀博士『領事裁判権閲覧記』」参照。 

                                    

 CiNii で検索してみると、日本の大学図書館には、次の 3 件がヒットする47。 

                                                                                                                                                         
業者葉多野太兵衛（1868～1926）は明治十年代に畏三堂・須原鉄二の店で修業したという。（二代）葉

多野太兵衛（本名: 巌）編『追悼録』（清水書店、昭和 3 年 11 月 8 日刊）参照。 

なお、須原鉄二については、本 HP 別稿｢内務省警視局御用御書物師須原鉄二とは誰ぞ―明治警察史の一

齣―（補正第十二次稿）｣（初稿: 平成 19（2007）年 11 月 4 日作成、補正第十五次稿: 平成 24（2012）

年 1 月 31 日作成）参照（須原鉄二につき平成 22 年 6 月 5 日追加、平成 24 年 5 月 31 日一部修正）。

〈http://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/subara.pdf〉 

（追記）本 HP 別稿「清水書店とは何ぞや―須原鉄二との関連で― 明治・大正警察史の一齣―」（初稿: 

平成 23〈2011〉年 1 月 8 日〈土〉初稿作成、改訂稿: 平成 23〈2011〉年 1 月 10 日〈月〉作成）参照。

〈http://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/shimizushoten.pdf〉 

（平成 23 年 4 月 3 日追加） 

46 「法学全書」の構成は、下記のとおりである。 

・憲法（法学全書） / 市村光恵（1875～1928）著 講法会、大正 5（1916）年刊 

・行政法（法学全書） / 織田 萬（1868～1945）著 講法会、清水書店、大正 5（1916）年刊 

・国際公法（法学全書） / 千賀鶴太郎著（1857～1929） 講法会、清水書店、大正 6（1917）年刊 

47 詳しく調査すると、CiNii 掲載以外で、その他の大学においても所蔵するところがある。（平成 24 年

11 月 8 日追加）例えば、日本大学法学部図書館でも所蔵する。それでは、日大法学部所蔵本は、どのよ

うな経緯で同大法学部図書館の特別図書に入ったのであろうか。手がかりは中表紙に捺された「山本渓

泉蔵書」という蔵書印であるが、「山本渓泉」なる人物が誰か当初不明であった。その後本文最初の頁に

「山本茂印」という小さな印が押してあるのを発見したことから、「山本茂」という方が同書を所蔵され

ていたことが判明した。国立国会図書館で検索してみると、『条約改正史』（高山書院、昭和 18 年刊）の

著者の山本茂氏でないかと思われ、そこで、日大法学部図書館所蔵の『条約改正史』を見ると、同書に

も「山本渓泉蔵書」印が捺されていて、渓泉は山本氏であり、どちらの本も山本氏の所蔵本であったこ

とが確認できた。この山本氏旧所蔵本の『条約改正史』の中に、昭和 29（1954）年 9 月 26 日付の『中

部日本新聞』の記事と学位記の写真が貼ってあり、記事は、山本氏が本書により東京大学法学部から法

学博士号を授与されたというという内容を伝えている。山本氏は、岐阜県（恵那市笠置町）のご出身、

明治 33（1900）年生、大正 14（1925）年 3 月に東京帝国大学独法科卒業後、商工省に勤務、戦後は公

正取引委員会の委員などを歴任され、昭和 57（1982）年に亡くなられている。同書は戦中の昭和 18（1943）

http://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/subara.pdf
http://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/shimizushoten.pdf
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1. Gestaltung und Kritik der heutigen Konsulargerichtsbarkeit in Japan 

    von Tsurutaro Senga 

    Druck von Leonhard Simion [1897] 

    所蔵館 5 館 

九州大学 附属図書館法 M 34/S/5 015231998038135 

京都大学 法学部 図書室 AI||13-5||Seng 176395 

独立行政法人 国際交流基金 情報センターライブラリー034819 

名古屋大学 附属図書館中央長谷川 1H||Se||d 4H010931 

一橋大学 附属図書館古典 Gierke/V:54 128225758/ 

出版地：Berlin 

ページ数/冊数：iv, 106 p. 大きさ：23 cm 

                                   

2. Gestaltung und Kritik der heutigen Konsulargerichtsbarkeit in Japan 

    von Tsurutaro Senga 

    R.L. Prager 1897 

    所蔵館 3 館 

京都大学 法学部 図書室 AI||13-5||Seng 176396 

東京大学 総合図書館書庫参考 L610:44 0004176483 

一橋大学48 附属図書館古典 Gierke/V:54A 128225759+ 

                                                                                                                                                         

年に高山書院から出版されたもので、当時東京帝国大学法学部に学位申請がなされていたのであるが、

記事では時局のさまざな影響もあって、11 年ぶりの学位授与であったとのことが伝えられている。昭和

18 年当時は商工省の化学局長、交易局長など要職にあった時代で、激職のさなかに資料を渉猟され、800

頁近い大作をものされていたのである。千賀博士の『領事裁判権』が、このように山本茂氏の蔵書を経

て、日大法学部図書館に入ったのは、表紙裏に捺された記録印によると、「広文庫」なる書店名が記され、

昭和 52（1977）年のことで、明治 30（1897）年に出版されてちょうど 80 年後のことであった。（「例え

ば」以下、平成 25 年 4 月 30 日追加） 

48 一橋大学所蔵本は、一橋大学社会科学古典資料センターのギールケ文庫所蔵である。表紙に東京商科

大学図書館の印が捺されているが、下部に「大正十四年九月一日」の日付で「堀越善重郎ヨリ寄贈」な

る印が捺されている。山田欣吾教授（1930～）の「ギールケ文庫の購入事情・補遺」（『一橋大学社会科

学古典資料センター年報』第 2 号 7～9 頁、昭和 57〈1982〉年 3 月 31 日刊）によると、「堀越氏［善重

郎、1863～1936］は東京高商を卒業して貿易業界に入るが，後に自ら堀越商会を興して絹織物の輸出業

を手広く営んだ実業家であり，八十島樹次郎氏は同商会で支配人の地位にあった人物である。堀越氏は

恐らく大正十年か十一年，母校に図書購入費として 1 万円を寄附しているが，そのうち 5 千 9 百余円が

ギールケ文庫関係の支出にあてられたわけである。今日，われわれ利用者が文庫の書物を手にするとき

「堀越善重郎ヨリ寄贈」の朱印を目にするのがそれにほかならない。」、と記されている

〈http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/5574/1/koten0000200070.pdf〉。千賀博士の博士論

文もその１冊ということになろう。雑誌『太陽』第 28 巻第 14 号（大正 11（1922）年 12 月 1 日刊）に

掲載された「羅馬法研究の必要」の中で「予は伯林で学生時代に一日有名な独逸民法家ギルケ先生を訪

http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/5574/1/koten0000200070.pdf
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出版地：Berlin  

ページ数/冊数：vi, 160 p. 大きさ：24 cm 

                                   

3. Gestaltung und Kritik der heutigen Konsulargerichtsbarkeit in Japan 

    von Tsurutaro Senga 

    In-house reproduction 

    所蔵館 1 館 

名古屋大学 法学 図書室法 329.2||Se56 40690307 

Photocopy. Originally published.: Berlin : R.L. Prager , 1897 

"Zwei Abtheilungen" 

Includes bibliographical references 

ページ数/冊数：vi, 160 p. 大きさ：26 cm 

                                     

 このうち、3 は、出版社が R.L. Prager であり、総頁が vi, 160 頁であるところから、2

の復刻版であると思われる。ただし復刻された年は特定できないようである。1 と 2 は、

同じ題名で同じ年に刊行されているが、前者の総頁が iv,106 頁、後者のそれは vi, 160 頁

という違いがあるだけでなく、それぞれ Druck von Leonhard Simion と R.L. Prager とい

う別々の出版社からの刊行になっている。つまり、1897 年に出版された千賀博士の博士論

文『日本における現代領事裁判権の成立と批判』は 2 種類存在することになる。 

 では、その違いは何か。 

 以下では、今般入手し得た A 所蔵本の 1、2 の部分コピーと、B 所蔵本を参照しながら、

この 2 冊の異同を略述する。 

 1 について、A 所蔵本の表紙には 

        Gestaltung und Kritik  
                der  
heutigen Konsulargerichtsbarkeit in Japan  
       INAUGURAL-DISSERTATION 
                  ZUR 
   ERLANGUNG DER DOKTORWÜRDE 
               GENEMIGT 
   VON DER JURISTISCHEN FAKULTÄT 
                  DER 
KÖNIGLICH FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT ZU BERLIN 
                UND 
      ZUGLEICH MIT DEN ANHÄNGTEN THESEN 
        ÖFFENTLICH ZU VERTHEIDIGEN 
              am 22. Juli 1897 
                   VON  
            Tsurutaro Senga 

                                                                                                                                                         

問した時」と記されているところから、千賀博士がギールケに直接手渡したものかもしれない（後掲「（17） 

千賀鶴太郎博士自己回想録抄＊2 千賀鶴太郎「羅馬法研究の必要」『太陽』第 28巻第 14号（大正 11（1922）

年 12 月 1 日刊（11 月 29 日印刷納本））112～118 頁（『web 版日本近代文学館』（太陽） 

〈http://yagi.jkn21.com/〉参照。）」参照。）。（平成 25 年 4 月 30 日追加）。 

http://yagi.jkn21.com/
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            OPPONENTEN: 
       Herr cand. iur. Georg Kutzner 
         〃 cand. iur. Walter Metzner 
         〃 stud. iur. Hans Gentzen 
                Berlin  
              Druck von Leonhard Simion 
                   Wilhelmstrasse 121 

とあり、表紙裏には、 

Die vollständige Arbeit, von der mit Bewilligung der hohen juristischer Fakultät hier 
nur die erste Abtheilung gedrückt ist, wird im Verlag R.L.Prager in Berlin  
erschienen. 

 つまり「法学部の承認を得てここに第 1 部のみ印刷されたる本書完全版は、ベルリンの

R.L.プラガー書店より刊行の予定」と記されている。また頁下部に、33 頁注 62 の誤植訂

正が記されている。 

                                        

 これに対して、2 の表紙には、 

        Gestaltung und Kritik  
           der heutigen  
       Konsulargerichtsbarkeit  
            in Japan 
 
       Zwei Abtheilungen 
             von 
        Tsurutaro Senga 
           Dr.iur.utr. 
 
             Berlin 
      Verlag von R.L.Prager 
             1897 

                                    

 1 の表紙裏に記されているように、1 は、博士論文のうち、第 1 部のみ印刷して公表さ

れたものであり、2 は、その後第 2 部を収録した完全版という関係にある。 

 ちなみに、千賀博士博士論文の独文印刷物が二種類存在することの意味については、「千

賀鶴太郎書翰: 外務大臣大隈伯」（早稲田大学図書館古典籍総合データベース）参照。

〈http://www.wul.waseda.ac.jp:80/kotenseki/html/i14/i14_b4659/index.html〉 

 なお、本書翰は、現在では、『大隈重信関係文書 7 せい―とく』（みすず書房、平成23

年2月15日刊）47～48頁に、「683 千賀鶴太郎書翰 大隈重信宛 （明治三十）年七月二

十八日」として収録されている。 

                                    

 1 の目次は、表紙から数えて iii～iv 頁にあたり、次頁から本文が始まる。今目次により

その章立てだけを記すと、 

 序説  日本における領事裁判権の法的基礎 

 第 1 部 日本における領事裁判権の現代的形成 

  第 1 章 領事裁判所の管轄権 

  第 2 章 領事裁判所の組織 

http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/i14/i14_b4659/index.html
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  第 3 章 領事裁判所の手続 

  第 4 章 適用されるべき実体法 

  付 説 領事の警察的権限 

とある。 

 2 の表紙の裏は、プラガー書店のマークがあり、iii 頁目に前書きが記され、iv 頁目は空

白とされ、v～vi 頁に目次が収録される。その内容は、1 の章立てに続いて、 

 第 2 部 日本における現代領事裁判権批判 

  第 1 章 領事裁判権と日本国家主権との対立 

  第２章 領事裁判権の理論的実務的形成の法的瑕疵 

が付け加えられている。vii 頁目は誤植訂正表、viii 頁目は空白となっている。そのあとの

本文については、1～106 頁までは、基本的に同じ判型そのまま使われていると思われる。

vii 頁に記されている 7 つの誤植訂正のうち、33 頁注 62 のそれはすでに 1 の表紙裏に記

されており、2 の本文での訂正は行われていないからである。 

                                     

 1 と 2 の相違はもちろん、本文の第 2 部が収録されているかいないかということである

が、構成上の相違としてさらに 2 点指摘しておきたい。 

 1 の第 1 部末尾 106 頁の次の頁には、課題 These として、 

1 主観的意味における権利は、Wollen-dürfen と同一である。 

2 l.63 D. de re judicata 42, 1 で言及されている質の例は信託のみと関係するという見解

は支持することはできない。 

3 教皇は主権者である。 

4 保護民は日本における領事裁判権に服すことはできない。 

の 4 問が掲げられている。この課題は、1 の表紙に記されている 3 人の対論者との公開討

論の課題であると考えられる。 

 さらに、その裏頁には、Curriculum vitae と題するドイツ語文の自歴譜が記されている。

以下にこれを訳述する（前掲分と重複。註も重複して記載した。）。 

                                    

「千賀鶴太郎自歴書（Curriculum vitae）」                 

「余、千賀鶴太郎は、1857［安政 4］年 2 月に、旧備前藩の郡関係職（目付）、武士階級

（士族）千賀武四郎［せんが・ぶしろう］の子として、日本の岡山に生まれたり。余の宗

旨は仏教の禅宗（曹洞宗）なり。余は、家庭教師について初等教育を終えし後、漢学［漢

籍］を学ぶべく上級学校［藩黌］に進みしが、その講義内容は、今日の日本のギムナジウ

ムの和漢文学課程と東京大学哲学部漢文［漢籍］学科［東京大学文学部史学哲学及政治学

科及び同和漢文学科 ⇒以後変遷あり。］のそれにほぼ匹敵するものなりし。余が在籍し頃

に、英語教育が導入されるに及び、余は漢籍と並んで英書も講読したり。9 年の学業を終

え、［明治７（1874）年］東京に出て、この地でイギリス国家学を学びたり。たしかに東

京には当時大学たる上級学校［東京開成学校、明治 7 年 5 月～10 年 4 月。］―ここはその

後東京大学に発展せし［明治 10（1877）年 4 月 12 日東京大学に改編］―がありしが、ヨ

ーロッパ国家学［政治学］はあまりにも貧弱にして、余の学習の用をなさざりけり。かく
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なる次第にて余はこれらの学問の自習を余儀なくせり。その後余は東京の英語塾“同人社”

の講師に採用され、上級クラスにて、新しき英国哲学の著作（とくにベンサム、J・S・ミ

ル、H・スペンサーら）を講義せざるをえず。しかるに、余は英語文献は国家学には関し

てきわめて不十分にして一面的たるに気づくに及び、余はドイツ語を学ばんと決意したり。

1884［明治 17］年夏、ドイツ国家学を学ばんとて、政治新聞『東京日日新聞』のベルリ

ン派遣特派員になりしも、その出発に先立つ数ヶ月前に東京大学の教授及び最上級課程の

学生［研究生］らの集まりて、ヨーロッパ哲学並びにと古代インド哲学の探究と普及を目

的とする哲学団体［哲学会49］が創設されるにあたり、同人社からも協議に参加すべく代

表を派遣せんこととなりしが、余がその代表に選出せられりしは名誉なりしも、最初の会

合にのみ参加せざるをえざりしは余の遺憾とするところなり50。ベルリンにては、余はま

ずドイツ語を学び、1885［明治 18］年冬には哲学部に学籍登録を許されたり。その後 4

年にわたり、余は国家学の講義を受講せり。1889［明治 22］年冬に至り法学部に改めて

学籍登録を許され、その後 8 ゼメスターをたゆまなく学習に費やせり。 

 1890［明治 23］年冬、本大学東洋語学校［ゼミナール］の日本語講師に採用され、5 年

にわたる上記政治新聞の活動－特に英語とドイツ語からの翻訳－のかたわら、Seeley［シ

ーリー、1834～1895］51による “Life and Times of Stein” ［『シュタインの生涯と時代』］

52の一書を日本政府の要請により日本語に翻訳せり。」 

                                    

 この自歴譜と課題の部分は 1 のみに存在し、2 には収録されていない。 

 1897 年に刊行された、千賀博士の 2 冊の『現代日本における領事裁判権の形成と批判』

の構成上の異同は以上の通りである。 

                                     

  

                                                   
49 哲学会: 明治 17（1884）年 1 月 26 日設立。（平成 24 年 10 月 24 日追加）

〈http://www.l.u-tokyo.ac.jp/philosophy/tetsugakukai/about.html〉 
50 『哲学会雑誌』第 1 冊第 1 号（明治 20 年 2 月 5 日刊）39 頁「哲学会員姓名」に「千賀鶴太郎」あり。

（『明治雑誌目次総覧』第 4 巻（「哲学会雑誌 哲学雑誌」（哲学書院・哲学雑誌社、明治 20 年 2 月～昭和

3 年 11 月、全 500 冊（ゆまに書房、昭和 60 年 10 月 25 日刊）による。）（平成 24 年 11 月 2 日追加） 
51 J. R.Seeley（シーリー、1834～1895）: （平成 24 年 10 月 24 日追加）  

〈http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AD%E

3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%8

3%BC〉 
52 発智正三郎（1922～1971）「J. R. Seeley による Stein の伝記―政治家 Stein とその時代―」『横浜国

立大学人文紀要 第一類, 哲学・社会科学』第 6 輯（昭和 33 年 9 月 30 日刊）43～68 頁参照。⇒発智正

三郎『論文と思い出』（発智千恵子、徹夫編、大学教育社、昭和 50 年刊。未見。）に再録。（平成 24

年 10 月 24 日追加）  

〈http://kamome.lib.ynu.ac.jp/dspace/items-by-author?author=%E7%99%BA%E6%99%BA%2C+%E6

%AD%A3%E4%B8%89%E9%83%8E〉 

http://www.l.u-tokyo.ac.jp/philosophy/tetsugakukai/about.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC
http://kamome.lib.ynu.ac.jp/dspace/items-by-author?author=%E7%99%BA%E6%99%BA%2C+%E6%AD%A3%E4%B8%89%E9%83%8E
http://kamome.lib.ynu.ac.jp/dspace/items-by-author?author=%E7%99%BA%E6%99%BA%2C+%E6%AD%A3%E4%B8%89%E9%83%8E
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 （2）訳書                                

                                    

明治 14（1881）年 

・バコン著『第一世拿破利翁放言』（訳者兼出版人: 千賀鶴太郎、発兌書林: 岡山県西尾

吉太郎、初版: 明治 14 年 5 月 1 日刊、2 版: 明治 19 年 10 月 9 日刊、75p ; 23cm）53 

明治 16（1883）年 

・シヰマン著、千賀鶴太郎抄訳『政党弊害論 全』（東京・丸屋善七、明治 16 年 4 月刊（表

紙による。奥付では同年 3 月刊とある。）。69 頁、20cm）54 

                                                   
53 拿破利翁: ナポレオン（1769～1821）、バコン: 英国人 中村敬宇（正直）の序文あり。評点: 関新

吾、小松原英太郎。※ 国立国会図書館近代デジタルライブラリー〈http://kindai.ndl.go.jp/index.html〉

に収録。 

 原著は、Napolen I / The Table Talk and Opinions of Napoleon Buonaparte, ed. by Edith Walford 

Blumer, London, Sampson Low, Son, and Marston 1868. 

〈 http://books.google.com/books?id=cxeMNZg4JCUC&printsec=frontcover&hl=ja&source=gbs_v2_s

ummary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false〉 

 著者が「バコン」とされるのは、当該表紙の題辞に ‘"sic cogitavit" Bacon’「『彼はかく思惟した』

－ベイコン」と記されていることの誤解によるものと思われる。この Bacon がフランシス・ベイコン

Francis Bacon（1561～1626）であるとすると、"sic cogitavit"なる題辞は、1620 年に刊行された『ノヴ

ム・オルガヌム』（Novum Organum）の巻頭に記された’Franciscus de Verulamio sic cogitavit’「フラ

ンシスクス・デ・ヴェルラミオはかく思惟した」という言葉から始まる冒頭の一節に由来するものと思

われる。この序詞自体は厳密には『ノヴム・オルガヌム』を第 2 部とする『諸学の大革新』全体のそれ

にあたるが、第 2 部が先行して出版された関係で、国王への献辞とともに、第 2 部本文の前に置かれる

ことが多い: cf. Graham Rees/ Maria Wakely, The Oxford Francis Bacon: The Instauratio Magna Part 

II: Novum Organum and Associated Texts （Oxford English Texts）, 2004, Oxford University Press 

on Demand; illustrated edition, p.2-3. 「ヴェルラムのフランシスはかく思惟し、かつ自ら次のような

見解を立て、これが現存および後世の人々に知られることが、彼らにとって深い係わりありと信じた。

…。」桂寿一訳『ノヴム・オルガヌム』（岩波文庫、昭和 53 年 6 月 16 日刊）13 頁。ベイコンは、1617

年 1 月に大法官となり、7 月にヴェルラム男爵に、さらに 1621 年 1 月にはセント・オールバンズ子爵に

叙せられている。なお、同書に先立って、1607 年に執筆され 1653 年に初めて印刷公刊された Cogitata 

et Visa（in: The Works of Lord Bacon, with an introductory Essay, and a Portrait, vol. 2, London 1865）

という作品でも、’Franciscus Bacon sic cogitavit’「フランシスクス・ベイコンはかく考えたり」とい

う文言で始まり、各パラグラフの冒頭で cogitavit et illud という言葉が繰り返される形式が践まれてい

る。なお、アメリカの詩人で外交官としても知られるジェイムズ・ラッセル・ローエル James Russell 

Lowell（1819～1891）に、'Franciscus De Verulamio Sic Cogitavit'「フランシス・オブ・ヴェルラムか

く思惟したり」と題する詩（The Complete Writings of James Russell Lowell, Moulton Press 2008, 

p.208）がある。（平成 24 年 10 月 5 日一部修正）  

54 シヰマン Seaman，Ezra Champion （米国人、1805～1880）: ※ 国立国会図書館近代デジタルラ

イブラリー〈http://kindai.ndl.go.jp/index.html〉に収録。 

http://kindai.ndl.go.jp/index.html
http://books.google.com/books?id=cxeMNZg4JCUC&printsec=frontcover&hl=ja&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false
http://books.google.com/books?id=cxeMNZg4JCUC&printsec=frontcover&hl=ja&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false
http://kindai.ndl.go.jp/index.html
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明治 36（1903）年 

・シヰマン著、千賀鶴太郎抄訳『政党弊害論』（訳者兼発行者: 千賀鶴太郎、発兌元: 京

都・経済時報社、東京・冨山房、明治 36 年 1 月 10 日復刊発行（表奥付では初版は明治

16 年 3 月 2 日出版とある。）。復刊緒言あり。55 頁、18cm） 

大正 10（1921）年                            

・ユ帝欽定羅馬法学説彙纂第 1 巻（総論及諸官職）（訳並註解）（京都帝国大学法学部蔵

版、大正 10 年 12 月 8 日刊）（内題: ユｽチーニアーヌｽ帝欽定羅馬法学説彙纂） 

（その後、第 7 巻刊行時に、同巻末尾に「本彙纂第 1 巻正誤並補註」を挿入。）55 

（※ 国会図書館近代デジタルライブラリーに収録。） 

大正 12（1923）年                             

・ユ帝欽定羅馬法学説彙纂第 7 巻（用益権 使用権）（訳並註解）（京都帝国大学法学部

蔵版、大正 12 年 8 月 5 日刊）（内題: ユｽチーニアーヌｽ帝欽定羅馬法学説彙纂） 

（末尾に「本彙纂第 1 巻正誤並補註」あり。田中助教授（註: 田中秀央、1886～1974、大

正 9（1920）年 11 月京大文学部助教授就任）の助力によるという56。） 

昭和 2（1927）年                             

・（参考 1）「帝国学士院は昭和二年度に於て学説彙纂第八巻（註: 地役権）の訳註書公

刊の補助として若干金を博士に与へられたりしが、業成らざる昭和四年三月十九日遠逝せ

られたるは実に遺憾の極なり。」（春木一郎訳『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂ΠΡ

ΩΤΑ（プロータ）』（有斐閣、昭和 13 年 4 月 20 日刊）「第一巻邦訳前書」（56～59

頁）中 59 頁の記述。 

・（参考 2）「尚『第八巻』の訳註にも、着手せられて居られたのであつたが、惜しくも、

此の業成らずして、遠逝せられたのである。」矢田一男「明治以来ローマ法源邦訳事歴―

『ローマ法大全』（C .I .C .）を中枢として―（4・完）」『法学新報』第 49 巻第 12 号（昭

和 14 年 12 月刊）110 頁 

・（参考 3）『京都帝国大学史』（京都帝国大学、昭和 18 年 12 月 20 日刊）206 頁 

                                    

  

                                                   
55 （参考 1）千賀鶴太郎「羅馬法研究の必要」『太陽』第 28 巻第 14 号（大正 11 年 12 月 1 日刊（11

月 29 日印刷納本））112～118 頁（本稿 2（16）＊2 に全文入力済。） 

（参考 2）矢田一男「明治以来ローマ法源邦訳事歴―『ローマ法大全』（C .I .C .）を中枢として―（4・

完）」『法学新報』第 49 巻第 12 号（昭和 14 年 12 月刊）108～110 頁（CIC＝Corpus Iuris Civilis［ロ

ーマ法大全］の略） 

（参考 3）『京都帝国大学史』（京都帝国大学、昭和 18 年 12 月 20 日刊）206、207 頁 

56 菅原憲二・飯塚一幸・西山 伸『田中秀央 近代西洋学の黎明―『憶い出の記』を中心に』（京都大学

学術出版会、平成 17 年 3 月 25 日刊）には、春木一郎博士（1870～1944）、田中周友博士（1900～1996）

関連記述は存在する（特に、305～311 頁に、春木一郎博士発田中秀央博士宛書簡 11 通を収載している。）

が、千賀博士関連記述はない。 
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 （3）講義筆記録57 

                                    

・千賀鶴太郎「国際公法 平時之部」（ペン横書草稿、自筆（大正）写）（香川大学「神原文

庫」所蔵）58  

・千賀鶴太郎述『羅馬法講義』（大正 7（1918）年頃の京都帝国大学法科大学での羅馬法

講義録。おそらく聴講者の筆記録を、筆記者本人か別人がノート三冊に清書し、製本した

もの。製本されたものの表題は、『羅馬法講義 千賀博士述』とある。冊子版第九輯口絵、

（口絵解説）（（6）頁）、2 頁〔参考〕各参照。）59 

・「瀧川文庫」（瀧川幸辰博士旧蔵書、名古屋大学法学部図書室所蔵）、「末川文庫」（末

川博博士旧蔵書、立命館大学図書館所蔵）には、千賀博士関係の講義ノート類は所蔵され

ていない60。 

                                                   
57 この時代の講義筆記録の有する意義について、吉野作造博士（1978～1933）の講義録翻刻の件に関す

るものではあるが、五百旗頭薫（1974～）・作内由子・伏見岳人「九〇年前の東大生のノート」『書斎の

窓』第 590 号（平成 21 年 12 月 1 日刊）32～37 頁参照。 

58 神原甚造（かんばら、1884～1954）: 明治 41（1908）年京大法卒、大審院部長、香川大学初代学長・

香川大学「神原文庫」HP 参照。: 〈http://www.lib.kagawa-u.ac.jp/www1/kambara/kambara.html〉 

59 ペン字書か。平成 20（2008）年 5 月 30、31 日神田小川町・東京古書会館開催の「和洋会古書展」に

出品されたもの。曄道文藝博士（1884～1966）の民法の講義録（三分冊）等と併せて出品。ちなみに、

曄道文藝『日本民法要論 第１巻 総論』（弘文堂書房、大正 9 年 7 月 20 日刊）序文には、「京都帝国大学

法学部に於て最近に講ぜし講義の稿本に添削を加へたるものなり。」とある。本講義録については、その

後、下記のように、『広島法学』で活字化された。同（1）冒頭に編者「解題」（117～124 頁）、（5）

完末尾に「あとがき」（96、97 頁）がある。 

なお、HP「日本のローマ法」中「ローマ法事始コーナー」には、これらが、一括してリンクされている

（Ⅰ～Ⅴ）〈http://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/Romanist2003.htm〉（平成 22 年 6 月 15 日一部修

正） 

・吉原達也編「千賀鶴太郎博士述『羅馬法講義』（1）」（解題、緒論、本論、第 1 編 総則（総論） 第 1

章 法）『広島法学』第 32 巻第 3 号（平成 21 年 1 月 31 日刊）（横書）117～156 頁 

〈http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/kiyo/AN0021395X/HLJ_32-3_156.pdf〉 

〔参考〕千賀博士述『羅馬法講義』冒頭部分（抄録） 

（「千賀鶴太郎博士述『羅馬法講義』（1）」『広島法学』第 32 巻第 3 号〈平成 21 年 1 月 31 日刊〉127

頁に拠る。「（Ⅰ-1）」は筆記ノート第 1 冊１頁、「 / 」は改行の意。） 

 （Ⅰ-1）羅馬法 /  緒論 第一節 羅馬法発展の大略 羅馬法の発展は或はこれを大別して三期間と

す。或はこれを大別して四期間とす。三期間に大別する上に於ては、第一期、王政時代、第二期 都市

法の時代、第三期 世界法時代。 /  第一の王政時代は羅馬法が未だ極めて幼稚なる時代なり。ローマ

法制史に於てはこれを太古時代とす。 /  第二は、共和政時代より、初めてカルタゴ人がローマ人に征

服せられたる時までとす。（以下省略） 

・吉原達也編「千賀鶴太郎博士述『羅馬法講義』（2）」（第 1 編 総則（総論） 第 2 章 人）『広島法学』

第 32 巻第 4 号（平成 21 年 3 月 20 日刊）（横書）1～19 頁 

〈http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/kiyo/AN0021395X/HLJ_32-4_178.pdf〉 

http://www.lib.kagawa-u.ac.jp/www1/kambara/kambara.html
http://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/Romanist2003.htm
http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/kiyo/AN0021395X/HLJ_32-3_156.pdf
http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/kiyo/AN0021395X/HLJ_32-4_178.pdf
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 （4）論説 

                                    

＊以下の論説、時事評論その他に関し、現時点（平成 22 年 3 月 14 日現在）では、下記「雑

誌記事索引データベース」（皓星社）は未見。いずれ確認の予定61。 

〈http://www.annex-net.jp/ks1_auth/authorize.php〉 

〈http://pro.maruzen.jp/ln/ec/ec_kousei01.html〉 

〈http://zassaku-plus.com/authorize.php〉 

＊「滞独中の学的教養」としては、矢田一男（1904～1966）「明治時代のローマ法教育（1）」

『法学新報』第 44 巻第 3 号（昭和 9 年 3 月刊）99 頁所載のものを参照（前掲「（1） 著

書 明治 30（1897）年（学位論文）」（? 頁以下）、後掲「（9）独訳日本幕末維新史書

（『近世史略』）」（? 頁以下）に記載。）。 

＊『「法律学 経済学 内外論叢」「京都法学会雑誌」総目録』（京都大学経済学部調査資

料室、昭和 59 年 3 月刊（調査資料室 No.8））参照。 

『法律学 経済学 内外論叢』:  

〈http://www.lib.kagawa-u.ac.jp/www1/kambara/tenji2001/sokan31.html〉 

＊『法学部創立百周年記念 総索引 内外論叢 京都法学会雑誌 法学論叢』（京都大学法学

会、平成 17 年 10 月 20 日刊）参照。 

＊千賀博士は、『法律学 経済学 内外論叢』（第 1 巻第 6 号～第 5 巻第 6 号、明治 35（1902）

年 2 月刊～同 39（1906）年 12 月刊）には、寄稿しておらず、『京都法学会雑誌』第 1 巻

第 2 号（明治 39 年 2 月刊）掲載論説が、京大関係法学雑誌での嚆矢か。このことにつき、

桜田忠衛「法律学 経済学 内外論叢」と「京都法学会雑誌」」『「法律学 経済学 内外論

叢」「京都法学会雑誌」総目録』（京都大学経済学部調査資料室、昭和 59 年 3 月刊（調

査資料室 No.8））5、6 頁参照。 

                                                                                                                                                         

・吉原達也編「千賀鶴太郎博士述『羅馬法講義』（3）」（第 1 編 総則（総論） 第 3 章 物、第 4 章 法

律事実及び権利）『広島法学』第 33 巻第 1 号（平成 21 年 6 月 30 日刊）（横書）97～118 頁 

〈http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/kiyo/AN0021395X/HLJ_33-1_64.pdf〉 

・吉原達也編「千賀鶴太郎博士述『羅馬法講義』（4）」（第 1 編 総則（総論） 第 5 章 法律行為）『広

島法学』第 33 巻第 2 号（平成 21 年 10 月 30 日刊）（横書）181～198 頁 

〈http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/kiyo/AN0021395X/HLJ_33-2_136.pdf〉 

・吉原達也編「千賀鶴太郎博士述『羅馬法講義』（5） 完」（第 2 編 物権 第 1 章 占有、第 2 章 所有権、

あとがき）『広島法学』第 33 巻第 3 号（平成 22 年 1 月 22 日刊）（横書）71～97 頁 

〈http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/kiyo/AN0021395X/HLJ_33-3_128.pdf〉 

60 『瀧川文庫目録―名古屋大学法学部所蔵― 第 2 分冊（和書・本文篇）』（名古屋大学法学部、昭和

62 年 2 月 28 日刊）419 頁（「ノート類」）、『立命館大学図書館蔵末川文庫目録』（立命館大学図書

館、平成 2 年 4 月 30 日刊）各参照。 

61 平成 22（2010）年 6 月 4 日閲覧の「雑誌記事索引集成データベース」では、千賀博士分 128 件が記

載されている。個々については、今後検討の予定でいる。（平成 22 年 6 月 5 日追加）  

http://www.annex-net.jp/ks1_auth/authorize.php
http://pro.maruzen.jp/ln/ec/ec_kousei01.html
http://zassaku-plus.com/authorize.php
http://www.lib.kagawa-u.ac.jp/www1/kambara/tenji2001/sokan31.html
http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/kiyo/AN0021395X/HLJ_33-1_64.pdf
http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/kiyo/AN0021395X/HLJ_33-2_136.pdf
http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/kiyo/AN0021395X/HLJ_33-3_128.pdf
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＊『京都法学会雑誌』創刊: 明治 39（1906）年 1 月 31 日刊62。『法律学 経済学 内外論

叢』と『京都法学会雑誌』の関係経緯については、『京都法学会雑誌』第 2 巻第 2 号（明

治 40 年 2 月 25 日刊）～同巻第 5 号（明治 40 年 6 月 25 日刊）表紙裏掲載の「公告」、

同誌第 2 巻第 3 号（明治 40 年 4 月刊）掲載「雑報」88 頁の他、前掲桜田忠衛「「法律学 

経済学 内外論叢」と「京都法学会雑誌」」『「法律学 経済学 内外論叢」「京都法学会雑

誌」総目録』（京都大学経済学部調査資料室、昭和 59 年 3 月刊（調査資料室 No.8））5、

6 頁等各参照。なお、櫻田忠衛『経済資料調査論の構築 : 京都大学経済学部での試み』（文

理閣、平成 23 年 2 月刊）が刊行されているようであるが未見（この部分、平成 23 年 9 月

25 日追加） 

＊『国際法外交雑誌』関係分については、下記のとおりである。 

・『国際法外交雑誌総索引（自第 1 巻～第 100 巻）』（国際法学会編、平成 17 年 9 月 30

日刊）。また、下記サイト『国際法外交雑誌』に、全号表紙（目次）の掲載あり。これら

によれば、千賀博士は執筆しておらず。ただし、「評議員千賀鶴太郎氏ノ逝去」『国際法

外交雜誌』第 28 巻第 6 号（原本未見。上記『国際法外交雑誌総索引（自第 1 巻～第 100

巻）』612 頁、皓星社「雑誌記事索引集成データベース」（千賀鶴太郎 No.121））あり。（平

成 22 年 6 月 15 日追加） 

〈http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsil/journal_page/index_jrnl.html〉 

・『国際法外交雑誌』復刻版の刊行: 〈http://www.bunsei.co.jp/denshi/ildm.htm〉 

・『国際法雑誌』（明治 35（1902）年 2 月 11 日創刊、「発刊の辞」あり、〈第 1 巻〉第

1 号）、『国際法外交雑誌』（大正元（1912）年 10 月 25 日刊、第 11 巻第 1 号より改題、

「改題ノ辞」あり。）～最新号: 第 107 巻第 1 号（2008 年度、平成 20（2008）年 5 月 20

                                                   
62 『京都法学会雑誌』の刊行分中、第 1 巻（11 号分、明治 39（1906）年分）及び第 2 巻（10 号分、明

治 40（1907）年分）の刊行状況は、やや判りにくいので、以下に記載しておく。なお、第 3 巻（明治

41（1908）年分）以降は、終刊となる第 13 巻（大正 7（1918）年分）まで、月刊（6 号で 1 巻）を維持。

なお、後掲桜田忠衛論稿 4、5 頁参照。 

第 1 巻（11 号分、明治 39（1906）年分）                       

・第 1 巻 1 号: 明治 39 年 1 月 31 日刊、・第 1 巻 2 号: 明治 39 年 2 月 25 日刊、 

・第 1 巻 3 号: 明治 39 年 3 月 25 日刊、・第 1 巻 4 号: 明治 39 年 4 月 25 日刊、 

・第 1 巻 5 号: 明治 39 年 5 月 25 日刊、・第 1 巻 6 号: 明治 39 年 6 月 25 日刊、 

・第 1 巻 7 号: 明治 39 年 8 月 1 日刊、 ・第 1 巻 8 号: 明治 39 年 9 月 1 日刊、 

・第 1 巻 9 号: 明治 39 年 10 月 1 日刊、・第 1 巻 10 号: 明治 39 年 11 月 18 日刊、 

・第 1 巻 11 号: 明治 39 年 12 月 20 日刊                       

第 2 巻（10 号分、明治 40〈1907〉年分）（表紙、奥付には「毎月 1 回 1 日発行」とある。） 

・第 2 巻 1 号: 明治 40 年 1 月 25 日刊、・第 2 巻 2 号: 明治 40 年 3 月 15 日刊、 

・第 2 巻 3 号: 明治 40 年 4 月 10 日刊、・第 2 巻 4 号: 明治 40 年 5 月 10 日刊、 

・第 2 巻 5 号: 明治 40 年 6 月 25 日刊、・第 2 巻 6 号: 明治 40 年 7 月 15 日刊、 

・第 2 巻 7 号: 明治 40 年 8 月 10 日刊、・第 2 巻 8 号: 明治 40 年 9 月 15 日刊、 

・第 2 巻 9 号: 明治 40 年 11 月 1 日刊、・第 2 巻 10 号: 明治 40 年 12 月 5 日刊 

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsil/journal_page/index_jrnl.html
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日刊） 

                                     

明治 38（1905）年 

・開戦ノ時点 『日本法政新誌』第 9 巻第 8 号（通巻第 98 号、明治 38 年 8 月 6 日刊）1

～13 頁 

・公法的地役権ノ性質 『日本法政新誌』第 9 巻第 12 号（通巻第 102 号、明治 38 年 12

月 6 日刊）1～8 頁 

明治 39（1906）年（［ ］: 原典には記載なし。） 

・家屋税問題ノ仲裁々判［1］ 『京都法学会雑誌』第 1 巻第 2 号（明治 39 年 2 月刊）15

～27 頁 

・家屋税問題ノ仲裁々判（承前）［2］ 『京都法学会雑誌』第 1 巻第 3 号（明治 39 年 3

月刊）20～34 頁 

・清国ハ国際社会ノ中ニ在リ 『日本法政新誌』第 10 巻第 11 号（通巻第 113 号、明治

39 年 11 月 6 日刊）1～14 頁 

明治 41（1908）年（［ ］: 原典には記載なし。） 

・国際公法ノ欠点ヲ論シテ排日問題ニ及フ 『京都法学会雑誌』第 3 巻第 1 号（明治 41

年 1 月刊）1～24 頁 

・一部主権国ト云ヘル新術語ヲ批駁ス［1］ 『京都法学会雑誌』第 3 巻第 7 号（明治 41

年 7 月刊）1～8 頁 

・一部主権国ト云ヘル新術語ヲ批駁ス（承前）［2］ 『京都法学会雑誌』第 3 巻第 8 号

（明治 41 年 8 月刊）21～35 頁 

・一部主権国ト云ヘル新術語ヲ批駁ス（承前）［3・完］ 『京都法学会雑誌』第 3 巻第 9

号（明治 41 年 9 月刊）41～48 頁 

・一部主権国と云へる新術語を批駁す（時論観） 『法学新報』第 18 巻第 11 号（明治

41 年 12 月 1 日刊。『東京大学法学部附属明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌目次総覧』第 36 巻

（憲政編）（大空社、平成 6〈1994〉年 5 月 24 日刊。151 頁に拠る。原本未見。） 

明治 42（1909）年（［ ］: 原典には記載なし。）                

・高橋博士著ノ国際公法ノ中余ノ所見ト異ナル点ニ就キテ［1］ 『京都法学会雑誌』第 4

巻第 5 号（明治 42 年 5 月刊）19～31 頁（本文冒頭に「第一 博士ノ下セル国際公法ノ定

義」、末尾に「（第一終）」とある。）63 

・高橋博士著ノ国際公法ノ中余ノ所見ト異ナル点ニ就キテ〔2〕 『京都法学会雑誌』第 4

巻第 11 号（明治 42 年 11 月刊）1～11 頁（本文表題下に「4 巻 5 号ノ続」、本文冒頭に

「第二 国際公法ノ淵源ニ就キ博士ノ下セル定義」、本文末尾に「（第二、終）」とある。） 

明治 44（1911）年（［ ］: 原典には記載なし。マンチニー「ノ」:「の」意） 

・マンチニーノ民族主義［1］ 『京都法学会雑誌』第 6 巻第 12 号（明治 44 年 12 月刊）

                                                   
63 高橋博士とは、高橋作衛博士（1867～1920）とのこと。同博士については、末川博（1892～1977）・

我妻栄（1897～1973）「対談 日本の法学者を語る・蒲郡対談・連載第 5 回・完」『法学セミナー』第

180 号（昭和 46 年 2 月 1 日刊）79、80 頁参照。 
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14～29 頁（マンチニー［ﾏﾏ］ ⇒マンチーニ: 1817～1888。下記も同じ。） 

・〈彙報〉京都法学会大会: 「マンチニー」ノ民族主義（千賀教授） 『京都法学会雑誌』

第 6 巻第 12 号（明治 44 年 12 月刊）138、139 頁（法学会大会〈明治 44 年 10 月 28 日開

催〉の講演要旨）64 

明治 45/大正元（1912）年（［ ］: 原典には記載なし。マンチニー「ノ」:「の」意） 

・マンチニーノ民族主義［2・完］ 『京都法学会雑誌』第 7 巻第 1 号（明治 45 年 1 月刊）

62～73 頁（表紙目次に「承前」、本文表題下に「（前号ノ続キ）」とある。） 

・高橋博士著ノ国際公法ノ中余ノ所見ト異ナル点ニ就キテ［3］ 『京都法学会雑誌』第 7

巻第 4 号（明治 45 年 4 月刊）1～7 頁（本文表題下に「（第 4 巻第 11 号ノ続キ）」、本

文冒頭に「三 国際公法ノ主体ニ就キ博士ノ説ヲ批駁ス」、本文末尾に「（第三、終）」と

ある。） 

・高橋博士著ノ国際法論ノ中余ノ所見ト異ナル点ニ就キテ［4］ 『京都法学会雑誌』第 7

巻第 9 号（大正元年 9 月刊）42～49 頁（表紙目次、本文表題下に「（第 7 巻第 4 号続）」、

本文冒頭に「四 博士ノ対内主権ト対外主権トノ説ヲ批駁ス」、本文末尾に「（四、終）」

とある。） 

大正 2（1913）年（［ ］: 原典には記載なし。） 

・高橋博士（ﾏﾏ）ノ国際法論ノ中余ノ所見ト異ナル点ニ就キテ［5］ 『京都法学会雑誌』

第 8 巻第 2 号（大正 2 年 2 月刊）85～94 頁（本文冒頭に「五 高橋博士の所謂領海テフ術

語ヲ批駁ス」、本文末尾に「（五、終）」とある。） 

・高橋博士（ﾏﾏ）ノ国際法論ノ中予（ﾏﾏ）ノ所見ト異ナル点ニ就キテ［6・完］ 『京都

法学会雑誌』第 8 巻第 9 号（大正 2 年 9 月刊）84～92 頁（本文表題下に「（第 8 巻第 2

号続）」、本文冒頭に「六 高橋博士ノ基本権ノ説ヲ批駁ス」、本文末尾に「（六、終）」

とある。） 

大正 3（1914）年 

・高橋博士著ノ干渉ノ説ヲ批駁ス（高橋博士国際法論批駁其 7） 『京都法学会雑誌』第

9 巻第 2 号（大正 3 年 2 月刊）65～79 頁（本文表題下に「（第 8 巻第 9 号続）」とある。） 

・高橋博士ノ国際条約ノ性質ニ関スル説ヲ批駁ス（高橋博士国際公法（ﾏﾏ）論批駁其 8） 

 『京都法学会雑誌』第 9 巻第 8 号（大正 3 年 8 月刊）56～68 頁 

・条約締結ノ脅迫ニ就キテ高橋博士ノ説ヲ批駁ス（高橋博士著国際（ﾏﾏ）論批駁其 9） 『京

都法学会雑誌』第 9 巻第 11 号（大正 3 年 11 月刊）104～116 頁 

大正 4（1915）年 

・批准ニ就キテ高橋博士ノ説ヲ批駁ス（高橋博士著国際法論批駁其 10） 『京都法学会雑

誌』第 10 巻第 3 号（大正 4 年 3 月刊）84～106 頁（本文末尾に「（批駁第十終）」とあ

る。） 

・列国共通ノ利益ト国際公法トノ関係 『京都法学会雑誌』第 10 巻第 11 号（大正 4 年

11 月刊、大礼記念号）207～228 頁（大正天皇即位の礼: 同年 11 月 10 日） 

                                                   
64 ・屋嘉比収『〈近代沖縄〉の知識人 島袋全発の軌跡』（吉川弘文館、平成 22 年 3 月 1 日刊）62～69

頁参照。マ氏: 〈http://en.wikipedia.org:80/wiki/Pasquale_Stanislao_Mancini〉 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pasquale_Stanislao_Mancini
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大正 5（1916）年 

・批准拒否ノ理由ニ就キテ高橋博士ノ説ヲ批駁ス（高橋博士著国際法論批駁其 11 

 『京都法学会雑誌』第 11 巻第 3 号（大正 5 年 3 月刊）31～51 頁（本文末尾に「（批駁

十一終）」とある。） 

・国際条約ノ学理的解釈ニ就キ高橋博士及ホールノ説ヲ批駁ス（高橋博士著国際法論批駁

其 12） 『京都法学会雑誌』第 11 巻第 7 号（大正 5 年 7 月刊）1～20 頁（本文末尾に「（批

駁十二終）」とある。） 

大正 6（1917）年（〔 〕: 原典には記載なし。） 

・国家ノ獲得権ニ就キテ高橋博士ノ説ヲ批駁ス（高橋博士著国際法論批駁其 13） 『京都

法学会雑誌』第 12 巻第 1 号（大正 6 年 1 月刊）16～27 頁（本文末尾に「（批駁十三終）」

とある。） 

・国家の基本権〔1〕 『京都法学会雑誌』第 12 巻第 7 号（大正 6 年 7 月刊）651～17 頁 

大正 7（1918）年 

・国家の基本権（2） 『京都法学会雑誌』第 13 巻第 2 号（大正 7 年 2 月刊）15～49 頁

（表紙題名に「（2）」、本文題名に「（第十二号第七号ノ続キ）」とある。） 

・国家の基本権（3・完） 『京都法学会雑誌』第 13 巻第 12 号（大正 7 年 12 月刊）47

～81 頁（本文表題に「（3、完 第十三号第二号ノ続キ）」とある。） 

（参考）『京都法学会雑誌』 ⇒第 13 巻第 12 号（大正 7 年 12 月刊）で終刊、翌大正 8（1919）

年 1 月より、『法学論叢』として改題発行。 

大正 8（1919）年 

・国際条約ト国際法規トノ関係ニ就キテウルマンノ説ヲ批駁ス 『法学論叢』第 1 巻第 5

号（大正 8 年 5 月刊）1～19 頁 

大正 11（1922）年 

・羅馬法研究の必要 『太陽』第 28 巻第 14 号（大正 11 年 12 月 1 日刊〈11 月 29 日印刷

納本〉）112～118 頁（下記「（7） 時事評論 イ『太陽』」欄〈28 頁〉と重複掲載）（『web

版日本近代文学館』（太陽） 〈http://yagi.jkn21.com/〉参照）（本稿 2（16）＊2 に全文

入力済。） 

                                    

  

                                                   
65 （参考）「時論梗概 国家の基本権 千賀博士」『日本法政新誌』（再刊）第 1 巻第 4 号（大正 6 年 7

月 20 日刊）65～67 頁参照。 

http://yagi.jkn21.com/
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 （5）追悼文                             

                                    

大正 13（1924）年 

・「回想談」『小松原英太郎君事略』（小松原英太郎君伝記編纂実行委員会、大正 13 年

11 月 30 日刊。復刻本: 大空社、伝記叢書 55、昭和 63 年 10 月 25 日刊。小松原英太郎: 1852

～1919）〈https://dl.ndl.go.jp/pid/1019762〉（本稿 2（16）＊3 に全文入力済。） 

昭和 5（1930）年 

・「組織的材幹」（「山縣元帥追憶百話」中の一つ）入江貫一（1879～1955）『山縣公のおも

かげ 附 追憶百話』66（増補再版、偕行社編纂部、昭和 5 年 6 月 25 日刊）358～359 頁。

最近山口県周南市マツノ書店復刻本あり、平成 21〈2009〉年 4 月 20 日刊。山縣有朋: 1838

～1922（大正 11 年 2 月 1 日逝去、85 歳））〈https://dl.ndl.go.jp/pid/1908865〉（本稿 2

（16）＊4 に全文入力済。）。 

                                    

  

                                                   
66 入江貫一『山縣公のおもかげ』初版は、「博文館、大正 11 年 9 月 8 日刊」であるが、ここには、「山

縣元帥追憶百話」は掲載されておらず、山縣元帥の一周年祭までに出版したいとの考えで、諸氏（大森

鍾一氏（195～269 頁）他）に追憶原稿を依頼したという。「山縣元帥追憶百話 大正十一年十月 山縣

老公三百日祭 編者謹誌」の「はしがき」（183～189 頁）がある。ただし、増補再版刊行は、何故か昭

和 5 年 6 月 25 日刊となっている。一周年祭時に別冊で作成されたか否かは不明。なお、伊藤 隆（1932

～ ）「『山縣公のおもかげ』を推す」参照。〈http://www.matuno.com/bookimage/44238.htm〉（マ

ツノ書店復刻本に再掲。） 

https://dl.ndl.go.jp/pid/1019762
https://dl.ndl.go.jp/pid/1908865
http://www.matuno.com/bookimage/44238.htm
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 （6）『同人社文学雑誌』（東京 同人社刊）67所収論稿 

                                    

・『東京大学法学部附属明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌目次総覧』第 1 巻（総合編）（大空社、

平成 5〈1993〉年 5 月 22 日刊）参照。 

                                    

明治 12（1879）年 

・弥爾幼児ノ教育 『同人社文学雑誌』第 37 号（明治 12（1879）年 12 月 26 日刊）（弥

爾: ミル、1806～1873）2 葉表～7 葉表 

明治 15（1882）年 

・拿破翁言行 『同人社文学雑誌』第 74 号（明治 15（1882）年 4 月 10 日刊）（拿破翁: 

ナポレオン、1769～1821）7～12 頁 

・哲学史講義 『同人社文学雑誌』第 75 号（明治 15（1882）年 4 月 20 日刊）13～19 頁 

・哲学史講義 『同人社文学雑誌』第 77 号（明治 15（1882）年 5 月 20 日刊）7～13 頁 

・埃蘇巴氏寓言 『同人社文学雑誌』第 77 号（明治 15（1882）年 5 月 20 日刊）17～20

頁（埃蘇巴: イソップ、前 619～564 頃） 

・埃蘇巴氏寓言 『同人社文学雑誌』第 79 号（明治 15（1882）年 6 月 20 日刊）18～20

頁 

・哲学史講義 第三 『同人社文学雑誌』第 87 号（明治 15（1882）年 12 月 10 日刊）8

～14 頁 

                                    

  

                                                   
67 『明治雑誌目次総覧』第 4 巻（書誌書目シリーズ 21）（ゆまに書房、昭和 60 年 10 月 25 日刊）（「同

人社文学雑誌」: 351～369 頁）参照。 

・中村敬宇（正直、1832～1891）関係:  

〈http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9D%91%E6%AD%A3%E7%9B%B4〉 

・同人社関係: 矢田一男（1904～1966）「明治時代のローマ法教育（1）」『法学新報』第 44 巻第 3 号

（昭和 9 年 3 月刊）98 頁は、「同人社」にわざわざ「ドウニンシャ」とルビを振っている。同社の塾名

について、大久保利謙（1900～1995）『幕末維新の洋学 大久保利謙著作集 7』（吉川弘文館、昭和 61

年 8 月 10 日刊）253、254 頁参照。 

〈http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8C%E4%BA%BA%E7%A4%BE〉 

・『同人社文学雑誌』関係: 明治 9（1876）年 7 月創刊、最初月刊、後に半月刊、明治 16（1883）年 5

月第 92 号で休刊。なお、千賀博士は同誌最後の編集長である（高橋昌郎（1921～）『中村敬宇』（吉川

弘文館、昭和 41 年 10 月 10 日刊）207 頁）。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9D%91%E6%AD%A3%E7%9B%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8C%E4%BA%BA%E7%A4%BE
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 （7）時事評論等                             

                                     

  ア 『外交時報』（東京 外交時報社刊）68所収論稿 

                                    

明治 38（1905 年） 

・日露平和克復の条件ニ就キ挙国一致ヲ望ム 外交時報第 8 巻第 6 号（第 91 号、明治 38

年 6 月 10 日刊）47 頁（明治 37 年 11 月倉敷で行った講演速記録。『外交時報総目次・執

筆者索引－戦前編 ―』43 頁） 

・露国ノ禁制品項目ト綿花 外交時報第 8 巻第 9 号（第 94 号、明治 38 年 9 月 10 日刊）

71 頁（『外交時報総目次・執筆者索引－戦前編 ―』44 頁） 

・日英同盟新協約ヲ論ス 外交時報第 8 巻第 11 号（第 96 号、明治 38 年 11 月 10 日刊）

38 頁（明治 38 年 10 月 28 日京都市教育会総集会での演説速記録。『外交時報総目次・執

筆者索引－戦前編 ―』45 頁） 

                                    

  

                                                   
68 ・〈http://www.s-ito.jp/alternate/research/db.html#bibliography〉参照。 

・『外交時報』は、明治 31（1898）年 2 月 11 日創刊、平成 10（1998）年 9 月 10 日刊の第 1351 号（1998

年 9 月号）で休刊。 

・伊藤信哉（1969～）編著『外交時報総目次・執筆者索引－戦前編 ― 1898 年（明治 31）2 月第 1 号

～ 1945 年（昭和 20） 4 月第 956 号』（日本図書センタ－、平成 20 年 4 月 25 日刊）

〈http://www.tkfd.or.jp/research/news.php?id=291〉に拠る。原本全部未見。 

http://www.s-ito.jp/alternate/research/db.html#bibliography
http://www.tkfd.or.jp/research/news.php?id=291
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  イ 『太陽』（東京 博文館刊）69所収論稿 

                                    

大正 2（1913）年 

・一国臣民の他国に対する地位 『太陽』第 19 巻第 14 号（大正 2（1913）年 11 月 1 日

刊）131 頁 

大正 3（1914）年 

・学界評論 大庭君の論評に対する答弁 『太陽』第 20 巻第 2 号（大正 3（1914）年 2 月

1 日刊）38～41 頁（大庭君の論評: 大庭柯公70（1872～1924? ）「学界評論（1） 日本の

国際法学者」『太陽』第 20 巻第 1 号（大正 3 年 1 月 1 日刊）42～50 頁） 

・法律の見たる航空機 『太陽』第 20 巻第 2 号（大正 3（1914）年 2 月 1 日刊）65 頁 

・（参考）半狂学人71「学界評論 京都法科大学教授」『太陽』第 20 巻第 3 号（大正 3（1914）

年 3 月 1 日刊）181～186 頁（181、182 頁に「千賀鶴太郎博士論」あり。） 

・普国の教育制度を論じて大学自治問題に及ぶ 『太陽』第 20 巻第 5 号（大正 3（1914）

年 5 月 1 日刊）69 頁 

・国民の政治思想と代議政治 『太陽』第 20 巻第 9 号（大正 3（1914）年 7 月 1 日刊）

124 頁 

・欧州戦乱の法理及政略上の観察 『太陽』第 20 巻第 11 号（大正 3（1914）年 9 月 1 日

                                                   
69 ・『太陽』: 創刊: 明治 28（1895）年 1 月 5 日第 1 巻第 1 号刊～廃刊: 昭和 3（1928）年 2 月第 34

巻第 2 号刊、博文館刊行 

・『東京大学法学部附属明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌目次総覧』第 5 巻（総合編）（大空社、平成 5（1993）

年 5 月 22 日刊。『太陽』第 14 巻第 1 号～第 27 巻第 14 号）、同第 6 巻（総合編）（大空社、平成 5（1993）

年 5 月 22 日刊。『太陽』第 28 巻第 1 号～第 34 巻第 2 号、「人名索引」（ただし一部に誤植あり。））

に拠る。原本一部未見（閲覧済のもの: ＊）。 

・『太陽総目次・執筆者索引』（編集・刊行 日本近代文学館、平成 11 年 12 月 20 日刊） 

〈 http://www.books-yagi.co.jp/pub/cgi-bin/bookfind.cgi?cmd=d&mc=m&kn0=20&ks0=4-8406-0016-3

&pr=&kw=15〉 

・『web 版日本近代文学館』（『太陽』、同誌掲載の「千賀鶴太郎」論稿 30 件。）〈http://yagi.jkn21.com/〉

参照。 

・『太陽』関係: 〈http://yagi.jkn21.com/kindai_world/taiyo/taiyo_world.html〉、 

〈http://www.wako.ac.jp/souken/touzai07/tz0726.pdf〉 

・「千賀鶴太郎教授詮衡の際には外交史を担任せしめる予定であったが、外交史は第一学年の科目とし

ては不適当であつたと同時に、必須科目である羅馬法の担任者がなかつたので、同法に関し同教授が得

るところ最も多かつたのを以て専任教授の就任を見るまで、その講座を担任せしめられた。」『京都帝

国大学史』（京都帝国大学、昭和 18 年 12 月 20 日刊）（第 2 編 学部及研究所 第 1 章 法学部 第 2 節 沿

革の大要: 88、89 頁参照。） 

70 大庭柯公: （平成 25 年 1 月 23 日追加）

〈http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%BA%AD%E6%9F%AF%E5%85%AC〉 
71 「半狂学人」は一般には齋藤修一郎（1855～1910）の雅号として知られるが、この時点では同人は既

に故人であり、現時点では人物不特定。〈http://www4.plala.or.jp/kawa-k/saito/syuu6.htm〉（平成 25 年

1 月 23 日追加） 

http://www.books-yagi.co.jp/pub/cgi-bin/bookfind.cgi?cmd=d&mc=m&kn0=20&ks0=4-8406-0016-3&pr=&kw=15
http://www.books-yagi.co.jp/pub/cgi-bin/bookfind.cgi?cmd=d&mc=m&kn0=20&ks0=4-8406-0016-3&pr=&kw=15
http://yagi.jkn21.com/
http://yagi.jkn21.com/kindai_world/taiyo/taiyo_world.html
http://www.wako.ac.jp/souken/touzai07/tz0726.pdf
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%BA%AD%E6%9F%AF%E5%85%AC
http://www4.plala.or.jp/kawa-k/saito/syuu6.htm
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刊）110 頁 

・欧州戦乱破裂の理由 『太陽』第 20 巻第 12 号（大正 3（1914）年 10 月 1 日刊）86 頁 

大正 4（1915）年 

・戦争の将来観 『太陽』第 21 巻第 2 号（大正 4（1915）年 2 月 1 日刊）92 頁 

・民主主義と開戦 『太陽』第 21 巻第 4 号（大正 4 年 4 月 1 日刊）78 頁 

大正 5（1916）年 

・日英同盟の前途 『太陽』第 22 巻第 5 号（大正 5（1916）年 5 月 1 日刊）87 頁（神戸

正雄（1877～1959）、仲小路廉（1865～1924）、鎌田栄吉（1857～1934）、林毅陸（1872

～1950）の諸氏と。） 

・（日露新協約特集）日露新協約と新三国同盟 『太陽』第 22 巻第 10 号（大正 5（1916）

年 8 月 1 日刊）101 頁 

・公娼の利害 『太陽』第 22 巻第 14 号（大正 5（1916）年 12 月 1 日刊）93 頁 

大正 6（1917）年 

・戦後の独逸と日独新関係 『太陽』第 23 巻第 7 号（大正 6（1917）年 6 月 15 日刊）237

～243 頁（博文館創業三十周年紀念増刊） 

・日本の欧州戦乱に対する地位 『太陽』第 23 巻第 12 号（大正 6（1917）年 10 月 1 日

刊）2 頁 

（参考）浅田江村（1875～? ）「千賀博士の『日本の欧州戦乱に対する地位と連合国の現

状』（時局の印象）」 『太陽』第 23 巻第 13 号（大正 6（1917）年 11 月 1 日刊）2 頁 

・高等文官登庸試験統一論 『太陽』第 23 巻第 14 号（大正 6（1917）年 12 月 1 日刊）

85 頁 

大正 7（1918）年 

・日本軍艦の烏港派遣を論ず（帝国外交の大失敗） 『太陽』第 24 巻第 3 号（大正 7（1918）

年 3 月 1 日刊）154 頁（烏港: ウラジオストック） 

・（西伯利亜出兵特集）日本西伯利亜出兵論 『太陽』第 24 巻第 4 号（大正 7（1918）

年 4 月 1 日刊）88 頁 

・永遠平和の理想 『太陽』第 24 巻第 8 号（大正 7（1918）年 6 月 15 日刊）22 頁（博

文館創業三十一周年紀念増刊 世界乃再造） 

・日支軍事協約 『太陽』第 24 巻第 9 号（大正 7（1918）年 7 月 1 日刊）84 頁 

・寺内内閣の攻撃と政界の前途 『太陽』第 24 巻第 12 号（大正 7（1918）年 10 月 1 日

刊）122 頁 

・独逸外交の拙劣（講和提議の失態） 『太陽』第 24 巻第 13 号（大正 7（1918）年 11

月 1 日刊）56 頁 

大正 8（1919）年 

・恒久平和の準備条件 『太陽』第 25 巻第 1 号（大正 8 年 1 月 1 日刊）97 頁 

・国際連盟規約と日本の利害 『太陽』第 25 巻第 10 号（大正 8（1919）年 8 月 1 日刊）

65 頁 

・新借款と対支政局の前途 『太陽』第 25 巻第 12 号（大正 8（1919）年 10 月 1 日刊）

54 頁 
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・物価調節の根本大策（一名金貨本位廃止論） 『太陽』第 25 巻第 14 号（大正 8（1919）

年 12 月 1 日刊）32 頁 

（参考 1）法学博士 千賀鶴太郎氏談「物価調節新策」『大阪新報』大正 8 年 11 月 19 日

（神戸大学新聞記事文庫 物価（7-088）） 

〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10021574&TYP

E=HTML_FILE&POS=1〉（平成 24 年 10 月 18 日追加） 

（参考 2）靳明全（重慶師範大学文学院）「朱執信と千賀鶴太郎の貨本位論」『重慶師範大

学学報（哲学社会科学版）』2012 年第 1 期（朱執信: 1885～1920）（平成 24 年 10 月 18 日

追加） 

（参考 3）卓遵宏（国史館前纂修兼主任秘書）「中山先生倡導錢幣革命與國家發展（1912-1937

年）」『中山先生建國宏規與實踐』（財団法人中華民国中山学術文化基金会、2011（平成

23 年）年 10 月刊）353～382 頁（平成 24 年 10 月 21 日梁添盛博士の御示教に拠る。平成

24 年 10 月 22 日追加） 

（其詳細出版情報，可參照下列網站: ） 

〈http://www.sanmin.com.tw/tryread.asp?isbn=986875300）（內頁 1、9、10） 

〈http://www.bodbooks.com.tw/viewitem.aspx?prodno=3258） 

〈http://syscf.org.tw/indexhome/0300-100years/pdf/0315.pdf）（8 頁） 

大正 9（1920）年 

・選挙法の根本改正 『太陽』第 26 巻第 2 号（大正 9 年 2 月 1 日刊）52 頁 

・西伯利亜駐兵問題 『太陽』第 26 巻第 9 号（大正 9 年 8 月 1 日刊）59 頁 

大正 10（1921）年 

・軍備制限問題に就て 『太陽』第 27 巻第 4 号（大正 10 年 4 月 1 日刊）18 頁 

・軍備制限問題に就て 『太陽』第 27 巻第 5 号（大正 10 年 5 月 1 日刊）122 頁 

大正 11（1922）年 

・羅馬法研究の必要 『太陽』第 28 巻第 14 号（大正 11（1922）年 12 月 1 日刊）112 頁

（上記「（4）論説」項目と重複して掲載。本稿 2（16）＊2〈64 頁）に全文入力済。） 

                                    

  

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10021574&TYPE=HTML_FILE&POS=1
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10021574&TYPE=HTML_FILE&POS=1
http://www.sanmin.com.tw/tryread.asp?isbn=986875300
http://www.bodbooks.com.tw/viewitem.aspx?prodno=3258
http://syscf.org.tw/indexhome/0300-100years/pdf/0315.pdf
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  ウ その他諸雑誌所収論稿 

（｢東京大学法学部附属明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌目次総覧』以外の出所で未見のものは、

「（調査中）」とした。｣ 

                                    

明治 9（1876）年                             

・「外債ハ募金ノ良法タルヲ論ス」『草莽雑誌』第 5 号（明治 9 年 6 月 29 日刊）4 裏～9

表（未見。『草莽雑誌』72第 1 号（明 9.3）～第 6 号（明 9.7）/自主社）。「国会図書館の

デジタル化資料」〈http://dl.ndl.go.jp/#classic〉中の藤元直樹「幕末・明治初期雑誌目次

集覧」『参考書誌研究』第 65 号〈平成 18 年 10 月刊）129 頁に拠る。）（平成 24 年 2 月

23 日追加） 

明治 36（1903）年 

・（調査中）国際条約ヲ論ス 『法学針誌』73第 17 号～第 19 号（『明治・大正・昭和前

期雑誌記事索引集成 社会科学編（第 3 巻）』〈皓星社、平成 6 年 11 月 10 日刊）285 頁

に拠る。原本未見。） 

明治 37（1904）年 

・満洲問題に就て 『法政時論』（京都法政専門学校）第 4 巻第 3 号（明治 37 年 1 月 28

日刊）（『法政時論』には、「京都法政専門学校記事」、「京都帝国大学記事」等あり。

『東京大学法学部附属明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌目次総覧』第 36 巻（憲政編）〈大空社、

平成 6〈1994）年 5 月 24 日刊）440 頁に拠る。原本未見。） 

・公法上より観たる日露戦争（千賀博士講演: 58～62 頁） 『明治法学』第 68 号（明治

37 年 3 月 8 日刊）（同号表紙には、「日露戦争と法学者の意見（千賀、井上［密］、岡松［参

太郎］、織田［萬］、仁保［亀松］諸博士）」とある〈58～67 頁）。『大阪毎日新聞』の転載

のようであるが詳細不詳。） 

・日露戦争に対する意見（戦事評論、法学博士千賀鶴太郎君述） 『日露戦争実記』第 5

編（博文館、明治 37 年 3 月 23 日刊）（『東京大学法学部附属明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌

目次総覧』第 128 巻（軍事編）（大空社、平成 9（1997）年 7 月 20 日刊。140 頁に拠る。

原本未見。）（「国会図書館のデジタル化資料」〈http://dl.ndl.go.jp/#classic〉にあり。

未見。）（平成 24 年 2 月 15 日追加） 

・（調査中）俘虜 『法学針誌』第 34 号、第 35 号（『明治・大正・昭和前期雑誌記事索

引集成 社会科学編（第 3 巻）』〈皓星社、平成 6 年 11 月 10 日刊）288 頁に拠る。原本

未見。） 

明治 41（1908）年 

・（調査中）排日問題 『日本弁護士協会録事』第 116 号（明治 41 年 1 月 28 日刊（? ）。

原本未見。『明治・大正・昭和前期雑誌記事索引集成 社会科学編（第 3 巻）』（皓星社、

平成 6 年 11 月 10 日刊）295 頁に拠る。）（『日本弁護士協会録事』〈復刻版。明治編、

                                                   
72 『草莽雑誌』: 〈http://ci.nii.ac.jp/ncid/AN0040306X〉、〈http://ci.nii.ac.jp/ncid/AN00403070〉（平成

24 年 2 月 23 日追加） 

73 『法学針誌』については、井上密（1867～1916）講述、三浦裕史（1961～）編『大日本帝国憲法』

（日本立法資料全集 別巻 180、信山社出版、平成 12 年 9 月 20 日刊）中の「解説」382～383 頁参照。 

http://dl.ndl.go.jp/#classic
http://dl.ndl.go.jp/#classic
http://ci.nii.ac.jp/ncid/AN0040306X
http://ci.nii.ac.jp/ncid/AN00403070
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全 31 巻、別巻 1。ゆまに書房）現在第 21 巻（明治 40 年、第 115 号）まで刊行中。

〈http://www.yumani.co.jp/np/isbn/4843315672）参照。） 

明治 43（1910）年 

・余の修養法（論叢） 『弘道』第 221 号（日本弘道会事務所、明治 43 年 8 月 1 日刊）

12～13 頁。（端緒: 『東京大学法学部附属明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌目次総覧』第 9 巻（哲

学思想編）（大空社、平成 5（1993）年 7 月 24 日刊。338 頁）に拠る。本稿 2（16）＊1

に全文入力済。） 

大正 3（1914）年 

・欧州戦乱の法理的観察 『朝鮮公論』（朝鮮公論社、大正 3 年 9 月 1 日刊）（『東京大

学法学部附属明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌目次総覧』第 117 巻（外交編）（大空社、平成 9

（1997）年 2 月 24 日刊。62 頁）に拠る。原本未見。） 

・新大学令竝に新学位令 『日本及日本人』第 639 号（政協社、大正 3 年 9 月 20 日刊）

43 頁（『東京大学法学部附属明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌目次総覧』第 87 巻（総合編）（大

空社、平成 8（1996）年 2 月 23 日刊。300 頁）に拠る。原本未見。） 

大正 4（1915）年                              

・戦機論 『大日本』第 2 号第 3 号（大日本社、大正 4 年 3 月 1 日刊）32 頁（『東京大

学法学部附属明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌目次総覧』第 134 巻（総合編）（大空社、平成 9

（1997）年 9 月 29 日刊。378 頁）に拠る。原本未見。） 

大正 5（1916）年          

・記者・法学博士 千賀鶴太郎先生「一問一答」 『新理想主義』第 58 号（『第三帝国』

改題。大正 5（1916）年 1 月 5 日刊。『復刻版 新理想主義』（『復刻版 第三帝国』第 5 巻、

不二出版、昭和 59 年 1 月 20 日刊）あり。）16 頁（『『第三帝国』解説・総目次・索引』（不

二出版、昭和 59 年 2 月 29 日刊）130 頁では、「大正 5（1916）年 6 月 5 日刊」とあるが、

「1 月 5 日刊」の誤植。なお、同号 17 頁には、「記者、法学博士 市村光恵先生（1875～

1928）「一人一題」記事がある。） 

大正 6（1917）年                              

・試みに二案を提示せんか（「平和思想乎軍国思想乎 大戦後の世界思潮」16 氏中の一人

として） 『大日本』第 4 号第 2 号（大日本社、大正 6 年 2 月 1 日刊）51 頁（『東京大

学法学部附属明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌目次総覧』第 134 巻（総合編）（大空社、平成 9

（1997）年 9 月 29 日刊。435 頁）に拠る。原本未見。） 

・社会党反社会党の運命に決す（「諸家論叢 露国民主々義と侵略主義」20 氏中の一人と

して） 『大日本』第 4 号第 5 号（大日本社、大正 6 年 5 月 1 日刊）90 頁（『東京大学

法学部附属明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌目次総覧』第 134 巻（総合編）（大空社、平成 9（1997）

年 9 月 29 日刊。443 頁）に拠る。原本未見。） 

・日支政策実行の後に説くべし（「諸家論叢 亜細亜モンロー主義の解明」） 『大日本』

第 4 号第 7 号（大日本社、大正 6 年 7 月 1 日刊）91 頁（『東京大学法学部附属明治新聞

雑誌文庫所蔵雑誌目次総覧』第 134 巻（総合編）（大空社、平成 9（1997）年 9 月 29 日

刊。447 頁）に拠る。原本未見。） 

・（追加）（時観）中立船舶の拿捕 『法制時報』第 7 巻第 7 号（大正 6 年 7 月 20 日刊）

http://www.yumani.co.jp/np/isbn/4843315672
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30 頁（千賀鶴太郎「国家の基本権〔1〕」『京都法学会雑誌』第 12 巻第 7 号（大正 6 年

7 月刊）（1～17 頁）の抄録か。〔 〕: 原典には記載なし。）（平成 22 年 6 月 5 日追加） 

大正 7（1918）年                             

・「極東政策の真諦」『東方時論』第 3 巻第 9 号（大正 7 年 9 月刊）68～73 頁（「国会

図書館のデジタル化資料」〈http://dl.ndl.go.jp/#classic〉に拠る。）（平成 24 年 2 月 23

日追加） 

・（調査中）永久平和と諸問題 『大日本』第 5 号第 12 号（? ）（大日本社、大正 7 年

12（? ）月? 日刊）（『明治・大正・昭和前期雑誌記事索引集成 社会科学編（第 11 巻）』

（皓星社、平成 7 年 3 月 1 日刊）269 頁に拠る。原本未見。） 

大正 8（1919）年                              

・英米の覇権 『日本一』第 5 巻第 2 号（南北社、大正 8 年 2 月 1 日刊）28 頁（『東京

大学法学部附属明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌目次総覧』第 136 巻（総合編）（大空社、平成

9（1997）年 9 月 29 日刊。89 頁）に拠る。原本未見。） 

・（追加）（談叢）宗教自由問題ニ就テ 『法制時報』第 9 巻第 8（? ）号（大正 8 年 8

月 20 日刊。原本未見、『法制時報』第 9 巻「総目次」に拠る。）（? ）頁（（談叢）通頁

32 頁）（千賀鶴太郎「宗教自由問題と人種平等問題（国際連盟規約と日本の利害の一節）」

『六大新報』第 826 号（大正 8 年 8 月 24 日号）3～6 頁の抄録か。）（平成 22 年 6 月 5

日追加） 

大正 9（1920）年                              

・（調査中）西伯利亜撤兵と過激派の前途 『解放』第 2 巻第 6 号（解放社、大正 9 年 6

月 1 日刊）31～37 頁（『明治・大正・昭和前期雑誌記事索引集成 社会科学編（第 9 巻）』

（皓星社、平成 6 年 11 月 10 日刊）170 頁、「雑誌記事索引集成データベース」に拠る。

原本未見。）（平成 22 年 6 月 5 日一部修正） 

                                    

  

http://dl.ndl.go.jp/#classic
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  エ 新聞記事 

                                     

   （ア）一般紙（判明分。除「（イ） 神戸大学新聞記事文庫収蔵新聞論稿」分） 

                                     

（註 1）読売新聞社「ヨミダス歴史館」等で多数の記事が検索できるが省略中のところ、

平成 25 年 5 月 28 日一部採録した。詳細は乞参照。（「ヨミダス歴史館」

〈〈http://www.yomiuri.co.jp/rekishikan/〉7 件確認（平成 22 年 6 月 5 日件数（7 件）確

認追加、同 25 年 5 月 28 日一部修正） 

（註 2）・朝日新聞社「聞蔵（きくぞう）Ⅱビジュアル」に、平成 22（2010）年 4 月から、

「明治、大正期朝日新聞紙面データベース（DB）」が追加された。これにより、本稿の如

き目録類については、今後その作成方法の見直しが求められる。 

〈http://www.asahi.com/information/db/images/release130.pdf〉 

〈http://www.asahi.com/information/db/〉 

・上記につき、『朝日新聞』平成 22 年 4 月 6 日（火）12 版 14、15 面に特集記事あり。特

に、14 面五百旗頭薫准教授（1974～、キーワード監修者）の解説参照。 

・「聞蔵Ⅱビジュアル」では、千賀博士分として 20 件確認できる。（平成 22 年 6 月 5 日追

加） ⇒平成 23 年 7 月 12 日に、「※「聞蔵 II ビジュアル」（朝日新聞縮刷版）「千賀鶴太

郎」検索分」として追加。 

（註 3）・平成 23（2011）年 4 月 1 日より、『毎日新聞』のデータベース「毎索（マイサク）」

のサービスも開始されたが未調査。（平成 24 年 10 月 4 日追加） 

〈http://mainichi.jp/contents/edu/maisaku/） 

（註 4）・『京都日出新聞』（明治 30（1897）年 7 月 1 日創刊）については未調査。（平成

23 年 10 月 15 日追加） 

〈http://sinbun.ndl.go.jp/cgi-bin/outeturan/E_N_id_hyo.cgi?ID=001433〉 

〈http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%B0%E8%81%9E〉 

                                    

明治 36（1903）年 

・巌谷小波（1870～1933）『洋行土産』下巻（『小波洋行土産』。博文館、明治 36 年 5 月

22 日刊。国立国会図書館近代デジタルライブラリー所収。）29 頁以下では、千賀博士がこ

の頃の『日出新聞』（『京都日出新聞』か。掲載日不明）に伯林東洋語学校のことを寄稿し

たことを記載している。（平成 22 年 5 月 31 日上村直己先生の御教示に拠る。）（平成 22 年

6 月 5 日追加） 

明治 38（1905）年 

（同年の記載については、京都大学百年史編集委員会編『京都大学百年史 総説編』（京都

大学後援会、平成 10 年 6 月 18 日刊）167～172 頁に拠る? 。原典未見。） 

『京都日出新聞』 ⇒『京都新聞』:  

〈http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%B0%E8%81%9E〉 

・（談話）大戦捷と外交 『京都日出新聞』明治 38 年年 6 月 5 日（未見） 

・（談話）日本の弱点 『京都日出新聞』明治 38 年年 6 月 6 日（未見） 

http://www.yomiuri.co.jp/rekishikan/
http://www.asahi.com/information/db/images/release130.pdf
http://www.asahi.com/information/db/
http://mainichi.jp/contents/edu/maisaku/
http://sinbun.ndl.go.jp/cgi-bin/outeturan/E_N_id_hyo.cgi?ID=001433
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%B0%E8%81%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%96%B0%E8%81%9E
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・（談話）千賀博士の媾和談（外務省の大失敗）（傍点省略） 明治 38 年 6 月 16 日（未見） 

・外交の一大失敗 媾和の前途（博士 千賀鶴太郎氏談）（上下） 『京都日出新聞』明治

38 年６月 16 日、同 17 日（未見） 

・日英新恊［ﾏﾏ］約と未来の大戦争（上中下） 『京都日出新聞』明治 38 年 10 月 1 日、

2 日、3 日（未見） 

・（談話）国家の体面を重ぜよ 『京都日出新聞』明治 38 年 11 月 22 日（未見） 

明治 41（1908）年（? ） 

・理想的外交 『大阪新報』明治 41（1908）年? 月? 日（後に、宮嵜淞南（宮崎三郎）編

『現代思潮 二十一家講話』（博文館、明治 41 年 10 月 30 日刊）に収録。） 

大正 8（1919）年 

・（調査中）憂慮すべし 『報知新聞』大正 8 年? 月? 日（国際連盟の規約について論述

の由。佐藤鋼次郎（陸軍中将、1862～1923）「世界の恒久平和などは思ひもよらぬ―我国

を亡す者は学者先生―（時論）」『亜細亜時論』第 3 巻第 3 号（大正 8 年 3 月 8 日刊、14

頁）。内田良平文書研究会編『黒龍会関係資料集 7』（柏書房、平成 4 年 2 月 21 日刊）

所収（122 頁）に拠る。原典未見。）（佐藤氏は千賀博士の所論には賛同。） 

・（調査中）媾和問題及び国際連盟問題 『大阪毎日新聞』大正 8 年 2 月 22 日～28 日、

日付不明（『明治・大正・昭和前期雑誌記事索引集成 社会科学編（第 6 巻）』（皓星社、

平成 6 年? 月? 日刊）464 頁に拠る。原典未見。） 

大正 9（1920）年 

・日英同盟を継続せよ 『東京朝日新聞』大正 9 年 6 月 2 日（水）第 4 面（『朝日新聞（復

刻版）大正編 96』（日本図書センター、平成 15 年 9 月 25 日刊）12 頁、『朝日新聞記事

総覧〔大正編〕1（自大正 8 年 7 月至大正 10 年 12 月）』（日本図書センター、昭和 60

年 3 月 25 日刊）「大正 9 年６月総索引」7 頁第 4 段） 

（下記「※「聞蔵 II ビジュアル」（朝日新聞縮刷版）「千賀鶴太郎」検索分」と重複） 

大正 10（1921）年 

・国際連盟の利害（上、下） 『東京朝日新聞』大正 10 年 1 月 7 日（金）第 3 面、同 1

月 9 日（日）第 3 面（『朝日新聞（復刻版）大正編 103』（日本図書センター、平成 16

年 4 月 25 日刊）43、59 頁、『朝日新聞記事総覧〔大正編〕1（自大正 8 年 7 月至大正 10

年 12 月）』（日本図書センター、昭和 60 年 3 月 25 日刊）「大正 10 年 1 月総索引」3 頁

第 4 段）（下記「※「聞蔵 II ビジュアル」（朝日新聞縮刷版）「千賀鶴太郎」検索分」と重

複） 

                                     

※「ヨミダス」（読売新聞）「千賀鶴太郎」、「千賀博士」、「斬馬剣禅」等検索分（抄録）

〈http://www.yomiuri.co.jp/rekishikan/〉（平成 25 年 5 月 28 日追加） 

                                    

・明治 36（1903）年 6 月 5 日朝刊 1 頁「斬馬剣禅 東西両京の大学（70[ﾏﾏ]） 宮崎、土

方対千賀（1）」（連載）（斬馬剣禅（五来素川のことか）: 1875～1944、宮崎道三郎: 1855

～1928、土方 寧: 1859～1939） 

・明治 36（1903）年 6 月 6 日朝刊 1 頁「斬馬剣禅 東西両京の大学（74） 宮崎、土方対

http://www.yomiuri.co.jp/rekishikan/
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千賀（2）」（連載） 

・明治 36（1903）年 6 月 7 日朝刊 1 頁「斬馬剣禅 東西両京の大学（75） 宮崎、土方対

千賀（3）」（連載） 

・明治 36（1903）年 6 月 11 日朝刊 1 頁「斬馬剣禅 東西両京の大学（76） 宮崎、土方

対千賀（4）」（連載） 

・明治 36（1903）年 6 月 12 日朝刊 1 頁「斬馬剣禅 東西両京の大学（77） 宮崎、土方

対千賀（5）」（連載） 

・明治 36（1903）年 6 月 14 日朝刊 1 頁「斬馬剣禅 東西両京の大学（78） 宮崎、土方

対千賀（6）」（連載） 

・明治 40（1907）年 1 月 23 日（水）第 5 面（法曹附録 1 頁）「千賀博士詩人となる事」 

・明治 43（1910）年 5 月 26 日（木）朝刊 1 頁「京大零聞」（欧州出張の件） 

・明治 43（1910）年 11 月 8 日（火）朝刊 1 頁「明治学界奇談 9 千賀博士細君に通信せ

ず」（連載） 

・大正 4（1915）年 7 月 20 日（火）朝刊 6 頁「〔京都大学の人々〕＝5 織田千賀田島の諸

博士」（連載）（織田萬: 1868～1945、田島錦治: 1867～1934） 

・大正 4（1915）年 9 月 11 日（土）朝刊 6 頁「（京大講座任免の件）」 

                                    

※「聞蔵 II ビジュアル」（朝日新聞縮刷版）「千賀鶴太郎」検索分（平成 23 年 7 月 12 日

追加） 

（http://database.asahi.com/library2/）                   

 総件数：20 件 通し番号: 1～ 20                     

No.  発行日  社／刊種  ページ  掲載位置  記事種別  書 誌 情 報 

 紙面イメージ 

                                     

00001  1899（明治 32）年 9 月 12 日  東京／朝刊  1 頁  4 段  記事  ◆

書誌詳細  紙面イメージ 

・辞令（九月八日九日十一日） 

00002  1901（明治 34）年 6 月 30 日  東京／朝刊  1 頁  2 段  記事  ◆

書誌詳細  紙面イメージ 

・学位授与式（新博士三十二人） 

00003  1903（明治 36）年 10 月 28 日  東京／朝刊  1 頁  6 段  記事  ◆

書誌詳細  紙面イメージ 

・叙任辞令（十月二十七日） 

00004  1905（明治 38）年 10 月 5 日  東京／朝刊  4 頁  5 段  記事  ◆

書誌詳細  紙面イメージ 

・京都より 

00005  1907（明治 40）年 4 月 24 日  東京／朝刊  2 頁  4 段  記事  ◆

書誌詳細  紙面イメージ 

・大学四年制度（京都） 

http://database.asahi.com/library2/〉
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00006  1910（明治 43）年 5 月 22 日  東京／朝刊  3 頁  5 段  記事  ◆

書誌詳細  紙面イメージ 

・叙任辞令（五月二十一日） 

00007  1910（明治 43）年 6 月 4 日  東京／朝刊  2 頁  7 段  記事  ◆

書誌詳細  紙面イメージ 

・伯林大学記念祭参列者 

00008  1914（大正 3）年 1 月 16 日  東京／朝刊  3 頁  4 段  記事  ◆

書誌詳細  紙面イメージ 

・京大法科教授連袂辞職 総長の言動に憤慨 

00009  1914（大正 3）年 7 月 15 日  東京／朝刊  2 頁  9 段  記事  ◆

書誌詳細  紙面イメージ 

・東人西人（長三州（1833～1895）令息の長世吉（せいきち、大正 3 年京大法卒。後に貴

族院書記官長（1931.12.5～1938.4.2）、貴族院議員（1938.4.2～1947.5.2））が当時国際法

の助教授に内定のところ、千賀博士との間で何がしかの問題あって就任しなかったことを

報じている。国際公法第二講座増設と関係ある記事かとも思われる。（内容の部分: 平成

24 年 11 月 5 日追加）  

00010  1918（大正 7）年 10 月 25 日  東京／朝刊  4 頁  1 段  記事  ◆

書誌詳細  紙面イメージ 

・講和問題と日本 西伯利問題は重大 法学博士 千賀鶴太郎氏談 

00011  1919（大正 8）年 4 月 25 日  東京／朝刊  3 頁  5 段  記事  ◆

書誌詳細  紙面イメージ 

・青島問題 支那の主張は乱暴 法学博士千賀鶴太郎氏談 

00012  1920（大正 9）年 2 月 9 日  東京／朝刊  7 頁  3 段  記事  ◆

書誌詳細  紙面イメージ 

・学生界／京大の一学生から 

00013  1920（大正 9）年 6 月 2 日  東京／朝刊  4 頁  1 段  記事  ◆

書誌詳細  紙面イメージ 

・日英同盟を継続せよ 法学博士 千賀鶴太郎氏談 

00014  1921（大正 10）年 1 月 7 日  東京／朝刊  3 頁  2 段  記事  ◆

書誌詳細  紙面イメージ 

・国際連盟の利害（上） 法学博士 千賀鶴太郎 

00015  1921（大正 10）年 1 月 9 日  東京／朝刊  3 頁  2 段  記事  ◆

書誌詳細  紙面イメージ 

・国際連盟と利害（下） 法学博士 千賀鶴太郎 

00016  1922（大正 11）年 5 月 19 日  東京／朝刊  1 頁     広告  ◆

書誌詳細  紙面イメージ 

・（広告）有斐閣書房 内外出版株式会社 ユ帝欽定羅馬法学説彙纂 千賀鶴太郎訳 

00017  1922（大正 11）年 12 月 15 日  東京／朝刊  3 頁  5 段  記事  ◆

書誌詳細  紙面イメージ 
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・新味を加へる庚申派の態度 新入会者如何 

00018  1923（大正 12）年 9 月 20 日  大阪／朝刊  2 頁  7 段  記事  ◆

書誌詳細  紙面イメージ 

・京大四博士停年引退辞職 【大阪】 

00019  1923（大正 12）年 11 月 28 日  東京／朝刊  1 頁  12 段  記事  ◆

書誌詳細  紙面イメージ 

・京大名誉教授（二十七日） 

00020  1929（昭和 4）年 3 月 23 日  東京／朝刊  11 頁  11 段  記事  ◆

書誌詳細  紙面イメージ 

・千賀博士逝く 

                                     

   （イ）神戸大学新聞記事文庫収蔵新聞論稿（ネットで検索可能なもののみ） 

             〈http://www.lib.kobe-u.ac.jp/sinbun/index.html〉 

                                    

大正 6（1917）年 

・法学博士 千賀鶴太郎氏談「露国外債廃棄説に就て［露国の外債廃棄（三）］」 『大阪

毎日新聞』大正 6 年 12 月 11 日（神戸大学新聞記事文庫公債（8-038）） 

〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?LANG=JA&METAID=008

08107&POS=1&TYPE=IMAGE_FILE%0A%09〉 

大正 8（1919）年 

・京都帝国大学法科大学教授法学博士 千賀鶴太郎氏談「独逸連邦の将来 一大共和国か南

北分離か」 『大阪時事新報』大正 8 年 1 月 3 日（神戸大学新聞記事文庫 政治（5-076））

（平成 22 年 10 月 19 日追加） 

〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10087491&TYP

E=HTML_FILE&POS=1〉 

・法学博士 千賀鶴太郎「独逸の将来 民族としての特徴（上・下）」 『大阪朝日新聞』

大正 8 年 6 月 4、5 日（神戸大学新聞記事文庫 欧州（3-084）） 

〈http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=0050538

7〉 

・京都帝国大学教授 千賀鶴太郎博士談「真に憂慮に堪えず : モンロー主義は御都合主義

也 : 朝鮮に自治を許すは不可なり : 我が七千万同胞の覚悟は如何」  

『大阪時事新報』大正 8 年 6 月 18 日（神戸大学新聞記事文庫 政治（15-025））（平成

23 年 11 月 30 日追加） 

〈http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=1010351

0&AID=06〉 

・法学博士 千賀鶴太郎氏談「物価調節新策」 『大阪新報』大正 8 年 11 月 19 日（神戸

大学新聞記事文庫 物価（7-088）） 

〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10021574&TYP

E=HTML_FILE&POS=1〉 

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/sinbun/index.html
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?LANG=JA&METAID=00808107&POS=1&TYPE=IMAGE_FILE%0A%09
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?LANG=JA&METAID=00808107&POS=1&TYPE=IMAGE_FILE%0A%09
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10087491&TYPE=HTML_FILE&POS=1
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10087491&TYPE=HTML_FILE&POS=1
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=00505387
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=00505387
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10103510&AID=06
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10103510&AID=06
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10021574&TYPE=HTML_FILE&POS=1
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10021574&TYPE=HTML_FILE&POS=1
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（参考 1）千賀鶴太郎「物価調節の根本大策（一名金貨本位廃止論）」『太陽』第 25 巻第

14 号（大正 8（1919）年 12 月 1 日刊）32 頁（平成 24 年 10 月 18 日追加） 

（参考 2）靳明全（重慶師範大学文学院）「朱執信と千賀鶴太郎の貨本位論」『重慶師範大

学学報（哲学社会科学版）』2012 年第 1 期（朱執信: 1885～1920）（平成 24 年 10 月 18 日

追加） 

（参考 3）卓遵宏（国史館前纂修兼主任秘書）「中山先生倡導錢幣革命與國家發展（1912-1937

年）」『中山先生建國宏規與實踐』（財団法人中華民国中山学術文化基金会、2011（平成

23 年）年 10 月刊）353～382 頁（平成 24 年 10 月 21 日梁添盛博士の御示教に拠る。平成

24 年 10 月 22 日追加） 

（其詳細出版情報，可參照下列網站: ） 

〈http://www.sanmin.com.tw/tryread.asp?isbn=986875300〉（內頁 1、9、10） 

〈http://www.bodbooks.com.tw/viewitem.aspx?prodno=3258〉 

〈http://syscf.org.tw/indexhome/0300-100years/pdf/0315.pdf〉（8 頁） 

                                     

大正 9（1920）年 

・法学博士 千賀鶴太郎氏「階級選挙法を論ず」 『大阪新報』大正 9 年 1 月 3～4 日（神

戸大学新聞記事文庫 議会政党および選挙（8-090）） （平成 23 年 11 月 30 日追加） 

〈http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=1010742

7&AID=06〉 

・法学博士 千賀鶴太郎氏談「独逸の帝政革命」 『京都日出新聞』大正 9 年 3 月 18 日（神

戸大学新聞記事文庫 政治（23-041））（平成 23 年 11 月 30 日追加） 

〈http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=1010321

6&AID=06〉 

昭和 6（1931）年 

・来間恭/田村徳治（1886～1958）「京大展望/来間恭氏の批判の批判」 『大阪毎日新聞』

昭和 6 年 5 月 11 日～同年 7 月 28 日（神戸大学新聞記事文庫 人物伝記（4-026））（平成

23 年 11 月 30 日追加） 

〈http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=1008683

9&AID=06〉 

                                     

  

http://www.sanmin.com.tw/tryread.asp?isbn=986875300
http://www.bodbooks.com.tw/viewitem.aspx?prodno=3258
http://syscf.org.tw/indexhome/0300-100years/pdf/0315.pdf
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10107427&AID=06
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10107427&AID=06
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10103216&AID=06
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10103216&AID=06
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10086839&AID=06
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10086839&AID=06
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 （8）執筆辞典項目 

                                     

明治 42（1908）～44（1910）年 

・大日本百科辞書編輯所編纂『法律大辞書』（大日本百科辞書、同文館、第 1 冊: 明治 42

年 9 月 1 日刊～第 6 冊: 明治 44 年 11 月 28 日刊）の執筆者の一人（同書復刻版: 日本図

書センター、平成 10（1998）年 4 月 25 日刊、全 6 巻） 

〈http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4820529935.html） 

 （執筆内容）（「執筆者索引」なきため、執筆項目には遺漏ありか。） 

 第 1 冊（ア～カ、明治 42 年 9 月 1 日刊）: なし。 

 第 2 冊（カ～コ、明治 42 年 12 月 30 日刊）: 「元首」（961、962 頁、「1～8」部分）。 

 第 3 冊（コ～シ、明治 43 年 7 月 25 日刊）: 「国際河流」（1118、1119 頁）、「国際公法」

（1121～1123 頁、「1～6」中の「1～5」部分）、「国際団体」（1137、1138 頁）、「国際地役

権」（1138 頁）、「国際法」（1145 頁）、「国際友道」（1150 頁） 

 第 4 冊（シ～チ、明治 43 年 11 月 25 日刊）: 「治外法権」（1996 頁） 

 第 5 冊（チ～ホ、明治 44 年 3 月 20 日刊）: なし。 

 第 6 冊（ホ～ヱ、補遺、索引、明治 44 年 11 月 28 日刊）: なし。 

                                     

  

http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4820529935.html
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 （9）独訳日本幕末維新史書（『近世史略』）74 

                                                   
74 ・この独訳日本幕末維新史書は、独人ランゲ（Rudolf Lange, 1850～1933）との共訳による山口 謙

＝椒山野史『近世史略』（二編巻一、巻二、明治 8（1875）年刊）の翻訳である。ここに「二編」とは第

二シリーズほどの意。ちなみに、「初編」三巻は、ペリー来航（嘉永 6（1853）年）から明治 2（1869）

年の函館戦争までを収める。「二編」巻一は、森有礼（1847～1889）による公議所への「廃刀随意の議

案」提出の記事など明治 2（1869）年の事件の補足に始まり、明治 6（1873）年まで、巻二は、同じく

明治 6 年から明治 7（1874）年 4 月の佐賀の乱終結まで、巻三は、主に明治 7 年の台湾出兵からその終

結までを収める。「三編」三巻（明治 13（1880）年刊）は、明治 8（1875）年から明治 10（1877）年の

西南戦争に至る。 

・山口謙＝椒山野史『近世史略』の本文自体については、下記サイトを参照。  

（※ 国立国会図書館近代デジタルライブラリー〈http://kindai.ndl.go.jp/index.html〉に収録。） 

・「二編」には、中村敬宇（1832～1891）の「近世史略二編序」がある。これは、中村正直著、柳沢信

大編『敬宇文集』（東京・高橋金十郎、明治 13 年 1 月刊）第 2 冊下巻、中村正直著『敬宇文集』（吉川

弘文館、明治 36 年 4 月刊）巻 3〔第 3 冊〕巻 3 等でも読める。なお、下記サイトをも参照。

〈http://kindai.ndl.go.jp/index.html〉 

・『近世史略』「初編」には、英人アーネスト・サトウ（Sir Ernest Mason Satow、1843～1929）による

英語訳がある。 

Kinse Shiriaku: A History of Japan from the First Visit of Commodore Perry in 1853 to the Capture 

of Hakodate by the Mikado's Forces in 1869, Yokohama 1873, translated from Japanese by Satow, 

Ernest Mason, Sir.  

〈http://azuchi.cocolog-nifty.com:80/catalog/〉参照。 

上記のフルテクストは、以下で読むことができる。 

〈http://www.archive.org/details/kinsshiriakuahi00yamagoog〉 

・アーネスト・サトウには、他に、馬場文英著『開国史談 一名元治夢物語』（渡邊修二郎（修次郎、修

二郎は筆名、1855～? ）編註『英訳対照 開国史談 一名元治夢物語』東京・内外出版協会、明治 38（1905）

年 6 月 15 日発行、21、224 頁、同書の第 2 版に当たる。）の英訳があり、明治 6（1873）年に横浜で刊

行されているようである。下記安土堂書店和洋史料販売目録インターネット版には、「英文日本近世史  元

治夢物語英訳 馬場文英著 サトウ英訳 1873 年 横浜 ジャパン・ウィークリー・メ イル 大判 1 冊」と

して掲載されている。 

〈http://azuchi.cocolog-nifty.com/photos/no28/028_005_02.html〉 

 同書の第 2 版にあたるものとして、BABA BUNYEI, JAPAN 1853-1864, or Genji yume monogatari 

［The Japanese original is published in a separate volume entitled KAIKOKU- SHIDAN］ , 

translated by Ernest Mason Satow, Tokyo, XXXVIII of Meiji （1905） ［馬場文英『英文開国史談』渡

邊修二郎・編輯、東京・内外出版協会, 明治 38（1905）年 6 月 25 日発行］；Collected Works of Ernest 

Mason Satow, Part 1: Major Works, Volume 2, JAPAN 1853-1864, or Genji yume monogatari; Kinsé 

shiriaku, a history of Japan, 1853-1869 translated by Ernest Mason Satow, Bristol: Ganesha / Tokyo: 

Edition Synapse, 1998, 242, ii, 148 p.） 

 上記のフルテキストは、以下で読むことができる。  

http://kindai.ndl.go.jp/index.html
http://kindai.ndl.go.jp/index.html
http://azuchi.cocolog-nifty.com/catalog/
http://www.archive.org/details/kinsshiriakuahi00yamagoog
http://azuchi.cocolog-nifty.com/photos/no28/028_005_02.html
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 〈http://www.archive.org/details/japanorgenjiyum00satogoog〉 

 〈http://azuchi.cocolog-nifty.com/photos/no28/028_005_02.html〉 

 なお、馬場文英『元治夢物語』については、平成 20（2008）年 12 月に、徳田武（1944～）校注『元

治夢物語−幕末同時代史』（岩波文庫、平成 20 年 12 月 16 日刊）が刊行された。 

・アーネスト・サトー関連としては、渡邊修次郎『近世叢談』（北海出版社、昭和 19 年 5 月 10 日刊）中

の「日本文物研究家としてのアーネスト・サトー」（313～320 頁）に、『元治夢物語』、『近世史略』の

関係記述（315～317 頁）がある。渡邊に関する最近の文献として、斎藤文子（1956～）「『ドン・キホー

テ』最初の邦訳と渡邊修次郎」京都外国語大学イスパニア語学科編『『ドン・キホーテ』を読む』（行路

社、平成 17 年 3 月 31 日刊）114～142 頁参照。なお、旧事諮問会編、進士慶幹（1925～1987）校注『旧

事諮問録 江戸幕府役人の証言（下）』（岩波文庫、昭和 61 年 2 月 17 日刊）199、296、297 頁にも、

アーネスト・サトーと『元治夢物語（開国史談）』との関係記述がある。 

・著者の山口謙＝椒山野史は、ランゲによると、「元幕吏、後に文部省に勤務」とあるが、その出所は、

上記サトウ英訳本の序文かと思われる。ただ、その根拠については、不明である。山口謙及び『近世史

略』については、例えば、大久保利謙（1900～1995）『日本近代史学の成立 大久保利謙著作集 7』（吉川

弘文館、昭和 63 年 10 月 10 日刊）278～287、290 頁（初出: 「明治初期の歴史教科書と明治維新」石川

謙博士還暦記念論文集『教育の史的展開』（石川謙（1891～1969）。講談社、昭和 27 年 4 月 30 日刊）398

～405、408 頁）が、参考になる。うち、山口 謙のことについては、それによれば、「筆者山口謙の伝記

は詳らかにしないが、『公文録』所蔵文書（7 年）によると「東京府貫族〔属? 〕、仰軍裁判所九等出仕」

とある。」（290 頁註（4））と出ている。また、国立国会図書館近代デジタルライブラリーで、『国朝便覧』

（明治 12 年 5 月刊）を見ると、その発行人として「宿所 練塀町 27 番地 山口謙」とあり、かつ、『近世

史略』の他には、山口謙編・頼山陽（1781～1832）『山陽小品』（山口安兵衛ほか、明治 10 年 11 月刊）

なるものを出しているようである。山口謙に関して現在知りしことは、寡聞にして、この程度に過ぎな

い。識者の御示教をお願いいたしたい。 

・ちなみに、依田学海（1834～1909）『学海日録』第 10 巻（岩波書店、平成 3 年 5 月 24 日刊）60 頁に

は、平野知秋（縫殿、重久、1814～1883）著わすという『近世史略』のことが出ている。この『近世史

略』は、国立国会図書館近代デジタルライブラリーに収録されている山口 謙著、平野知秋訂『近世史略』

（三訂、明治 9 年 12 月刊）を指すものと思われる。平野は、同書で、山口 謙著の『近世史略』に、絵

を入れ、振り仮名を振り、原著の漢文調を書き下したりして、読みやすくしているようである。もとよ

り、増補もしているみたいである。平野その人については、多くの書籍が言及しているが、ネットでは、

例えば、「平野縫殿」〈http://ja.wikipedia.org:80/wiki/〉参照。依田学海『学海日録』第 5 巻（岩波書店、

平成 4 年 5 月 29 日刊）346～348 頁も、平野に詳しく触れているが、これを受けた下記サイト「かんが

くかんかく（漢学感覚）」も興味深い 

〈http://ameblo.jp/k2600nen/entry-10114908778.html〉。 

・なお、明治 8（1875）年刊行の『近世史略』再版に序文を書いた小永井小舟（岳、1829～1888）は、

上記平野知秋（重久）の実弟で、幕臣小永井家の女を娶ってその姓を冒した者である。依田、平野及び

小永井とも、佐倉藩の出である。 

・明治期の依田学海、平野知秋（重久）等につき、真辺将之「明治期『旧藩士』の意識と社会的結合―

旧下総佐倉藩士を中心に―』『史学雑誌』第 114 編第 1 号（平成 17 年 1 月 20 日刊）69～94 頁参照。こ

http://www.archive.org/details/japanorgenjiyum00satogoog
http://azuchi.cocolog-nifty.com/photos/no28/028_005_02.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/
http://ameblo.jp/k2600nen/entry-10114908778.html
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明治 31（1898）年 

・R［udolf］ Lange und T. Senga, Kinsei shiryaku ni hen ［近世史略二編］、 Mitteilungen 

des Seminars für Orientalische Sprachen an der Königlichen Friedrich 

Wilhelms-Universität zu Berlin, Erste Abtheilung, Ostasiatische Studien, Jahrgang 1

（1898）, S.140-186.75 

                                                                                                                                                         

れは、平成 20（2008）年 12 月 24 日新井勉先生の御示教に与った。厚く御礼申し上げるものである。  

・この他、徳富蘇峰（1863～1957）が十歳前後の頃に『近世史略』を読みしことについて、同『読書法

―読書九十年―』（講談社学術文庫、昭和年 56 年 7 月 31 日刊）236 頁参照。また、明治 10（1877）年

の西南戦争後に『近世史略』や『近世事情』がよく売れたことについては、反町茂雄（1901～1991）『紙

魚の昔がたり 明治大正篇』（八木書店、平成 2 年 1 月 30 日刊）62 頁に、岩本米太郎（1869～? ）の回

想（「明治初年の古書業界」）がある。 

75 ・Mitteilungen…『ベルリン大学東洋語学校紀要』は、三部に分かれ、第一部は東アジア研究、第二

部は西アジア研究、第三部はアフリカ研究からなり、第 38 巻（1935 年）まで刊行されている。その後、

誌名変更があり、Mitteilungen der Ausland-Hochschule an der Universität Berlin として、1936-1938

の三年分が刊行されている。なお、同誌については、1983 年に、文献・索引集が刊行されている。

Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen zu Berlin. 1. Abt.: Ostasiatische Studien 

（1898-1939）: Bibliographie und Register,  zusammengestellt von Hartmut Walravens, Hamburg 

Christine Bell, 1983,  v, 70 p. 

・Jahrgang 1（1898）140～142 ページに、ランゲによる序言があり、幕末から明治にかけて日本で刊

行された同時代史書の簡単な紹介と『近世史略』を翻訳するに至った経緯が記される。ランゲは、共訳

について、以下のように記す。「私は、この翻訳を東洋語学校講師 博士 千賀鶴太郎氏とともに行った。

というのは、諸講師の当雑誌への寄与は望ましく、この種の著作のかなりの箇所の理解は、ヨーロッパ

人にとってきわめて困難を伴うからである」、と。 

・国内では例えば長崎大学に本形式のものが所蔵されているという（抜刷のようなものか。未見。）。

〈http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA76196581〉（平成 25 年 6 月 18 日追加） 

・ベルリンの東洋語学校は、1887（明治 20）年にドイツ帝国及びプロイセン王国の肝煎りで 

設立。日本語は、第 1 学期に配当された 7 つの言語の一であった。後掲「（11） 書翰類 明治 25（1892）

年 （千賀鶴太郎書翰）」参照。 

・ランゲは、大学で古典文献学及びドイツ語学を修めた後、ギムナジウム教師を経て、1874（明治 7）

年来日。東京医学校で、ドイツ語、ラテン語、地理学を教え、1881（明治 14）年に帰国。その後、東洋

語学校初代日本語教授を勤める。著書に Altjapanische Frühlingslieder aus der Sammlung 

Kokinwakashû,. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1884［『古今和歌集』春の注釈付き翻訳］; 

Lehrbuch der japanischen Umgangssprache, 1890; 2.Aufl. 1906.; Einführung in die japanische 

Schrift, 1896; Übungs- und Lesebuch zum Studium der japanischen Schrift, 1904, 2. Aufl. 1909; 

Thesaurus japonicus, Bd.1, 1913; Bd.2, 1919; Bd.3, 1920 など。cf. Wolfgang Hadamitzky, Rudolf 

Lange （ 1850–1933 ）  Eine etwas verspätete Rückbesinnung zum 150. Geburtstag, in: 

Japanforschung – Mitteilungen der GJF, Jahrgang 2001, Heft 1, S.1-2. 

・ランゲについては、ユネスコ東アジア文化研究センター編『資料 御雇外国人』（小学館、昭和 50 年 5

月 15 日刊）454 頁、武内博（1933～）『来日西洋人名事典』（日外アソシエーツ、昭和 58 年 3 月 10 日

http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA76196581
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明治 32（1899）年 

・R［udolf］ Lange und T. Senga, Kinsei shiryaku ni hen ni ［近世史略二編 二］、 

                                                                                                                                                         

刊）481、548 頁及び同『来日西洋人名事典 増補改訂普及版』（日外アソシエーツ、平成 7 年 1 月 31 日

刊）526、527、601 頁参照。なお、『大森鍾一』（故大森男爵事歴編纂会、昭和 5 年 3 月 3 日刊。大森鍾

一: 1856～1927）107～111 頁「独逸に於ける研究」中に、「小松原英太郎氏当時公使館書記官たりしが、

共に此事［ドイツ郡市町村等で実地指導を受けたこと］に従事し、相伴ひて研究したり「ランゲ」博士

を通訳に嘱し大に便宜を得たり。」（108 頁）とある。 

・ベルリンの東洋語学校の件については、井上哲次郎（1856～1944）『懐旧録』（春秋社、昭和 18 年 8

月 20 日刊）221～226、319～329 頁、同『井上哲次郎自伝』（井上正勝、昭和 48 年 12 月 2 日刊）20、

21 頁（左記二書の復刻本: 『シリーズ日本の宗教学 2 井上哲次郎集 第 8 巻 懐旧録、井上哲次郎自伝』

（クレス出版、平成 15 年 3 月 25 日刊））、巌谷大四（1915～2006）『波の跫音―巌谷小波伝－』（新

潮選書、新潮社、昭和 49 年 12 月 10 日刊。のち文春文庫（平成 4（1993）年 12 月刊））107～156 頁

（巌谷小波: 1870～1933、明治 33（1900）年 9 月 22 日渡欧～明治 35（1902）年 11 月帰朝）、上村直

己（1939～）「ベルリン東洋語学校教師 菅野養助」『九州の日独文化交流人物誌』（訂正第 2 版、熊本

大学文学部地域科学科、平成 17 年 2 月 20 日刊。菅野養助: 1870～1917）88～90 頁（なお、「ベルリン

のダーレムにあるプロイセン国立公文書館には東洋語学校関連史料が保存されている」由（88 頁））を

も参照。 

〈http://reposit.lib.kumamoto-u.ac.jp/bitstream/2298/13489/2/1_%E6%9C%AC%E6%96%87-37.pdf〉 

・冊子版作成後の平成 22 年 5 月 31 日、上村直己先生より、巌谷小波『洋行土産』下巻（『小波洋行土産』。

博文館、明治 36 年 5 月 22 日刊）29 頁以下に、千賀博士が『日出新聞』（『京都日出新聞』か。）に伯林

東洋語学校のことを寄稿したこと等が記載されていること（国立国会図書館近代デジタルライブラリー

所収。）、上村先生に「ベルリン東洋語学校日本語科概説」『国際統合の進展のなかの「地域」に関する学

際的研究』（熊本大学共同研究報告、熊本大学人文社会科学系大学院博士課程設置委員会、平成 8 年 3 月

刊）237～244 頁があること等の御教示を賜った。誌して謝意を表するものである。（平成 22 年 6 月 5

日追加） 

・『大成中学校創立四十周年記念 杉浦先生講演集』（杉浦鋼太郎（1857～1942）、大成中学校々友会、

昭和 12 年 10 月 29 日刊）「二 藤園池辺義象大人［1861～1923］の霊前に」8～9 頁に「今先生の作品

で世に歓迎せられたものは決して少くありませんが、殊にフランスから御帰りになつて［明治 34（1901）

年 2 月 8 日帰朝］間もなく筆を御とり（9 頁）になつた世界読本［『世界読本』（弘文館、明治 35 年 9 月

23 日刊）］は、西欧の風物を親しく御覧になつた智識と、先生の艶麗の筆でなつたものであるから、堪つ

たものぢゃありません。当時日本人が愛読したのみならず、支那人が最も愛読したので、先年我国に留

学した一万有余の支那人に日本語の読本として皆持たせたものです。恐らくは日本人の著書が外国人の

教科書となつたのは、前に圓朝［三遊亭、1839～1900］の牡丹灯籠［『怪談牡丹灯籠』（文事堂、明治 17

年 10 月 8 日版権免許）］の欧洲の東洋語学校［例えば伯林大学附属東洋語学校］の教科書となつたのと、

先生の読本と、この二つでありませう。」とあるが、ある識者はこのうち圓朝『牡丹灯籠』を誰が教材と

して使用したのか興味あるところであるとする。池辺義象 : 〈http://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/〉 

（平成 25 年 2 月 27 日追加）。 

http://reposit.lib.kumamoto-u.ac.jp/bitstream/2298/13489/2/1_%E6%9C%AC%E6%96%87-37.pdf
http://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/
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Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen an der Königlichen Friedrich 

Wilhelms-Universität zu Berlin, Erste Abteilung, Ostasiatische Studien, Jahrgang 2

（1899）, S.1-54. 
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 （10）その他                               

                                     

（作成年代未詳） 

・〔先祖【並】御奉公之品書上〕 千賀鶴太郎（岡山大学附属図書館コレクション池田家文

庫。原本未見〈平成 23 年 6 月マイクロ資料閲覧）。）76 

明治 36（1903）年 

・博士千賀鶴太郎氏所見 宮野孝吉（古愚）編『名家訪問録』（京都・合資商報会社、明

治 36 年 11 月 1 日刊、220p、19cm）145～158 頁（※ 国立国会図書館近代デジタルライ

ブラリー〈http://kindai.ndl.go.jp/index.html〉に収録。） 

明治 41（1908）年 

・理想的外交 宮嵜淞南（宮崎三郎）編『現代思潮 二十一家講話』（博文館、明治 41 年

10 月 30 日刊）（本書は、先に『大阪新報』紙上に連掲した講演類をまとめたものとの由。）

77 

大正 8（1919）年                              

・宗教自由問題と人種平等問題（国際連盟規約と日本の利害の一節） 『六大新報』第 826

号（大正 8 年 8 月 24 日号）3～6 頁78 

大正 14（1925）年 

・国体の擁護 『懐徳』第 3 号（懐徳堂堂友会、大正 14 年 8 月刊）79 

                                     

  

                                                   
76 本稿註 11、12 各参照。（この部分、平成 24 年 12 月 5 日追加） 

〈 http://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/ikedake/micro/detail/1325920110825215915;jsessionid=140B06F

FE7BED2408D752A8B15FECB40〉参照。 

77  

〈 https://k-aiser.kokugakuin.ac.jp/cgi-bin/exec_cgi/nbibdet.cgi?CGILANG=japanese&U_CHARSET=

utf-8&ID=BA32050818&DBNAME=BOOK〉参照。 

78 『六大新報』DVD-ROM 版:  

〈http://www.ksk-jp.com/publication/rokudai/rokudai.htm〉 

（平成 20 年 11 月 12 日、六大新報社より御懇篤な御教示を得た。誌して感謝の意を表す。）  

79 下記 HP「『懐徳』総目次（1 号～50 号）」に拠る（原本未見）。 

〈http://www.let.osaka-u.ac.jp/kaitokudo/library/soum001.html〉 

http://kindai.ndl.go.jp/index.html
http://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/ikedake/micro/detail/1325920110825215915;jsessionid=140B06FFE7BED2408D752A8B15FECB40
http://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/ikedake/micro/detail/1325920110825215915;jsessionid=140B06FFE7BED2408D752A8B15FECB40
https://k-aiser.kokugakuin.ac.jp/cgi-bin/exec_cgi/nbibdet.cgi?CGILANG=japanese&U_CHARSET=utf-8&ID=BA32050818&DBNAME=BOOK
https://k-aiser.kokugakuin.ac.jp/cgi-bin/exec_cgi/nbibdet.cgi?CGILANG=japanese&U_CHARSET=utf-8&ID=BA32050818&DBNAME=BOOK
http://www.ksk-jp.com/publication/rokudai/rokudai.htm
http://www.let.osaka-u.ac.jp/kaitokudo/library/soum001.html
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 （11）書翰類 

                                     

明治 25（1892）年 

・「欧州の日本語学校 土京君士但丁堡に於て」（時事新報特派員 野田正太郎）『時事新

報』第 3317 号（明治 25〈1892）年 4 月 15 日（金））第 2 面80 

「欧州の二大都に日本語を修むる学校あり一は独京伯林の東洋語学校にして一は土京君士

但丁堡［トルコ首府コンスタンチノープル］の陸軍大学校なり東洋語学校に於る日本語の

教授千賀鶴太郎氏より此程左の書翰を得たり」81 

                                     

「（前略）当学校の性質は外国出張の官吏（領事通弁等）の候補者と外国貿易に従事せん

とする商人の為めに設けたるものに有之候尤も博言学の学生及伝教師候補者等も有之候へ

共是は元と当校の本旨にも無之候官吏候補者及博言学々生は悉く大学生若くは大学卒業生

にして商人其他は中学を卒業したる年齢の者に有之候各語学科に独逸人一名と外国人一名

にて教授致し教科は（一）文法講義（二）実地習練（三）習字（四）地理歴史宗教習慣経

                                                   
80 三沢伸生（1961～）「1890～93 年における『時事新報』に掲載されたオスマン朝関連記事 :日本人初

のイスラーム世界への派遣・駐在新聞記者たる野田正太郎の業績」『東洋大学社会学部紀要』第 41-2 号

（通巻第 73 集、平成 16 年 2 月 25 日刊）109～146 頁（千賀博士関係: 127 頁。野田正太郎（1868～1904））

参照。 

81 千賀鶴太郎博士書翰の前部に書かれた野田氏分は、次のとおりである。なお、一部に変体仮名がある

が、通用のものに修正した。 

「今の世に英仏語を学ぶ者何故に多くして日本語を学ぶ者何故に少なきや残念に堪へずと云はヾ人皆我

迂闊なるを笑ふことならん、何となれば彼等の好運なる十九世紀文明の老将として今の世界に重位を占

むるのみならず殖民地は星の如く球上に散布し軍艦商船は洋の東西を飛航して旗章錦を織ると云ふ我日

本は不幸にも三十年前初めて顔を出したる後進生なるのみか殖民地の経略は偖置き本領の防禦も行届き

たりと申されず、光り輝く日章旗を掲げて我船艦を遠きに航せしめ度しなど云ふは多くば是れ先達の夢

想に止り其実は開国と云ふ條未だ半鎖国の情態を免れず孤嶋割拠兄弟争鬩の旧慣は遺伝性の痼疾の如く

癒ゆべうも見えず只管国内の繁忙に日を送りて遠大の経綸に暇なしと云ふ誰か彼の盛なる英仏の国語を

学ばずして斯る日本の国語を学ぶ者あらんやとて我迂闊を笑ふことならん。今更一言も無き次第なれど

も世界の大勢は伝動して瞬刻も止まず半夜史を繙いて深く盛衰荒廃の跡を案ずれば数ならぬ身も亦日本

国民として邦家の将来に就き無限の想像を画［? ］くこと無きに非ず今の世に不捌なりし日本語が他年

一日国勢と共に全世界に拡がることもあらん想像の又想像にしてふたたび他の一笑を買ふことならんな

れども日本国民として此位の期望は不相当に非ずと知る可し兎にも角にも今の場合に於て我日本語を修

むる外国人は果して幾何ある可きや日本語の世界に珍重せらるヽ度合を以て聊か我商権の広狭、我国威

の強弱を計り知る可く一人にても日本語を学ぶ者多しと聞けば国勢拡張の吉兆として喜ばざるを得ず欧

州の日本語学校と題して敢て事新らしげに読者に報ずる所以なり  

欧州の二大都に日本語を修むる学校あり一は独京伯林の東洋語学校にして一は土京君士但丁堡［トルコ

首府コンスタンチノープル］の陸軍大学校なり東洋語学校に於る日本語の教授千賀鶴太郎氏より此程左

の書翰を得たり」 
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済上の実況等の講義の四種に有之候卒業年限は日本語と支那語に限り三箇年にして余は二

箇年に有之候尤も卒業試験は官吏候補者に限り執行致候日本語学生徒との数は日本語の困

難なると日本との交通未だ頻繁ならざるとに因り甚少数にて即ち当時は僅に七名に御座候

日本語教授法は最も困難なる問題に有之候間尚経験中に有之候へ共先つ現行の方法は第一

期（但し三箇年を六期に分つ）新入の生徒には講義科に於て会話の文法を毎日一時間（日

曜土曜の外）講義致し且之を暗誦致させ又其文法の実例として単語及会話を教え教科書に

はランゲ氏の「日本俗語文典」を用ふ又実地習練科に於ては毎日一時間（同上）先つ五十

音の順序に依り片仮名次に平仮名（字数毎日五字）濁音及仮名つかひの大略を教ゆ右了り

て講義科の文法に基き極て簡単なる会話を口頭にて始め且つ毎日若くは隔日に漢字を三字

乃至五字暗誦せしむ尤も此漢字は先つ一画乃至七画迄のものを訓にて教え次で右画内にて

熟字を教え音を教ゆ又此訓及熟字は言文両用のものに限りて教え決して会話独用若くは文

章独用のものを教えず第二期に至り講義科は同上、習練科は八画乃至十二画（若くは十五

画）の漢字及熟語を教え其他同上、第三期は講義科に俗語の小説（例へば講談速記本の類）

を読み始め又習練科には口頭の会話の外に文章用の文法の大略を隔日に講演し且読易き書

（例へば小学校用読本）を読み始む第四期は講義科に於て手紙の文を読み始め習練科は同

上、第五及第六期は全く官吏候補者試験の為めに設けたる如き形にて講義科に於ては第三

四期の学生と共に復習し又習練科に於ては毎週二時間手紙及履歴書を認む ［ﾏﾏ］習字は

書翰用の筆にて楷書を教ゆる迄なり云々」                      

「読者は是にて伯林日本語学生の様子を詳かにせられしならん土京陸軍大学校に於る概況

は次号に述ぶ可し                 （以下次号82）」 

明治 30（1897）年 

・「千賀鶴太郎書翰: 外務大臣大隈伯」（早稲田大学図書館古典籍総合データベース、大

隈重信〈1838～1922））（「（1）著書〈明治 30（1897）年）」（12 頁）参照。） 

〈http://www.wul.waseda.ac.jp:80/kotenseki/html/i14/i14_b4659/index.html） 

（本書翰は、その後、『大隈重信関係文書 7 せい―とく』（みすず書房、平成23年2月15

日刊）47～48頁に、「683 千賀鶴太郎書翰 大隈重信宛 （明治三十）年七月二十八日」

として収録されたが、同書では、「適宜句読点が付」されている。）（この部分: 平成23年4

月3日追加）  

大正 9（1920）年～大正 11（1922）年 

・国立国会図書館参考書誌部編集『都筑馨六関係文書』（憲政資料目録第 12）（国立国会

図書館、昭和 54 年 12 月 1 日刊）90 頁「140（の一部）: 千賀鶴太郎」（6 通） 

（ネット）都筑馨六関係文書目録/国立国会図書館参考書/国立国会図書館/1979〈昭和 54

年）.12/GB5-86 （都筑馨六（1861～1923）） 

〈http://rnavi.ndl.go.jp/kensei/tmp/index_tsudukikeiroku.pdf〉 

〈http://www.law.kyushu-u.ac.jp/～shichinohe/minpo/（42）_tsuzuki_keiroku.htm〉（平

成 24 年 11 月 6 日現在では検索できず。） 

                                                   
82 『時事新報』翌明治 25（1892）年 16 日第 3318 号第 1 面に、時事新報特派員 野田正太郎「欧州の日

本語学校（昨日の続） 土京君士但丁堡に於て」あり。 

http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/i14/i14_b4659/index.html
http://rnavi.ndl.go.jp/kensei/tmp/index_tsudukikeiroku.pdf
http://www.law.kyushu-u.ac.jp/~shichinohe/minpo/(42)_tsuzuki_keiroku.htm
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140、千賀鶴太郎（140: 関口四郎、千家尊福、千頭清臣とともに。） 

 ・大正 9（1920）年 2 月 18 日 松本83推薦当大学出来ザルノ事情 二四七ー9   

 ・大正 9 年 3 月 23 三日 松本推挙ニ関スル京都大学ノ内情 二四七ー10   

 ・大正 9 年 4 月 1 日 博士推薦実現セズ残念 二四七ー11   

  （参考）150 に、「高橋作衛 大正 9 年 2 月 21 日松本重敏博士推薦 江木翼 板倉卓 

  造 牧野義智 二四七ー7」、また、153 に、「高根義人 大正九年三月五日 松本重敏 

  博士推薦 二四八ー5」がある。上記「松本」と関係ありか。 

 ・大正 11（1922）年 1 月 20 日 岡松参太郎逝去 学士院会員欠員補充ニ自分推薦願ウ 二 

  六六ー13 （岡松参太郎: 1871～1921、大正 10 年 12 月 15 日逝去） 

 ・大正 11 年 1 月 25 日 病中ヲ知ラズ依頼寛恕ヲ乞ウ 山県公大患トカ養生ヲ 

 願ウ 二六六ー12 （山県有朋: 1838～1922、大正 11 年 2 月 1 日逝去） 

 ・大正 11 年 3 月 21 一日 病気見舞 推薦依頼 二六六ー11 （都筑馨六: 1861～1923、 

  大正 12 年 7 月 6 日逝去） 

大正 11（1922）年（?） 

・「［停年制］二九 千賀鶴太郎書翰（荒木寅三郎〈京大総長、1866～1942）宛）」（〔大

正 11（1922）年か? 〕6 月 1 日）（『京都大学百年史 資料編 2』〈京都大学教育研究振

興財団、平成 12 年 10 月 30 日刊）194～198 頁）84 

〈 http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_bookview.cgi/BB00000056/Body/2-2

-2-29.html） 

（年代不明）                                

・田中誠一（遥山）宛書翰 田中誠一編著『備作人名大辞典 乾巻』（備作人名大辞典刊行

会、昭和 14 年 4 月 1 日刊。復刻: 臨川書店、昭和 49 年 8 月 20 日刊（全 2 冊））424 頁

に、編者田中誠一宛書翰のことが誌されている。うち、同書翰記載漢詩文については、後

掲「（12）千賀鶴太郎博士漢詩文一斑 ウ 大正 4（1915）年のもの（1）」参照。 

                                    

  

                                                   
83 松本とは松本重敏（1870～1941）のこと。都筑馨六（1861～1923）及び松本重敏の関係について、

例えば、佐野眞一（1947～）『枢密院議長の日記』（講談社現代新書、平成 19 年 10 月 20 日刊）179

～182 頁参照。前掲馨光会編『都筑馨六伝』（馨光会、大正 15 年 8 月 20 日刊。復刻版: 日本外交史人

物叢書 第 14 巻（ゆまに書房、平成 14 年 12 月刊））は、松本が編纂代表者になっている。なお、松本

の学位論文「忠君論」につき、阿部裕樹「学位の歴史―「博士」の歴史  【大学の散歩道 vol.115】」『エ

ムスタイル』第 45 号（明治大学（情報誌）、平成 23 年 9 月 20 日刊）10 頁参照。松本に関しては『明

治大学、人とその思想』（明治大学新聞学会、昭和 42 年 11 月刊）がある由（同書については阿部裕樹

先生の御教示に拠る。厚く御礼申し上げるものである。ただし未見。）。（「なお」以下、平成 23 年

10 月 15 日追加） 

84 「在職教授退職に関する申合 1923（大正 12）年 3 月 13 日評議会決定」（『京都大学百年史 資料

編 1』（京都大学教育研究振興財団、平成 11 年 9 月 30 日刊）315～317 頁） 

〈http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/152877〉 

http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_bookview.cgi/BB00000056/Body/2-2-2-29.html
http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_bookview.cgi/BB00000056/Body/2-2-2-29.html
http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/152877
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 （12）千賀鶴太郎博士漢詩文一斑 

                                    

  ア はじめに 

                                   

 千賀鶴太郎博士（1857～1929）は、雅号として、「孤松菴主人」（こしょうあんしゅじ

ん）、「蟬水漁史」（ぜんすいぎょし）を持ち、漢詩文にも造詣が深かったとお聞きする85

が、寡聞にして、現在知り得るのは、下記の三篇のみである。 

 これら漢詩文の書下し、大意及び註については、平成 20（2008）年 11 月 28 日、同年

12 月 1 日の二回にわたり、高橋 均先生より御懇篤な御示教に与った。ここに、謹んで厚

く御礼申し上げるものである。 

                                    

  イ 大正 3（1914）年のもの 

                                    

・半狂学人「学界評論 京都法科大学教授」『太陽』第 20 巻第 3 号（大正 3（1914）年 3

月 1 日刊。181～186 頁、181、182 頁に「千賀鶴太郎博士論」あり。）182 頁に、下記の

記載がある。 

「（千賀博士は）火の出るやうな論議もなければ、又精彩ある興趣も起さぬやうだが、甚

だ風懐に富んで居るのは、博士の特色であらう。読書して倦むと、唐賢の古詩など諷誦し

て、元気を恢復するが常で、時折試作をやる。孔雀の五古の詠物など、殆ど専門家の壘を

摩すものがある。長裾又高冕。意気自揚々。威（ママ）那如鷹隼。服空擬鳳凰。牡丹花下

客。天竺鳥中王。恨被衣冠縛。不能與鶴翔。といふのである。託諷深遠と評しても溢美で

あるまい。」 

                                    

（漢詩 1）                                 

                                    

「長裾又高冕。意気自揚々。威那如鷹隼。服空擬鳳凰。牡丹花下客。天竺鳥中王。恨被衣

冠縛。不能與鶴翔。」86 

                                                   
85 例えば、『読売新聞』明治 40 年 1 月 23 日（水）第 5 面（法曹附録 1 頁）「千賀博士詩人となる事」（「ヨ

ミダス歴史館」検索に拠る。）参照。同記事によれば、漢詩の他に、池辺大人（うし、義象、1861～1923）

主宰の和歌の会合「若菜会」にも参加していた由である。なお、雅号の「蟬水漁史」は、普通は「せん

すいぎょし」と読むものと思われるが、「45 法学博士 千賀鶴太郎」『大日本博士録（1888-1920） 第

1 巻（全六巻之内）法学博士及薬学博士之部』（発展社、大正 10 年 1 月 11 日刊。53、54 頁）中の英文

表記に、「Zen-sui-Gyoshi」とあるので、ここでは「ぜんすいぎょし」とする。 

86 （大意）長いすそに高いかんむり、意気は揚々としている。威風は鷹やはやぶさに似て、空を自在に

飛びまわること鳳凰のようである。牡丹は花の中の客であり、天竺は鳥中の王である。衣冠にじゃまさ

れて、鶴と大空を飛翔できないことが残念だ。 

（註）・長裾: 「裾」という字は、中国の使い方では、「服のえり」を指して、「服のすそ」ではない。

しかし、作者が日本人であることを考えて、「すそ」の意で取った。ここは、孔雀の長く引いた尾羽と

とさかをそのまま表現したもので、特に高い位になったとまで拡大して意味を取ることはないであろう。 

・威那: 意味不明。「威風」の誤りか。あるいは「威形」か。語としてなじまない、文字に誤りがあるの
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 （書下し文）                               

長裾（ちょうきょ）又高冕（こうべん）。意気自ラ揚々。 

威那（那は風の誤りか）鷹隼（ようじゅん）ノ如シ。空ヲ服シ鳳凰ニ擬ス。 

牡丹ハ花下ノ客。天竺ハ鳥中ノ王。 

衣冠ニ縛ラルルヲ被リ。鶴ト翔スルアタワザルヲ恨ム。 

                                     

  ウ 大正 4（1915）年のもの（1）87 

                                     

・田中誠一（遥山）宛書翰 田中誠一編著『備作人名大辞典 乾巻』（備作人名大辞典刊行

会、昭和 14 年 4 月 1 日刊。復刻: 臨川書店、昭和 49 年 8 月 20 日刊〈乾・坤全 2 冊））

424 頁に、編者田中誠一宛書翰のことが誌されているが、漢詩文について、下記の記載が

ある。 

                                     

 「半狂学人曰く、『博士 ………………（中略）又甚だ風懐に富み、其試作孔隻〔原文: 

「孔雀」〕の五古の詠など殆ど専門家の壘を摩するものがある。』（雑誌太陽 20 巻 3 号

〈大正 3 年 3 月 1 日刊））（改行）                

博士嘗て筆者〔田中誠一〕に書を寄せ、『先年小松原［英太郎、1852～1919］、山脇［巍、

たかし、1856～1923］両兄と、京都の弊宅に於て、三旧友一緒に写真を撮りたる時、小生

其写真の裡に題して曰く、               

  松君調鼎九重天。  脇子却追猗頓賢。                 

  自笑期身成底事。  林泉静處弄陳編。                 

爾来小生の消息は年々歳々此結句の通りに御座候』云々。」 

                                     

                                                                                                                                                         

ではなかろうか。 

・服空: 大空を我が物にする意で解してみた。語としてなじまない、文字に誤りがあるのか  

もしれない。 

・天竺: 天竺から来た鳥。ここでは孔雀を指す。 

 この文章には、詩題は記されていないが、もとは「詠孔雀五古一首」というような詩題があったと考

えられる。半狂学人は、それを見て、「孔雀の五古の詠物」といったのではなかろうか。五古とは、五

言古詩の意。古詩といったのは、今体詩のように、押韻などにこだわって作られていないからであろう。  

87 本詩の作成年代は、千賀鶴太郎「回想談」『小松原英太郎君事略』（小松原英太郎君伝記編纂実行委

員会、大正 13 年 11 月 30 日刊。復刻本: 大空社、伝記叢書 55、昭和 63 年 10 月 25 日刊。小松原英太郎: 

1852～1919。本稿 2（16）＊3 に全文入力済。）207、208 頁（「三人会合」）により、大正 4（1915）

年 11 月 10 日京都で行われた大正天皇即位の礼の前後のものと判明する。また、山脇についても、同稿

により、岡山以来の友人山脇 巍［たかし、1856.6～1923.1.10］のことであることがわかる。山脇 巍に

つき、『岡山市史（人物編）』（岡山市役所、昭和 43 年 12 月 20 日刊）387 頁、（『岡山県歴史人物事典』

（山陽新聞社、平成 6 年 10 月 3 日刊）1078、1079 頁等各参照。 
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（漢詩 2）                                 

「松君調鼎九重天。  脇子却追猗頓賢。 

 自笑期身成底事。  林泉静處弄陳編。」88  

                                     

 （書下し文）                               

松君（しょうくん）ハ調鼎（ちょうてい）ス九重（きゅうちょう）ノ天。 

脇子（きょうし）ハ却ッテ追フ猗頓（いとん）ノ賢。 

自笑シテ期ス身（みずか）ラ底事（なにごと）ヲ成サン。 

林泉ノ静カナルトコロニ陳編ヲ弄（ろう）ス。 

                                    

  エ 大正 4（1915）年のもの（2） 

                                    

・千賀鶴太郎「回想談」89『小松原英太郎君事略』（小松原英太郎君伝記編纂実行委員会、

大正 13 年 11 月 30 日刊。復刻本: 大空社、伝記叢書 55、昭和 63 年 10 月 25 日刊。小松

原英太郎: 1852～1919）207、208 頁（「三人会合」）に、上記ウと同時期の大正 4（1915）

年 11 月 10 日の大正天皇即位の礼の前後に作られたものが掲載されている。なお、下記「三

人会合」は、本稿 82 頁にも重複して記載。 

                                    

「三人会合 予の帰朝後も君と住所の遠隔せる為めに相見ること少かりしが、今上［大正

天皇］御即位の際君は列式［大正 4 年 11 月 10 日京都御所・紫宸殿で即位の礼挙式］の為

めに入洛せられて予の家を宿所と定められたり、君乃ち曰く七友の中今は我輩両人の外に

は山脇［山脇 巍］存するのみ他は皆亡し、左れば山脇を大阪より招きて記念の為めに三人

撮影しては如何と、予直ちに山脇君に通ず山脇君即時に来る、乃ち予の庭園を背景として

三人撮影し且つ粗餐を共にして往事を談る、予一絶を得たり曰く七友辞家共一船、囘頭四

十二年前、四人已逝三人在、相見胸中万感牽、是れを三人最 / （208 頁）終の会合とす、

今は当時より更らに十年を経たり而して小松原及び山脇の両兄も又既に亡し嗟。」 

                                                   
88 （大意）                                      

 小松原君は高い地位にいて国政に参与し、山脇君はあの猗頓のように経済界で活躍している。私はい

ったい何をしようと考えているのだろうか、世を避けた静かなところで相も変らぬ文章を作っていよう

か。 

（註）                                        

・調鼎: 国を治める。また宰相の地位につく。 

・九重天: 高い空。 

・猗頓: 春秋時代、牧畜と塩業で富を積んだ人物。「陶朱・猗頓の富」  

・底事: ＝「何事」と同じ。何ごと。 

・林泉: 林と泉石。隠遁するにふさわしいところ。 

・陳編: 陳腐な文章。 

89 本稿 2（16）＊3 に全文入力済。 
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（漢詩 3）                                 

「七友辞家共一船、囘頭四十二年前、四人已逝三人在、相見胸中萬感牽」90 

 （書下し文）                               

七友家ヲ辞スルトキ一船ヲ共トス、 

頭（こうべ）ヲ回（めぐ）ラセバ四十二年前、 

四人已ニ逝キ三人在リ、 

相見（まみ）ユレバ胸中ニ萬感牽（ひか）ル、 

                                     

  

                                                   
90 （大意）                                      

 七人の友が家郷を離れた時同じ船であった、思い返せばもう四十二年前のこと、四人はすでに亡く健

在なのは三人、会えば胸の中に万感の思いがわきおこる、  

（註）                                        

・七友: 木庭繁（坪田、1853～1900）、小松原英太郎（1852～1919）、関新吾（1854～1915）､万代義

勝（まんだい、1855～1915）、山脇巍（たかし、1856～1923）、波多野克己（? ～? ）、千賀鶴太郎（1857

～1929）（『小松原英太郎君事略』27、204 頁） 

・共一船: 「明治七年［1874 年］に七人同船［児島湾沖から神戸行の汽船、その後横浜行の便船に乗船］

して東京に向けて出発せり。」（『小松原英太郎君事略』27 頁） 

・四十二年前: 明治 7（1874）年 9 月（『小松原英太郎君事略』27 頁）（本漢詩作詩年月: 大正 4（1915）

年 11 月）  
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 （13）千賀鶴太郎博士出題法科大学試験問題（抄） 

                                    

 京都帝国大学法科大学試験問題は、一部ではあるが、『京都法学会雑誌』の「雑報欄」

に収録されている。しかるに、同誌第 11 巻第 7 号（大正 5（1916）年 7 月刊）以後、「雑

報欄」廃止（ただし、「本会ニ特有ナル記事等ハ随時巻末ニ掲載シ」とのこと。）のため、

その収録は、第 2 巻（明治 40 年刊）～第 10 巻（大正 4（1915））掲載分で終了している。

以下には、関係記載分のみ、掲載しておく。 

      （追加: 本稿 145、146 頁「＊5（平成 27 年 3 月 8 日追加分）」参照。） 

                                

  ア 羅馬法（大正元（1912）年 8 月 羅馬法講座再度兼担） 

                                    

大正元（1912）年度羅馬法（大正 2（1913）年 6 月施行科目試問） 

1、edictum perpetuum（永続政令）トハ何ソヤ 2、消滅時効ノ大意ヲ述ヘヨ 

         『京都法学会雑誌』第 8 巻第 8 号（大正 2 年 8 月刊）256 頁 

大正 2（1913）年度羅馬法 1（大正 3（1914）年 5 月施行科目試問） 

1、強制法ノ意義及種類ヲ説明セヨ 2、res mancipi（i）トハ何ソヤ 

         『京都法学会雑誌』第 9 巻第 7 号（大正 3 年 7 月刊）246 頁 

大正 2（1913）年度羅馬法 2（大正 3（1914）年 6 月施行科目試問） 

1、習慣法トハ如何ナル要件ヲ備フル時ニ成立スルカ 2、汚辱トハ何ゾヤ 

         『京都法学会雑誌』第 9 巻第 8 号（大正 3 年 8 月刊）232 頁 

大正 3（1914）年度羅馬法（大正 4（1915）年 1 月施行科目試問。「新規定ニ依リ年限短

縮（註: 四年制⇒三年制）ノ結果本年 6 月ニ施行スヘキ科目試問ヲ繰上ケ 1 月 11 日ヨリ

開始シ同 30 日ニ終了セリ」） 

1 成文法ヲ説明セヨ 2 人格減少トハ何ゾヤ 

         『京都法学会雑誌』第 10 巻第 3 号（大正 4 年 3 月刊）229 頁 

                                     

  イ 国際公法 

                                     

明治 39（1906）年度（国際公法） 

1、全権委員ニ於テ錯誤ノ為メニ調印ヲ了リタル国際条約モ如何ナル場合ニハ有効ト為ル

カ 2、附庸国ト保護国トノ間ニ法理上ノ区別アリトノ説ヲ批評セヨ 

         『京都法学会雑誌』第 2 巻第 7 号（明治 40 年 8 月刊）108 頁 

明治 41（1908）年度（国際公法） 

（註: 明治 41 年 5 月 1 日～同 25 日 「卒業スヘキモノノ為ニスル科目試験」、同年 6 月 1

日～同 30 日 「在学生ノ為にスル科目試験」、6 月 10 日～ 「卒業試問」 

 （『京都法学会雑誌』第 4 巻第 6 号（明治 42 年 6 月刊）167 頁に拠る。）） 

（明治 42（1909）年 5 月施行の分） 

1、外国使臣ニシテ駐箚国政府ニ対シ国事犯ノ罪迹アリタルトキ該政府ハ之ヲ逮捕シ得ル

ヤ 2、黒海及ヒ其海峡ニ関シテ如何ナル規約アリヤ 



 93 / 168 

 

         『京都法学会雑誌』第 4 巻第 8 号（明治 42 年 8 月刊）162 頁 

（明治 42（1909）年 6 月施行の分） 

1、戦時課金ハ如何ナル名義ヲ以テ徴収シ得ルヤ 2、時効ニ因リテ如何ナル場合ニ国土ヲ

取得スル（?）ヤ 3、領事裁判ニ在リテ民事及ビ（ママ）商事ニ孰ノ国ノ法律ヲ適用スヘ

キヤ （外国法省ノ（ママ）） 

         『京都法学会雑誌』第 4 巻第 8 号（明治 42 年 8 月刊）165 頁 

明治 42（1909）年度（国際公法）（明治 43 年 5 月 6 月両回施行、国際公法は 6 月施行分

はなし。） 

1、国際会議ハ国際機関ノ性質アリヤ如何 2、国際公法ノ定義ノ中ニ交戦主体ヲ特書スル

コトヲ要セサル理由ヲ説明セヨ 

         『京都法学会雑誌』第 5 巻第 8 号（明治 43 年 8 月刊）145 頁 

明治 44（1911）年度（国際公法） 

（平時国際公法）                              

1、一部主権国トハ如何 2、領事裁判ニ在リテハ民事及刑事ニ孰レノ国ノ法律ヲ適用スル

カ                               

（戦時国際公法）                              

1、非常戦闘員トハ何ソヤ 2、如何ナル人ヲ俘虜ト為スカ 

         『京都法学会雑誌』第 7 巻第 7 号（明治 45 年 7 月刊）162 頁 

大正元（1912）年度国際公法 1（大正 2 年 5 月施行科目試問。国際公法は、他に、跡部教

授の出題分もあり。跡部定次郎（1972～1938）） 

（参考: 大正 3（1914）年 国際公法第二講座増設（跡部定次郎教授兼担）） 

1、国際条約ノ内容ニシテ締約国及第三国ノ基本権ヲ多少毀損シタルモノハ無効ナリヤ否

ヤ 2、本条約ト附帯条約トノ関係如何 

大正元（1912）年度国際公法 2（大正 2 年 6 月施行科目試問。国際公法は、他に、末広教

授、跡部教授の出題分もあり。末広重雄（1874～1946）） 

1、国家ノ基本権ト主権トノ区別如何 2、保護地トハ如何 

         『京都法学会雑誌』第 8 巻第 8 号（大正 2 年 8 月刊）253 頁 

大正 2（1913）年度国際公法 1（大正 3 年 5 月施行科目試問。国際公法は、他に、末広教

授、跡部教授の出題分もあり。） 

1、万国聯合条約ハ国際普通公法ノ直接淵源ト為ラサル理由ヲ説明セヨ 2、土地ハ国家ノ

一要素ニ非ストノ説ヲ批駁セヨ 

         『京都法学会雑誌』第 9 巻第 7 号（大正 3 年 7 月刊）229 頁 

大正 2（1913）年度国際公法 2（大正 3 年 6 月施行科目試問。国際公法は、他に、末広教

授、跡部教授の出題分もあり。） 

1、中華民国ハ大清帝国ヲ継承シタルニ非サル所以ヲ説明セヨ 2、対地的主権ハ空中ニ向

ヒ三百三十メートル以上ニ達セスト云フ説ヲ批評セヨ 

         『京都法学会雑誌』第 9 巻第 8 号（大正 3 年 8 月刊）229 頁 

大正 3（1914）年度国際公法（大正 4（1915）年 1 月施行科目試問。「新規定ニ依リ年限

短縮（註: 法科大学四年制⇒三年制に変更）ノ結果本年 6 月ニ施行スヘキ科目試問ヲ繰上
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ケ 1 月 11 日ヨリ開始シ同 30 日ニ終了セリ」。国際公法は、他に、末広教授、跡部教授の

出題分もあり。なお、大正 3（1914）年に国際公法第二講座増設。） 

1 二種ノ保護国の相異ナル点ヲ挙ゲヨ 2 国家成立ノ承認ニ終期又ハ解除条件ヲ附スベ

カラザル理由ヲ説明セヨ 

         『京都法学会雑誌』第 10 巻第 3 号（大正 4 年 3 月刊）227 頁 

                                     

（追加） 上記以外で判明せしもの                      

                                     

・大正 13（1924）、14（1925）年度頃か（不明? ）国際公法（平成 24 年 10 月 10 日追

加） 

1 羅馬法王との使節授受の法理を説明せよ 

2 我領事は支那に於て如何なる職権ありや 

 大島正義編『行政科司法科外交科高等試験問題正解』（教文社、大正 15 年 5 月 10 日刊。

同 14 年 8 月序文あり。）「各大学試験問題集 京都帝国大学法学部経済学部試験問題」777

頁（「近代デジタルライブラリー」〈http://kindai.ndl.go.jp/〉452 齣） 

（参考）千賀鶴太郎述『羅馬法王庁との使節交換問題批判 附: 仏教各派管長反対覚書意見

書 京都仏教徒大会宣言決議』（京都・中外出版、大正 12 年 2 月 5 日刊） 

                                     

  

http://kindai.ndl.go.jp/
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 （14）千賀鶴太郎博士「羅馬法講義」、その他回想記 

                                     

 京都帝国大学法科大学、法学部における千賀博士の羅馬法講義については、幸いにも、

瀧川幸辰博士（大正元（明治 45、1912）年）9 月入学）及び末川博博士（大正 3（1914）

年）9 月入学）の回想記が残されているので、関係箇所を採録しておくこととする。なお、

「1 ＊訃報、追悼記（抄）（註 24-④）」も参照。 

 これらよりすると、瀧川、末川両博士は、千賀博士の羅馬法講義の講述ノートを作成さ

れているようであるが、名古屋大学法学部図書室所蔵の瀧川文庫にも、立命館大学図書館

所蔵の末川文庫にも、収められていないようである91。 

（上記の他、末川博・我妻栄（1897～1973）「対談 日本の法学者を語る・蒲郡対談・連

載第 4 回」『法学セミナー』第 179 号（昭和 46 年 1 月 1 日刊）67～69 頁の両博士の対談

記述も貴重である。） 

                                    

  ア 瀧川幸辰博士（1891～1962） 

                                    

・「千賀鶴太郎先生。入学してイの一番に講義をきいたのはローマ法であった。講壇にあが

るなり、何の前置きもなく、ローマ法、第一編、第一章、第一節、第一項と来た。何でも

ローマ建国というのが最初の節だったか項だったかで、王（Rex）の講義であった。ロー

マ法だからラテン語が続々と出るのは当然である。はじめに出るラテン語は黒板に書いて

もらえるが、同じラテン語も二度目からは書いてもらえない。「この言葉は前に書きました」

といわれる。千賀さんのローマ法は、緒論のようなものの他は、私法が主で、刑法などの

講義はなかったと記憶する。ローマ法の講義にはまいった。講義の原稿を読み上げられる

だけで、ほとんど説明されない。こちらは必死になってノートをとるだけ、ノートは何冊

もたまってしまう。ローマ法は法律学科の必修科目であるから試験を受けねばならない。

ずいぶんつらかった。私はローマ法に興味があったので、ゾーム［1841～1917］著インス

ティオーネン［ﾏﾏ］を買って拾い読みをした。その本はいまも手許に残っている。」92 

                                     

・「モムゼンの像  私は銅像の愛好者ではない。広場や街角にある銅像を見ると、自然の

調和を破壊する邪魔物の如く見え、なくもがなとゆう感じを抱く。併し大学などの古びた

建物の前にある学者や思想家の時代色のついた像は、なんとなく好感を以て仰ぎ見る気持

になる。この気持は像の存在からくるのではない、平和を愛し文化を尊ぶ者の心に強い感

銘を与えるからであろう。 

 ベルリン大学の正門を入ると表玄関の向つて右側にヘルムホルツ［1821～1894］の立像

                                                   
91 『瀧川文庫目録―名古屋大学法学部所蔵― 第 2 分冊（和書・本文篇）』（名古屋大学法学部、昭和

62 年 2 月 28 日刊）419 頁（「ノート類」）、立命館大学図書館編『立命館大学図書館蔵末川文庫目録』

（立命館大学図書館、平成 2 年 4 月 30 日刊）各参照。 
92 瀧川幸辰「回想の法学者（1）―千賀鶴太郎先生と仁保亀松先生―」『綜合法学』第 16 号（昭和 34 年

11 月 1 日刊。仁保亀松： 1868～1943）27 頁（『瀧川幸辰刑法著作集』第 5 巻（世界思想社、昭和 56

年 8 月 10 日刊）185 頁）。なお、瀧川幸辰「刑法専攻の端緒」『新法学』№15（昭和 12 年 8 月 1 日刊。

日本評論社版『新法学全集』月報）4、5 頁は千賀博士との出会い等に言及している（平成 24 年 2 月 2

日三浦裕史先生の御教示に拠る。）。（「なお」以下、平成 24 年 2 月 9 日追加） 
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がある。像の大きい割合に台が小さく、いかにも安定を欠く感じを与える。決して出来の

よいものではない。像の背後に見える窓枠に刻みつけられた女人の首の彫刻のほうが遙か

に美しい。併し向つて左側の、表玄関から少し離れたところにあるモムゼン［1817～1903］

の像は甚だ感じがよい。これは大理石で作られてある。建物の / 灰色の中から真白の姿が

くつきりと浮び上つて居る。モムゼンの像がベルリン大学にあることは、私の出発前に留

学から帰つた宮本英雄君［1880～1973］から聞いて居た。私の想像とは反対に気持のよい

像であることがうれしい。 

 始めてモムゼンの名を知つたのは学生時代に聴いたローマ法の講義においてである。私

の耳に残つて居るのは、モムゼンが晩年に著わした『ローマ刑法』に関する話である。千

賀鶴太郎先生［1857～1929］はいつも椅子に腰をおろしたまま、からだを少し右に向け窓

外に眼をやりながら講ぜられる。何しろベルリンに足掛け十七年［1884～1899 年］も居

られただけに、先生にとつてベルリンは魂の故郷であり、ベルリン大学はアルマ・マータ

ーである。冗談をゆわない先生であるから、講義外に逸脱するが如きことはないが、それ

でも折にふれベルリン大学の話をせられた。ボルンハック［1861～1946］とゆう教授は学

生の方を見ず、ウンター・デン・リンデンを向いて講義をしたので、「リンデン・プロフエ

ッサー」とゆう名をとつて居たとゆう話も先生から聞いた。先生がいつも右向きになつて

窓外を眺めながら講ぜられる / のは、菩提樹教授の影響であらうかなど学生は噂をしたも

のである。 

 或日、先生は次のような話をせられた。「ローマ国法学、ローマ史等の大著を書いたモム

ゼンは、晩年に『ローマ刑法』をまとめた。千頁にあまる大著である。彼はその二倍の分

量にもしたかつたのだが、既に年をとつて居り、またそれ以上書いては読者が困るだらう

とゆう考慮から千頁に圧縮した、と序文に書いてある。」大体斯ような意味のことであつた。

頓智のよい学生は直ちに先生に向つて、「先生、ローマ法の講義も全くその通りです」とや

つてのけた。ローマ法の講義は分量において全講義中の首位にあり、学生にとつて最も苦

手であつた。旁たこのタイムリー・ヒットは大いに受けた。時ならぬ喝采の響が教室を揺

り動かした。謹厳な先生も破顔大笑せられた。 

 この時の記憶が私をモムゼンの『ローマ刑法』へと導いたようである。刑法を専攻する

ようになつて、この本を読むことを志したが、図書目録に載つて居るのに書庫に見あたら

ないので――千賀先生の手許に行つて居たのかも知れな / い――そのままになつて居た。

私はベルリンに著［ﾏﾏ］いて間もなく『ローマ刑法』を探したが、新書も古書も見あたら

ない。始めて私の手にしたこの本はフランクフルト大学研究室所属のものである。なるほ

ど大きい、本文が千五十頁、索引を入れるとざつと千百頁の大冊である。研究室に居る時

間で読むのには不適当である。研究室の主任 M・E・マイヤー教授［1875～1923］にこの

ことを話すと、自分のを貸してあげるということであつた。私には自分の本でないと落著

［ﾏﾏ］いて読めないとゆう甚だ不便な癖がある。マイヤー先生のを借りたものの、先生の

本だと思うとどうも窮屈でたまらない。是非探し出したいとフランクフルトの本屋に頼ん

だが、手に入らない。その時、アンナ・ペンディックス93というドクトル・アルバイトを

                                                   
93 田中周友（1900～1996）「アンナ・ベンディクス嬢のこと」『瀧川幸辰 文と人』（昭和 38 年 11 月
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して居る女学生がゆうには、新聞に広告を出すと、売手が出てくるかも知れない、フラン

クフルトではだめだろうが、どこかにあるとのことで、一切を引受けてくれた。予想通り

広告に応じて申込をして来た人があつた。私の手許にある本は斯うした経歴のものである。 

/  

 千賀先生がローマ法の講義で語られた「序文」の箇所は次の如く出て居る。 

 「この本は論争の取扱において必ずや多くの誤解を避け得たであろう、とにかく個々の

問題につき数倍満足する結果を得たであろう。ただそうするには、少くとも二倍の分量を

必要としたであろう、併しすでに現在の分量でも読者をうんざりさせて居ると同時に、著

者もうんざりして居る。何はともかく、そうして居ては到底完成の見込がない。彼の時間

とまた人力がすべてを決定する。彼になお与えられるかも知れない残り少い時間を計算に

入れることは著者に許されるであろう。」 

 テオドール・モムゼンは、一八一七年十一月三十日に生れて一九〇三年十一月一日に世

を去った。『ローマ刑法』の序文は「シャロッテンブルク、千八百九十八年八月二十九日」

なつて居る。数え年八十二であつたことを思うと、吾々はその千頁の大著の前に襟を正さ

ねばならない。 

 私はドイツを去る前の数ヶ月を再びベルリンで送つたが、私の宿はシャロッ / テンブル

クのモムゼン 通
スツラーセ

二番地にあつた。夏にブダペストで大阪外国語学校の松本重彦君［1887

～? ］と一緒になつた際、十月にはベルリンに出るとゆう話をしたところ、それでは自分

の宿を引継ぐから是非それにしてくれと、とゆうことであり、そのままそこにきめた。愈

よ宿に移つて見ると、かつて成瀬無極先生［清、1885～1958］の居られたところで、万事

好都合であつた。『ローマ刑法』の序文から推すと、モムゼンはシャロッテンブルクに住ん

で居たようである。若しかするとこのあたりに居たのではないかと、妙になつかしく感じ

られたことである。（1924［大正 13］.10） / 」94 

                                    

・「 人の運命は多分に偶然によつて定まるようだ。運がよいとかわるいとかいふのは偶然

の別名ではなからうか。私が刑法を専攻するようになつたのは今から考へると全く偶然に

基いて居るように思ふ。 

 大学を卒業する年（大正四［1915］年、その頃卒業は七月であつた）の一月か二月に当

時京大の国際公法の教授であつた千賀鶴太郎先生から面会をしたいといふ通知を受けた。

千賀先生は教授中最も年齢の高い先生であつて、私はローマ法と国際公法第一部とドイツ

法とを先生から学んだといふだけで、個人的にお目にかかつたこともなく、何のための呼

                                                                                                                                                         

刊。後､瀧川春雄（1918～1979）編『ある生涯 瀧川幸辰－文と人－』〈世界思想社､昭和 40 年 11 月 20

日刊〉として公刊。）参照。（平成 22 年 6 月 5 日追加） 

94 瀧川幸辰「モムゼンの像（1924（大正 13）.10）」『随想と回想』（立命館出版部、昭和 12 年刊。出

版後まもなく発売禁止処分を受ける。（未見））、同（有斐閣、昭和 22 年 12 月 10 日刊。旧著を一部削

除して改版したもの。）213～218 頁（モムゼン『ローマ刑法』との絡みで、千賀博士の思い出をも叙述

したもの。前掲『瀧川幸辰刑法著作集』には未収録。「 / 」は改頁を示す。） 
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出かわからなかつたが、とにかく指定の日時に先生の下鴨のお宅を訪れた。庭には大きな

石で作られた泉水があり、素晴らしく高い樹木が冬枯れの姿を大空に現はして居たのを覚

えて居る。 

 先生は先づ「大学を卒業して何をするつもりか」といふ意味のことを聞かれた。「別にあ

てはありませぬ」と私が答へると、「どうです、大学院で国際公法を研究しては」と先生は

いはれる。高等学校に入学した当時［明治 42（1909）年三高入学］私は西洋史をやるつ

もり―実に淡い希望ではあつたが―で居たのだが、かつて中学校［北野中学か? ］で西洋

史を講ぜられた佐々木恆清先生にその話をした際「まあ、よく考へるがよい、下手をする

と私のように中学校の教師になりますよ」と暗に私の意図に反対の意志を表明せられた。

このことも有力な理由だつたと思ふが、当時同級（私は当時の一部丙即ちドイツ語を第一

外国語とするクラスに居た）の友人の大部分が法科に行くので、私も結局大勢に順応して

法科大学に入学した。大学在学中卒業して何をやるといふ考もなく、遂に卒業期に追ひつ

められたのであつた。その間「大学教授□□□（三字分程コピー内容不明。「になれ」か。）

ば」といふ考がないでもなかつたが、これもかすかな希望で、友人と話し合うたこともな

ければ、況んや先生や先輩に相談したなどのことはなかつた。突如としてその勧誘を受け、

何の心構へもない私は答へるすべを知らなかつたが、即座に「大学院に残ることは差支へ

ないのですが、国際公法は私に向かない気がします」といふ意味のことを無遠慮な［ﾏﾏ］

申述べた。先生は「何をやりたいのです」と新しい問を出された。私が「刑法ならやりた

いのですが」といふと、先生は「刑法の教授は今居ないが、その中富田［富田山寿、1879

～1916］といふ教授が帰朝するから、私から話をしてあげます」といはれ、用談はそれで

終つた。 

 いつ富田先生が帰朝せられたか知らなかったが、五月の末頃、富田先生から「一度会ひ

たい」といふ手紙をいただいた。今度は面会の目的がはつきりして居るので、肚をきめて

富田先生をお訪ねした。大学の人事のむつかしいことを知らない私は、これで卒業後の生

（以下、5 頁、通頁 121 頁）□□□□□（五字分程コピー内容不明。「き方につき」か。）

大体の眼鼻がついたつもりで居た。富田先生は半年後に急病で亡くなられた［大正 5（1916）

年 2 月逝去、享年 36］が、その後は織田萬［1868～1945］、佐々木惣一［1878～1965］、

竹田省［1880～1954］等諸先生の身にあまる指導、誘掖を辱くして刑法の研究に入つたの

である。 

 千賀先生がいかなる理由で国際公法を勧められたかわからないが、最初にお目にかかつ

た際「君は国際公法が好きなように思ふたので」といふ言葉を洩らされたことから思ひ合

はすと、国際公法の試験の点数が少々よかつたのが唯一の理由であつたらしい。千賀先生

の停年退職［大正 12（1923）年 10 月 5 日退官］後、或日私は大阪から偶然に先生と同車

したことがある。雑談の中に先生は「昔私が英語を教へた生徒の中に瀧川豊三郎といふ岡

山藩の人が居たが、君は知りませぬか」といはれた。「それは私の父ですが、年は先生と四

つ五つしか違わないでせう」といふと、「私は十五、六歳の頃から英語を教へて居つたので、

生徒の中に私より年上の人も居た、当時の君のお父さんは十か十一くらゐだつた」と先生

は語られ、三十年前に故人となつた私の父の子供時代の話をして下さつた。千賀先生は私

達父子二代の先生であつたことを知り、私はいふにいはれぬ感慨に打たれたのであつた。
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偶然の支配力には驚くべきものがある。」95      

                                     

  イ 末川博博士（1892～1977） 

                                    

・（「大学第一日の講義」として、千賀博士のローマ法講義に触れている。）「彼［末川］が

木造の階段教室で最初に講義を聴いたのは、開学当初からおられる千賀鶴太郎先生のロー

マ法であった。黒板にラテン語の術語を書かれるのに和服の袖をまくりあげられると、下

から奥さんが手で縫われたのであろうと思われるボタンのついた黒いシャツが見えるのは、

この先生が長いあいだドイツにおられたと聞いていただけに、何となくチグハグの妙な印

象を与えた。先生は、明治十年代に結婚後まもなく単身ドイツに行かれて、十五、六年後

に神戸に帰られたときには、出迎えの奥さんの顔がわからなかったという話もある。」96。 

                                    

  ウ その他                             

                                    

＊1 千朶木仙史編『学界文壇時代之新人』（天地堂、明治 41（1908）年 6 月 26 日刊）274-277

頁97（平成 23 年 10 月 20 日追加）〈https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/777987〉 

                                     

「（274 頁）《其十》 千賀博士と仁井田博士 

                                     

   京都の浦島太郎－－古参給仕――儒学者攻撃――仁井田の皮肉――造物 

   者の悪戯 

                                     

京都大学には一個の浦島大郎がある、彼は我国前世紀の偉人中村敬宇翁［1832～1891］に

識られて同人社教頭となりしが、明治十八年頃東京日々の嘱托通信員として独逸に渡航し、

居ること十有七年、然も足一たびも伯林を離れず、苦学精励、政治、経済及法律の諸科に

亘り殆ど学ばざるなく、至らざるなし。後に伯林大学附属東洋語学校講師となり一ケ月二

百馬克（約百円弱）の手当に依て一切の生活費を支へ、陋屋に屏居して孜々として / （改

頁→275 頁）倦むことなく、偶々京都大学の創立に際し、招かれて教授の位置に就き国際

公法を担任するに至れり。 

彼れ自ら人に語りて曰く、『私の日本を出立せし時は尚専制政体をなりしが、帰つて見れば

既に立憲代議政治の代となつて居る』と｡彼が家に兒［千賀孝善、1881～? ］あり、洋行

前尚僅かに襁褓を脱せし許りなりしが、帰朝の時は即ち既に一個の好少年と為り、今は父

に就きて京都大学々生たり、彼又曰ふ、最初の程は故郷の事を臆想する事もありましたが、

                                                   
95 瀧川幸辰「刑法専攻の端緒」『新法学』№15（昭和 12 年 8 月 1 日刊。日本評論社版『新法学全集』月

報）4、5 頁（通頁 120～121 頁。千賀博士との出会い等に言及している。『瀧川幸辰刑法著作集』には

未収録。平成 24（2012）年 2 月 2 日三浦裕史先生の御教示に拠る。）（平成 25 年 5 月 9 日追加） 
96 末川博『彼の歩んだ道』（岩波新書、昭和 40 年 10 月 20 日刊）170、171 頁。 
97 同著 237～284 頁所収の「京都法科大学諸教授」参照。千賀博士については、274～277 頁の他、239、

240、244（千賀博士の子 ⇒千賀孝善）頁に記載あり。なお、春木一郎博士（1870～1944）につき、281

～282 頁参照。（平成 23 年 10 月 20 日追加） 

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/777987
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年経つに従てトント忘れて了ひましたと｡さながらに是れ好箇の浦島太郎にあらずや｡ 

之を誰とかなす、曰く法学博士千賀鶴太郎氏其人である、氏が人となりは如上の閲歴に依

て察するも、其仙骨飄々たる超世的学者たるを知り得られやう｡質実素朴なる老漢、一見官

署の古参給仕の如く、彼が顔には青春のうら若き血汐を堪えず、今も尚下加茂の寓居に書

巻を伴とし、余暇あれば即ち詩文を嘱し、当今の世潮とは夐焉［けいえん］相関するなし、

従て京法諸教授が動もすれば鴨東の花街に盛名あるに反し、千賀の名のみは/ （改頁→276

頁）絶えず虹口に上りたることなしとか｡ 

然し之を以て博士に些の生気なしと思はヾ非常の速断たると免れじ、教壇に於ける博士は

屡次当代偽学者の面皮を剥がざれば止まじとの気焔を示し、就中露のマルテンス［フリー

ドリッヒ、1845～1909］及び我が高橋作衛君［1869～1920］を攻撃するに際しては熱罵

痛烈、息の根を止める迄遣つてのける日露開戦当時、マルテンスは宣戦の布告なくして旅

順港を襲撃せる我海軍の行動を難ぜるを聞きたる時の如き、博士は口に筆に力と極めて其

妄を弁論した。又高橋博士が『国際法』中に在る誤訳を指斥し、或は保護国、附庸国の議

論に対し常に冷笑して『彼等に国際法の知識なし』と断言して憚らざるなど、博士が性格

と知れるものより見れば全く別人の感を起す位｡ 

京法に於ける千賀の位置は勝本［勘三郎、1867～1923］よりも先輩で、岡村［司、1867

～1922］よりは更に一層先輩である。井上密［1867～1916］に次ぎて学長となるべき人

は即ち博士なれど、無論彼は之を引受けまい｡四年制度の賛成者として井上を助けしさえ余

程奇怪の沙汰と思はれるのである。/ （改頁→277 頁） 

若しそれ皮肉屋の西大関、仁井田博士［益太郎、1868～1945］に至っては今や単に京都に

腰を掛けて居るのみで雉本助教授［朗造、1876～1922］帰朝後は直に東京に転任すべしと

の評判。 

鈴が鳴る、学生一同席に就く、すると仁井田先生ニユツト教室に出現して学生席を見渡し、

偖学生の氏名を点呼しつ。やがて件の学生の起立せる状を熟視しながら『造物者は悪戯者

なるかな、君の顔は破損せる甕の如し』など始終口癖のやうに学生の面相を批評し嘲嗤し

て呵々大笑す。其東北的にして万事赤裸々なるを愛する、蓋し岡村勝本に譲らざる好学究

である｡ 

仁井田博士が世話好きなるに至つては確に学生の憧慕に価する良教授たる資格を備ふされ

ど博士は穂積［陳重、1856～1926］の如く勢力養成の為にあらずして、真心より学生を好

愛するのである｡他日博士若し東都に去ば京法学生の失望は恐く岡松［参太郎、1871～

1921］、高根［義人、1867～1930］を失ひし時よりも尚寂寞を感ずるであらう｡」 

                                     

＊2 『経済往来』第 4 巻第 1 号（日本評論社、昭和 4（1929）年 1 月 1 日刊）35～43 頁

（平成 23 年 9 月 25 日追加） 

S S S「学界風聞記 京都帝大法学部教授の巻」『経済往来』第 4 巻第 1 号（昭和 4 年 1 月

1 日刊）35～43 頁中冒頭部分+千賀鶴太郎先生分 

                                     

（35 頁）「 親が［明治］三十八年の法学士子供が昭和三年の法学士、何の因果か京大閥

でその間教授に知つてられるので都合のいゝ事も悪い事もある。風聞記の材料はありすぎ
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て困るが最近の先生即ち現役を目標に矢を放たう。 

 山田正三
．．．．

博士（以下中略）」 

（41～43 頁 仁保亀松先生＋千賀鶴太郎先生+其他分）「 最近停年にて止められし仁保亀
．．．

松
．
博士は法理学、栄えない講義であった。京大に鶴亀ありと云れた亀の相手は千賀鶴太郎

博士停年になつてからも久しく講師として国際公法ローマ法を担当し、その昔は極端なる

洋服主義なりしも、よる年波寒さに勝てず和服に変へたと。三十年前独乙留学当時のシヤ

ツが幾重にも着込んで和服よりのぞき長髯をぶして意氣旺ん。親爺の頃は試験場へ来て本

を開きそこへ偶然出てきた事件を問題に出し「日清戦争の終つた日」と問題が出て及第し

たもの数名であつたと。ローマ法に於ても最初百何名かの聴講者が試験になると筆者の時

は五名先生すましたもの、もうぢき寒くなるから狭い室に移らうとてラテン語をベラ＼／、

学生激減、小室移転予定の如し。ローマ法はむづかしい、そのローマ法で自分の子に百点

を与へたとか98。一日「先生僕の親爺もこゝで先生に教はりました［」］と云ふと、「親子

に教へるわけか僕も年をとったよ」と。その後ガマ田中周友
．．．．

氏の洋行中東大春木一郎
．．．．

博士

がかけもち。 

 其他恒藤恭
．．．

、小栗栖國道
．．．．．

、黒田覺
．．．

、牧健二
．．．

、渡邊宗太郎
．．．．．

諸氏等将来を嘱目されてる学者

多々あり。」 

                                    

  

                                                   
98 令息千賀孝善氏（1881～? ）は京大法科明治 37（1904）年 9 月入学、明治 40（1907）年 7 月卒業で

あるので、千賀鶴太郎博士の羅馬法は受講していないと思われるが、詳細不詳。（平成 23 年 9 月 25 日追

加）  
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 （15）伯林での森鷗外との関係（平成 24 年 10 月 5 日新設） 

                                     

・本件については、平成 24（2012）年 5～10 月山下萬里先生（1948～）、渡辺利喜子氏

（ときこ、1930～、千賀博士曾孫）の貴重な御示教に与った。記して深甚の謝意を表する

ものである。 

・『鷗外全集』第 20、21 巻（日記第 1、第 2）（岩波書店）中の「独逸日記」（昭和 12

年刊）（森鷗外: 1862～1922。明治 20 年 11 月 20 日、同年 12 月 18 日条に千賀博士と思

しき「仙賀」なる人物の記載ありし由（未見）。なお、ちくま文庫版『独逸日記 / 小倉日

記』（森鷗外全集 13、筑摩書房、平成 8 年 7 月 24 日刊）202、209 頁参照。）（渡辺利

喜子「千賀鶴太郎と森鷗外」『作文』（国分寺・作文社、平成 7 年 5 月 1 日刊）第 160 集

26～32 頁、山下萬里「『舞姫』の二人のモデル（上）」『森鷗外記念会通信』№176（森

鷗外記念会、平成 23 年 10 月 31 日刊）9～10 頁、同「千賀は「ちが」か「仙賀」か―『舞

姫』の二人のモデル（下）」『鷗外』第 91 号（（生誕 150 年記念号）、森鷗外記念会、

平成 24 年 7 月 31 日刊。上記「『舞姫』の二人のモデル（上）」の続稿）457～474 頁）

各参照。（平成 24 年 9 月 13 日追加） 

・講演 山下萬里（拓殖大学教授／中央大学理工学部兼任講師）「『舞姫』について」（千賀

博士と森鷗外に関しては、前掲渡辺利喜子氏論稿（「平成 7（1995）年」の項参照。）を除

き初公開のものか。参考: 同時講演：関礼子（中央大学文学部教授）「『山椒大夫』からの

メッセージ」。日時: 2012 年 6 月 23 日（土）13:00～14:30、場所: 後楽園キャンパス 5 号

館 5 階 5534・5533 教室、共催: 中央大学、文京区（森鷗外生誕 150 年記念事業））（平成

24 年 9 月 13 日追加） 

〈http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_academy_moriougaikinen_ougaiseitan150

.html〉 

〈 http://www.chuo-u.ac.jp/chuo-u/news/contents_j.html?suffix=i&mode=dpttop&topics

=17341〉 

（参考）『森鷗外記念会通信』No.179（平成 24 年 7 月 31 日刊）12 頁、【事務局より】 

「 中央大学において、6 月 23 日（土）、後楽園キャンパスに置［ﾏﾏ］いて、講演会が開

催されました。講師として、中央大学文学部教授の関礼子氏、山下萬里氏（拓殖大学教授・

中央大学理工学部兼任講師・写真）が講演されました［山下教授の写真あり。］。（改行） 関

氏は『山椒大夫』に込められたメッセージを読み取ろうとするものでした。（改行） 山下

氏は、『舞姫』に登場する人物のモデルについて考察。大教室は六百人近い聴衆で埋め尽く

され、その中に、熱心に耳を傾ける高校生の姿も多く見られました。」（平成 24 年 10 月 3

日追加） 

・「石黒忠悳日記抄」（石黒忠悳（ただのり）: 1845～1941） ⇒竹盛天雄（1928～ ）「不

円文庫蔵 石黒忠悳日記について」『鷗外全集』第 35 巻（昭和 50 年 1 月 22 日刊）月報

35 12～14 頁、竹盛天雄編「石黒忠悳日記抄（1～3）」: 1『鷗外全集』第 36 巻（昭和 50

年 3 月 31 日刊）月報 36 5～11 頁、2 『鷗外全集』第 37 巻（昭和 50 年 4 月 28 日刊）月

報 37 5～10 頁、3 『鷗外全集』第 38 巻（昭和 50 年 6 月 28 日刊）月報 38 5～13 頁。 

明治 20（1887）年 12 月 27 日（月報 37 6～7 頁） 

http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_academy_moriougaikinen_ougaiseitan150.html
http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_academy_moriougaikinen_ougaiseitan150.html
http://www.chuo-u.ac.jp/chuo-u/news/contents_j.html?suffix=i&mode=dpttop&topics=17341
http://www.chuo-u.ac.jp/chuo-u/news/contents_j.html?suffix=i&mode=dpttop&topics=17341
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鷗外独逸日記「夜ミュルレルを訪ふ。」 

石黒日記「微雪 火 209 171（ﾏﾏ） 95                  

〔前略〕○午後七時半ミュルレルノ招ニ應ス十二時帰ル 石黒 田口 森 千賀、ミュル

レル 夫人 北川 〔後略〕」 

明治 21（1888）年 6 月 24 日（月報 38 8 頁） 

石黒日記「○夜ミュルレル招ニ應シ十一時帰ル小生森多胡千賀田口北川及ミュルレル夫婦

〔後略〕」 
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 （16）千賀鶴太郎博士関連著作 

                                    

江戸時代～明治年代初期                          

・千賀家につき「池田家文庫」（岡山大学附属図書館コレクション）参照。（平成 24 年

12 月 5 日追加） 

〈 http://www.lib.okayama-u.ac.jp/ikeda/mdetail.php?nm=13259&title=%E5%8D%83%

E8%B3%80%E6%AD%A6%E5%9B%9B%E9%83%8E&cat=&author=&grp=&bunrui=&

reel=&koma=&page_num=〉 

資料番号  D3-1449 リール番号  TDC-162 コマ番号  99  資料種別   古文書 文庫名  

池田家  分類名  藩士（奉公書） 標題  〔先祖【並】御奉公之品書上〕．千賀鶴太郎 ⇒

本稿註 11、12 各参照。 

                       

明治年代後期～昭和年代初期                       

・『人事興信録』（各年版。人事興信社）（例えば、・第 3 版: 明治 44 年 4 月刊、せ之

部 27 頁「千賀鶴太郎」「近代デジタルライブラリー」〈http://kindai.ndl.go.jp/〉747 コ

マ、第 8 版: 昭和 3 年 7 月刊、せ之部 25 頁「千賀鶴太郎」「近代デジタルライブラリー」

891 コマ）（平成 24 年 6 月 4 日追加） 

                   

明治 30（1897）年～昭和 4（1929）年 

・『京都帝国大学一覧』（明治 30（1897）年版〈明治 31 年刊）以降各年版。京都帝国大

学）（近代デジタルライブラリー〈http://kindai.ndl.go.jp/〉参照。） 

 ⇒坂口貴弘「「一覧」という名の大学広報誌」『京都大学大学文書館だより』第 22 号（平

成 24 年 4 月 27 日刊）8 頁（平成 24 年 7 月 4 日追加） 

〈http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/156368〉 

                 

明治 36（1903）年 

・巌谷小波（1870～1933）『洋行土産』下巻（『小波洋行土産』。博文館、明治 36 年 5 月

22 日刊）29 頁以下（千賀博士が『日出新聞』（『京都日出新聞』か。）に伯林東洋語学校の

ことを寄稿したことを記載している。国立国会図書館近代デジタルライブラリー所収。）（平

成 22 年 5 月 31 日上村直己先生の御教示に拠る。）（平成 22 年 6 月 5 日追加） 

・「京都大学の梁山泊物語」『大阪毎日新聞』明治 36 年 9 月 17 日、同月 22 日（『関西

大学百年史 通史編 上巻』（関西大学、昭和 61 年 11 月 4 日刊）246～248 頁に抜粋掲載。

千賀博士分: 248 頁）  

〈http://www.kansai-u.ac.jp/nenshi/issue/annalistic.html〉 

・『京都帝国大学法科大学教室新築落成紀念［ﾏﾏ］講演集』（『法律学 経済学 内外論叢』

臨時増刊、宝文館、明治 36 年 11 月 5 日刊。第 2 巻第 6 号か。）（巻頭に、千賀教授、春

木一郎教授等当時の全教官の記念集合写真あり。） ⇒京都大学創立九十周年記念協力出版

委員会編『京大史記』（出版協力 六甲出版、昭和 63 年 8 月 20 日刊）「（本紀編）図録

京大九十年」52 頁掲載の写真「法科大学時代の教授陣」はその再録かと思われる。ただし、

http://www.lib.okayama-u.ac.jp/ikeda/mdetail.php?nm=13259&title=%E5%8D%83%E8%B3%80%E6%AD%A6%E5%9B%9B%E9%83%8E&cat=&author=&grp=&bunrui=&reel=&koma=&page_num
http://www.lib.okayama-u.ac.jp/ikeda/mdetail.php?nm=13259&title=%E5%8D%83%E8%B3%80%E6%AD%A6%E5%9B%9B%E9%83%8E&cat=&author=&grp=&bunrui=&reel=&koma=&page_num
http://www.lib.okayama-u.ac.jp/ikeda/mdetail.php?nm=13259&title=%E5%8D%83%E8%B3%80%E6%AD%A6%E5%9B%9B%E9%83%8E&cat=&author=&grp=&bunrui=&reel=&koma=&page_num
http://kindai.ndl.go.jp/
http://kindai.ndl.go.jp/
http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/156368
http://www.kansai-u.ac.jp/nenshi/issue/annalistic.html
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こちらには個人名の記載は省略されている。（平成 25 年 6 月 25 日追加） 

                     

明治 37（1904）年 

・鳥海安治編『東西両京之大学』（法科之部・斬馬剣禅）（編集兼発行者: 鳥海安治明治

37 年 1 月 7 日刊。後に、斬馬剣禅『東西両京の大学－東京帝大と京都帝大－』（講談社学

術文庫、昭和 63 年 11 月 10 日刊）として復刻。）（国立国会図書館｢近代デジタルライブ

ラリー｣所蔵） 

（参考: HP「網迫の電子テキスト乞校正@Wiki 斬馬剣禅「東西両京の大学３」」） 

〈http://www6.atwiki.jp/amizako/pages/98.html〉（平成 22 年 3 月 14 日閲覧） 

                  

明治 40（1907）年 

・石井研堂（民司、1865～1943）『自助的人物典型 中村正直伝』（成功雑誌社、明治 40

年 2 月 15 日刊。近代デジタルライブラリー〈http://kindai.ndl.go.jp/〉にあり。）（特に、

第 39 章「先生の令夫人」（157～162 頁）参照。（平成 25 年 5 月 31 日追加） 

                     

明治 41（1908）年 

・「千賀博士と仁井田博士」千朶木仙史編『学界文壇時代之新人』（天地堂、明治 41 年 6

月 26 日刊） 274 ～ 277 頁（国立 国会図 書館 ｢近代 デジタ ル ライブラ リー ｣

〈http://kindai.ndl.go.jp/〉に収録。仁井田益太郎: 1868～1945） 

（本稿「2 （14）千賀鶴太郎博士「羅馬法講義」、その他回想記 ウ」に入力済。同著、

239、240、244〈千賀博士の子 ⇒千賀孝善）頁に関係記述あり。なお、同著 237～284 頁

所収の「京都法科大学諸教授」参照。（平成 23 年 10 月 20 日追加）） 

                  

明治 43（1910）年 

・「戸水教授の辞任」『法学協会雑誌』第 28 巻第 1 号（明治 43 年 1 月 1 日刊）165 頁（戸

水寛人: 1861～1935。明治 42 年 12 月 23 日辞任。）   ・「大学彙報 戸水教授の辞任」

『国家学会雑誌』第 24 巻第 2 号（明治 43 年 2 月 1 日刊）149 頁 

・「春木教授の来講」『法学協会雑誌』第 28 巻第 4 号（明治 43 年 4 月 1 日刊）180 頁（春

木一郎: 1870～1944。明治 43 年 3 月 1 日東京帝国大学法科大学講師嘱託。） 

                    

明治 44（1911）年 

・『慶應義塾五十年史』（慶應義塾、明治 40 年 4 月 21 日刊）383 頁（「義塾教員派遣の

諸学校」380～384 頁） 

〈http://books.google.co.jp/books/about/%E6%85%B6%E5%BF%9C%E7%BE%A9%E5%

A1%BE%E4%BA%94%E5%8D%81%E5%B9%B4%E5%8F%B2.html?hl=ja&id=jxZKAA

AAIAAJ〉 

                    

明治 45（1912）年/大正元（1912）年 

・「春木博士の転任」『法学協会雑誌』第 30 巻第 7 号（明治 45 年 7 月刊）152 頁（明治

http://www6.atwiki.jp/amizako/pages/98.html
http://kindai.ndl.go.jp/
http://kindai.ndl.go.jp/
http://books.google.co.jp/books/about/%E6%85%B6%E5%BF%9C%E7%BE%A9%E5%A1%BE%E4%BA%94%E5%8D%81%E5%B9%B4%E5%8F%B2.html?hl=ja&id=jxZKAAAAIAAJ
http://books.google.co.jp/books/about/%E6%85%B6%E5%BF%9C%E7%BE%A9%E5%A1%BE%E4%BA%94%E5%8D%81%E5%B9%B4%E5%8F%B2.html?hl=ja&id=jxZKAAAAIAAJ
http://books.google.co.jp/books/about/%E6%85%B6%E5%BF%9C%E7%BE%A9%E5%A1%BE%E4%BA%94%E5%8D%81%E5%B9%B4%E5%8F%B2.html?hl=ja&id=jxZKAAAAIAAJ
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45 年 6 月 1 日東京帝国大学法科大学教授に転任） 

                      

大正 3（1914）年 

・大庭柯公（1872～1924? ）「学界評論（1）日本の国際法学者」『太陽』第 20 巻第 1

号（大正 3 年 1 月 1 日刊）42～50 頁（参考: 千賀鶴太郎「学界評論 大庭君の論評に対す

る答弁」『太陽』第 20 巻第 2 号（大正 3 年 2 月 1 日刊）38～41 頁） 

・半狂学人「学界評論 京都法科大学教授」『太陽』第 20 巻第 3 号（大正 3（1914）年 3

月 1 日刊）181～186 頁（181、182 頁で、「千賀鶴太郎博士」に言及あり。） 

・「法科大学規程」『京都法学会雑誌』第 9 巻第 9 号（大正 3 年 9 月刊）（雑報）248 

～251 頁（新規定掲載） 

                         

大正 4（1915）年 

・『人事興信録 第四版』（人事興信所、大正 4 年 1 月 10 日刊）「せ」17 頁（初版: 明治 36

年 4 月 18 日刊）〈https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1703995/713〉 

『人事興信録』データベース（令和 6（2024）年 1 月 1 日追加） 

〈https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/who/search/about〉⇒ 

〈https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/who/search/who4〉⇒ 

〈https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/who/docs/who4-13564〉 

・「京都大学の人々（5）」『読売新聞』大正 4 年 7 月 20 日朝刊第 6 面（ヨミダス） 

                  

大正 8（1919）年 

・佐藤鋼次郎（陸軍中将、1862～1923）「世界の恒久平和などは思ひもよらぬ―我国を亡

す者は学者先生―（時論）」『亜細亜時論』第 3 巻第 3 号（大正 8 年 3 月 8 日刊、14 頁。

内田良平文書研究会編『黒龍会関係資料集 7』（柏書房、平成 4 年 2 月 21 日刊）所収（122

頁）。）（佐藤氏は千賀博士の所論には賛同。） 

                    

大正 10（1921）年 

・『大日本博士録（1888-1920）第 1 巻（全六巻之内）法学博士及薬学博士之部』 

（発展社、大正 10 年 1 月 11 日刊。英文有。）（53、54 頁。千賀博士検討上に最も重要

なものの一つ。本稿註 3 に抄録。）〈https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/946116〉 

                       

大正 13（1924）年 

・西川正治郎著『田辺朔郎博士六十年史』（山田忠三、大正 13 年 5 月 20 日刊）325、326

頁（田辺朔郎、1861～1944、京大岡田良平第二代総長（1864～1934）退職事件関係の件）

（平成 23 年 9 月 25 日追加） 

〈http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E8%BE%BA%E6%9C%94%E9%83%8E〉 

〈http://library.jsce.or.jp/Image_DB/s_book/jsce100/htm/082.htm〉 

〈http://library.jsce.or.jp/Image_DB/s_book/jsce100/pdf/20783/20783_19.pdf〉 

（京都大学百年史編集委員会編『京都大学百年史 総説編』（京都大学後援会、平成 10 年

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1703995/713
https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/who/search/about
https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/who/search/who4
https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/who/docs/who4-13564
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/946116
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E8%BE%BA%E6%9C%94%E9%83%8E
http://library.jsce.or.jp/Image_DB/s_book/jsce100/htm/082.htm
http://library.jsce.or.jp/Image_DB/s_book/jsce100/pdf/20783/20783_19.pdf
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6 月 18 日刊）中、「第 1 編 総説 第 3 章 京都帝国大学の整備 第 1 節 岡田良平総長のも

たらした波紋 第 2 項 岡田総長退職事件」参照 ⇒。千賀博士、田辺博士と山縣有朋（1838

～1922）との関係がうかがえる。 

〈 http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_bookview.cgi/BB00000051/Body/s10

3a01.html〉） 

・大町桂月（1869～1925）・猪狩史山『杉浦重剛先生』（政教社、大正 13 年 6 月 4 日刊。

復刻版: 思文閣出版、昭和 61 年 5 月 20 日刊）中「同人社と東京文学院」（484～486 頁）

は同人社の末路を記載している。（平成 25 年 6 月 3 日追加） 

・『小松原英太郎君事略』（小松原英太郎君伝記編纂実行委員会、大正 13 年 11 月 30 日

刊。復刻本: 大空社、伝記叢書 55、昭和 63 年 10 月 25 日刊。小松原英太郎: 1852～1919）

（口絵中明治 19〈1886）年のドイツにおける集合写真に千賀博士の姿あり。）2、19、27、

28、30、40、41、57、203～208 頁（千賀鶴太郎「回想談」: 本稿 2（16）＊3 に全文入

力済。） 

                    

昭和 2（1927）年           

・「法・経・商学博士総覧」『法律春秋』第 2 巻第 1 号（普選特輯号、昭和 2 年 1 月 1 日

刊）（21 頁。ただし、「せ」欄でなく、「ち」欄（「ちが」）に掲載。） 

                 

昭和 4（1929）年                  

・「学界風聞記・京都帝大法学部教授の巻」『経済往来』（日本評論社）第 4 巻第 1 号（昭

和 4 年新年号）35～43 頁（千賀博士分: 42、43 頁⇒「2 （14） 千賀鶴太郎博士「羅馬法

講義」回想記」に「ウ その他」を追加し入力済）（平成 22 年 10 月 19 日追加、平成 23

年 9 月 23 日入力済の件補正） 

・故京都帝国大学名誉教授法学博士千賀鶴太郎君肖像竝哀辞（3 月 25 日 哀辞: 京都帝国

大学法学部長 山田正三（1882～1949））『法学論叢』第 21 巻第 4 号（昭和 4 年 4 月刊）

（昭和 4 年 3 月 19 日逝去。本稿註 21-③に関係全文入力済。） 

・「春さびし―逝ける二耆宿 千賀・村岡両名誉教授の温容をしのぶ」『京都帝国大学新

聞』昭和 4 年 4 月 29 日（月、第 100 号）第 5 面（復刊: 『京都大学新聞縮刷版』第 1 巻

（京都大学新聞社、昭和 44 年 2 月 10 日刊）453 頁）（村岡範為馳: はんいち、1853～

1929.4.19）（本稿註 21-④に関係部分入力済。） 

・中川善之助（1897～1975）「昭和四年学界回顧 法学界」『経済往来』第 4 巻第 12 号

（昭和 4 年 12 月 1 日刊）（163～169 頁、千賀博士関係: 163 頁、本稿註 21-⑤に関係部分

入力済。） 

                    

昭和 5（1930）年                   

・入江貫一（1879～1955）『山縣公のおもかげ』（大正 11 年 9 月 8 日刊、増補再版（『山

縣公のおもかげ 附 追憶百話』）昭和 5 年 6 月 25 日刊）増補再版所収の「山縣元帥追憶百

話」中 358～359 頁に、千賀鶴太郎「組織的材幹」あり。なお、同書は、最近山口県周南

市マツノ書店復刻本あり、平成 21 年 4 月刊との由。「組織的材幹」全文につき、本稿 2

（16）＊4 に入力済。） 

http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_bookview.cgi/BB00000051/Body/s103a01.html
http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_bookview.cgi/BB00000051/Body/s103a01.html
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・『会員名簿 昭和 5［1936］年 11 月現在 京都帝国大学法学会・京都帝国大学経済学会

（非売品）』（「近代デジタルライブラリー」所収）519 頁（「千賀孝善 京都 ［明治］

40 独、一」の後に、「千賀覚一 京都 昭 4 法 大阪地方司法官試補［ﾏﾏ、「司法官試補、

大阪地方裁判所詰」か。］ 京都市左京区下鴨宮河町 19」なる記載がある。おそらくこの

時期前後に千賀博士家に何らかの形で入籍された方か（詳細不明。本稿「1 略年譜 ＊千

賀孝善氏及び千賀覚一氏の件（平成 24 年 2 月 9 日追加）」参照。」（平成 24 年 6 月 5

日追加） 

                       

昭和 6（1931）年               

・来間恭「京大展望 『転落』への下りか上りか」『大阪毎日新聞』昭和 6 年 5 月 11 日～

7 月 28 日（平成 22 年 10 月 19 日追加） 

神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ「新聞記事文庫」:  

〈http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/SearchServlet〉 

〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10086839&TYP

E=HTML_FILE&POS=1〉 

                  

昭和 9（1934）年                

・矢田一男（1904～1966）「明治時代のローマ法教育（1）、（2・完）」『法学新報』

第 44 巻第 3、4 号（昭和 9 年 3、4 月刊）（（1）: 83～102 頁、千賀博士関係: 87～114

頁、（2・完）: 97～114 頁） 

                     

昭和 11（1936）年                  

・『関西大学創立五十年史』（関西大学、昭和 11 年 5 月 1 日刊）94、99、100 頁 

〈http://www.kansai-u.ac.jp/nenshi/issue/annalistic.html〉 

                 

昭和 12（1937）年                

・田中誠一編著『備作人名大辞典 坤』（備作人名大辞典刊行会、昭和 12 年 1 月 1 日刊）

（「文芸界」: 坪田（木庭）繁 42 頁、万代義勝 43 頁、関新吾 43 頁、山脇巍 45 頁）（復

刻: 臨川書店、昭和 49 年 8 月 20 日刊（乾・坤全 2 冊）） 

・瀧川幸辰（1891～1962）「刑法専攻の端緒」『新法学』№15（昭和 12 年 8 月 1 日刊。

日本評論社版『新法学全集』月報）4、5 頁（千賀博士との出会い等に言及している。後掲

『瀧川幸辰刑法著作集』には未収録。平成 24 年 2 月 2 日三浦裕史先生の御教示に拠る。

本稿「2 （14） 千賀鶴太郎博士「羅馬法講義」、その他回想記 ア 瀧川幸辰博士（1891

～1962）」に収録。）（平成 24 年 2 月 9 日追加、同 25 年 6 月 3 日一部修正） 

・瀧川幸辰（1891～1962）「モムゼンの像（1924（大正 13）.10）」『随想と回想』（立

命館出版部、昭和 12 年刊。出版後まもなく発売禁止処分を受けし由。（未見））、『随

想と回想』（有斐閣、昭和 22 年 12 月 10 日刊）は旧著を一部削除して改版したもの。同

著 213～218 頁は、モムゼン『ローマ刑法』との絡みで、千賀博士の思い出をも叙述した

もの。後掲『瀧川幸辰刑法著作集』には未収録。本稿「2 （14）千賀鶴太郎博士「羅馬法

講義」、その他回想記 ア 瀧川幸辰博士（1891～1962）」に収録。）（平成 24 年 2 月 9

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/SearchServlet
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10086839&TYPE=HTML_FILE&POS=1
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10086839&TYPE=HTML_FILE&POS=1
http://www.kansai-u.ac.jp/nenshi/issue/annalistic.html
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日一部修正、同 25 年 6 月 3 日一部修正） 

・「千賀鶴太郎」『日本人名大事典（新撰大人名辞典）』第 3 巻（平凡社、昭和 12 年 10

月 22 日初版第 1 刷刊。昭和 54 年 7 月 10 日、覆刻版第 1 刷刊）545 頁 

・『大成中学校創立四十周年記念 杉浦先生講演集』（杉浦鋼太郎（1857～1942）、大成

中学校々友会、昭和 12 年 10 月 29 日刊）「二 藤園池辺義象大人［1861～1923］の霊前

に」8～10 頁（伯林大学附属東洋語学校関係記事）（平成 25 年 2 月 27 日追加） 

・『日本中学校五十年史』（日本中学校、昭和 12 年 12 月 25 日刊。近代デジタルライブラ

リー〈http://kindai.ndl.go.jp/〉にあり。）「第 2 章 東京英語学校 第 6 節 東京文学院の設

立及び同人社」（67～78 頁）は同人社の末路を記載している。 

ただし、前掲大町桂月（1869～1925）・猪狩史山『杉浦重剛先生』（政教社、大正 13 年

6 月 4 日刊。復刻版: 思文閣出版、昭和 61 年 5 月 20 日刊）に拠るものである。（平成 25

年 5 月 31 日追加、同年 6 月 3 日一部修正） 

・『鷗外全集』第 20、21 巻（日記第 1、第 2）（岩波書店）中の「独逸日記」（昭和 12

年刊）（森鷗外: 1862～1922。明治 20 年 11 月 20 日、同年 12 月 18 日条に千賀博士と思

しき「仙賀」なる人物の記載ありし由（未見）。なお、ちくま文庫版『独逸日記 / 小倉日

記』（森鷗外全集 13、筑摩書房、平成 8 年 7 月 24 日刊）202、209 頁参照。）（後掲渡

辺利喜子（ときこ、1930～ ）「千賀鶴太郎と森鷗外」『作文』（国分寺・作文社、平成 7

年 5 月 1 日刊）第 160 集 26～32 頁、山下萬里「『舞姫』の二人のモデル（上）」『森鷗

外記念会通信』№176（森鷗外記念会、平成 23 年 10 月 31 日刊）9～10 頁、同「千賀は「ち

が」か「仙賀」か―『舞姫』の二人のモデル（下）」『鷗外』第 91 号（（生誕 150 年記

念号）、森鷗外記念会、平成 24 年 7 月 31 日刊。上記「『舞姫』の二人のモデル（上）」

の続稿）457～474 頁（平成 24 年 9 月 13 日追加） 

⇒「昭和 50（1975）年」の項（「石黒忠悳日記抄」）参照。（平成 24 年 9 月 13 日追加） 

                    

昭和 13（1938）年 

・春木一郎（1870～1944）訳『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂ΠΡΩΤΑ（プロータ）』

（有斐閣、昭和 13 年 4 月 20 日刊）56～59 頁の「第一巻邦訳前書」中に、千賀鶴太郎博

士及びその訳業に言及するところあり、貴重。 

（参考）春木一郎墓所: 〈http://www17.ocn.ne.jp/～ya-na-ka/harukiIchiro.htm〉（墓所

のみ平成 24 年 9 月 13 日追加） 

                       

昭和 14（1939）年     

・田中誠一編著『備作人名大辞典 乾』（備作人名大辞典刊行会、昭和 14 年 4 月 1 日刊）

（復刻: 臨川書店、昭和 49 年 8 月 20 日刊〈乾・坤全 2 冊））423、424 頁（「政治界」:

小松原英太郎 28～29 頁） 

・矢田一男（1904～1966）「明治以来ローマ法源邦訳事歴―『ローマ法大全』（C .I .C .）

を中枢として―（1）～（4・完）」『法学新報』第 49 巻第 6、8、10、12 号（昭和 14 年

6、8、10、12 月刊）（（1）: 38～50 頁、（2）: 76～94 頁、（3）: 72～79 頁、千賀博士

関係: 72 頁、（4・完）: 107～125 頁、千賀博士関係: 108～110 頁）（CIC＝Corpus Iuris 

http://kindai.ndl.go.jp/
http://www17.ocn.ne.jp/~ya-na-ka/harukiIchiro.htm
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Civilis［ローマ法大全］の略） 

                     

昭和 17（1942）年 

・横田喜三郎（1896～1993）｢わが国における国際法の研究｣『東京帝国大学学術大観（法

学部 経済学部）』（東京帝国大学、昭和 17 年 4 月 13 日刊）（239 頁、千賀博士『国際公

法要義』の著があることを記載。） 

・原田慶吉（1903～1950）「我が国に於ける外国法史学の発達」『東京帝国大学学術大観

（法学部 経済学部）』（東京帝国大学、昭和 17 年 4 月 13 日刊）（296～298 頁、千賀博

士の 2 冊の翻訳本のこと等を記載。）（平成 23 年 7 月 12 日追加） 

〈http://home.q02.itscom.net/tosyokan/data/HARADA007.html〉（令和 5（2023）年 12

月 31 日閉館） 

                     

昭和 18（1943）年 

・井上哲次郎（1856～1944）『懐旧録』（春秋社、昭和 18 年 8 月 20 日刊）（ベルリン

東洋語学校の件: 221～226、319～329 頁。復刻本: 『シリーズ日本の宗教学 2 井上哲次

郎集 第 8 巻 懐旧録、井上哲次郎自伝』（クレス出版、平成 15 年 3 月 25 日刊）） 

・『京都帝国大学史』（京都帝国大学、昭和 18 年 12 月 20 日刊）（第 2 編 第 1 章 第 2

節 沿革の大要: 88、89 頁、国際公法: 172 頁以下、羅馬法: 203 頁以下）（近代デジタル

ライブラリー〈http://kindai.ndl.go.jp/〉に収録。） 

                  

昭和 21（1946）年 

・河上肇（1879.10.20～1946.1.30）「小国寡民」（昭和 20 年 9 月 1 日稿）『思ひ出（断

片（篇）の部 抄出）』（日本民主主義文化聯盟（発兌: 月曜書房）、昭和 21 年 10 月 25 日

刊、251、252 頁、（序文: 昭和 20 年 12 月 21 日記））（後に、『河上肇著作集』第 9 巻（筑

摩書房、昭和 39（1964）年 12 月 15 日刊）342 頁、『河上肇全集 続 7』（岩波書店、昭和

60 年 12 月 7 日刊）430 頁に再録。） 

（青空文庫: 〈http://www.aozora.gr.jp/cards/000250/files/4299_14360.html〉） 

（河上博士は、明治 41（1908）年 8 月 24 日京都帝国大学法科大学講師に就任〈翌明治

42 年助教授）。千賀博士邸を訪問したのもこの頃か。） 

〈http://www.ksky.ne.jp/～hatsu/hajime/〉 

                

昭和 22（1947）年 

・瀧川幸辰（1891～1962）「モムゼンの像（1924（大正 13）.10）」『随想と回想』（有

斐閣、昭和 22 年 12 月 10 日刊。旧著を一部削除して改版したもの。旧著『随想と回想』

（立命館出版部、昭和 12 年刊）は出版後まもなく発売禁止処分を受けし由。（未見））、）

213～218 頁（モムゼン『ローマ刑法』との絡みで、千賀博士の思い出をも叙述したもの。

後掲『瀧川幸辰刑法著作集』には未収録。本稿「2（14）千賀鶴太郎博士「羅馬法講義」、

その他回想記 ア 瀧川幸辰博士（1891～1962）」に収録。）（平成 24 年 2 月 9 日追加） 

                    

http://home.q02.itscom.net/tosyokan/data/HARADA007.html
http://kindai.ndl.go.jp/
http://www.aozora.gr.jp/cards/000250/files/4299_14360.html
http://www.ksky.ne.jp/~hatsu/hajime/
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昭和 25（1950）年 

・原田慶吉（1903～1950）「法史学 三 古代法」『法学研究の栞 上』（東大学生文化指

導会、昭和 25 年 7 月 16 日刊）301 頁（「国際法」にはなし。） 

                  

昭和 28（1953）年 

・恒藤恭（1888～1967）「学究生活の回顧」『思想』第 343 号（昭和 28 年 1 月 5 日刊）

83 頁、同「学究生活の回顧（完）」『思想』第 344 号（昭和 28 年 2 月 5 日刊）244 頁（後

に、『現代随想全集 27 田中耕太郎 恒藤恭 向坂逸郎集』（東京創元社、昭和 30 年 3 月

刊）恒藤恭集 215～241 頁、千賀博士関係: 216、217 頁、（年譜）252 頁）に収録。末川

博・恒藤恭等 11 氏『学究生活の思い出』（金田一京助（1882～1971）著者代表、宝文館、

昭和 29 年 6 月 1 日刊）中の恒藤恭「学究生活の回顧」（17～41 頁。千賀博士関連記載: 20

頁）も同じもの。） 

・『立命館創立五十年史』（立命館大学五十周年記念事業局、昭和 28 年 3 月 31 日刊） 

                      

昭和 29（1954）年 

・田岡良一（1898～1985）「千賀鶴太郎先生の想出－日本の法律学を築いた人々（10）

－」『書斎の窓』第 10 号（有斐閣、昭和 29 年 3 月 1 日刊、1～5 頁）（後に、同第 269

号（創業 100 周年記念特集号、昭和 52（1977）年 1 月 1 日刊）78～81 頁に再録。） 

                     

昭和 30（1955）年 

・恒藤恭（1888～1967）「学究生活の回顧」『現代随想全集 27 田中耕太郎 恒藤 恭 向

坂逸郎集』（東京創元社、昭和 30 年 3 月刊。恒藤恭集 215～241 頁、千賀博士関係: 216、

217 頁、（年譜）252 頁。前掲「学究生活の回顧」『思想』第 343 号（昭和 28 年 1 月 5

日刊）、同「学究生活の回顧（完）」『思想』第 344 号（昭和 28 年 2 月 5 日刊）の再録。） 

                

昭和 32（1957）年 

・吾妻京一郎（清水英夫氏（1922～2013）の筆名）「関西大学法学部（法学部めぐり・12）」

『法学セミナー』第 16 号（昭和 32 年 7 月号）66～68 頁（千賀博士: 67 頁）（吾妻京一

郎『法学部物語』（一粒社、昭和 33 年 7 月 10 日刊）に収録（18 関西大学: 209～216 頁、

千賀博士: 213 頁）。） 

                 

昭和 33（1958）年 

・向井健（1931～2016）「千賀鶴太郎」（日本の法律学者 第 5 回、福沢諭吉（1834～1901）

等と）『綜合法学』第 1 巻第 5 号（昭和 33 年 10 月 1 日刊）502 頁 

                          

昭和 34（1959）年 

・田岡良一（1898～1985）「執筆を終えて」『国際法Ⅲ』（法律学全集第 57 巻、有斐閣、

昭和 34 年 7 月 30 日刊）月報 No.27 4～7 頁（千賀博士関係: 4、5 頁） 

・瀧川幸辰（1891～1962）「回想の法学者（1）―千賀鶴太郎先生と仁保亀松先生―」 
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『綜合法学』第 16 号（昭和 34 年 11 月 1 日刊。26～30 頁。後に、『瀧川幸辰刑法著作集』 

第 5 巻（世界思想社、昭和 56 年 8 月 10 日刊）に収録。貴重。）（仁保亀松: 1868～1943） 

                      

昭和 35（1960）年 

・田中周友（1900～1996）「私の選んだ学問 ローマ法」『京都大学新聞』第 1045 号（昭

和 35 年 12 月 12 日刊。『復刻版京都大学新聞』第 4 巻（昭和 44 年 10 月 20 日刊）715

頁に再録。ただし、千賀博士関連記載はなし。） 

                  

昭和 38（1963）年 

・「法律学と私 滝川幸辰〈ﾏﾏ〉先生に聞く（遺稿）〔第 1 回〕」（（語る人）故滝川幸

辰、（聞く人）木村静子（1927～））『法学セミナー』第 84 号（昭和 38 年 3 月号（3 月

1 日刊）、昭和 36 年 8 月の対談速記録）49 頁（後に、我妻栄 末川博 瀧川幸辰〔談〕 利

谷信義 乾昭三 木村静子編『法律学と私』（日本評論社、昭和 42 年 5 月 10 日刊）（「瀧川

幸辰先生に聞く（遺稿）」の項に再録。） 

                  

昭和 39（1964）年 

・谷口澄夫（1913～2001）『岡山藩』（吉川弘文館、昭和 39 年 2 月 15 日刊。平成 7 年

4 月 1 日新装版第 1 刷刊）（幕末期岡山藩の房総海防警備関係記載）（平成 24 年 10 月 31

日追加） 

・大谷政敬（昭和 2 年京大経卒）「恩師の思い出」『同好』（京都大学経済学部同窓会誌

か? ）昭和 39 年刊行号（詳細不明）32～35 頁（千賀博士分: 32 頁）（平成 24 年 6 月 5

日追加）〈http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/ronsou/10005274.pdf#search='） 

                 

昭和 40（1965）年 

・佐藤篤士（1934～2006）「日本におけるローマ法学の役割―日本におけるローマ法研究

の歩みにたいする一つの反省―」『早稲田法学』第 40 巻第 1 号（昭和 40 年 1 月 20 日刊）

53-99 頁（千賀: 59、63 頁）（佐藤『古代ローマ法の研究』（敬文堂出版部、昭和 50 年 4

月 25 日刊）に、第 1 章「日本におけるローマ法学の発達―日本におけるローマ法研究の

歩みにたいする一反省―」と改題して再録（1-46 頁）） 

〈 http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/1829/1/A03890546-00-040010

053.pdf〉参照。 

・末川博（1892～1977）『彼の歩んだ道』（岩波新書、昭和 40 年 10 月 20 日刊）170、

171 頁 

                        

昭和 41（1966）年 

・高橋昌郎（1921～? ）『中村敬宇』（吉川弘文館、昭和 41 年 10 月 10 日刊）118～129

頁（「初期の同人社と敬宇の受洗」）、197～213 頁（「同人社の盛衰」、207、210 頁: 千

賀博士は『同人社文学雑誌』の最後の編集長との由）（平成 25 年 6 月 3 日一部修正） 

・太壽堂鼎（1926～1996）「京大国際法学（研究室より）」『有信会誌』第 13 号（京都

http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/ronsou/10005274.pdf#search
http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/1829/1/A03890546-00-040010053.pdf
http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/1829/1/A03890546-00-040010053.pdf
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大学法学部有信会、昭和 41 年 12 月 15 日刊）78～80 頁 

                      

昭和 42（1967）年 

・恒藤恭（1888～1967.11.2）「大正期における京大法科の追想」『法学セミナー』第 133

号（昭和 42 年 4 月号（4 月 1 日刊）68～69 頁（千賀博士分: 69 頁、ここで、恒藤博士は、

千賀博士の回想とともに、何故か、「羅馬法は講師春木一郎先生の講義を聴いた。」とも

書いておられる。このあたりは詳細不明。なお、恒藤恭「法科大学一回生のころ」『別冊

法律時報 法学案内』（昭和 32 年第 2 号、4 月 25 日刊）には、千賀博士の件は記載なし。）

（平成 23 年 4 月 3 日追加） 

・我妻栄 末川博 瀧川幸辰〔談〕 利谷信義 乾昭三 木村静子編『法律学と私』（日本評論

社、昭和 42 年 5 月 10 日刊）（「末川博先生に聞く」の項: 118 頁、「瀧川幸辰先生に聞く（遺

稿）」の項: 198、199、203 頁）（我妻栄: 1897～1973、末川博: 1892～1977、瀧川幸辰: 1891

～1962、利谷信義: 1932～（2019）、乾昭三: 1928～2003、木村静子: 1927～）（初出: 『法

学セミナー』第 84 号（昭和 38 年 3 月号（3 月 1 日刊）49 頁等） 

・『ジュリスト年鑑 1967 年版』（ジュリスト臨時増刊号、昭和 42 年 6 月 25 日刊、通巻

第 373 号）中の「法学博士一覧表」（537 頁） 

・『京都大学七十年史』（京都大学、昭和 42 年 11 月 3 日刊）348、368、384 頁 

                 

昭和 43（1968）年 

・西村捨也（1903～）『明治時代法律書解題』（酒井書店、昭和 43 年 7 月 15 日刊）278

頁（「千賀鶴太郎『国際法要義［ﾏﾏ］』」） 

・『岡山市史（人物編）』（岡山市役所、昭和 43 年 12 月 20 日刊）（千賀博士分は記載がな

いが、小松原英太郎等が掲載されている。） 

・（調査中）『近衛篤麿日記』（全 6 巻、鹿島研究所出版会、昭和 43～44 年刊。近衛篤麿: 1863

～1904。明治 33（1900）年 10 月 6 日条に中村進午（1870～1939）の京大教授招聘の件

の記載ありとの由、一又正雄（1907～1974）『日本の国際法学を築いた人々』（日本国際

問題研究所、昭和 48 年 3 月 30 日刊）63 頁）（平成 23 年 10 月 15 日追加） 

                 

昭和 44（1969）年 

・高橋昊（1912～）「今泉定助先生正伝研究 今泉研究所―その国体論と神道思想史上の地

位―」『今泉定助先生研究全集』第一巻（日本大学今泉研究所、昭和 44 年 9 月 11 日刊。

今泉定助（定介）: 1863～1944）152～153 頁（今泉夫人ろく（録）氏は千賀博士夫人令

妹、口絵に写真あり。）（平成 25 年 5 月 28 日追加） 

                 

昭和 46（1971）年 

・末川博（1892～1977）・我妻栄（1897～1973）「対談 日本の法学者を語る・蒲郡対談・

連載第 4 回」『法学セミナー』第 179 号（昭和 46 年 1 月 1 日刊）67～69 頁（我妻博士は、

大正 3、4（1914、1915）年頃義兄の孫田秀春博士（1886～1976）に京大羅馬法教授の後

継者の話があったことを回想しておられる。ただし、孫田秀春『私の一生』（高文堂出版
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社、昭和 49 年 8 月 25 日刊）には記載なし。） 

・末川博・我妻栄「対談 日本の法学者を語る・蒲郡対談・連載第 5 回・完」『法学セミ

ナー』第 180 号（昭和 46 年 2 月 1 日刊）80 頁 

               

昭和 47（1972）年 

・末川博（1892～1977）『末川博随想全集 第 9 巻 思い出の人と私のあゆみ 』（栗田出

版会、昭和 47 年 8 月 25 日刊）（Ⅴ 歩んだ道の回顧 立命館と私（493～500 頁）中 494

頁。昭和 46 年 5 月 19 日『立命館学園公報』を再録か。）（平成 24 年 5 月 22 日追加） 

              

昭和 48（1973）年 

・一又正雄（1907～1974）『日本の国際法学を築いた人々』（日本国際問題研究所、昭和

48 年 3 月 30 日刊）「千賀鶴太郎」: 62～67 頁（千賀博士に関する貴重な記述あり。）（平

成 23 年 10 月 15 日追加） 

（一又正雄: 〈http://www.furugosho.com/precurseurs/ichimata.htm〉） 

・井上哲次郎（1856～1944）『井上哲次郎自伝』（井上正勝、昭和 48 年 12 月 2 日刊）

20、21、75 頁（復刻本: 『シリーズ日本の宗教学 2 井上哲次郎集 第 8 巻 懐旧録、井上

哲次郎自伝』（クレス出版、平成 15 年 3 月 25 日刊）） 

                    

昭和 49（1974）年 

・潮見俊隆（1922～1996） 利谷信義（1932～（2019））編著『日本の法学者』（日本評

論社、昭和 49 年 6 月 30 日刊）（八木鉄男（1924～（1997）「恒藤恭」369 頁、小田中

聰樹（1935～（2023））「瀧川幸辰」384 頁） 

・巌谷大四（1915～2006）『波の跫音―巌谷小波伝－』（新潮選書、新潮社、昭和 49 年

12 月 10 日刊、のち文春文庫（平成 4（1993）年 12 月刊）、巌谷小波: 1870～1933）107

頁 

                  

昭和 50（1975）年 

・田岡良一（1898～1985）「千賀鶴太郎」『国際法辞典』（鹿島出版会、昭和 50 年 3 月

30 日刊）394 頁（『国際関係法辞典』480、481 頁（三省堂、平成 7 年 8 月 10 日刊）、

『国際関係法辞典 第 2 版』（三省堂、平成 17 年 9 月 15 日刊）535 頁に再録。） 

・竹盛天雄（1928～）「不円文庫蔵 石黒忠悳日記について」『鷗外全集』第 35 巻（昭和

50 年 1 月 22 日刊。石黒忠悳（ただのり）: 1845～1941）月報 35 12～14 頁、竹盛天雄編

「石黒忠悳日記抄（1～3）」: 1『鷗外全集』第 36 巻（昭和 50 年 3 月 31 日刊）月報 36 5

～11 頁、2 『鷗外全集』第 37 巻（昭和 50 年 4 月 28 日刊）月報 37 5～10 頁、3 『鷗外

全集』第 38 巻（昭和 50 年 6 月 28 日刊）月報 3８ 5～13 頁。本件については、平成 24

年 6 月 1 日山下萬里先生の御示教に与った。深甚の謝意を表するものである。（平成 24

年 6 月 19 日追加） 

⇒千賀博士関係: （前掲「昭和 12（1937）年」の項（『鷗外全集』）参照。） 

明治 20（1887）年 12 月 27 日（月報 37 6～7 頁） 

http://www.furugosho.com/precurseurs/ichimata.htm
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鷗外独逸日記「夜ミュルレルを訪ふ。」 

石黒日記「微雪 火 209 171（ﾏﾏ） 95 

〔前略〕○午後七時半ミュルレルノ招ニ應ス十二時帰ル 石黒 田口 森 千賀、ミュル

レル 夫人 北川 〔後略〕」 

明治 21（1888）年 6 月 24 日（月報 38 8 頁） 

石黒日記「○夜ミュルレル招ニ應シ十一時帰ル小生森多胡千賀田口北川及ミュルレル夫婦

〔後略〕」 

                

昭和 52（1977）年 

・田岡良一（1898～1985）「千賀鶴太郎先生の想出－日本の法律学を築いた人々－」『書

斎の窓』第 269 号（創業 100 周年記念特集号、有斐閣、昭和 52 年 1 月 1 日刊）78～81

頁（初出: 「千賀鶴太郎先生の想出－日本の法律学を築いた人々（10）－」『書斎の窓』

第 10 号（有斐閣、昭和 29 年 3 月 10 日刊）1～5 頁）（平成 23 年 11 月 30 日追加） 

・渡辺實（1911～）『近代日本海外留学生史 上』（講談社、昭和 52 年 9 月 16 日刊）513、

514 頁 

                

昭和 54（1979）年 

・国立国会図書館参考書誌部編集『都筑馨六関係文書』（憲政資料目録第 12）（国立国会

図書館、昭和 54 年 12 月 1 日刊）90 頁「140（の一部）: 千賀鶴太郎」（6 通） 

（ネット）都筑馨六関係文書目録/国立国会図書館参考書/国立国会図書館/1979.12/GB5-86 

（都筑馨六: 1861～1923）（前掲「2 （11） 書翰類」（39 頁）参照。） 

〈http://rnavi.ndl.go.jp/kensei/tmp/index_tsudukikeiroku.pdf〉 

〈http://www.law.kyushu-u.ac.jp/～shichinohe/minpo/（42）_tsuzuki_keiroku.htm〉（平

成 24 年 11 月 6 日現在では検索できず。） 

                 

昭和 56（1981）年 

・『瀧川幸辰刑法著作集』第 5 巻（世界思想社、昭和 56 年 8 月 10 日刊）（「回想の法学 

者 1 千賀鶴太郎先生と仁保亀松先生」183～188 頁〈同巻中 204、205、209 頁も参照。）） 

（初出: 瀧川幸辰「回想の法学者（1）―千賀鶴太郎先生と仁保亀松先生―」『綜合法学』 

第 16 号〈昭和 34 年 11 月 1 日刊）26～30 頁） 

                   

昭和 59（1984）年 

・潮木守一（1934～（2023））『京都帝国大学の挑戦―帝国大学史のひとこま―』（名古

屋大学出版会、昭和 59 年 6 月 25 日刊）（後に、増補の上、『京都帝国大学の挑戦』（講

談社学術文庫、平成 9 年 9 月 10 日刊）として復刻。）99 

                                                   
99 同書については、下記の資料、文献を要参照。 

① 岡松参太郎（1871～1921）東大転出関係高根義人（1867～1930）書翰（木下広次（1851～1910）宛、

明治 35（1902）年 5 月 6 日）（京都大学百年史編集委員会編『京都大学百年史 資料編 2』（京都大学

http://rnavi.ndl.go.jp/kensei/tmp/index_tsudukikeiroku.pdf
http://www.law.kyushu-u.ac.jp/~shichinohe/minpo/(42)_tsuzuki_keiroku.htm
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昭和 60（1985）年 

・富田仁（1933～）『海を越えた日本人名事典』（日外アソシエーツ、昭和 60 年 12 月 10

日刊）334 頁  

                     

昭和 61（1986）年 

・『慶應義塾入社帳 第 1 巻』（慶應義塾、昭和 61 年 3 月 16 日刊）688 頁（明治 7（1874）

年 10 月 12 日に、小松原英太郎とともに慶應義塾に入社した際の千賀博士本人記載の書類

が写真復刻されている。この時、千賀博士 17 歳 8 月、小松原氏 22 歳 9 月とのことである。） 

〈http://www.keio.ac.jp/ja/contents/mamehyakka/6.html〉 

・『岡山県史 第 10 巻 近代Ⅰ』（岡山県、昭和 63 年 6 月 3 日刊）（千賀博士分は記載が

ないが、小松原英太郎等の件が掲載されている。） 

・『関西大学百年史 通史編 上巻』（関西大学、昭和 61 年 11 月 4 日刊）（千賀博士分: 178、

237、243、248、300、563 頁、「京都大学の梁山泊物語」〈『大阪毎日新聞』明治 36 年

9 月 17 日、同月 22 日）分: 245～248 頁（千賀博士分: 248 頁））  

〈http://www.kansai-u.ac.jp/nenshi/issue/annalistic.html） 

・『関西大学百年史 人物編』（関西大学、昭和 61 年 11 月 4 日刊）（160 頁） 

           

  

                                                                                                                                                         

教育研究振興財団、平成 12 年 10 月 30 日刊）） 

〈http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_bookview.cgi/BB00000056/Body/2-2-2-01.html〉 

〔封筒表〕 「京都市聖護院 木下廣次様 親展」〔封筒裏〕 「須磨   高根義人」 

「謹啓同封ニテ大学制度改正意見二三点覚書トシテ御覧ニ供シ候先般内外論叢ニ論シタルモノトハ多少

相異ナリ候何レモ未定稿トシテ御参考マテ差出候ノミ尚充分研究シタル上ニテ勅令改正案ヲ私擬仕度存

居候 

今週御上京前御拝芝ヲ得ヘク存居候ヘトモ三四日前より豕児（一才半）大熱ニテ相弱リ居リ候ヘハ或ハ

木曜日ニハ上京六ツカシクカト恐レ候故右拝呈シ候別ニ稿ヲモ起サヽル蕪雑ノ文字ニ候ヘハ御一読後ハ

御返付ネガヒ上候 

岡松★〔参太郎〕★進退問題ハ先般モ申上候通リ織田★〔萬〕★学長ハ勿論小生等モ苦心致居候次第何

分ニモ京都大学ノ休戚ニ関スルト同時ニ岡松ノ前途ニ非常ノ影響ヲ及ホス儀ト存候ヘハ今回ハ少クモ両

大学ニテ内約位出来スル運ニ致度充分御配慮奉祈候過日戸水寛人氏面会候所転任許可切望ノ様子小生ハ

東京ハ已ニ大牢ノ美味ニ飽キナガラ更ニ一塊ノ羊肉ヲ得ントスルニ異ナラス京都ハ今ヤ漸クニシテ常食

ヲ得ントスルニ当リテ其尤モ美味ナル一菜ヲ奪ハルヽニ均シト申置候兎角好都合ノ団円ヲ望マシク奉存

候  先ハ右申上度  匆々頓首  五月六日  高根義人   木下老台侍史」 

② 『東西両京之大学』（鳥海安治発行、明治 37 年 1 月 7 日刊）83～84 頁（岡松参太郎の東大転出関係

記載）（近代デジタルライブラリー〈http://kindai.ndl.go.jp/〉にあり。） （平成 24 年 10 月 5 日追加） 

③ 千朶木仙史編『学界文壇時代之新人』（天地堂、明治 41（1908）年 6 月 26 日刊） 237～284 頁所収

の「京都法科大学諸教授」（近代デジタルライブラリー〈http://kindai.ndl.go.jp/〉にあり。）（平成 23 年

11 月 30 日追加） 

http://www.keio.ac.jp/ja/contents/mamehyakka/6.html
http://www.kansai-u.ac.jp/nenshi/issue/annalistic.html
http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_bookview.cgi/BB00000056/Body/2-2-2-01.html
http://kindai.ndl.go.jp/
http://kindai.ndl.go.jp/
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昭和 62（1987）年      

・岩野英夫（1944～）「わが国における法史学の歩み（1873－1945）―法制史関連科目

担任者の変遷―」『同志社法学』第 39 巻第 1･2 号（昭和 62 年 7 月刊） ⇒「平成 14（2002）

年」の項参照。〈http://elib.doshisha.ac.jp/japanese/） 

・斬馬剣禅『東西両京の大学－東京帝大と京都帝大－』（講談社学術文庫、昭和 63 年 11

月 10 日刊、解説: 潮木守一。鳥海安治編『東西両京之大学』（法科之部・斬馬剣禅）（編

集兼発行者: 鳥海安治、明治 37 年 1 月 7 日刊）の復刻版。）192～205 頁（「宮崎〔道三

郎〕、土方〔寧〕対千賀〔鶴太郎〕」） 

〈http://www6.atwiki.jp/amizako/pages/98.html） 

・『小松原英太郎君事略』（小松原英太郎君伝記編纂実行委員会、大正 13 年 11 月 30 日

刊。復刻: 大空社、伝記叢書 55、昭和 63 年 10 月 25 日刊。小松原英太郎: 1852～1919）

2、27、28、30、203～208（千賀鶴太郎「回想談」）頁 

                  

昭和 63（1988）年 

・京都大学創立九十周年記念協力出版委員会編『京大史記』（出版協力 六甲出版、昭和

63 年 8 月 20 日刊）（「（本紀編）図録京大九十年」52 頁に「法科大学時代の教授陣」が

掲載されている。ただし、氏名の記載はなし。）（平成 25 年 6 月 6 日追加） ⇒写真初出

はおそらく『京都帝国大学法科大学教室新築落成紀念［ﾏﾏ］講演集』（『法律学 経済学 内

外論叢』臨時増刊、宝文館、明治 36 年 11 月 5 日刊）（巻頭に、千賀教授、春木一郎教授

等当時の全教官の記念集合写真あり。）（平成 25 年 6 月 25 日追加） 

                

昭和 64/平成元（1989）年 

・高橋昌郎（1921～? ）「同人社」『国史大辞典』第 10 巻（吉川弘文館、平成元年 9 月

30 日刊）125 頁（平成 25 年 6 月 25 日追加） 

平成 6（1994）年      

・渡辺利喜子（ときこ、1930～、千賀博士曾孫）『田畑修一郎の手紙 愛惜の作家生活を

たどる』（武蔵野書房、平成 6 年 5 月 5 日刊。田畑修一郎: 1903～1943）151、152、188

頁（後掲渡辺利喜子「千賀鶴太郎と森鷗外」『作文』（国分寺・作文社、平成 7 年 5 月 1

日刊）第 160 集 26～32 頁参照。）（平成 24 年 6 月 4 日追加） 

・「千賀鶴太郎」『岡山県歴史人物事典』（山陽新聞社、平成 6 年 10 月 3 日刊）572 頁

（杉謙二編『岡山県名鑑』（岡山県名鑑編纂所、明治 44 年 12 月 10 日刊）を参照してい

る よ う で あ る が 、 詳 細 不 明 。 国 立 国 会 図 書 館 近 代 デ ジ タ ル ラ イ ブ ラ リ ー

〈http://kindai.ndl.go.jp/index.html〉参照。） 

                 

平成 7（1995）年 

・渡辺利喜子「千賀鶴太郎と森鷗外」『作文』（国分寺・作文社、平成 7 年 5 月 1 日刊）

第 160集 26～32頁（平成 24年 5月 9日山下萬里先生の御教示による。森鷗外: 1862～1922。

後掲山下萬里「『舞姫』の二人のモデル（上）」『森鷗外記念会通信』№176〈森鷗外記

念会、平成 23 年 10 月 31 日刊）9～10 頁、同「千賀は「ちが」か「仙賀」か―『舞姫』

http://elib.doshisha.ac.jp/japanese/
http://www6.atwiki.jp/amizako/pages/98.html
http://kindai.ndl.go.jp/index.html


 119 / 168 

 

の二人のモデル（下）」『鷗外』第 91 号（（生誕 150 年記念号）、森鷗外記念会、平成

24 年 7 月 31 日刊。上記「『舞姫』の二人のモデル（上）」の続稿）457～474 頁各参照。）

（平成 24 年 5 月 25 日追加、同年 9 月 13 日一部修正） 

・田岡良一（1898～1985）「千賀鶴太郎」『国際関係法辞典』（三省堂、平成 7 年 8 月

10 日刊）480、481 頁。（『国際法辞典』（鹿島出版会、昭和 50 年 3 月 30 日刊）394 頁

の再録。『国際関係法辞典 第 2 版』（三省堂、平成 17 年 9 月 15 日刊）535 頁に更に収

録。） 

・「千賀孝善」『日本法曹界人物事典』第 1 巻～第 3 巻（全 10 巻、下記のものの復刻。

ゆまに書房、平成 7 年 8 月 25 日刊） 千賀孝善（1881～? ）: 千賀博士令嗣、三高（明治

37（1904）年 7 月卒）を経て、明治 40（1907）年 7 月京大法卒、司法官歴任。『京都法

学会雑誌』第 2 巻第 7 号（明治 40 年 8 月 10 日刊）「会報」（99 頁以下）に拠れば、「法

科大学卒業生 第一試問 81 人」（99 頁）、「本年度試問論文 刑法之部 不真正不作為ノ因

果関係」（103 頁）に、同氏の氏名がある。 

（第 1 巻: 『帝国法曹大観』（帝国法曹大観編纂会、大正 4 年 11 月 30 日刊）602 頁、第

2 巻: 『改訂増補 帝国法曹大観』（改訂第二版、帝国法曹大観編纂会、大正 11 年 11 月

30 日刊）846 頁、第 3 巻: 『御大礼記念 帝国法曹大観』（改訂第三版、帝国法曹大観編

纂会、昭和 4 年 3 月 15 日刊）625 頁、第 4 巻: 『大日本法曹大観』（改訂第三版、帝国法

曹大観編纂会、国民社、昭和 11 年 10 月 17 日刊）には、記載なし。） 

 なお、同氏には、元検事 法学士千賀孝善著『刑事訴訟法概論（第 1 分冊）』（京都・

凡進社、昭和 9 年 12 月 15 日刊）がある。（「なお」以下、平成 23 年 9 月 25 日追加） 

                   

平成 8（1996）年                             

・上村直己（1939～）「ベルリン東洋語学校日本語科概説」『国際統合の進展のなかの「地

域」に関する学際的研究』（熊本大学共同研究報告、熊本大学人文社会科学系大学院博士課

程設置委員会、平成 8 年 3 月刊）237～244 頁（平成 22 年 6 月 5 日追加）  

               

平成 9（1997）年 

・京都大学百年史編集委員会編『京都大学百年史 部局史編 1』（京都大学後援会、平成 9

年 9 月 30 日刊）243、244、248、250、267、309、312、313、329、330 頁（下記ネッ

ト版参照） 

〈http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/152980〉 

                  

平成 10（1998）年 

・京都大学百年史編集委員会編『京都大学百年史 総説編』（京都大学後援会、平成 10 年

6 月 18 日刊）167～175 頁 

（第 2 章 京都帝国大学の創設→第 4 節 大学自治をめぐる風景→第 1 項 戸水事件と法科

大学: 167～172 頁、千賀博士: 特に 170 頁→第 2 項 千賀博士の談話と文部省: 173～175

頁→第 3 項 法科大学教授会の選挙による学長選出: 176～180 頁。特に 174 頁の千賀博士

ドイツ博士論文末尾の自筆記載云々部分が貴重か（この部分: 平成 24年 10月 18日追加）。）

http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/152980
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（下記ネット版参照） 

〈http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/152995〉 

（以下平成 23 年 9 月 25 日追加） 

京都大学百年史編集委員会編『京都大学百年史 総説編』（京都大学後援会、平成 10 年 6

月 18 日刊）中、「第 1 編 総説 第 3 章 京都帝国大学の整備 第 1 節 岡田良平総長のもた

らした波紋 第 2 項 岡田総長退職事件」参照 ⇒。千賀博士と山縣有朋（1838～1922）の

関係がうかがえる。（下記ネット版参照） 

〈http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/152994〉 

                    

平成 11（1999）年 

・『立命館百年史 通史 1』（学校法人 立命館、平成 11 年 3 月 31 日刊）119、120、182、

259、260、290、295、296、298 頁 

〈http://www.ritsumei.ac.jp/mng/gl/hyakunen/〉 

 （参考）立命館大学の歴史100〈http://www.ritsumei.jp/profile/a05_j.html〉 

・「立命館学園略年表」『写真集 立命館』（学校法人立命館、平成 2 年 10 月 1 日刊）。 

・京都大学百年史編集委員会編『京都大学百年史 資料編 1』（京都大学教育研究振興財団、

平成 11 年 9 月 30 日刊） 

〈http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/152877〉 

・鈴木良（1934～2015）「立命館大学法学部所蔵 岡村司文書目録および解説｢岡村司文書

について」｣『立命館法学』第 265 号（平成 11 年 10 月 25 日刊）207～244 頁。岡村司（1866

～1922）。同文書中の千賀博士関係のものは、「Ⅰ 草稿類 90」のみと思われるが、同文

書そのものは、同時代の京都帝国大学法科大学教授の資料として興味深い。 

〈http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/99-3/Suzuki.htm〉 

                  

平成 12（2000）年 

・藤井学（1932～）等『岡山県の歴史』（県史 33、山川出版社、平成 12 年 6 月 15 日刊。

平成 24 年 3 月 30 日第 2 版第 1 刷刊）256～258 頁（「黒船来航と諸藩」）（平成 24 年

11 月 5 日追加） 

・石井進（1931～2001）・宇野俊一（1928～）編『千葉県の歴史』（県史 12、山川出版

                                                   
100 立命館大学の歴史抄                               

明治 33（1900）年 5 月 中川小十郎（1866～1944）「私立京都法政学校」を創立 

明治 36（1903）年 10 月 専門学校令による「私立京都法政専門学校」に組織変更  

明治 37（1904）年 9 月 専門学校令による「私立京都法政大学」への改称 

 （専門部（夜間制。法律学科、経済学科、高等研究科）、大学部（昼間制。法律学科、経済学科）、

大学予科を設置） 

大正 2（1913）年 12 月 財団法人立命館設立認可、大学を「私立立命館大学」と改称  

大正 11（1922）年 6 月 大学令による「立命館大学」（旧制）への昇格 

 （大学に法学部（法律学科、経済学科）、研究科、大学予科を設置） 

http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/152995
http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/152994
http://www.ritsumei.ac.jp/mng/gl/hyakunen/
http://www.ritsumei.jp/profile/a05_j.html
http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/152877
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/99-3/Suzuki.htm
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社、平成 12 年 7 月 28 日刊。平成 24 年 2 月 25 日第 2 版第 1 刷刊）254～257 頁（平成

24 年 11 月 5 日追加） 

・京都大学百年史編集委員会編『京都大学百年史 資料編 2』（京都大学教育研究振興財団、

平成 12 年 10 月 30 日刊）207、208、222、223、225、228～232、253 頁 

〈http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/152877〉 

                   

平成 13（2001）年 

・京都大学百年史編集委員会編『京都大学百年史 資料編 3』（京都大学教育研究振興財団、

平成 13 年 3 月 21 日刊）「第 5 編 年表」773 頁（明治 37（1904）年）、774 頁（明治

38（1905）年）、776 頁（明治 41（1908）年）（平成 24 年 9 月 25 日追加） 

〈http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/152890〉 

・上村直己（1939～）『明治期ドイツ語学者の研究』（多賀出版、平成 13 年 3 月 31 日刊）

337 頁 

               

平成 14（2002）年 

・研究代表者岩野英夫（1944～）『法学教育における法史学の存在価値―わが国における

法史学の成立と展開との関連で―』（平成 11 年度―平成 13 年度科学研究費補助金（基盤

研究（C）（2））研究成果報告、平成 14 年 3 月刊）（註: これには、前記岩野英夫「わ

が国における法史学の歩み（1873―1945）―法制史関連科目担任者の変遷―」（註: 昭和

62 年 7 月刊）〈http://elib.doshisha.ac.jp/japanese/〉の修正版が収録されている。） ⇒

「昭和 62（1987）年」の項参照。 

                  

平成 15（2003）年 

・伊藤孝夫（1962～）『瀧川幸辰―汝の道を歩め―』（ミネルヴァ日本評伝選、ミネルヴ

ァ書房、平成 15 年 10 月 10 日刊）17 頁: 「京大法科の陣容」、20～21 頁: 「千賀鶴太郎」 

・西山伸（1963～）「資料紹介 京都帝国大学創立五十周年 懐古談話会記録」『京都大学

大学文書館研究紀要』第 1 号（平成 15 年 11 月 30 日刊）（佐々木惣一博士（1878～1965）

発言部分: 63～75 頁、千賀博士関連: 65 頁） 

〈http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/68836/1/kua1_55.pdf〉  

                

平成 16（2004）年 

・三沢伸生（1961～）「1890～93 年における『時事新報』に掲載されたオスマン朝関連

記事:日本人初のイスラーム世界への派遣・駐在新聞記者たる野田正太郎の業績」『東洋大

学社会学部紀要』第 41-2 号（通巻第 73 集、平成 16 年 2 月 25 日刊）109～146 頁（千賀

博士関係: 127 頁。野田正太郎（1868～1904））101 

                                                   
101 （千賀博士関係: 127 頁）「その関係からか野田はベルリンの東洋語学校において日本語を教える千

賀鶴太郎から手紙を貰い、ヨーロッパにおける日本語教育校として千賀の書簡と自らの筆で、当時の日

本語教育の詳細を伝えている。（50）」 （註 50（137 頁））『時事新報』3317.3318 号、1892〔明治

http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/152877
http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/152890
http://elib.doshisha.ac.jp/japanese/
http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/68836/1/kua1_55.pdf


 122 / 168 

 

〈http://www.toyo.ac.jp/soc/project/pdf/41-2misawa.pdf〉  

 本稿「2 著作目録（11）書翰類 明治 25（1892）年」参照。 

                    

平成 17（2005）年 

・松尾尊兊（1929～（2014））『滝川事件』（岩波書店、平成 17 年 1 月 18 日刊）27、

69 頁（27 頁は、「沢柳事件」に関する『京都日出新聞』大正 2（1913）年 8 月 2 日記事

を引用。） 

・上村直己（1939～）「ベルリン東洋語学校教師 菅野養助」『九州の日独文化交流人物

誌』（訂正第 2 版、熊本大学文学部地域科学科、平成 17 年 2 月 20 日刊。菅野養助: 1870

～1917）88～90 頁（なお、「ベルリンのダーレムにあるプロイセン国立公文書館には東

洋語学校関連史料が保存されている」由（88 頁）） 

・並松信久（1952～）「京都帝国大学と報徳主義―岡田総長退職事件をめぐって―」『京

都産業大学論集 人文科学系列』第 33 号（平成 17 年 3 月刊）61、71 頁 

〈http://ksurep.kyoto-su.ac.jp/dspace/bitstream/10965/265/1/AHSUSK_HS_33_46.pdf〉

（平成 24 年 10 月 1 日追加）  

・田岡良一（1898～1985）「千賀鶴太郎」『国際関係法辞典 第 2 版』（三省堂、平成 17

年 9 月 15 日刊）535 頁（上記田岡良一「千賀鶴太郎」『国際法辞典』（鹿島出版会、昭

和 50 年 3 月 30 日刊）394 頁、同『国際関係法辞典』（三省堂、平成 7 年 8 月 10 日刊）

480、481 頁の再録。） 

                

平成 18（2006）年 

・新田義之（1933～）『澤柳政太郎』（ミネルヴァ日本評伝選、ミネルヴァ書房、平成

18 年 6 月 10 日刊）（澤柳: 1865～1927、「沢柳事件」についても詳しい。） 

・堀崎嘉明（1942～）『評伝 雉本朗造―地域の知と形成』（風媒社、平成 18 年 8 月 10 日

刊。雉本朗造: 1876～1922）224、225 頁 

              

平成 19（2007）年 

・森川潤（1949～）「（資料紹介）ドイツ大学の学籍登録者名簿の概要―記載内容につい

て―」『広島修大論集. 人文編』第 48 巻第 1 号（通号第 91 号）（平成 19 年 9 月刊）381

～413 頁（平成 24 年 10 月 18 日追加） 

〈 http://www.ob.shudo-u.ac.jp/jimuhp/souken/web/magazine/pdf/hum/jin48-1PDF/jin4

8-1-13%20morikawajun.pdf〉 

                

平成 20（2008）年 

・森川潤（1949～）「ドイツ大学における明治期の日本人留学生の学籍登録情況」『広島

修大論集. 人文編』第 48 巻第 2 号（通号第 92 号）（平成 20 年 2 月 28 日刊）379～426

                                                                                                                                                         

25〕年 4 月 15 日、16 日（参考: 明治 25 年 4 月 15 日第 2 面「欧州の日本語学校」、同 4 月 16 日第 1

面「欧州の日本語学校（昨日の続）」 

http://www.toyo.ac.jp/soc/project/pdf/41-2misawa.pdf
http://ksurep.kyoto-su.ac.jp/dspace/bitstream/10965/265/1/AHSUSK_HS_33_46.pdf
http://www.ob.shudo-u.ac.jp/jimuhp/souken/web/magazine/pdf/hum/jin48-1PDF/jin48-1-13%20morikawajun.pdf
http://www.ob.shudo-u.ac.jp/jimuhp/souken/web/magazine/pdf/hum/jin48-1PDF/jin48-1-13%20morikawajun.pdf


 123 / 168 

 

頁（千賀関係: 390 頁） 

〈 http://www.ob.shudo-u.ac.jp/jimuhp/souken/web/magazine/pdf/hum/jin48-2PDF/jin4

8-2-tate01morikawajun.pdf〉 

・関口直佑「明治初期における東京の私塾―同人社を中心として―」『社学研論集』第 12

号（平成 20 年 9 月刊）196～203 頁（平成 25 年 6 月 17 日追加） 

〈 http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/32113/1/SyagakukenRonsyu_

12_00_015_Sekiguchi.pdf#search='%E5%90%8C%E4%BA%BA%E7%A4%BE+%E4%B8

%AD%E6%9D%91'〉 

・森川潤『明治期のドイツ留学生―ドイツ大学日本人学籍登録者の研究―』（雄松堂出版、

平成 20 年 12 月 10 日刊）172 頁（平成 24 年 11 月 14 日追加） 

〈http://www.yushodo.co.jp/press/german-study-abroad/index.html〉 

              

平成 21（2009）年 

・吉原達也編「千賀鶴太郎博士述『羅馬法講義』（1）」（解題、緒論、本論、第 1 編 総

則（総論） 第 1 章 法）（広島法学』第 32 巻第 3 号（平成 21 年 1 月 31 日刊）（横書）

117～156 頁（「広島大学学術情報リポジトリ」に収録。以下同じ。）102 

・佐々木健（1978～）「着任のご挨拶」『有信会誌』第 51 号（京都大学有信会、平成 21

年 3 月 1 日刊）70 頁 

・吉原達也編「千賀鶴太郎博士述『羅馬法講義』（2）」（第 1 編 総則（総論） 第 2 章 人）

『広島法学』第 32 巻第 4 号（平成 21 年 3 月 20 日刊）（横書）1～19 頁103 

・天野郁夫（1936～）『大学の誕生 帝国大学の時代 （上）』（中公新書、平成 21 年 5

月 25 日刊） 

・天野郁夫『大学の誕生 帝国大学の時代（下）』（中公新書、平成 21 年 6 月 25 日刊） 

・吉原達也編「千賀鶴太郎博士述『羅馬法講義』（3）」（第 1 編 総則（総論） 第 3 章 物、

第 4 章 法律事実及び権利）『広島法学』第 33 巻第 1 号（平成 21 年 6 月 30 日刊）（横書）

97～118 頁104 

・吉原達也編「千賀鶴太郎博士述『羅馬法講義』（4）」（第 1 編総則（総論）第 5 章 法

律行為）『広島法学』第 33 巻第 2 号（平成 21 年 10 月 30 日刊）（横書）181～198 頁105 

                

平成 22（2010）年                            

・吉原達也編「千賀鶴太郎博士述『羅馬法講義』（5） 完」（第 2 編 物権 第 1 章 占有、

第 2 章 所有権、あとがき）『広島法学』第 33 巻第 3 号（平成 22 年 1 月 22 日刊）（横書）

71～97 頁106 

                                                   
102 〈http://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/Romanist2003.htm〉（平成 23 年 11 月 30 日追加） 

〈http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/kiyo/AN0021395X/HLJ_32-3_156.pdf〉 

103 〈http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/kiyo/AN0021395X/HLJ_32-4_178.pdf〉 
104 〈http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/kiyo/AN0021395X/HLJ_33-1_64.pdf〉 
105 〈http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/kiyo/AN0021395X/HLJ_33-2_136.pdf〉 
106 〈http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/kiyo/AN0021395X/HLJ_33-3_128.pdf〉 

http://www.ob.shudo-u.ac.jp/jimuhp/souken/web/magazine/pdf/hum/jin48-2PDF/jin48-2-tate01morikawajun.pdf
http://www.ob.shudo-u.ac.jp/jimuhp/souken/web/magazine/pdf/hum/jin48-2PDF/jin48-2-tate01morikawajun.pdf
http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/32113/1/SyagakukenRonsyu_12_00_015_Sekiguchi.pdf#search='%E5%90%8C%E4%BA%BA%E7%A4%BE+%E4%B8%AD%E6%9D%91
http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/32113/1/SyagakukenRonsyu_12_00_015_Sekiguchi.pdf#search='%E5%90%8C%E4%BA%BA%E7%A4%BE+%E4%B8%AD%E6%9D%91
http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/32113/1/SyagakukenRonsyu_12_00_015_Sekiguchi.pdf#search='%E5%90%8C%E4%BA%BA%E7%A4%BE+%E4%B8%AD%E6%9D%91
http://www.yushodo.co.jp/press/german-study-abroad/index.html
http://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/Romanist2003.htm
http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/kiyo/AN0021395X/HLJ_32-3_156.pdf
http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/kiyo/AN0021395X/HLJ_32-4_178.pdf
http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/kiyo/AN0021395X/HLJ_33-1_64.pdf
http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/kiyo/AN0021395X/HLJ_33-2_136.pdf
http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/kiyo/AN0021395X/HLJ_33-3_128.pdf
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・屋嘉比収（1957～）『（近代沖縄）の知識人 島袋全発の軌跡』（吉川弘文館、平成 22

年 3 月 1 日刊）62～69 頁（千賀博士のマンチーニ論関連: 本稿「2 著作目録（4）論説 明

治 44（1911）年、明治 45（1912）年」参照。） 

・『千賀鶴太郎博士・戸水寛人博士・池辺義象氏略年譜・著作目録―日本ローマ法学七先生

略年譜・著作目録（千賀博士・戸水博士限定追加版）― ―ローマ法・法制史学者著作目録

選（第九輯）―』（平成 22（ 2010）年 3 月 31 日刊。冊子版、CD 版あり。）

〈http://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/〉 

・瀧井一博（1967～）「小田原市立図書館の『山県公文庫』―知の政治家としての山県有

朋（明治国家をつくった人びと 26）」『本』（講談社）平成 22 年 9 月号 52～55 頁

〈http://www.nichibun.ac.jp/research/faculty/staff1/takii.html）（平成 22 年 10 月 19 日

追加、平成 23 年 9 月 25 日及び同 24 年 10 月 29 日各一部修正） ⇒ 

⇒千賀博士関連につき、瀧井一博『明治国家をつくった人びと』（講談社現代新書、平成

25 年 6 月 20 日刊）189～190 頁）に再録。（平成 25 年 6 月 25 日追加） 

・（科学研究費助成事業〈科学研究費補助金））「明治・大正期におけるローマ法学の成

立と展開―とくに千賀鶴太郎博士を中心として」（研究課題番号：22530008、2010 年度

～2011 年度）〈http://kaken.nii.ac.jp/ja/p/22530008〉（平成 23 年 9 月 25 日追加） 

〈http://kaken.nii.ac.jp/d/p/22530008.ja.html〉（研究課題番号：22530008、2010 年度

～2012 年度）（平成 24 年 9 月 13 日一部修正）               

〈https://kaken.nii.ac.jp/pdf/2012/seika/C-19_1/32665/22530008seika.pdf〉 

（平成 26 年 11 月 22 日追加）                       

               

平成 23（2011）年                            

・藤野奈津子「岡松参太郎とローマ法研究―『岡松参太郎文書』の手稿からみえてくるも

の―」『千葉商大論叢』第 48 巻第 2 号（平成 23 年 3 月刊。岡松参太郎: 1871～1921）68

頁（註 42）、70 頁（本文、註 46）（平成 23 年 7 月 12 日追加） 

〈http://ci.nii.ac.jp/naid/110008439074〉（平成 23 年 7 月 12 日追加、平成 23 年 9 月 25

日一部補正） 

・山下萬里（1948～）「『舞姫』の二人のモデル（上）」『森鷗外記念会通信』№176（森

鷗外記念会、平成 23 年 10 月 31 日刊）9～10 頁（平成 24 年 5 月 9 日山下萬里先生の御示

教に拠る。記して深甚の謝意を表するものである。ちなみに、同氏は続稿で「千賀鶴太郎」

を取り上げる旨予告されておられる（10 頁）。 ⇒下記続稿「千賀は「ちが」か「仙賀」

か―『舞姫』の二人のモデル（下）」『鷗外』第 91 号（（生誕 150 年記念号）、森鷗外

記念会、平成 24 年 7 月 31 日刊）454～474 頁参照。）（前掲渡辺利喜子「千賀鶴太郎と

森 鷗外」『作文』（国分寺・作文社、平成 7 年 5 月 1 日刊）第 160 集 26～32 頁参照。）

〈http://www.ougai.com/〉（平成 24 年 6 月 13 日追加、同年 9 月 13 日一部修正。） 

・報告「千賀鶴太郎博士検討一斑―明治・大正期を生きたある大学人の生涯―」（第 20

回新保守主義研究会、平成 23 年 11 月 26 日（土）午後）（平成 23 年 11 月 30 日追加） 

              

  

http://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/
http://www.nichibun.ac.jp/research/faculty/staff1/takii.html
http://kaken.nii.ac.jp/ja/p/22530008
http://kaken.nii.ac.jp/d/p/22530008.ja.html
https://kaken.nii.ac.jp/pdf/2012/seika/C-19_1/32665/22530008seika.pdf
http://ci.nii.ac.jp/naid/110008439074
http://www.ougai.com/
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平成 24（2012）年                            

・靳明全（重慶師範大学文学院）「朱執信と千賀鶴太郎の貨本位論」『重慶師範大学学報（哲

学社会科学版）』2012 年第 1 期（朱執信: 1885～1920）（平成 24 年 10 月 18 日追加） 

（参考 1）千賀鶴太郎「物価調節の根本大策（一名金貨本位廃止論）」『太陽』第 25 巻第

14 号（大正 8（1919）年 12 月 1 日刊）32 頁（平成 24 年 10 月 18 日追加） 

（参考 2）法学博士 千賀鶴太郎氏談「物価調節新策」 『大阪新報』大正 8 年 11 月 19

日（神戸大学新聞記事文庫 物価（7-088））（平成 24 年 10 月 18 日追加） 

〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10021574&TYP

E=HTML_FILE&POS=1） 

（参考 3）卓遵宏（国史館前纂修兼主任秘書）「中山先生倡導錢幣革命與國家發展（1912-1937

年）」『中山先生建國宏規與實踐』（財団法人中華民国中山学術文化基金会、2011（平成

23 年）年 10 月刊）353～382 頁（平成 24 年 10 月 21 日梁添盛博士の御示教に拠る。平成

24 年 10 月 22 日追加） 

（其詳細出版情報，可參照下列網站: ） 

〈http://www.sanmin.com.tw/tryread.asp?isbn=986875300〉（內頁 1、9、10） 

〈http://www.bodbooks.com.tw/viewitem.aspx?prodno=3258〉 

〈http://syscf.org.tw/indexhome/0300-100years/pdf/0315.pdf〉（8 頁） 

（参考 4）鹿子島和子「朱執信について」『寧楽史苑』（奈良女子大学、昭和 37 年 4 月 3

日刊）21～43 頁（平成 24 年 10 月 24 日追加） 

・倉地克直（1949～）『池田光政』（ミネルヴァ書房、平成 24 年 5 月 10 日刊）（平成 24

年 8 月 17 日追加） 

・山下萬里（拓殖大学教授／中央大学理工学部兼任講師）講演「『舞姫』について」（千賀

博士と森鷗外に関しては、前掲渡辺利喜子氏論稿（「平成 7（1995）年」の項参照。）を除

き初公開のものか。参考: 同時講演：関礼子（中央大学文学部教授）「『山椒大夫』からの

メッセージ」。日時: 平成 24（2012）年 6 月 23 日（土）13:00～14:30、場所: 後楽園キャ

ンパス 5 号館 5 階 5534・5533 教室、共催: 中央大学、文京区（森鷗外生誕 150 年記念事

業））（平成 24 年 7 月 4 日追加） 

〈http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_academy_moriougaikinen_ougaiseitan150

.html〉 

〈http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_koho_houdou_2012_6.html〉 

〈 http://www.chuo-u.ac.jp/chuo-u/news/contents_j.html?suffix=i&mode=dpttop&topics

=17341〉 

（参考）『森鷗外記念会通信』No.179（平成 24 年 7 月 31 日刊）12 頁、【事務局より】 

「 中央大学において、6 月 23 日（土）、後楽園キャンパスに置［ﾏﾏ］いて、講演会が開

催されました。講師として、中央大学文学部教授の関礼子氏、山下萬里氏（拓殖大学教授・

中央大学理工学部兼任講師・写真）が講演されました。（改行）関氏は『山椒大夫』に込め

られたメッセージを読み取ろうとするものでした。（改行） 山下氏は、『舞姫』に登場する

人物のモデルについて考察。大教室は六百人近い聴衆で埋め尽くされ、その中に、熱心に

耳を傾ける高校生の姿も多く見られました。」（平成 24 年 10 月 3 日追加） 

・山崎光夫（1947～）『明治二十一年六月三日─鴎外「ベルリン写真」の謎を解く』 

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10021574&TYPE=HTML_FILE&POS=1
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10021574&TYPE=HTML_FILE&POS=1
http://www.sanmin.com.tw/tryread.asp?isbn=986875300
http://www.bodbooks.com.tw/viewitem.aspx?prodno=3258
http://syscf.org.tw/indexhome/0300-100years/pdf/0315.pdf
http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_academy_moriougaikinen_ougaiseitan150.html
http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_academy_moriougaikinen_ougaiseitan150.html
http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_koho_houdou_2012_6.html
http://www.chuo-u.ac.jp/chuo-u/news/contents_j.html?suffix=i&mode=dpttop&topics=17341
http://www.chuo-u.ac.jp/chuo-u/news/contents_j.html?suffix=i&mode=dpttop&topics=17341
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（講談社、平成 24 年 7 月 9 日刊）（平成 24 年 8 月 28 日追加） 

・『明治時代史大辞典』第 2 巻（さ～な）（全 4 巻。吉川弘文館、平成 24 年 7 月 10 日刊） 

伊藤孝夫（1962～）「千賀鶴太郎」（446 頁）（平成 24 年 9 月 26 日追加） 

・山下萬里「千賀は「ちが」か「仙賀」か―『舞姫』の二人のモデル（下）」『鷗外』第

91 号（（生誕 150 年記念号）、森鷗外記念会、平成 24 年 7 月 31 日刊。上記「『舞姫』

の二人のモデル（上）」『森鷗外記念会通信』№176（森鷗外記念会、平成 23 年 10 月 31

日刊）の続稿）457～474 頁（平成 24 年 9 月 13 日追加） 

〈http://www.ougai.com/uploads/kikanshi/kikanshi091.pdf〉 

・わが国における法史学の歩み研究会代表 岩野英夫「聞き書き・わが国における法史学の

歩み（9）―佐藤篤士先生の法史学を語る（資料）」『同志社法学』第 355 号（第 64 巻第

2 号）（平成 24 年 7 月 31 日刊）135～240 頁（千賀博士関連はなし。戸水博士関連: 205

頁）（平成 24 年 9 月 20 日追加） 

〈http://law.doshisha.ac.jp/lawsociety/backnumber/351.html〉 

・伊藤之雄（1952～）「評伝を書く楽しみとむずかしさ」『歴史書通信』第 204 号（平成

24 年 11 月号、歴史書懇話会）2～4 頁（平成 24 年 12 月 18 日追加） 

・報告「戸水寛人博士関係文献一瞥―戸水寛人博士個人史探索の一つの試み―」（第 253

回梧陰文庫研究会、平成 24（2012）年 12 月 15 日（土）午後、於國學院大學若木タワー5

階 第 506 演習室）〈http://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/〉（平成 24 年 12 月 18 日

追加） 

                

平成 25（2013）年                            

・報告「千賀鶴太郎博士（1857～1929）検討再考 ―続・千賀鶴太郎博士関係文献一瞥―

千賀鶴太郎博士個人史探索の一つの試み―」（第 256 回梧陰文庫研究会、平成 25（2013）

年 4 月 20 日（土）午後、於國學院大學若木タワー5 階 第 506 演習室）（平成 25 年 4 月

20 日追加） 

・瀧井一博（1967～）『明治国家をつくった人びと』（講談社現代新書、平成 25 年 6 月

20 日刊）189～190 頁）に再録（前掲平成 22（2010）年瀧井氏著作参照。）（平成 25 年

6 月 25 日追加） 

                                    

（参考）・『京都大学大学文書館研究紀要』、『京都大学大学文書館だより』目次 

〈http://kua1.archives.kyoto-u.ac.jp/ja/kanko.html〉参照。 

・「松田義男個人ホームページ」（「松田義男編 年譜・著作目録」） 

〈http://www5.ocn.ne.jp/～ymatsuda/〉（平成 22 年 3 月 15 日閲覧） 

                                     

  

http://www.ougai.com/uploads/kikanshi/kikanshi091.pdf
http://law.doshisha.ac.jp/lawsociety/backnumber/351.html
http://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/
http://kua1.archives.kyoto-u.ac.jp/ja/kanko.html
http://www5.ocn.ne.jp/~ymatsuda/
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 （17）千賀鶴太郎博士自己回想録抄（ただし、正確には各原典参照のこと。） 
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＊1 千賀鶴太郎「余の修養法」『弘道』第 221 号（日本弘道会事務所、明治 43（1910）

年 8 月 1 日刊）12～13 頁（（社）日本弘道会: 〈http://www.nihon-k.or.jp/〉） 

                                     

余の修養法 

                           法学博士 千賀鶴太郎    

    （註: 「 / （頁数）」は改頁箇所、「 / 」のみは改段、［ ］内は補註を示す。） 

 （12 頁）余は七歳の時から家庭に於て四書の素読をさせられたが、九歳か十歳の頃かと

思ふ［岡山］藩の塾に入つたが、其塾といふのはかの有名なる新太郎少将［池田光政107: 1609

～1682］が熊澤蕃山［1619～1691］をして督せしめた三百年を［ﾏﾏ、の? ］歴史を有す

る藩校である、当時は未だ洋学と云ふものはなく漢学一方であつて第一に小学から、孝経、

忠経、四書、易、春秋といふ順序であつた、かくの如くに始めから漢学一方を以て頭脳を

造つた為に天下の真理は漢学ばかり、士分として成すべきの事業は治国平天下より外には

無いと思ひ込んでをつたのである。忠義、仁義、大義名分などゝ云ふ事だけが深く脳裡に

染み、深い印象を与へて呉れた、是が余が七歳位から十四歳位までに読書から得た修養で

ある。 

 其後藩の学校の組織が一変して何でも漢学ばかりではいけぬといふ事になつて、所謂学

は和漢洋を兼ぬべしといふので、洋学の気運が起つて來た、藩校に於ても深く鑑みる所あ

つて、洋学を入れ、苟しくも洋学をやらぬものは藩校には居る ［こと］を許さぬと云ふ

                                                   
107 池田光政に関する最新文献として、倉地克直（1949～）『池田光政』（ミネルヴァ書房、平成 24 年 5

月 10 日刊）参照。（平成 24 年 8 月 17 日追加） 

http://yagi.jkn21.com/
http://www.nihon-k.or.jp/
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有様であつた、其時藩校へ洋学の先生として來 / た人は福澤塾の出身者で中々能く出來た

人であつた、かかる事から漢学は漸次に衰へ四書五経は恰かも反古同様に捨てられて了つ

た。 

 其時分藩校て教へた洋学といふものは、ミル［1806～1873］とかスペンサー［1820～

1903］とかいふものであつたが、余自身はスペンサーには左程の趣味を有して居らなかつ

たが、ミルの道徳論や、経済史、又は自由之理などには其議論の宏大、論理の緻密なのに

大に感じ、就中其道徳の思想に対しては特に感じ、其後ミルの宗教論を見たるに至つて頗

る自分に利益のあつた事を思つた。 

 ミルの宗教論は基督教を赤裸々に解剖し、以て其真価を評して居るが其論案は実に千百

の鉄案で、基督教の所謂神などはミルによると根底から破壊されて居る、其と同時にミル

は基督の社会的の價値を認め、歴史的、社会的には大なる功績ありとして居る、ミルの宗

教観は其論理と云ひ、見識と云ひ、穏健中正実に間然する所なきものである。此は余が読

書から得た第二の修養であつた。 

 ミルの精透緻密な論理は東洋流の粗大なる事のみを考へて居つた余をして幽玄な思索に

耽らしむるの効はあつた、然し、基督教の聖書と論語とを并べて何れを取るかと云へば、

其は矢張り論語の方が情意兼到りて居ると云ふ考は、消えなかつた。 

 其後十七八歳にして東京に遊学し、或人の周旋を以て中村敬宇先生［正直、1832～1891］

の同人社に外国語の教師として雇はれる事となつたけれども中村先生からは余り直接に大

なる感化は不幸にして受けなかつた、やはり感化ともいふべきものは読書から得たものゝ

方が多い。 

 其の頃同人社には外国宣教師が居つて日曜日には聖書の講義をして居つた、余も折々は

聴きに行つた、而して基督をば絶対に信仰もしなけれぱ排斥もせぬ、全く興味を持たずに

終つて了つた、この時代に於てもやはり論語の方がバイブルよ / （13 頁）りはよい、儒

教があれば基督教はいらぬと思ふておつた。 

 中村敬宇先生も余と同じよふに別に基督を信じてはおらぬらしかつた、唯西洋人の秩序

正しいのに感服しておられた位で、其教義を別段に信じては居らぬようであつた、而して

宣教師の説教にも別段干渉はせぬ、実に人物の大きい所があつた、この辺は深く感じて居

る次第である。 

 要するに余は先輩又は人間の感化に由つて修養するよりも間接に読書の上から修養した、

即ち初めは四書五経、次ではミルの道徳論、この二つによりて余は修養したといふてもよ

い。（文責在記者）  （完） 

                                    

  



 129 / 168 

 

＊2 千賀鶴太郎「羅馬法研究の必要」『太陽』第 28 巻第 14 号（大正 11（1922）年 12

月 1 日刊（11 月 29 日印刷納本））112～118 頁（『web 版日本近代文学館』（太陽） 

〈http://yagi.jkn21.com/〉参照。） 

（註: 改頁箇所には「 / （頁数）」を記した。「 / 」のみは改段、［ ］内は補註を示す。） 

                                     

羅馬法研究の必要（112 頁） 

                                千賀鶴太郎    

〔目  次〕［原文には「目次」なし。］ 

                                     

   一 盲目的に欧州の法理を採用するの不可 …………………………129 

   二 欧州諸国の羅馬法を採用したる理由 …………………………130 

   三 羅馬法が欧州の法学会［界? ］に無限の権威あること……………131 

   四 羅馬法と公法及び自然法との関係 …………………………133 

   五 羅馬法の根本的材料 …………………………134 

                                     

一 盲目的に欧州の法理を採用するの不可 

 世人は動もすれば欧米人には創作の天才があるが東洋人特に日本人には此天才が無い、

唯模造の才に長ずるのみであると論ずる。此論は元来欧米人の始めて言ひ出したのである

が、日本人は欧米人の言とあれば直に首肯する癖があるが此論も亦日本で一般に歓迎せら

れて日々新聞や雑誌に能く記載してある。然し此論ほど欧米人の自己を尊大にして誇張す

る癖を証明したるものは他に余り例があるまい。欧米では近世所謂科学の進歩で実際の試

験の出来るものや数理の応用の出来るものには長足の進歩をして居る事は誰も認める所で

あるが、是が東洋特に日本に於ては大に晩れて居たと云ふには何も天才如何の問題ではな

くして別に重大なる原因があるのである。即ち東洋では古来形而下の学問を甚だしく卑し

み全く無益のものと考へ誰も真面目に研究する者は無く且つ我封建時代には政府からは却

て之を圧迫したのである。甚だしきは上水道を巧みに計画したが為めに牢屋にも投り込ま

れた、空中非行の術を考へて一度試験をすると直に牢屋に投り込まれた、斯う / 云ふ時代

には形而下の学問を研究する者の無いのは論を竢たぬので決して天才の有無に関するので

は無い。然るに形而上の学問となると独創及模倣の点に於ては東西とも皆同一であつて、

欧州にも近世は独創は極めて少く、大概皆模倣である。哲学や美術は希臘の模倣であるし、

法律は羅馬の模倣である。西洋人は動もすれば東洋は幾千年も同一の思想で続いたと云ふ

が、欧州も矢張同一の思想で続いたのである、勿論比較的小さい事には東西とも種々の変

動はあるが、然し其変動も矢張古人の中の或る一派の説に基いて居るか又は社会の外部の

推移に応じて自然に起つたものであつて決して大天才の独創の考へに起つたものでない。 

 斯くの如く形而上の学問は何によらず欧州に於ても模倣を基礎として出来て居ることを

忘れてはならぬ。夫れで特に爰に欧州の法理に就きてのみ論ぜんに、日本人は西洋の法律

は緻密であるとか、文明的であるとか云つて欧州人には法理に関して近世何か大天才でも

あるかの様に尊敬し、一も二もなく仏蘭西法を取るとか独逸法を取るとか云つて居るが、

所謂仏蘭西法と云ひ独逸法と云ひ皆羅馬法を基礎とし唯時 / （113 頁）世の推移に応じ少

http://yagi.jkn21.com/
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しく変更したまでに止まる。故に独逸法と云ひ仏法と云ひ欧州人が緻密に思索して独創し

たるものではなく唯当時仏も独も文化の点に於て羅馬と雲泥の相違ありし為めに一も二も

なく羅馬法を採用したるに過ぎぬ。故に欧人が今日尚動かす可からざる法理と考へるも

のゝ中にも唯偶然に羅馬法に其法理があるが為めに之を用ゐたものであつて却て其法理は

社会に害毒を流したるやも計り難い。一例を挙げんに欧州の親族法及相続法は極端なる個

人主義に基くものであるが、是は羅馬法が多年の変遷の中に漸次に個人主義に傾き遂にユ

帝の時代に至りて極端なる個人主義に達したるものを独仏等が継続し採用したのである。

で此個人主義が果して欧州社会に利益ありしや否やは問題である。羅馬帝国を滅亡させた

原因の主要なるものは道義風俗の壊乱である。而して極端なる個人主義は其風俗壊乱の結

果でもあるし又其原因ともなつて居る様である。故に此個人主義が爾後欧州社会を如何程

利したるか、又害したるか、少くとも是は疑問となつて居る。予は伯林で学生時代に一日

有名な独逸民法家ギルケ先生［1841～1921］を訪問した時先生の曰く、「日本は何も彼も

欧州の法理を模倣する様であるが、夫は宜敷くない、就中相続法の如きは独逸も羅馬法を

模倣した為めに後世如何程弊害を生じたか知れぬ」と云はれた事がある。日本現行の親族

法及相続法は日本固有の習慣と多少欧州（実は羅馬）の法理を混じて浅薄極まる混血児を

作り徹底せざること言語に絶したるものであれば早晩大修正を要すること論を竢たぬ。然

し其大修正は益々欧州風即ち羅馬法風に為すべきか大に考へ物である。但し我邦の民法家

には大抵欧州かぶれの人が多いから殆ど例外なく徹底的に個人主義に為すべしと論じて居

る様であるが、是が即ち我輩の目より見れば日本人の短所 / である。欧州で今日此事に就

き一般に個人主義を採用して居るから日本も所謂世界の大勢に従ひて之を採用すべしと論

ずるのは余りに浅薄である。此個人主義は羅馬の滅亡に瀕したる時に完成したものである、

或は其滅亡を促しては居ないか、中世以後欧州一般に之を採用したが果して如何なる結果

を生ぜしや、或は利益よりも弊害が多からざりしや、今日共産主義などと云へる非常識な

愚論も其実個人主義の行詰りから生じたものには非らざるか此等の問題を詳査するに非ず

ば到底我親族法及相続法の修正に関する是非を決することを得ないのである。 

 右の一例は我邦に於て一新法若しくは一修正法を作るに唯欧州の法であるからとて模倣

してはならぬ、其法の由来する所を考へ、羅馬法より由来するとすれば大抵後世欧州に偶

然採用せられたるものなるべく、随つて其法は羅馬時代に何の為めに起りしか其利害は当

時如何なりしや、又後世之を継承しての後も亦其利害は如何なりしかを研究する必要があ

ることを説明したるのである。 

                                     

二 欧州諸国の羅馬法を採用したる理由                  

 右の如く、羅馬法の欧州大陸に採用せられたるは研究の上社会に極めて有益なりと認め

たるに基きたるには非らずして、殆ど盲目的に之を模倣したものであつて、恰も偶然に羅

馬法の中に存せし法理を咀嚼せず、丸呑みにして之を採用したるものが多かつた。然し何

故に羅馬法は当時欧州全体に斯くまでも殆ど無限の勢力を有せしかと云ふに、此には深遠

なる理由がある。即ち羅馬法の中にも固より社会の為めに却て有害なるものあらうけれど

も、其有害たると否とは姑く措き、其法理の周到緻密にして非常に発展して居た事には真

に驚くべきもの / （114 頁）があつた。是は固より偶然ではない。羅馬人は元来法理に就
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き緻密なる頭脳を有する民族であつて、特に西洋紀元の初年より凡そ二百五十年間は法学

の大家が続々輩出し無数の著書があつた。其中には極めて浩瀚なるものがある。一例を挙

ぐればラベオー［AD10 或 11 没］の如きは法理に就き四百巻の著書を作つたと伝へられて

居る位である。ユ帝［ユスチニアーヌス帝、483～565］の時は已に甚しく法学の衰頽せる

時代と看倣されて居る。羅馬の法学は斯くの如く驚くべき進歩を為して居たものであるか

ら羅馬帝国滅亡後暗黒時代が少しく明るく為り法学なぞにも多少志す者が出来る様になつ

た時、先づ羅馬法に着眼したのは自然の勢である、此時恰も好し伊太利のボロニァの大学

で羅馬法を講ずる教授に欧州全体に雷名を轟かした人が多かつた。是等の先生は今日所謂

Glosstores（釈明家）と称せられて居る人々であつて、凡そ十二世紀の始より十三世紀の

中葉までに陸続出て居る。夫れで苟も法学に志す者は欧州孰れの地方からも即ち独逸から

も仏国からも西班牙からもと云つた工合に悉く当時ボロニァに留学して是等諸先生の講義

を聞いたのである。此等の留学生が各々我郷国に帰つて来て或は行政官と成り、或は司法

官と成り、或は法学者と成るに至りて其論述する所も、其実行する所も悉く羅馬法であつ

た。其頭脳に蘊蓄するものは皆羅馬法であるからして其云為［うんい］する所は羅馬法な

らざるを得ないのである。斯う云ふ工合にして羅馬法は欧州全体に全く模倣的に実行せら

るゝに到つた。且つ独逸に在りては尚此外に他国より一層深刻に羅馬法を用ゐた特殊の理

由があつた。即ち当時独逸は旧羅馬帝国を継承したものと考へ、独逸国王は多くは羅馬法

王の許に往きて即位式を行ひ羅馬皇帝の名称を得たのである。随て羅馬法を我帝国内に実

施するのは当然の如くに考へた。既にマキシミリアン帝［一世、1459～1519］の / 如き

は千四百九十五年に帝国大審院の裁判は所謂普通法即ち羅馬法と寺法とを適用することを

命じて居る。随て各地方の高等法院も皆此例に従ふことになつた。此後独逸は政治上には

種々の変化が起り遂に南北分離する様にも為つたが、然し羅馬法の勢力は決して減じない。

輓近に至りて独逸民法法典の編纂の出来上るまで羅馬法は唯其精神の上のみならず、形式

の上に於て或る地方には其民法として直接に実行せられ、又他の地方には所謂後備法とし

て実行せられた。後備法とは、羅馬法と異なる法規の存せざる場合には羅馬法を適用する

の謂ひである。羅馬法の勢力は従来其根を張つて居ることが極めて深いのであるから新し

き民法法典が輓近出来上つて形式上には羅馬法を廃したのであるが精神の上に於て其実之

を廃したのではない。何となれば新しき民法法典の先づ九分通りは羅馬法に従つて居る。

而して又実際の裁判に当りて法理上の疑義を生ずる時には矢張り従前通りに羅馬法に依り

て決せざるを得ないのである。伯林大学の有名なるデルンブルク博士［1829～1907］の講

義の中に云はれた事がある。「新民法か［ﾏﾏ］出来て羅馬法は廃せられたと諸君が考へられ

てはならぬ。成文民法は如何に精密に作つても必らず無数の陥缺［欠? ］や疑義がある。

之を補充するには羅馬法の法理よりも外には無い。故に法家が実務の為めに羅馬法を研究

することの必要なるは依然旧の如しだ」と云はれた。 

                                     

三 羅馬法が欧州の法学会［界? ］に無限の権威あること           

 次に羅馬法が欧州の法学界に如何なる権威あるかを少しく述べよう。上掲の所謂釈明家

がボローニァで雷名を轟かし自然と欧州一般の法学生を指導する地位に立つたが為め啻に

実除［際? ］に羅馬法を欧州一般に / （115 頁）実施するの媒酌を為したに止まらず、欧
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州一般に法理の思想には悉く羅馬法を背景に置くこと［合略仮名か］にしたのである。然

し法学の大家は尚中々伊太利以外には出なかつた。所謂釈明家に継ぎて起りたる諸大家は

十三世紀の末より十六世紀の始までに伊太利に於て続々出て来た人々であつて所謂後期釈

明家 Post Glossatores と称せられて居る。是から後に法学の研究は仏蘭西に移つた。即ち

仏国では十六世紀より十七世紀の始までに後期釈明家と比肩すべき大家が出て来て尚釈明

に新機軸を出した点に於て欧州全体を聳動させた。逐一其姓名を爰に述べる必要はないが、

特に六七名のものは法学界に極めて著名な人々である。是より仏国の法学者は漸次実際の

方面にのみ力を注ぎ研究の方面より遠ざかつた。而して法学の研究は一時和蘭に移つた。

十七世紀には第一流の法家が大分和蘭に出て居る。独逸は比較的晩れて居た。十七世紀に

も独逸に夥多の法家は出ては居るけれども皆羅馬法を独逸に実用する方面に向つて努力し

た人々であつて純然たる研究の態度を取つては居らぬ。しかし独逸は十九世紀に至りて

Savigny
サ ビ ニ ー

［1779～1861］と云へる傑物を出してより以来欧州全体に対して法学の牛耳を把

りて今日に到つて居るのである。 

 欧州法学の来歴は大要以上の如きものであつて、要するに羅馬法の研究が即ち取りも直

さず法学の研究であつて羅馬法以外には法学は無かつたのである。但し加特力教の寺法と

称するものが別にあつたが、然し是とても教義特有の点に関するものを除きては矢張羅馬

法を基礎として作つたものである。大学の法科と云ふのも固より寺法を加へたる羅馬法の

研究のみであつた。随つて法科の学位の如きも「両法博士」（即ち羅馬法と寺法）と称した。

現に今日に至りても伯林大学を始め / 独逸の諸大学は一二の新大学を除き尚此名称を持

続して居る。即ち当人の専門は憲法や行政法であらうが刑法であらうが国際法であらうが

皆「両法博士」の学位を得るのである。日本人の目から見れば是は如何にも余りに守旧に

失して居る様に思はれるであろうが、決してさうではない。日本人は畢竟欧州法学界に於

ける羅馬法の権威を能く知らないからである。欧州の法学は十二世紀の所謂釈明家以来十

九世紀に至るまで幾百年の間悉く羅馬法の研究より発出したものである。其書籍は伊書の

ものゝのみならず、仏書も蘭書も独書も無論悉く羅甸語で書いたものであつて、其分量の

多きことは実に驚くべきものである。一流中の特に優れたる人のみの書物を集むるも真に

汗牛充棟も啻ならずである。憲法、行政法、国際法等の研究は十七世紀に至りて始めて少

しづつ着手する人が出て来たのであるが、然し是も形式上は羅馬法に非らざるも其思想は

皆羅馬法に基いて居る。十九世紀以後の公法の書籍は唯形式上のみならず、思想上も段々

羅馬法とは縁が遠くなつて居るが、然し夫れでも根本問題は大抵羅馬法より発して居るし

且つ其著者の法学上の能力は全く羅馬法の練習に因りて得て居るのである。縦ひ公法家と

雖も羅馬法の素養のある者とその素養の無き者とは其識論の緻密なると粗笨なるとの点に

於て雲泥の相違がある。予は曽て伯林留学中有名なるペルニース博士［1841～1901］を尋

ねて垂教を請ひしに博士の言に、「君は何を専門にするにもせよ先づ羅馬法を錬磨すべし、

比錬磨無くして真に欧州の法学を研究したりとは謂ふ可からず」と云はれたれば小生当時

真に意外に思ひたるが、後に至りて其益々言の謬らざることを悟つた。輓近独逸の知名の

法学者は縦ひ公法に就いて名を成したる人にしても其履歴を見ると普通以上に羅馬法を研

究している人が多い。 / （116 頁）例へばグナイスト［1816～1895］の如きは憲法、行
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政法に就いて近世第一流の大家であるが、元は大学で羅馬法の講義をして居た人である。

即ち羅馬法の素養を以て公法を研究したのである。方今法学は如何なる部分も欧州中で何

と云つても独逸が一番長足の進歩をして居るのであるが、此には種々の原因はあるであろ

うが、先づ其主因の一として数ふべきものは羅馬法を最も善く研究し其素養を以て他の部

分を研究した結果と云へる。要するに法科に在りては羅馬法は恰も法学全体の本部であつ

て其他のものは皆之が支部の様な形である。是は唯法学研究の頭脳を陶冶し其素養を作る

上のみではなく、研究の困難なることや、一流の学者の数や、書籍の分量の上より見るも

到底羅馬法と比肩すべきものは法学中には他に何物も無いのである。例へば憲法、行政法

とか刑法とか云ふものにも輓近全欧州を圧倒する様な大家が独逸には出て居て不朽の大著

述をして居るのであるが、然し之を羅馬法の学者や書籍と比べると真に提灯と釣鐘で釣合

が取れぬのである、先月伯林大学でもいわゆる時世の推移に顧みて法科を法学部と政治学

部とに二分せんか如何の問題を教授連中が調査したことがあつたが、何分にも羅馬法と云

ふ如き重大なるものは法科中他に何物も無く、随つて若し二分せば法学部は釣鐘となり、

政治学部は提灯となると云ふので遂に実行が出来なかつた。随つて学位の名称も独逸諸大

学に幾百年も伝来のものを尚今日に存するのである。是で所謂「両法博士」と云ふことを

今日尚継続して居るのは決して唯守旧の惰力でないことが解るであろう。然し大戦後独逸

も共和政体に成つてからは法科大学の模様も大分変つて来た様であるし或は所謂時世の推

移の為めに独逸の法学も段々通俗的になり深刻でなくなり皮相に陥る様に成りはせぬかと

心配するのである。斯 / くなれば独逸の法学も最早下り坂であつて羅馬法研究の如きは推

して知るべしである。 

                                     

四 羅馬法と公法及び自然法との関係                    

 羅馬法と云へば全然民法にのみ関係がある様に我邦人は考へて居る人が多い様であるが、

決してさうでない事は上述に因りて略解るであらう。固より羅馬法の最大部分は民法であ

る。而して法学に至大の勢力を揮ひし点も民法に在るのである。然し欧州では羅馬法の勢

力に推されて公法も亦民法の法理に由りて発展して来たものが多いことを忘れてはならぬ。

且つ全然民法に関係のない事も羅馬法を基礎として居るものが意外に多い。世人は全く羅

馬法とは没交渉と考へて居るものが大いに羅馬法に関係して居るのである。一例を挙げれ

ば民主権と云ふ如きものは羅馬の共和政体時代の法理に基いて居る。然るに之に反して君

主権と云ふ如きものは羅馬の独裁帝政時代の法理に基きて居る。ルソー［1712～1778］の

民約主義の如きも決して同氏の独創ではない。是も羅馬法より出て居る。フーゴー、グロ

ーチウス［1583～1645］は始めて自然法なるものを説き出したと考へる人が多い様である

けれども、所謂自然法なるものを固より羅馬法で之を説いて居るのである。斯くの如く観

じ来る時は法学界に於て近世欧州人にも根本的独創の思想家は殆ど無いのである。尚因み

に爰に自然法と羅馬法との関係に就いて一言話して置きたい事がある。 

 独逸でも十七世紀にはトーマジウス［1655～1728］の如き大家が出て頻りに自然法を鼓

吹し羅馬法を排斥せんとする態度を取つたのであるが、然し前にも云ひし如く自然法其者

が決して新しいものではなく、羅馬法に其源 / （117 頁）を発して居るのであるし且つ極

めて滑稽なことは当時独逸の自然法学派が自然法として論述したるものが実質的に於て何
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程羅馬法と異なつて居るかと云ふに、其差異が極めて些少であつた。唯当時の独逸とユ帝

時代の羅馬国とは社会の状態が多少変遷して来て居るから羅馬法を実用上多少修正して適

用する必要が起つたのは固より論を竢たないのであるが、唯此等多少の修正を為さんこと

を主張したに過ぎないのである。故に名は自然法を標榜して居るけれども、其実は当時の

社会の状態に適応する様に唯僅少の修正を加へたる羅馬法に過ぎないのである。根本的の

法理に於て毫も羅馬法の範囲外に脱することは出来なかつたのである。是は極めて滑稽で

あるが、其実は亦止むを得ないのである。何となれば所謂自然法学派の人々も古来羅馬法

の行はれて居る処に生長し、大学に於ても羅馬法を以て其法学的頭脳を陶冶せられたので

あるから如何程羅馬法を離れて思索せんと欲するも遂に出来なかつたのである、恰も空気

を呼吸する動物は空気以外に脱することが出来ないと均しく、羅馬法の雰囲気の中に生長

したる法学者は到底其雰囲気以外に脱することは出来ないのである。此一事を見ても欧州

に於て羅馬法の権威は如何なるものであるかを想像することが出来るであらう。 

                                     

五 羅馬法の根本的材料                          

 爰では法学生に講義するのではないから羅馬法に関する無数の書物を紹介するには及ば

ないが、然も今日羅馬法と認められて居る根本的淵源として如何なる書物が羅馬時代より

今日まで伝はつて来て居るか云ふことを一言略述して置く。前にも言つた如く西暦紀元の

初年 / 頃より凡そ二百五十年間に法学の大家が続々輩出して居るのであるが惜い事に其

原書にして今日に存して居るものは唯ガーイウス［130 頃～180 頃］の法学提要

Institutiones 四巻位のものであつて、其他は極めて些細なる断片の外は悉く紛失して仕舞

つたのである。此等の諸大家の中には随分浩瀚なる著述をした者もある様で、就中ラベオ

ー［AD10 或 11 年没］の如きは前にも言つた通り四百巻も（尤も一巻と云ふものは決して

紙数の多いものでは無かつたらうが）著書があつたと伝へられて居る。然し今日には只の

一巻も存して居ない。真に残念な事である。然し幸にしてユスチニアーヌス帝［483～565］

が五百三十年にトリボニアーヌス［6 世紀頃］と云へる人を委員長に任じ仍て右等諸大家

の著書を抜萃して編纂させたもの（即ち Digesta 又は Pandectae 学説彙纂と称するもの）

五十巻が後世に伝はつた。 

 該彙纂はユ帝が当時之を法律と為して実施し且法学校に於て其中の三十六巻を教科書に

充てんことを命じたものである。（因みに云ふが当時の法学生は五ケ年間研究して卒業した

のであるから充分に頭脳を練る事が出来たのである）。而して又中世に於て羅馬法として欧

州に実行せられ且つ学者の研究の主要部と為つたものは即ち該彙纂である。然るに該彙纂

は諸大家の著書の抜萃であるから前後の連絡が不明であるし、加之極めて緻密なる法理を

説くのであるから後世の学者が幾百年の間も其解釈に就きて頭脳を悩ましたのである。之

が為めに其解釈書の多きことは前にも云へる如く実に汗牛充棟も啻ならずである。されば

近代の西洋語に之を飜訳したものがあるかと云ふに独語には全部五十巻の訳書がある外に

は英書に第十五巻までを飜訳して居る。其他には何も無い様である。日本では是まで何人

も其飜訳に着手した人は無いので予は試みに第一巻の飜訳及び解釈を昨年［大正 10（1921）

年 12 月 8 日刊］京大より欽定羅馬法 / （118 頁）学説彙纂第一巻の名を以て発行した。

何れ他巻も少しづつ刊行する積りである。 
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 次に該彙纂に次ぎて実際上にも又学術上にも羅馬法の根本的淵源となりし者は均しくユ

スチニアーヌス皇帝の欽定に成りたる法令集 Codex Constitutionum 十二巻及び法学提要

Institutiones 四巻である。法学提要も当時法律として発布せられものではあるが、然し又

之と同時に学生に先づ法学の階梯として法学校で之を教へたものである。丁度方今の法学

通論と云ふ如きものに当るのであるが、唯其内容が民法を主眼として居る処に相違がある。

此提要は各国に皆訳書があるが、 / 我邦では已に末松子爵［謙澄、1855～1920］が欽定

羅馬法学提要の名を以て之を飜訳して居られる。又法令集はハドリヤヌス皇帝［76～138］

以後ユスチニアーヌス皇帝［483～565］までの法令を編輯したものであつて独語には之も

全部飜訳が出来て居る。尚此外に追加諸法令 Novellae Constitutitones と称するものがあ

る。是は法令集の編輯以後に発布せられたものであつて、其中百六十五通はユスチニアー

ヌス皇帝の法令である。唯僅々二三通他のものが雑つて居る。此等の追加諸法令も独語に

は悉く飜訳に為つて居る。其他尚ユスチニアーヌス皇帝以前にも已に三種の法令集が出来

て居るが、是は欧州後世の法理の発展には余りに関係が少なければ爰に略す。 
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＊3 千賀鶴太郎「回想談」『小松原英太郎君事略』（小松原英太郎君伝記編纂実行委員会、

大正 13（1924）年 11 月 30 日刊。復刻本: 大空社、伝記叢書 55、昭和 63 年 10 月 25 日

刊。口絵参照。小松原英太郎: 1852～1919）203～208 頁 

〈https://dl.ndl.go.jp/pid/1019762/1/1〉 

                                     

回想談 

                              千賀鶴太郎氏寄    

                                     

〔凡例: 改頁箇所には「 / （頁数）」を記した。［ ］内は、主として『小松原英太郎君事

略』（大正 13 年 11 月 30 日刊）記載記事により註記したものである。〕 

                                     

  岡山在学中（203 頁） 

 （203 頁）岡山中山下［なかさんげ］の所謂学校［藩黌、藩校］なるものは藩士に経学

を專修せしむるの目的を以て新太郎公［池田光政108: 1609～1682］の創設せられたるもの

なるが、小松原君［小松原英太郎: 1852～1919］は初め児供衆の名目を以て同校に入られ

たり、予の同校に通学を始めたるは九歳の時なるが、君は巳に十五六歳にして喫茶所に児

供衆として詰められ［慶應 2（1866）年藩黌に出仕。「当時通の子と称するものになった

（後略）」（136～137 頁）］読書せられ居るを見たり、蓋し当時君は猶ほ士分に非るを以て

所謂学房に入るを許されざりしならん、其後三ヶ年を経て始めて新太郎公以来の学制を改

めて和漢洋の所謂三学鼎立と為したる際予は直ちに主として洋学を修むることに決したり

しが君は尚ほ漢学を専修せられ居りたりと記臆す、然るに久しからずして［明治 4（1871）

年廃藩置県の際］同校に大改革を行ひ全然旧制度を廃し之を純然たる英学校と為し名をも

普通学校と改めたり但し此名も後［明治 6（1873）年］には更に改めて遺芳館［池田光政

の諡芳烈公に因む。］と称したり、君は普通学校時代より英学を始められたりと記憶す、是

に於て君も予も同じく同校の寄宿舎に入りたれば始めて互に学友の関係を生じたり、当時

寄宿舎の生活は極めて謹厳にして土曜の夕に帰宅するの外は夕飯後と雖も散歩の為めにも

外出するもの少し況んや酒楼に登るものをや但し規則として之を禁じたるには非ず旧来の

岡山の藩士の美風尚ほ存したるに由る、君も土曜の晩より日曜の晩までの外は嘗て外出せ

られたるを聞かず且つ君の勉強は実に非常なるものにて人々之に喫驚せざるはなかりき、

他日［明治 21（1888）年 10 月～同 22 年 10 月山縣内相渡欧］予の伯林に於て山縣内務大

臣［山縣有朋、1838～1922］に謁し談偶ま君に及びし時大臣の言はるゝ / （204 頁）に

「小松原ほど勉強する者は他に一人も見たることなし例へば一法案の起草又は調査を托す

ると幾夜も睡眠せずして之に従事す其勉強と誠実とは眞に驚嘆に堪へたり」と君の勤勉は

少時より終世変らざりしものと思はる［。］ 

  七人輪講（204 頁）                           

 明治七年［1874 年 9 月］に君も予も遺芳館を辞して共に出京したるは木庭（実家は坪

田）繁氏［1853～1900］の勧誘に由るなり、抑も木庭氏は岡山の旧学校時代に秀才の名を

                                                   
108 池田光政に関する最新文献として、前掲倉地克直（1949～）『池田光政』（ミネルヴァ書房、平成 24

年 5 月 10 日刊）参照。（平成 24 年 8 月 17 日追加）  

https://dl.ndl.go.jp/pid/1019762/1/1
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博したりしが早くも東京に遊学して明治六年［1873 年］の頃一時帰岡したれば我輩好学の

徒は氏に就きて東京の諸学校及学生の状態を知悉するを得たり、而して氏は頻りに人々に

出京を勧誘し遂に六人（即ち小松原、関、万代、山脇、波多野及び予）［小松原英太郎、関 

新吾（1854～1915）、万代義勝（まんだい、1855～1915）、山脇巍（たかし、1856～1923）、

波多野克己（? ～? ）、千賀鶴太郎］木庭氏の嚮導の下に遊学する事に決し明治七年に七人

同船［児島湾沖から神戸行の汽船、その後横浜行の便船に乗船］して東京に向けて出発せ

り、著京する［赤坂氷川町に一家屋を借り、最初鞭撻義塾なる看板を掲げる。30 頁］と木

庭氏先づ発議して曰く英学は尚未だ大に発展して居らず慶應義塾を始とし孰れの学塾に入

るも諸君の未だ読まざるの書又は解し難き書を科目として授業する所あらず、然れども二

三の義塾には優秀なる教員なきに非ず故に七人を抽籤にて三組に分ち三箇の義塾に分入し

毎組各々異なりたる書にして旦解し難きものを研究し仍て優秀なる教員に懇請して其難解

の処を質問すべし普通の講義には必ずしも出席するを要せず、斯くして一ヶ年の後は各組

悉く退学し仍て毎日七人一堂に会して自ら研究したる所を互に交換すべし読書力を養ふに

は此に過ぎたる良策あらずと、乃ち六人皆之に賛成し直ちに抽籤したるに小松原君と予と

は共 / （205 頁）に慶應義塾に入る事と為りたり、当時同義塾は我邦に於て第一位を占め

たる英学校なりき、後日の東京大学の前身は当時巳に存したれども難解の英書を読み得る

程の学力ある教員も居らず故に木庭氏は全然之を眼中に置かざりしが如し、然るに我輩両

人同義塾に入り予定の如く毎日両人にて未読の書を輪講し二三の教員に懇請して不審の処

を質間し始めたりしに教員は初めは之を快諾したりしも質問の中には教員も即答し難き処

多く之が為めに遂に多忙を口実にして質問に応ずることを避くるに至れり、小松原君は予

を責めて予の質問が余りに峻厳なりし為めに教員の感情を害したるならん教員が答へに苦

むと察したらぱ解したる風を為して他の質問に移るべしと云はれたれども予は斯くては質

問の効能なく全然質問せざるに如くはなしと思ひたれども別に君と口論は為さざりき、斯

くの如くして木庭氏の読書案も同義塾に於ては立どころに失敗に終りたり他の二組も予想

の如くには該案を実行するを得ざりき、是に於て半歳ならずして三組の者悉く其義塾を退

き［明治七年十二月慶應義塾退塾］七人同宿［「初は愛宕下に居り後烏森に移る」28 頁］

して毎日午前と夕飯後は各自に研究し午後は七人輪講を為したり、輪講に依るも疑義の解

し難き処は姑く問題として置き更らに進みて輪講又は独読する中に漸くに前日解し得ざる

処を後日に至りて解するに至ることを発見したり、是に於て少くとも予は読書力は唯多く

読書することに依りてのみ進歩するものと悟り乃ち如何に難解のものと雖も独力を以て必

ず解するを得んと確信せり、因に云ふ方今大学生の読書力の極めて微弱にして輪講時代の

我輩にも遙に及ばざるは縦令高等学校を経るも難解の書を多く読まざるに由ると思は  / 

（206 頁）る、右七人の同宿と輪講とは明治八年の十二月まで継続し小松原関万代山脇の

四君は既設の新聞社若しくは雑誌社に入り木庭君は少しく晩れて草莽雑誌［第 1 号 明治 9

年 3 月刊～第 6 号 明治 9 年 7 月刊］なる者を起して激論を唱へ［『岡山市史（人物編）』（岡

山市役所、昭和 43 年 12 月 20 日刊）各氏該当頁参照。］予は中村敬字先生［正直、1832

～1891］の創設せられたる同人社に入りて其英学教員と為り独学にて研究を続けんと決し

波多野君は容易に出身の方向を定めざりしが遂に航海に従事せられたれども不幸にして夭

せり。 
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  二人洋行（206 頁）（本輯口絵、「口絵解説」（（6）頁）各参照。）        

 明治十七［1884］年の洋行の際小松原君と予との関係に就きて知る人少なければ爰に説

明して置かん、君が新聞記者を罷めて仕官し東京に定住せられし以来互に頻りに往来せし

が談偶々英文には政治上の書籍の極めて貧弱なることに及びしに君の言はるゝに政治に関

しては独逸が学問に於ても実際に於ても世界に冠たりとの説あり我輩は今より独逸語を学

ぶに如くなからんと、然れども当時医家を除くの外は少しにても独逸語を解する者は極め

て稀なりしかば何人に就きて之を学ぶべきかの問題も未解決の儘にて荏苒歳月を過ごした

りしが、一日君を訪ひしに君の曰く我運動成效し万難を排して伯林に往くことと為りたり

と喜色満面たり、予は大に之を祝して帰れり、其後君の出発の期日も略ぼ定まり岡山県人

も君の為めに送別の宴をも開きし後に至りて、予は復君を訪ひ卒然曰く僕も同行せんと、

君大に驚き曰く費用は如何にするかと曰く僕は内閣より嘱託せられたる英文翻訳に由りて

収得したる金額は不時の用に供する為めに尚未だ一銭も消費せず之を以て往復の旅費と一

ヶ年の伯林滞在費の充つるに足 / （207 頁）らん、且つ僕は八年間の同人社の為めに尽力

したれば敬宇先生［中村正直、1832～1891］も多少は僕を扶助して呉らるゝならんと、君

は姑らく考へられて曰く一ヶ年にては不充分なり爰に良策あり方今一流の新聞社は伯林に

通信員を置くの必要を感ずるならん、予先づ福地［源一郎、桜痴、1841～1906］と謀らん

と予大に君の好意を謝せり、乃ち東京日日新聞の常置通信員として君と同行し実は独逸の

政治上の学術を研究せんことを目的とせること猶ほ君の公使館書記官として奉職せらるゝ

も実は予と同一の目的を抱かれたるが如し、伯林到着後は両人ともに独文を解するに全力

を注ぎたる際なれば相見ること甚少なかりき、君は例の非常なる勉強力を発揮せられたれ

ば僅かに二年を経て帰朝せられたる際には已に行政に関する独逸書を能く解し得らるゝま

でに君の読書力は上達し居たりと認めたり、予は此より君と離れて明治三十二［1899］年

に京都帝国大学に法科を設けらるゝまで伯林に留りたり。 

  三人会合（207 頁）（ここのみ本稿 49 頁にも重複掲載。） 

 予の帰朝後も君と住所の遠隔せる為めに相見ること少かりしが、今上［大正天皇］御即

位の際君は列式［大正 4（1915）年 11 月 10 日京都御所・紫宸殿で即位の礼挙式］の為め

に入洛せられて予の家を宿所と定められたり、君乃ち曰く七友の中今は我輩両人の外には

山脇［山脇巍］存するのみ他は皆亡し、左れば山脇を大阪より招きて記念の為めに三人撮

影しては如何と、予直ちに山脇君に通ず山脇君即時に来る、乃ち予の庭園を背景として三

人撮影し且つ粗餐を共にして往事を談る、予一絶を得たり曰く七友辞家共一船、囘頭四十

二年前、四人已逝三人在、相見胸中万感牽［七友家ヲ辞スルトキ一船ヲ共トス、頭（こう

べ）ヲ回（めぐ）ラセバ四十二年前、四人已ニ逝キ三人在リ、相見（まみ）ユレバ胸中ニ

萬感牽（ひか）ル］、是れを三人最 / （208 頁）終の会合とす、今は当時より更らに十年

を経たり而して小松原及び山脇の両兄も又既に亡し嗟［山脇 巍 大正 12 年逝去］。 

                                     

（参考）『小松原英太郎君事略』中千賀博士関連記事抄 

・19 頁 「第 1 編 小松原英太郎君小伝」: 「明治十一年君［小松原英太郎］獄ヲ出テ未タ

幾ナラスシテ脚下病ニ罹リ覊窓ニ呻吟ス、千賀鶴太郎氏看護備ニ至リ君ヲ扶ケテ函嶺ニ遊

フ、君疾輙ヲ癒ユ、君深ク千賀氏ノ情誼ニ感シ終身之ヲ諼レサリシト云フ。」 
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・40 頁 「第 2 編 自叙経歴一斑」: 「明治十一年六月、（中略）予が出獄の際末広重恭［1849

～1896］及千賀鶴太郎二氏が予に対して与へられたる厚き友誼は予の深く感佩して忘るゝ

能はざる所である。」 

・41 頁 「第 2 編 自叙経歴一斑」: （省略） 

・57 頁 「第 2 編 自叙経歴一斑」: 「同年［明治 17 年］7 月 13 日、予は欧州に向け横浜

を出発した。（改行）此行駅逓総監野村靖氏［1842～1909］一行（随行小倉、高橋逓信書

記官）と旅程を共にし千賀鶴太郎石坂剛次郎及予の弟強次郎も予と同行した。」 
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＊4 千賀鶴太郎「組織的材幹」（「山縣元帥追憶百話」中の一つ）入江貫一（1879～1955）

『山縣公のおもかげ 附 追憶百話』（増補再版、偕行社編纂部、昭和 5（1930）年 6 月 25

日刊）358～359 頁。最近山口県周南市マツノ書店復刻本109あり、平成 21（2009）年 4 月

20 日刊。〈https://dl.ndl.go.jp/pid/1908865〉。山縣有朋: 1838～1922（大正 11 年 2 月 1

日逝去、85 歳））110 

                                     

○組織的材幹 

                      京都法科大学教授 千賀鶴太郎氏    

                                     

 私が公を知つたのは伯林大学在学中の事で確か明治二十二［1889］年の交であつたと思

ふ､公は伊藤内閣の内務大臣として欧州の政治制度特に内務行政視察の為め伯林に来訪さ

れたが其際随行員であった都筑馨六氏［1861～1923］が恰度私より一年前の伯林留学生で

互に親しくした関係から私を公に紹介した上調査の手助けを依願されたのが始まりで種々

談話を交すやうになつた、京都大学に法科が新設さるヽに当り私は教授として招聘され独

逸から帰朝した［明治 32（1899）年 9 月 11 日 任京都帝国大学法科大学教授、羅馬法講

座担任］が其後も公が入洛された場合は常に訪問して私の専門に就て忌憚なく談話を交換

するを一つの快心事として居つた次第です、公は実に厳格な人であつたが同時に非常な組

織的材幹を有して居つたその組織的材幹が最も困難なる陸軍の制度に於て遺憾なく発揮さ

れた事は私の説明を待つまでもあるまい世間には軍閥の頭領として公に甚しき反感を有し

て / （改頁）居る人が尠［少］くないやうである、私も同様軍閥には大いに責むべき理由

あるを認めては居るけれど之が為め公が国家に対する偉大なる勲功を無視すべきでないと

思ふ、今日我国が世界の三大国とか或は五大国とかと云つて威張つて居られるのも精鋭な

る陸海軍の力である以上その創業たる元勲の功は永久に没する事は出来ぬ、由来日本人は

物事を計画する力が足りない､彼の独逸人の如きは実に此点に於て恐るべき材幹を有して

ゐる、公は遉に往昔のスタイン［1757～1831］及びシャルンホルスト［1755～1813］又

近年のビスマルク［1815～1898］及びモルトケ［1800～1891］を師と仰いだ人だけに日

本人としては珍らしい執著［着］力と組織的材幹とを以て国防上の大抱負を為し遂げた事

は苟くも帝国国防の存する限り滅却する事の出来ぬ偉大なる恩恵ではないか。 

 因に、山縣公は洋書は一切読まれなかつたけれども、訳書は云ふに及ばず重要なる事項

は特に飜訳せしめて、之を細読し且少しにても不可解の事あれば、何度までも穿鑿せられ

る風があつたので、元老中でも親ら洋書を読まれる人よりも却て欧州の諸制度に就て驚べ

き知識を有せられたのであつた｡ 

                                     

                                                   
109 〈http://www.matuno.com/bookimage/44238.htm〉参照。伊藤隆（1932～）「『山縣公のおもかげ』

を推す」をも参照。（平成 24 年 9 月 21 日追加）  
110 千賀博士と山縣有朋との関係を示すものの一例として、京都大学百年史編集委員会編『京都大学百年

史 総説編』（京都大学後援会、平成 10 年 6 月 18 日刊）中、「第 1 編 総説 第 3 章 京都帝国大学の整

備 第 1 節 岡田良平総長のもたらした波紋 第 2 項 岡田総長退職事件」参照。（平成 23 年 9 月 25 日追

加） 

〈http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/152994〉 

https://dl.ndl.go.jp/pid/1908865
http://www.matuno.com/bookimage/44238.htm
http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/152994
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＊5 千賀鶴太郎「自歴書」（Curriculum vitae）（ドイツ学位論文（1897、明治 30 年）掲

載文書） 

                                    

 千賀博士のドイツにおける下記学位論文（詳しくは前掲「2 著作目録 （1） 著書」参

照。）中前者 106 頁版の最終頁にドイツ語の Curriculum vitae（経歴書）が掲載されてい

るので、仮訳を掲げておく。なお、これは、後者（完全版）160 頁版には存在しない。 

・Gestaltung und Kritik der heutigen Konsulargerichtsbarkeit in Japan /  

von Tsurutaro Senga. -- （BA38319552） 

  Berlin: Druck von Leonhard Simion, ［1897］ 

  iv, 106 p.; 23 cm． 

  注記: Thesis （doctoral）--Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, 1897 

      （田岡良一博士訳語: 『日本の現行領事裁判制度の形態と批判』） 

・Gestaltung und Kritik der heutigen Konsulargerichtsbarkeit in Japan /  

von Tsurutaro Senga. -- （BA68508532） 

  Berlin: R.L. Prager, 1897 

  vi, 160 p.; 24 cm． 

  注記: "Zwei Abtheilungen"; Includes bibliographical references 

                                     

「千賀鶴太郎自歴書（Curriculum vitae）」（仮訳）                

                                     

余、千賀鶴太郎は、1857［安政 4］年 2 月に、旧備前藩の郡関係職（目付）111、武士階級

（士族）千賀武四郎［せんが・ぶしろう］の子として、日本の岡山に生まれたり。余の宗

旨は仏教の禅宗（曹洞宗）なり。余は、家庭教師について初等教育を終えし後、漢学［漢

籍］を学ぶべく上級学校［藩黌］に進みしが、その講義内容は、今日の日本のギムナジウ

ムの和漢文学課程と東京大学哲学部漢文［漢籍］学科［東京大学文学部史学哲学及政治学

科及び同和漢文学科 ⇒以後変遷あり。］のそれにほぼ匹敵するものなりし。余が在籍し頃

に、英語教育が導入されるに及び、余は漢籍と並んで英書も講読したり。9 年の学業を終

え、［明治７（1874）年］東京に出て、この地でイギリス国家学を学びたり。たしかに東

京には当時大学たる上級学校［東京開成学校、明治 7 年 5 月～10 年 4 月。］―ここはその

後東京大学に発展せし［明治 10（1877）年 4 月 12 日東京大学に改編］―がありしが、ヨ

ーロッパ国家学［政治学］はあまりにも貧弱にして、余の学習の用をなさざりけり。かく

なる次第にて余はこれらの学問の自習を余儀なくせり。その後余は東京の英語塾“同人社”

の講師に採用され、上級クラスにて、新しき英国哲学の著作（とくにベンサム、J・S・ミ

ル、H・スペンサーら）を講義せざるをえず。しかるに、余は英語文献は国家学には関し

てきわめて不十分にして一面的たるに気づくに及び、余はドイツ語を学ばんと決意したり。

1884［明治 17］年夏、ドイツ国家学を学ばんとて、政治新聞『東京日日新聞』のベルリ

                                                   
111 原文は Bezirksvizegouverneur  Bezirk は郡、英語なら vice governor で副総督とか副知事とか訳

せる言葉であるが、括弧書きで（metsuke）と書いてある。（平成 25 年 4 月 20 日一部修正）  
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ン派遣特派員になりしも、その出発に先立つ数ヶ月前に東京大学の教授及び最上級課程の

学生［研究生］らの集まりて、ヨーロッパ哲学並びにと古代インド哲学の探究と普及を目

的とする哲学団体［哲学会112］が創設されるにあたり、同人社からも協議に参加すべく代

表を派遣せんこととなりしが、余がその代表に選出せられりしは名誉なりしも、最初の会

合にのみ参加せざるをえざりしは余の遺憾とするところなり113。ベルリンにては、余はま

ずドイツ語を学び、1885［明治 18］年冬には哲学部に学籍登録を許されたり。その後 4

年にわたり、余は国家学の講義を受講せり。1889［明治 22］年冬に至り法学部に改めて

学籍登録を許され、その後 8 ゼメスターをたゆまなく学習に費やせり。 

 1890［明治 23］年冬、本大学東洋語学校［ゼミナール］の日本語講師に採用され、5 年

にわたる上記政治新聞の活動－特に英語とドイツ語からの翻訳－のかたわら、Seeley［シ

ーリー、1834～1895］114による “Life and Times of Stein” ［『シュタインの生涯と時代』］

115の一書を日本政府の要請により日本語に翻訳せり。 

                                        

************************************************************ 

  

                                                   
112 哲学会: 明治 17（1884）年 1 月 26 日設立。（平成 24 年 10 月 24 日追加）

〈http://www.l.u-tokyo.ac.jp/philosophy/tetsugakukai/about.html〉 
113 『哲学会雑誌』第 1 冊第 1 号（明治 20 年 2 月 5 日刊）39 頁「哲学会員姓名」に「千賀鶴太郎」あり。

（『明治雑誌目次総覧』第 4 巻（「哲学会雑誌 哲学雑誌」（哲学書院・哲学雑誌社、明治 20 年 2 月～昭和

3 年 11 月、全 500 冊）、ゆまに書房、昭和 60 年 10 月 25 日刊）による。）（平成 24 年 11 月 2 日追加） 
114 J. R.Seeley（シーリー、1834～1895）: （平成 24 年 10 月 24 日追加）  

〈http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AD%E

3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%8

3%BC〉 
115 発智正三郎（1922～1971）「J. R. Seeley による Stein の伝記―政治家 Stein とその時代―」『横浜国

立大学人文紀要 第一類, 哲学・社会科学』第 6 輯（昭和 33 年 9 月 30 日刊）43～68 頁参照。 ⇒『発智

正三郎―論文と思い出―』（発智千恵子、徹夫編、大学教育社、昭和 50 年 10 月 20 日刊。）56～87 頁

に再録（同書については、平成 25 年 1 月 11 日原田一明先生の御示教を賜わった。厚く御礼申し上げる

ものである。）。（平成 24 年 10 月 24 日追加、同 25 年 1 月 21 日一部補正）  

〈http://kamome.lib.ynu.ac.jp/dspace/items-by-author?author=%E7%99%BA%E6%99%BA%2C+%E6

%AD%A3%E4%B8%89%E9%83%8E〉 

http://www.l.u-tokyo.ac.jp/philosophy/tetsugakukai/about.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC
http://kamome.lib.ynu.ac.jp/dspace/items-by-author?author=%E7%99%BA%E6%99%BA%2C+%E6%AD%A3%E4%B8%89%E9%83%8E
http://kamome.lib.ynu.ac.jp/dspace/items-by-author?author=%E7%99%BA%E6%99%BA%2C+%E6%AD%A3%E4%B8%89%E9%83%8E
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【追加分】 

                                 

************************************************************ 

＊〔追加 1〕CD 版『春木一郎博士・原田慶吉教授・田中周友博士・船田享二博士・武藤

智雄教授・千賀鶴太郎博士・戸水寛人博士・池辺義象氏略年譜・著作目録―日本ローマ法

学七先生略年譜・著作目録（新訂版）― ―ローマ法・法制史学者著作目録選（第十輯）―』

（平成 25（2013）年 9 月 1 日刊）作成以後の追加事項（平成 26 年 3 月 1 日新設）    

************************************************************ 

                                    

＊1（平成 26 年 3 月 1 日追加分）                        

                                     

・CD 版『春木一郎博士・原田慶吉教授・田中周友博士・船田享二博士・武藤智雄教授・

千賀鶴太郎博士・戸水寛人博士・池辺義象氏略年譜・著作目録―日本ローマ法学七先生略

年譜・著作目録（新訂版）― ―ローマ法・法制史学者著作目録選（第十輯）―』（平成

25（2013）年 9 月 1 日刊）作成               

〈http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA64090131〉⇒〈http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB13864295〉 

                        （平成 26 年 3 月 1 日追加） 

                                     

・稲生典太郎（1915～2003）「条約改正と内地雑居をめぐって―稲生典太郎氏に聞く―」

『横浜開港資料館報』第 39 号（平成 4 年 10 月 31 日刊）2～5 頁（千賀博士の独文学位論

文、山本茂氏の件: 3 頁）（平成 26 年 3 月 1 日追加） 

〈http://www.kaikou.city.yokohama.jp/journal/images/kaikouno-hiroba_39.pdf〉 

〈 http://jair.or.jp/old_documents/nl/23.pdf#search='%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E8%8

C%82+%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%AD%A6'〉 

                            

（参考 1）                                

稲生典太郎文庫（『横浜開港資料館報』第 66 号（平成 11 年 11 月 3 日刊）1～6 頁） 

〈http://www.kaikou.city.yokohama.jp/journal/images/kaikouno-hiroba_66.pdf〉 

（参考 2）                                  

山本茂（1900～1882、本稿 37～38 頁、註 47 参照。）             

新聞記事文庫 行政（5-247） 

日本工業新聞 1941.11.8（昭和 16） 

〈 http://133.30.51.93/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10117845&TYPE=IMAG

E_FILE&POS=1） 

                                    

・林智良（1962～）「W.E.Grigsby の学識と教育活動―日本最初の「ローマ法」講義担当

者をめぐって―」『阪大法学』第 63 巻第 3・4 号（通巻第 285・286 号）（平成 25 年 11 月

30 日刊）923～946 頁〈http://ci.nii.ac.jp/naid/40019898933） 

                        （平成 26 年 3 月 1 日追加） 

http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA64090131
http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB13864295
http://www.kaikou.city.yokohama.jp/journal/images/kaikouno-hiroba_39.pdf
http://jair.or.jp/old_documents/nl/23.pdf#search='%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E8%8C%82+%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%AD%A6'
http://jair.or.jp/old_documents/nl/23.pdf#search='%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E8%8C%82+%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%AD%A6'
http://www.kaikou.city.yokohama.jp/journal/images/kaikouno-hiroba_66.pdf
http://133.30.51.93/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10117845&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1
http://133.30.51.93/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10117845&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1
http://ci.nii.ac.jp/naid/40019898933
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・吉原達也「千賀鶴太郎博士の二つの自歴譜について」『日本法学』第 79 巻第 3 号（平成

26 年 1 月 15 日刊）41～90 頁                    

〈https://www.publication.law.nihon-u.ac.jp/pdf/law/law_79_3/each/04.pdf）     

                        （平成 26 年 3 月 1 日追加） 

                                    

・上記「千賀鶴太郎博士の二つの自歴譜について」74 頁記載の明治 23（1890）年 8 月 5

日ベルリンで千賀博士から井上哲次郎（1856～1944）に贈られた送別の漢詩二篇の詳細は、

次のとおりである。平成 26 年 1 月 22 日高橋均先生の御示教を得た。記して深甚の謝意を

表するなお、これは、本編「2 著作目録（12）千賀鶴太郎博士漢詩文一斑」の補遺となる。 

                            （平成 26 年 3 月 1 日追加） 

                                    

千賀鶴太郎博士漢詩二首                         

                                    

1）                             

胸中自有古人道     

高遠深思入神島     

天下滔滔趁世潮     

憑君欲返狂瀾倒     

                                   

1）                                

胸中自ずから有り古人の道 

高遠深思神島に入る 

天下滔滔として世潮に趁（はし）らんとす 

君に憑（よ）り返さんと欲す狂瀾の倒（とう） 

                                

胸中にはもとより古人の道をもっていて 

高い志で神島に帰ろうとしている 

天下は大川のように世相に流されている 

あなたの力で大波の傾きを正していただきたい 

                                  

２）                                

心蓄経邦策万言      

海東帰去別開別［削除］門      

要伸鴻鵠凌霄志       

遮莫雀声燕語喧         

                               

心に蓄ふる経邦の策万言 

海東帰去し別に門を開く 

https://www.publication.law.nihon-u.ac.jp/pdf/law/law_79_3/each/04.pdf
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伸ばさんと要（ほっ）す鴻鵠凌霄の志 

遮莫（ままよ）雀声燕語の喧（かまびすし）きあるも 

［遮莫（さもあらばあれ）雀声燕語の喧（かまびすし）きあるも］ 

                                     

心中には邦を治める万言の方法を蓄えていて 

海を東に帰り別に門を開こうとしている 

おおとりの空よりも高く上るような志を伸ばしてください 

雀や燕などのうるさいさえずりなどありますが 

                                    

（注 1）別門の別という字は、『井上日記』原文では［削除］記号がついている。明治 23

（1890）年 8 月 5 日条参照。なお、1 頁に凡例あり。 

〈http://www.u-tokyo.ac.jp/history/pdf/journal/vol12_1material〉  

（注２）後半２句は、燕雀いずくんぞ鴻鵠の志を知らんや、にもとづく。 

（注３）「遮莫」で一語、たとえ┉であろうとも、 

                                 （以上） 

                                    

＊2（平成 26 年 10 月 26 日追加分）                     

                                     

・山下萬里（1948～）「末は博士か大臣か―森鷗外と千賀鶴太郎と小松原英太郎―」『鷗外』

第 94 号（森鷗外記念会、平成 26 年 1 月 31 日刊）12～26 頁（平成 26 年 5 月 28 日追加）    

                                    

・本稿下記（＊頁）掲載下記「 」内の件につき追加（平成 26 年 6 月 1 日追加）    

「2 （7）ウ その他諸雑誌所収論稿                     

（｢東京大学法学部附属明治新聞雑誌文庫所蔵雑誌目次総覧』以外の出所で未見のものは、

「（調査中）」とした。｣ 

                                    

明治 9（1876）年                             

・「外債ハ募金ノ良法タルヲ論ス」『草莽雑誌』第 5 号（明治 9 年 6 月 29 日刊）4 裏～9

表（未見。『草莽雑誌』116第 1 号（明 9.3）～第 6 号（明 9.7）/自主社）。「国会図書館

のデジタル化資料」〈http://dl.ndl.go.jp/#classic〉中の藤元直樹「幕末・明治初期雑誌目

次集覧」『参考書誌研究』第 65 号〈平成 18 年 10 月刊）129 頁に拠る。）（平成 24 年 2

月 23 日追加）」                    

（以下追加） ⇒明治文化研究会編輯『明治文化全集』第 5 巻雑誌篇（日本評論社、昭和

30 年 12 月 15 日第 2 版第 1 刷刊）409～435 頁に『草莽雑誌』が掲載され、上記「外債ハ

募金ノ良法タルヲ論ス」は 429～431 頁に収録されている。（『同書初版』（昭和 3 年 12

月 20 日初版刊）には『草莽雑誌』は未掲載。本件は、『同書第 3 版』第 2 刷（昭和 44 年

2 月 25 日刊）で確認したもの。） 

                                                   
116 『草莽雑誌』: 〈http://ci.nii.ac.jp/ncid/AN0040306X〉、〈http://ci.nii.ac.jp/ncid/AN00403070〉（平

成 24 年 2 月 23 日追加） 

http://www.u-tokyo.ac.jp/history/pdf/journal/vol12_1material
http://dl.ndl.go.jp/#classic
http://ci.nii.ac.jp/ncid/AN0040306X
http://ci.nii.ac.jp/ncid/AN00403070
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・渡辺利喜子（1930～）「学ぶことの長い道―千賀鶴太郎の生涯を知る―」『作文』第

208 集（逗子市・作文社、平成 26 年 7 月 1 日刊）2～15 頁          

（参考）渡辺利喜子「千賀鶴太郎と森鷗外」『作文』第 160 集（国分寺市・作文社、平成

7 年 5 月 1 日刊）26～32 頁（平成 26 年 7 月 12 日追加） 

・「神戸大学新聞記事文庫収蔵新聞論稿」追加（平成 26 年 10 月 26 日追加）  

削除 ⇒下記＊3（平成 26 年 10 月 28 日追加分）掲載の「「神戸大学新聞記事文庫収蔵新

聞論稿」追加（平成 26 年 10 月 26 日追加、同年 10 月 28 日一部修正）」と全部差し替え

た。                            

                                （以上） 

                                    

＊3（平成 26 年 10 月 28 日追加分）                     

                                    

・「神戸大学新聞記事文庫収蔵新聞論稿」追加（平成 26 年 10 月 26 日追加、同年 10 月

28 日一部修正）                          

・上記＊2（平成 26 年 10 月 26 日追加分）「・「神戸大学新聞記事文庫収蔵新聞論稿」追

加（平成 26 年 10 月 26 日追加）」を一部修正した。 

                                    

「（目  次）（頁数は第 19 稿時点）                      

  （7）時事評論等 …………………………53（頁） 

   ア 『外交時報』（東京 外交時報社刊）所収論稿 …………………………53 

   イ 『太陽』（東京 博文館刊）所収論稿 …………………………54 

   ウ その他諸雑誌所収論稿 …………………………57 

   エ 新聞記事 …………………………60 

    （ア）一般紙 …………………………60 

    （イ）神戸大学新聞記事文庫収蔵新聞論稿 …………………………65 」 

中の「神戸大学新聞記事文庫収蔵新聞論稿」については、当初は下記の分しか検出できて

いなかった。                          

                                    

「  （イ）神戸大学新聞記事文庫収蔵新聞論稿（ネットで検索可能なもののみ） 

             〈http://www.lib.kobe-u.ac.jp/sinbun/index.html〉  

                                    

大正 6（1917）年                             

・法学博士 千賀鶴太郎氏談「露国外債廃棄説に就て［露国の外債廃棄 （三）］」 『大

阪毎日新聞』大正 6 年 12 月 11 日（神戸大学新聞記事文庫公債（8-038）） 

〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?LANG=JA&METAID=008

08107&POS=1&TYPE=IMAGE_FILE%0A%09〉  

大正 8（1919）年 

・京都帝国大学法科大学教授法学博士 千賀鶴太郎氏談「独逸連邦の将来 一大共和国か南

北分離か」 『大阪時事新報』大正 8 年 1 月 3 日（神戸大学新聞記事文庫 政治（5-076））

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/sinbun/index.html
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?LANG=JA&METAID=00808107&POS=1&TYPE=IMAGE_FILE%0A%09
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?LANG=JA&METAID=00808107&POS=1&TYPE=IMAGE_FILE%0A%09
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（平成 22 年 10 月 19 日追加） 

〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10087491&TYP

E=HTML_FILE&POS=1） 

・法学博士 千賀鶴太郎「独逸の将来 民族としての特徴（上・下）」 『大阪朝日新聞』

大正 8 年 6 月 4、5 日（神戸大学新聞記事文庫 欧州（3-084）） 

〈http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=0050538

7） 

・京都帝国大学教授 千賀鶴太郎博士談「真に憂慮に堪えず : モンロー主義は御都合主義

也 : 朝鮮に自治を許すは不可なり : 我が七千万同胞の覚悟は如何」  

『大阪時事新報』大正 8 年 6 月 18 日（神戸大学新聞記事文庫 政治（15-025））（平成

23 年 11 月 30 日追加） 

〈http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=1010351

0&AID=06〉  

・法学博士 千賀鶴太郎氏談「物価調節新策」 『大阪新報』大正 8 年 11 月 19 日（神戸

大学新聞記事文庫 物価（7-088）） 

〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10021574&TYP

E=HTML_FILE&POS=1〉  

（参考 1）千賀鶴太郎「物価調節の根本大策（一名金貨本位廃止論）」『太陽』第 25 巻第

14 号（大正 8（1919）年 12 月 1 日刊）32 頁（平成 24 年 10 月 18 日追加） 

（参考 2）靳明全（重慶師範大学文学院）「朱執信と千賀鶴太郎の貨本位論」『重慶師範大

学学報（哲学社会科学版）』2012 年第 1 期（朱執信: 1885～1920）（平成 24 年 10 月 18 日

追加） 

（参考 3）卓遵宏（国史館前纂修兼主任秘書）「中山先生倡導錢幣革命與國家發展（1912-1937

年）」『中山先生建國宏規與實踐』（財団法人中華民国中山学術文化基金会、2011（平成

23 年）年 10 月刊）353～382 頁（平成 24 年 10 月 21 日梁添盛博士の御示教に拠る。平成

24 年 10 月 22 日追加） 

（其詳細出版情報，可參照下列網站: ） 

〈http://www.sanmin.com.tw/tryread.asp?isbn=986875300〉（內頁 1、9、10） 

〈http://www.bodbooks.com.tw/viewitem.aspx?prodno=3258〉 

〈http://syscf.org.tw/indexhome/0300-100years/pdf/0315.pdf〉（8 頁） 

                                     

大正 9（1920）年 

・法学博士 千賀鶴太郎氏「階級選挙法を論ず」 『大阪新報』大正 9 年 1 月 3～4 日（神

戸大学新聞記事文庫 議会政党および選挙（8-090））（平成 23 年 11 月 30 日追加） 

〈http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=1010742

7&AID=06〉 

・法学博士 千賀鶴太郎氏談「独逸の帝政革命」 『京都日出新聞』大正 9 年 3 月 18 日（神

戸大学新聞記事文庫 政治（23-041））（平成 23 年 11 月 30 日追加） 

〈http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=1010321

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10087491&TYPE=HTML_FILE&POS=1
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10087491&TYPE=HTML_FILE&POS=1
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=00505387
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=00505387
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10103510&AID=06
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10103510&AID=06
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10021574&TYPE=HTML_FILE&POS=1
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10021574&TYPE=HTML_FILE&POS=1
http://www.sanmin.com.tw/tryread.asp?isbn=986875300
http://www.bodbooks.com.tw/viewitem.aspx?prodno=3258
http://syscf.org.tw/indexhome/0300-100years/pdf/0315.pdf
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10107427&AID=06
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10107427&AID=06
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10103216&AID=06
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6&AID=06〉 

昭和 6（1931）年 

・来間恭/田村徳治（1886～1958）「京大展望/来間恭氏の批判の批判」 『大阪毎日新聞』

昭和 6 年 5 月 11 日～同年 7 月 28 日（神戸大学新聞記事文庫 人物伝記（4-026））（平成

23 年 11 月 30 日追加） 

〈http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=1008683

9&AID=06〉                        」 

                                    

 しかるに、平成 26 年 10 月 19 日知人より、「下記「神戸大学新聞記事文庫」をその画面

で簡易検索せず、その上のところにある「デジタルアーカイブ」を開いて「千賀鶴太郎」

で 検 出 す る と 、 次 の 26 件 が ヒ ッ ト す る 。 理 由 は 不 明 。」

〈http://www.lib.kobe-u.ac.jp/sinbun/index.html〉との教示を受けたので、取り敢えずそ

れを掲載しておく。これによれば、既出 8 件は、最後の昭和 6 年の「来間恭/田村徳治」の

件を除き 7 件（1、5、8、11、12、14、21）が検出されている。なお、今回判明のものの

各全文内容は更に個別に検索する必要があるが、今回はうち 3 件（7、13、24）のみを試

みに検索し得たにとどまることをお断りしておく。他は後日に譲る。 

                                     

（今回検出のもの。既出分には※印を付けた。）                

千賀鶴太郎博士神戸大学新聞記事                     

検索項目：[ 簡易検索 | 詳細検索 ]                     

キーワード   

表示対象：26 件 （1 ～20 件    検索結果の合計は 29 件です。 データベース別の検索

結果はこちら ）  

表示件数      

1 2 次へ>  

                                  

No.  簡略情報 データベース 

※1 詳細表示（『大阪朝日新聞』大正 8 年 6 月 4、5 日） 

title :独逸の将来 （上・下） : 民族としての特徴 

identifier :00505387 /

〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=0050538

7〉 

date :1919.6.4-1919.6.5 （大正 8） 

creator :千賀鶴太郎:法学博士 

 新聞記事文庫  

2 詳細表示 

title :講和会議に於ける日本と伊太利 （上・下） 

identifier :10125000 / 

〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=1012500

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10103216&AID=06
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10086839&AID=06
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10086839&AID=06
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/sinbun/index.html
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=00505387
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=00505387
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10125000
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0〉（未検出） 

date :1919.5.7-1919.5.8 （大正 8） 

creator :法学博士 千賀鶴太郎氏談 

 新聞記事文庫  

3 詳細表示 

title :連盟は英米の覇道 

identifier :10123701 / 

〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=1012370

1〉（未検出） 

date :1919.4.3 （大正 8） 

creator :法学博士 千賀鶴太郎氏談 

 新聞記事文庫  

4 詳細表示 

title :西伯利問題は重大/株式崩落が序幕 

identifier :10127489 / 

〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=1012748

9〉（未検出） 

date :1918.10.25 （大正 7） 

creator :法学博士 千賀鶴太郎氏談/三井銀行常務 池田成彬氏談 

 新聞記事文庫  

※5 詳細表示（『京都日出新聞』大正 9 年 3 月 18 日） 

title :独逸の帝政革命 

identifier :10103216 / 

〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=1010321

6〉 

date :1920.3.18 （大正 9） 

creator :法学博士 千賀鶴太郎氏談 

 新聞記事文庫  

6 詳細表示 

title :米国の出処と日本 

identifier :10127131 / 

〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=1012713

1〉（未検出） 

date :1919.8.27 （大正 8） 

creator :法学博士 千賀鶴太郎氏談 

 新聞記事文庫  

7 詳細表示（『京都日出新聞』大正 10 年 2 月 4 日） 

title :独の賠償条件拒絶 

identifier :10153442 / 

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10125000
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10123701
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10123701
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10127489
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10127489
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10103216
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10103216
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10127131
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10127131
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〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=1015344

2〉（未検出） ⇒ 

〈http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10153442&TYPE

=IMAGE_FILE&POS=1） 

date :1921.2.4 （大正 10） 

creator :法学博士 千賀鶴太郎氏談 

 新聞記事文庫 

※8 詳細表示（『大阪時事新報』大正 8 年 1 月 3 日） 

title :独逸連邦の将来 : 一大共和国か南北分離か 

identifier :10087491 / 

〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=1008749

1〉 

date :1919.1.3 （大正 8） 

creator :京都帝国大学法科大学教授法学博士 千賀鶴太郎氏談 

 新聞記事文庫  

9 詳細表示 

title :独逸の将来に就て 

identifier :10126857 / 

〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=1012685

7〉（未検出） 

date :1919.6.26 （大正 8） 

creator :法学博士 千賀鶴太郎氏談 

 新聞記事文庫  

10 詳細表示 

title :米国保留案と我対策 

identifier :10125759 / 

〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=1012575

9〉（未検出） 

date :1919.10.28 （大正 8） 

creator :法学博士 千賀鶴太郎氏談 

 新聞記事文庫  

※11 詳細表示（『大阪新報』大正 8 年 11 月 19 日） 

title :物価調節新策 

identifier :10021574 / 

〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=1002157

4〉 

date :1919.11.19 （大正 8） 

creator :千賀鶴太郎談:法学博士  

 新聞記事文庫  

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10153442
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10153442
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10153442&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10153442&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10087491
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10087491
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10126857
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10126857
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10125759
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10125759
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10021574
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10021574
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※12 詳細表示（『大阪毎日新聞』大正 6 年 12 月 11 日） 

title :露国外債廃棄説に就て : [露国の外債廃棄 （三）] 

identifier :00808107 / 

〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=0080810

7〉 

date :1917.12.11 （大正 6） 

creator :千賀鶴太郎談:法学博士 

 新聞記事文庫  

13 詳細表示（『大阪新報』大正 8 年 4 月 18 日） 

title :英米は第二の独逸か 

identifier :10127227 / 

〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=1012722

7〉（未検出） ⇒ 

〈http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10127227&TYPE

=IMAGE_FILE&POS=1〉 

date :1919.4.18 （大正 8） 

creator :法学博士 千賀鶴太郎氏談 

 新聞記事文庫 

※14 詳細表示（『大阪時事新報』大正 8 年 6 月 18 日） 

title :真に憂慮に堪えず : モンロー主義は御都合主義也 : 朝鮮に自治を許すは不可なり : 

我が七千万同胞の覚悟は如何 

identifier :10103510 / 

〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=1010351

0〉 

date :1919.6.18 （大正 8） 

creator :京都帝国大学教授 千賀鶴太郎博士談 

 新聞記事文庫  

15 詳細表示 

title :対支二大問題 

identifier :10124531 / 

〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=1012453

1〉（未検出） 

date :1919.8.9 （大正 8） 

creator :法学博士 千賀鶴太郎氏談 

 新聞記事文庫  

16 詳細表示 

title :独逸の将来と日本 

identifier :10123695 / 

〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=1012369

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=00808107
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=00808107
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10127227
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10127227
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10127227&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10127227&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10103510
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10103510
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10124531
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10124531
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10123695
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5〉（未検出） 

date :1919.6.25 （大正 8） 

creator :法学博士 千賀鶴太郎氏談 

 新聞記事文庫  

17 詳細表示 

title :日米新協約/石井、ラ氏協約の廃棄 何の影響も無い/背景外交の余殃 法学博士 千賀

鶴太郎氏談 

identifier :10150206 / 

〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=1015020

6〉（未検出） 

date :1923.4.1 （大正 12） 

 新聞記事文庫  

18 詳細表示 

title :支那の不利益のみ : 日本としては重大問題にあらず 

identifier :10128059 / 

〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=1012805

9〉（未検出） 

date :1919.7.3 （大正 8） 

creator :法学博士 千賀鶴太郎氏談 

 新聞記事文庫  

19 詳細表示 

title :講和問題 （一〜六） : 及び国際連盟問題 

identifier :10128728 / 

〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=1012872

8〉（未検出） 

date :1919.2.22-1919.2.28 （大正 8） 

creator :法学博士 千賀鶴太郎 

 新聞記事文庫  

20 詳細表示 

title :青島問題 : 支那の主張は乱暴 

identifier :10124481 / 

〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=1012448

1〉（未検出） 

date :1919.4.25 （大正 8） 

creator :法学博士 千賀鶴太郎氏談 

 新聞記事文庫  

※21 詳細表示（『大阪新報』大正 9 年 1 月 3～4 日） 

title :階級選挙法を論ず 

identifier :10107427 / 

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10123695
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10150206
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10150206
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10128059
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10128059
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10128728
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10128728
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10124481
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10124481
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〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=1010742

7〉（未検出） 

date :1920.1.3-1920.1.4 （大正 9） 

creator :法学博士 千賀鶴太郎氏 

 新聞記事文庫  

22 詳細表示 

title :日英同盟を継続せよ 

identifier :10151837 / 

〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=1015183

7〉（未検出） 

date :1920.6.1 （大正 9） 

creator :法学博士 千賀鶴太郎氏談 

 新聞記事文庫  

23 詳細表示 

title :モンロー主義と日本 

identifier :10127599 / 

〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=1012759

9〉（未検出） 

date :1919.7.31 （大正 8） 

creator :法学博士 千賀鶴太郎氏談 

 新聞記事文庫  

24 詳細表示 

title :国際連盟と日英同盟 

identifier :10128967 / 

〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=1012896

7〉（未検出） ⇒ 

〈http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10128967&TYPE

=IMAGE_FILE&POS=1〉 

date :1920.7.28 （大正 9） 

creator :法学博士 千賀鶴太郎氏談 

 新聞記事文庫（大阪新報 1920.7.28〈大正 9 年）） 

25 詳細表示 

title :海外発展の障壁 

identifier :10128449 / 

〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=1012844

9〉（未検出） 

date :1919.8.1 （大正 8） 

creator :法学博士 千賀鶴太郎氏談 

 新聞記事文庫  

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10107427
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10107427
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10151837
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10151837
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10127599
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10127599
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10128967
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10128967
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10128967&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10128967&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10128449
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10128449
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26 詳細表示 

title :今後の日英同盟 

identifier :10125958 / 

〈 http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=1012595

8〉（未検出） 

date :1919.11.29 （大正 8） 

creator :法学博士 千賀鶴太郎氏談 

 新聞記事文庫 

（参考）（既出分）                              

昭和 6（1931）年                             

・来間恭/田村徳治（1886～1958）「京大展望/来間恭氏の批判の批判」 『大阪毎日新聞』

昭和 6 年 5 月 11 日～同年 7 月 28 日（神戸大学新聞記事文庫 人物伝記（4-026））（平成

23 年 11 月 30 日追加） 

〈http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=1008683

9&AID=06〉 

                                   （以上） 

                        

＊4（平成 26 年 12 月 18 日追加分）                    

                                     

（平成 26 年 12 月 18 日一部修正）                      

・（科学研究費助成事業〈科学研究費補助金））「明治・大正期におけるローマ法学の成

立と展開―とくに千賀鶴太郎博士を中心として」（研究課題番号：22530008、2010 年度

～2011 年度）〈http://kaken.nii.ac.jp/ja/p/22530008〉（平成 23 年 9 月 25 日追加）  

〈http://kaken.nii.ac.jp/d/p/22530008.ja.html〉（研究課題番号：22530008、2010 年度

～2012 年度）（平成 24 年 9 月 13 日一部修正）               

 （下記追加）                                

「科学研究費助成事業（科学研究費補助金）研究成果報告書（平成 25 年 5 月 25 日現在）」

（平成 26 年 12 月 18 日追加）      

〈https://kaken.nii.ac.jp/pdf/2012/seika/C-19_1/32665/22530008seika.pdf〉 

                                     

・吉原達也（報告）「京都帝国大学教授千賀鶴太郎博士―長すぎた留学―」（東京大学大

学院人文社会系研究科多分野交流演習、平成 26 年 11 月 13 日（木）17:00～19:00、法文

1 号館 215 教室 正式の授業標題は「東京大学草創期の授業再現」との由。）（平成 26 年

12 月 18 日追加）  

（下記令和 4（2022）年 1 月 21 日追加） 

（吉原達也「千賀鶴太郎博士の二つの自歴譜について」『日本法学』第 79 巻第 3 号（平

成 26 年 1 月 15 日刊）41～90 頁参照。                    

〈https://www.publication.law.nihon-u.ac.jp/pdf/law/law_79_3/each/04.pdf〉  

                             （以上） 

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10125958
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10125958
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10086839&AID=06
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/DetailView.jsp?LANG=JA&METAID=10086839&AID=06
http://kaken.nii.ac.jp/ja/p/22530008
http://kaken.nii.ac.jp/d/p/22530008.ja.html
https://kaken.nii.ac.jp/pdf/2012/seika/C-19_1/32665/22530008seika.pdf
https://www.publication.law.nihon-u.ac.jp/pdf/law/law_79_3/each/04.pdf
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＊5（平成 27 年 3 月 8 日追加分）                   

                               

・試験問題として下記文献を追加。いずれ本稿「2 著作目録 （13） 千賀鶴太郎博士出題

法科大学試験問題（抄） 81 ア 羅馬法 ……………………81   イ 国際公法 ………

……………81」を下記にて補正予定でいる。       

・『東西大学 法律 政治 経済科試験問題』（進化堂、明治 43 年 9 月 5 日刊）（「国際公

法」、「羅馬法」参照。近代デジタルライブラリー〈http://www.ndl.go.jp/〉にあり。）

（平成 27 年 3 月 7 日井上琢也先生の御教示による。）          

・『東西大学 法律 政治 経済科試験問題』（文信社、大正 3 年 2 月 1 日初版刊、大正 5

年 12 月 20 日改訂 4 版刊、大正 6 年 9 月 30 日増訂第 5 版刊）（「国際公法」、「羅馬法」

参照。近代デジタルライブラリー〈http://www.ndl.go.jp/〉にあり。）（平成 27 年 3 月 7

日井上琢也先生の御教示による。）               

                          （以上） 

                      

＊6（平成 27 年 5 月 23 日追加分）        

                           

・下記渡辺利喜子氏玉稿掲載誌『作文』の編集者秋原勝二氏（1913～2015）が平成 27 年

4 月 17 日に逝去された。享年 101。（『毎日新聞』平成 27 年 4 月 27 日 20 時 48 分。）

（『作文』は元は満洲で出されていた雑誌。） 

「平成 7（1995）年                  

・渡辺利喜子「千賀鶴太郎と森鷗外」『作文』（国分寺・作文社、平成 7 年 5 月 1 日刊）

第 160 集 26～32 頁（平成 24 年 5 月 9 日山下萬里先生の御教示による。森 鷗外: 1862～

1922。後掲山下萬里「『舞姫』の二人のモデル（上）」『森鷗外記念会通信』№176（森

鷗外記念会、平成 23 年 10 月 31 日刊）9～10 頁、同「千賀は「ちが」か「仙賀」か―『舞

姫』の二人のモデル（下）」『鷗外』第 91 号（（生誕 150 年記念号）、森鷗外記念会、

平成 24 年 7 月 31 日刊。上記「『舞姫』の二人のモデル（上）」の続稿）457～474 頁各

参照。）（平成 24 年 5 月 25 日追加、同年 9 月 13 日一部修正）」 

〈http://mainichi.jp/select/news/20150428k0000m060072000c.html〉 

〈http://book.asahi.com/clip/TKY201006080263.html〉 

〈http://libir.soka.ac.jp/dspace/bitstream/10911/2279/1/KJ00005448152.pdf〉 

・辻晶子「京都下鴨地域における近代の市街地形成に関する史的研究（建築史・建築意匠・

建築論）」『日本建築学会近畿支部研究報告集. 計画系 （52）』（平成 25 年 5 月 25 日

刊）801～804 頁〈http://ci.nii.ac.jp/naid/110009572143〉 

 同稿引用の京都市明細図オーバーレイマップは貴重である。昭和 2（1927）年頃のよう

である。〈http://www.geo.lt.ritsumei.ac.jp/meisaizu/googlemaps.html〉 

京都府立総合資料館が平成 23（2011）年に出したらしく、立命館大学で現在の地図に重

ねたオーバーレイを公表している。これで、千賀博士邸の変遷が初めて一目瞭然にわかる。

千賀邸はやはり瀬見の小川を挟んだ大邸宅であったと思われる。 

http://www.ndl.go.jp/
http://www.ndl.go.jp/
http://mainichi.jp/select/news/20150428k0000m060072000c.html
http://book.asahi.com/clip/TKY201006080263.html
http://libir.soka.ac.jp/dspace/bitstream/10911/2279/1/KJ00005448152.pdf
http://ci.nii.ac.jp/naid/110009572143
http://www.geo.lt.ritsumei.ac.jp/meisaizu/googlemaps.html
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〈http://www.aozora.gr.jp/cards/000250/files/4299_14360.html〉 

・『日華之実業』第 4 巻第 1 号（大正 9〈1920）年 1 月刊）「─華文欄─」に、「新借款与

対華政局（法学博士：千賀鶴太郎）」が掲載されている由。日文原文は未詳。 

（広川佐保「『日華之実業』解説・目録」『環東アジア研究』№9（平成 27 年 3 月刊）144

頁に拠る。） 

〈 http://dspace.lib.niigata-u.ac.jp/dspace/bitstream/10191/32097/1/9_133-147.pdf#sear

ch='%E6%88%B8%E6%B0%B4%E5%AF%9B%E4%BA%BA+%E5%AE%9F%E6%A5%A

D'） 

                         （以上） 

                              

＊7（平成 29 年 12 月 4 日追加分）        

                           

・京都大学大学文書館「教員履歴データベース（京都大学歴代総長・教授・助教授履歴検

索システム―対象: 1949 年以前の在職者［旧制］―）」参照。 

〈https://kensaku.kua1.archives.kyoto-u.ac.jp/rireki/〉 

「千賀鶴太郎」                             

〈https://kensaku.kua1.archives.kyoto-u.ac.jp/rireki/?c=detail&id=000508〉 

（更新日: 2016/8/31、システム管理番号 000508） 

                               （以上） 

                         

  

http://www.aozora.gr.jp/cards/000250/files/4299_14360.html
http://dspace.lib.niigata-u.ac.jp/dspace/bitstream/10191/32097/1/9_133-147.pdf#search='%E6%88%B8%E6%B0%B4%E5%AF%9B%E4%BA%BA+%E5%AE%9F%E6%A5%AD
http://dspace.lib.niigata-u.ac.jp/dspace/bitstream/10191/32097/1/9_133-147.pdf#search='%E6%88%B8%E6%B0%B4%E5%AF%9B%E4%BA%BA+%E5%AE%9F%E6%A5%AD
http://dspace.lib.niigata-u.ac.jp/dspace/bitstream/10191/32097/1/9_133-147.pdf#search='%E6%88%B8%E6%B0%B4%E5%AF%9B%E4%BA%BA+%E5%AE%9F%E6%A5%AD
https://kensaku.kua1.archives.kyoto-u.ac.jp/rireki/
https://kensaku.kua1.archives.kyoto-u.ac.jp/rireki/?c=detail&id=000508


 157 / 168 

 

************************************************************ 

                  

＊〔追加 2〕CD 版『ローマ法、法制史、明治警察史及び日本統治下台湾警察史の諸問題

―ローマ法・法制史学者著作目録選（第十三輯）― ―明治警察史雑纂（第四輯）― ―日

本統治下台湾警察史雑纂（第八輯）―』（平成 30（2018）年 1 月 1 日刊）作成以後の追

加事項                

                                   

************************************************************ 

                      

＊8（平成 31 年 4 月 23 日追加分）        

                

（関係文献追加。「2（16）千賀鶴太郎博士関連著作」分） 

昭和 30（1955）年            

・恒藤恭（1888～1967）「あの頃の下鴨」『随筆新誌 洛味』第 50 集（京都・洛味社、

昭和 30 年 10 月 15 日刊）27～31 頁（千賀博士関係個所: 29 頁） 

平成 5（1993）年～平成 6（1994）年             

・福井純子「（資料）井上哲次郎日記 1884-90 『懐中雑記』第一冊」『東京大学史紀要』

第 11 号（東京大学史資料室、平成 5 年 3 月刊）25～63 頁（井上哲次郎: 1856～1944） 

〈https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400005411.pdf〉 

・福井純子「（資料）井上哲次郎日記 1884-90 『懐中雑記』第二冊」『東京大学史紀要』

第 12 号（東京大学史資料室、平成 6 年 3 月刊）1～35 頁 

〈https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400005416.pdf〉 

平成 30（2018）年            

・吉原達也「穂積陳重のローマ法講義について」『日本法学』第 84 巻第 1 号（平成 30 年

6 月 30 日刊）1～51 頁（穂積陳重: 1855～1926）        

〈https://www.law.nihon-u.ac.jp/publication/doc/law84_1.pdf〉 

・吉原達也「宮崎道三郎博士の講述『比較法制史』について」『日本法学』第 84 巻第 3 号

（池村正道教授古稀記念号、平成 30 年 12 月 25 日刊）423～451 頁      

〈https://www.law.nihon-u.ac.jp/publication/doc/law84_3.pdf〉     

平成 31（2019）年（～2019 年 4 月 30 日）      

・吉原達也編「宮崎道三郎博士講述『比較法制史』緒言及び第一部 羅馬法制史」『日本法

学』第 84 巻第 4 号（平成 31 年 3 月 25 日刊）303～387 頁（平成 31 年 4 月 7 日追加） 

〈https://www.law.nihon-u.ac.jp/publication/doc/law84_4.pdf〉 

・神野潔（1976～）（報告「明治期における日本法制史学の展開図」（法制史学会東京部

会第 274 回例会「テーマ：日本における法史研究の歴史」〈下記法制史学会第 71 回総会

〔ミニ・シンポジウム〕準備会との由。平成 31 年 4 月 13 日〈土）午後、於東京大学東洋

文化研究所大会議室）の一つとして）〈https://www.jalha.org/tokyo/〉（平成 31 年 4 月 5

日追加） 

・藤野奈津子（報告「明治前期における西洋法史学の成立過程―宮崎道三郎『羅馬法講義』

https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400005411.pdf
https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400005416.pdf
https://www.law.nihon-u.ac.jp/publication/doc/law84_1.pdf
https://www.law.nihon-u.ac.jp/publication/doc/law84_3.pdf
https://www.law.nihon-u.ac.jp/publication/doc/law84_4.pdf
https://www.jalha.org/tokyo/
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ノートを中心に―」（法制史学会東京部会第 274 回例会「テーマ：日本における法史研究

の歴史」〈下記法制史学会第 71 回総会〔ミニ・シンポジウム〕準備会との由。平成 31 年

4 月 13 日午後〈土）、於東京大学東洋文化研究所大会議室）の一つとして） 

〈https://www.jalha.org/tokyo/〉（平成 31 年 3 月 31 日追加） 

                                 （以上） 

                    

＊9（令和 3 年 1 月 17 日追加分）        

                

（「2 著作目録 （7）時事評論等」に追加） 

・「清国革命に就て」『近畿時論』第 1 巻第 1 号（明治 44 年 12 月? 刊）7 頁以下（～8or9

頁? ）                 

（出典）下記古書 古群洞サイト（令和 2〈2020）年 10 月 3 日初出） 

〈https://kogundou.exblog.jp/240610504/） 

明治 44 年 12 月号 近畿時論社 小磯清太郎編輯発行 3 冊 7,000 円 

（関係文献追加。「2 （16）千賀鶴太郎博士関連著作」分） 

令和元（2019）年（2019 年 5 月 1 日～ ） 

・法制史学会第 71 回総会〔ミニシンポジウム〕「日本における法史研究の歴史」（令和元

（2019）年 6 月 8 日〈土）午後、於神戸学院大学ポートアイランドキャンパス。田口正樹、

神野潔、赤城美恵子、藤野奈津子、松沢裕作、大中有信各氏）             

 ・神野潔（報告）「明治期における日本法制史学の展開図」、 

 ・藤野奈津子（報告）「明治前期における西洋法史学の誕生」あり。 

〈https://www.jalha.org/soukai2/〉  

〈https://www.jalha.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/71soukai.pdf〉 

・吉原達也編「（資料）宮崎道三郎博士講述『比較法制史』第二部 独逸法制史」『日本法学』

第 85 巻第 1 号（令和元年 6 月 28 日刊）1～96 頁      

〈https://www.publication.law.nihon-u.ac.jp/pdf/law/law_85_1/each/03.pdf〉 

・吉原達也「宮崎道三郎博士の羅馬法講義について」『日本法学』第 85 巻第 2 号（日本大

学法学部創設 130 周年記念号、令和元年 9 月 27 日刊）1～30 頁    

〈https://www.publication.law.nihon-u.ac.jp/pdf/law/law_85_2/each/06.pdf〉 

令和 2（2020）年                     

・吉原達也編「（資料）穂積陳重博士『羅馬法講義』総論及び第一編 羅馬法律史」『日本

法学』第 85 巻第 3 号（令和 2 年 1 月 31 日刊）147～215 頁（穂積陳重: 1855～1926）   

〈https://www.publication.law.nihon-u.ac.jp/pdf/law/law_85_3/each/06.pdf〉 

・吉原達也「宮崎道三郎博士の独逸法律史講義について」『日本法学』第 85 巻第 4 号（南

部篤教授退職記念号、令和 2 年 3 月 27 日刊）223～266 頁    

〈https://www.publication.law.nihon-u.ac.jp/pdf/law/law_85_4/each/13.pdf〉 

・吉原達也編「（資料）穂積陳重博士『羅馬法講義』第二編 羅馬法正編第 1 巻及び第 2

巻」『日本法学』第 86 巻第 1 号（令和 2 年 6 月 26 日刊）37～125 頁（穂積陳重: 1855～

1926）         

https://www.jalha.org/tokyo/
https://kogundou.exblog.jp/240610504/
https://www.jalha.org/soukai2/
https://www.jalha.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/71soukai.pdf
https://www.publication.law.nihon-u.ac.jp/pdf/law/law_85_1/each/03.pdf
https://www.publication.law.nihon-u.ac.jp/pdf/law/law_85_2/each/06.pdf
https://www.publication.law.nihon-u.ac.jp/pdf/law/law_85_3/each/06.pdf
https://www.publication.law.nihon-u.ac.jp/pdf/law/law_85_4/each/13.pdf
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〈https://www.publication.law.nihon-u.ac.jp/pdf/law/law_86_1/each/04.pdf〉 

・『法律新聞』データベース（日本研究のための歴史情報）（平成 30（2018）年登載） 

〈http://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/%e6%b3%95%e5%be%8b%e6%96%b0%e8%81%9e/〉 

〈 http://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/%e6%b3%95%e5%be%8b%e6%96%b0%e8%81%9e/ 〉

（千賀鶴太郎 明治 34（1901）年関係のみ 3 件あり。） 

・井上巽軒日記関係（調査中） 

                               （以上） 

                      

＊10（令和 3 年 2 月 24 日追加分）        

                           

（関係文献追加。「2（16）千賀鶴太郎博士関連著作」分） 

平成 30（2018）年      

・加藤学陽「明治二○年学位令と法学博士 : 帝国大学体制の確立と学位授与」 

『法学政治学論究』第 116 号（平成 30 年 3 月刊）175～209 頁 

〈https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN100861

01-20180315-0175） 

令和 2（2020）年       

・高橋直人（1970～）「「独逸法学博士」と明治期における日独間の法学交流」石部雅亮（1933

～）責任編集『法の思想と歴史』創刊第 1 号（信山社、令和 2 年 12 月 25 日刊）49～138

頁（千賀博士関連: 54、58、60、68、72、79、80、82 頁） 

〈https://www.shinzansha.co.jp/book/b554153.html〉 

                                  （以上） 

                                      

＊11（令和 3 年 11 月 19 日追加分）        

                          

・レイアウトを全面変更す。 

・（関係文献追加）                 

・吉原達也「東京大学草創期におけるローマ法講義―穂積陳重博士・宮崎道三郎博士・戸

水寛人博士の場合―」東京大学大学院人文社会系研究科『2014－2018 年度他分野交流演

習「東京大学草創期の授業再現」報告集』（平成 31〈2019）年 3 月刊）219～262 頁

〈https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/detail/R300000001-I029775148-00〉 

・吉原達也編「（資料）宮崎道三郎博士講述『比較法制史』緒言及び第一部  羅馬法制史」

『日本法学』第 84 巻第 4 号（平成 31 年 3 月 25 日刊）303～387 頁     

〈https://www.law.nihon-u.ac.jp/publication/doc/law84_4.pdf〉 

・法制史学会第 71 回総会〔ミニシンポジウム〕「日本における法史研究の歴史」（令和元

〈2019）年 6 月 8 日〈土）午後、於神戸学院大学ポートアイランドキャンパス。田口正樹、

神野潔、赤城美恵子、藤野奈津子、松沢裕作、大中有信各氏）             

 ・藤野奈津子（報告）「明治前期における西洋法史学の誕生」あり。 

〈https://www.jalha.org/soukai2/〉  

https://www.publication.law.nihon-u.ac.jp/pdf/law/law_86_1/each/04.pdf
http://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/%e6%b3%95%e5%be%8b%e6%96%b0%e8%81%9e/
http://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/%e6%b3%95%e5%be%8b%e6%96%b0%e8%81%9e/
https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN10086101-20180315-0175
https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN10086101-20180315-0175
https://www.shinzansha.co.jp/book/b554153.html
https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/detail/R300000001-I029775148-00
https://www.law.nihon-u.ac.jp/publication/doc/law84_4.pdf
https://www.jalha.org/soukai2/
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〈https://www.jalha.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/71soukai.pdf〉 

 ⇒『法制史研究 70（2020）』（令和 3（2021）年 3 月 30 日刊）179～207 頁に収録 

・吉原達也編「（資料）宮崎道三郎博士講述『比較法制史』第二部 独逸法制史」『日本法学』

第 85 巻第 1 号（令和元年 6 月 28 日刊）1～96 頁    

〈https://www.publication.law.nihon-u.ac.jp/pdf/law/law_85_1/each/03.pdf） 

【書評】林智良『法制史研究 70（2020）』（令和 3（2021）年 3 月 30 日刊）417～420 頁 

・吉原達也「宮崎道三郎博士の羅馬法講義について」『日本法学』第 85 巻第 2 号（日本大

学法学部創設 130 周年記念号、令和元年 9 月 27 日刊）1～30 頁 

〈https://www.publication.law.nihon-u.ac.jp/pdf/law/law_85_2/each/06.pdf） 

【書評】林智良『法制史研究 70（2020）』（令和 3（2021）年 3 月 30 日刊）417～420 頁

（令和 3（2021）年 9 月 8 日追加） 

・藤野奈津子「明治前期における西洋法史学の誕生」『法制史研究 70（2020）』（令和 3

（2021）年 3 月 30 日刊）179～207 頁 

・林智良「（書評）吉原達也編「宮崎道三郎博士講述『比較法制史』第二部  独逸法制史」

（『日本法学』85-1） 同著「宮崎道三郎博士の羅馬法講義について」（『日本法学』85-2）」 

『法制史研究 70（2020）』（令和 3（2021）年 3 月 30 日刊）417～420 頁 

                                     （以上） 

                              

  

https://www.jalha.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/71soukai.pdf
https://www.publication.law.nihon-u.ac.jp/pdf/law/law_85_1/each/03.pdf
https://www.publication.law.nihon-u.ac.jp/pdf/law/law_85_2/each/06.pdf


 161 / 168 

 

************************************************************ 

                  

＊〔追加 3〕『CD 版 宮崎道三郎博士・小林宏先生・西村稔先生・高橋由利子先生略年譜・

著作目録―ローマ法・法制史学者著作目録選（第十五輯）―【参考篇】【附篇】』（令和 4

（2022）年 4 月 1 日刊。補正第 30 稿を収録。）作成以後の追加事項       

                              

************************************************************ 

                      

＊12（令和 4 年 4 月 1 日追加分。補正第 30 稿分）        

                          

・上記「ローマ法・法制史学者著作目録選（第十五輯）」に収録したもの（補正第 30 稿を 

 収録。）。 

・全体に誤植訂正その他修正を加えた。 

・令嗣千賀孝善氏については、下記に二、三の事典項目がある。 

 国立国会図書館次世代デジタルライブラリー（令和 4（2022）年 2 月 16 日追加） 

 〈https://lab.ndl.go.jp/service/tsugidigi/〉 

                                     （以上） 

                     

＊13（令和 4 年 6 月 24 日追加分。補正第 31 稿分）        

・国立国会図書館個人向けデジタル化資料送信サービス（個人送信）（令和 4（2022）年 5

月 19 日開始）開始。いずれこれにより再検索の要ありか。  

〈https://www.ndl.go.jp/jp/use/digital_transmission/individuals_index.html〉 

・田中耕太郎（1890～1974）に大正 4～5（1915～1916）年頃京大のローマ法教授就任の

話のありし件について下記参照。 

 田中耕太郎『私の履歴書』（春秋社、昭和 36 年 10 月 5 日刊）32、35 頁（20、21 コマ） 

〈https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2934949〉 

（参考）既出 98 頁:  

・末川博（1892～1977）・我妻栄（1897～1973）「対談 日本の法学者を語る・蒲郡対談・

連載第 4 回」『法学セミナー』第 179 号（昭和 46 年 1 月 1 日刊）67～69 頁（我妻博士は、

大正 3、4（1914、1915）年頃義兄の孫田秀春博士（1886～1976）に京大羅馬法教授の後

継者の話があったことを回想しておられる。ただし、孫田秀春『私の一生』（高文堂出版

社、昭和 49 年 8 月 25 日刊）には記載なし。） 

                                     （以上） 

                     

＊14（令和 5 年 4 月 14 日追加分。補正第 32 稿分）        

・令嗣千賀孝善氏（1881～? 、識者によれば戦後まもなく逝去との由）については、前掲

「（16）千賀鶴太郎博士関連著作 平成 7（1995）年」中「＊千賀孝善氏及び千賀覚一氏

の件（平成 24 年 2 月 9 日追加）」でいささか記載したが、下記を追加する。 

 ・＊12 で言及の「次世代デジタルライブラリー」〈https://lab.ndl.go.jp/service/tsugidigi/〉

https://lab.ndl.go.jp/service/tsugidigi/
https://www.ndl.go.jp/jp/use/digital_transmission/individuals_index.html
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2934949
https://lab.ndl.go.jp/service/tsugidigi/
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で再検索すると、同氏につきかなりのことが検出されるが、ここでは、『昭和七年度版 大

日本人物史』（国際聯合通信社、昭和 7（1932）年 1 月 15 日刊）30 頁（ただし、索引で

は何故か「ち之部」に掲載。）の件のみ記載しておく。なお、同氏は三高の前に東京府立

四中卒、この頃（昭和 7（1932）年前後）は弁護士の傍ら同志社大学講師として刑事訴訟

法を講じている由。 

〈https://dl.ndl.go.jp/pid/1874933/1/1〉 

〈https://dl.ndl.go.jp/pid/1874933/1/45〉（45 齣） 

・『京都帝国大学の挑戦―帝国大学史のひとこま―』（名古屋大学出版会、昭和 59（1984）

年 6 月 25 日刊）（後に、増補の上、『京都帝国大学の挑戦』（講談社学術文庫、平成 9

（1997）年 9 月 10 日刊）の著者潮木守一氏（1934～2023）には、令和 5（2023）年 2 月

26 日逝去された。謹み御冥福をお祈り申し上げます。 

〈 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BD%AE%E6%9C%A8%E5%AE%88%E4%B8%80

〉 

「中日新聞」＜訃報＞ 潮木守一さん 名大名誉教授 

令和 5（2023）年 4 月 11 日 05 時 05 分 (4 月 11 日 05 時 06 分更新) 

〈https://www.chunichi.co.jp/article/670102〉 

                                     （以上） 

                             

  

https://dl.ndl.go.jp/pid/1874933/1/1
https://dl.ndl.go.jp/pid/1874933/1/45
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BD%AE%E6%9C%A8%E5%AE%88%E4%B8%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BD%AE%E6%9C%A8%E5%AE%88%E4%B8%80
https://www.chunichi.co.jp/article/670102
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************************************************************ 

＊〔追加 4〕『CD 版 上山安敏先生・柴田光蔵先生・西村稔先生・宮崎道三郎博士・池辺

義象氏・小林宏先生・千賀鶴太郎博士・戸水寛人博士略年譜・著作目録 附録: 「日本ロー

マ法・法制史学者等略年譜・著作目録・追悼辞」掲載資料抄 （追補）中田薫博士・瀧川政

次郎博士・三浦周行博士・牧健二博士各関係資料抄 ―ローマ法・法制史学者著作目録選（第

十六輯）―』（CD 版、令和 6（2024）年 1 月 1 日刊）作成以後の追加事項  

                              

************************************************************ 

                              

＊15（令和 6 年 1 月 1 日追加分。補正第 33 稿分）     

・『万代義勝全集』（万代勝栗編、（岡山市）忝誌社出版部、大正 8（1919）年 12 月 28 日

刊。万代義勝: 1855～1915） 

〈https://dl.ndl.go.jp/pid/957502/1/1〉 

全 2 件の該当箇所 

32 頁 62 齣 

39 頁 62 齣 

・「講師千賀鶴太郎博士の訃」『千里山学報』第 68 号（関西大学学報局、昭和 4（1929）

年 4 月 15 日刊）10 頁（葬儀は同年 3 月 25 日建仁寺にて営まれし由。）（R05-0917 検索） 

〈https://www.kansai-u.ac.jp/nenshi/sys_img/article_4_10.pdf〉 

・伴房次郎（1874～1956、民法）の件     

〈https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%B4%E6%88%BF%E6%AC%A1%E9%83%8E〉 

 ・「伴房次郎先生年譜」、「研究目録」『小樽高商二代校長伴房次郎先生書簡集』（「緑 

 丘」編集部、昭和 46（1971）年１月 1 日刊。「緑丘」は小樽商科大学同窓会機関誌。） 

〈https://dl.ndl.go.jp/pid/12254470/1/1〉 

〈https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%B4%E6%88%BF%E6%AC%A1%E9%83%8E〉 

〈https://kensaku.kua1.archives.kyoto-u.ac.jp/shozou/?c=detail&sno=i600005960〉 

〈https://core.ac.uk/download/pdf/59178959.pdf〉（倉田稔「小樽高等商業学校と渡辺龍 

 聖」） 

〈https://kokusaishobo.co.jp/wp-content/uploads/2021/01/LB055.pdf〉（成田博「伴房次

郎」） 

（参考）（令和 5（2023）年 10 月 4 日閲覧） 

・『東京朝日新聞』明治 45（1912）年 4 月 25 日 4 面「帝国大学より」 

「（中略）なほ本邦羅馬法の大家春木一郎博士は戸水寛人氏東京大学を辞職以来東西両大学

の羅馬法講座を一人にて担任され居りしが今回東京大学専任と決し既に家族を取纏めて上

京せり。京都大学羅馬法の講座は最近帰朝の伴房次郎担任との説あれとも多分風説に止ま

るべく或は曩に一度担任せし事ある千賀鶴太郎氏之に当るべきかといふ右御参考までに申

上候但し青木氏［ﾏﾏ、春木氏］東京専任の発表は八月頃なるべし」 

                           （以上） 

********************************************************************** 

https://dl.ndl.go.jp/pid/957502/1/1
https://www.kansai-u.ac.jp/nenshi/sys_img/article_4_10.pdf
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%B4%E6%88%BF%E6%AC%A1%E9%83%8E
https://dl.ndl.go.jp/pid/12254470/1/1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%B4%E6%88%BF%E6%AC%A1%E9%83%8E
https://kensaku.kua1.archives.kyoto-u.ac.jp/shozou/?c=detail&sno=i600005960
https://core.ac.uk/download/pdf/59178959.pdf
https://kokusaishobo.co.jp/wp-content/uploads/2021/01/LB055.pdf
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〔目  次〕（再掲出） 

千賀鶴太郎博士（1857～1929）著作目録（新訂・初稿）（補正第 33 稿作成） 

          （令和 6（2024）年 1 月 1 日（月）現在） 

〔目  次〕 

                                        

（註: ・吉原達也「千賀鶴太郎博士の二つの自歴譜について」『日本法学』第 79 巻第 3

号（平成 26 年 1 月 15 日刊）41～90 頁参照。                    

〈https://www.publication.law.nihon-u.ac.jp/pdf/law/law_79_3/each/04.pdf〉      

・本稿中引用頁について、＊、?頁とした個所があることをお断りしておく。） 

                              

（前  記） …………………………1 

【参考 HP】 …………………………6 

【関連 HP】 …………………………9 

〔補正経緯一覧〕 …………………………11 

〔作成経緯〕（平成 22（2010）年 5 月 1 日時点） …………………………14 

〔新訂・作成経緯（追記）〕（平成 22（2010）年 6 月 5 日～） ………………15 

＊〔参考 1〕『CD 版 春木一郎博士・原田慶吉教授・田中周友博士・船田享二博士・武藤

智雄教授・千賀鶴太郎博士・戸水寛人博士・池辺義象氏略年譜・著作目録―日本ローマ法

学七先生略年譜・著作目録（新訂版）― ―ローマ法・法制史学者著作目録選（第十輯）―』
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