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(

1
)

私
は

さ

き

に
､

｢

春
秋
戦
国

時
代
の

社

会
と

国

家
+

と

題
し

て
､

こ

の

時
代
の

構
造
と

動
き

を

概
観
し

ょ

う
と

し

た

こ

と

が

あ
っ

た

が
､

種
々

な

事
情
の

た

め
､

問
題
の

す
べ

て

を

カ
バ

ー

す
る

こ

と

が

で

き

ず
､

い

く
つ

か

の

重

安
な

問
題
が

触
れ

ら

れ

ず
に

の

こ

さ

れ

て

い

た
｡

こ

こ

で

と

り

上

げ
る

の

は
､

そ

の

よ

う
な
の

こ

さ

れ

た

い

く
つ

か

の

問
題
の

な

か

の
一

つ

に

つ

い

で

あ

る
｡

す
で

に

た

び

た

び

の

ぺ

て

来
た

よ

う

に
､

春

秋

中

期

以

前
の

｢

国
+

は
､

そ

れ

自
体

邑
の

発
達
し

た

大

衆
落
で

､

そ

の

ま

わ

り

に

城
･

郭
を

め

ぐ
ら

し

た

都
市

国

家

の

形

態

を

と
っ

て
､

こ

の

城
･

郭
の

外
に

び

ろ

が

る

広

大
な

原
野
の

遠
近
に

点

在
す
る

数

多

く
の

｢

都
+

の

小

邑

を

支

配

し
て

い

た
｡

た

ず
ね

ら
る

べ

き

問
題

増

淵

龍

夫

は
､

第
一

に

は
､

こ

の

｢

国
+

の

内

部
構
成
と

そ

の

変
貌
の

動
き

で

あ

り
､

第
二

に

は
､

こ

の

｢

国
+

の

｢

都
+

の

邑
に

対

す
る

支

配
の

関
係
と

､

そ

の

関

係
の

変
化
の

動
き
で

あ
っ

た
｡

し

か

し

な

が

ら
､

前
稿
に

お

い

て

は
､

主
と

し

て

第
一

の

問
題
に

解

明
の

力

点
が

お

か

れ
､

第
二

の

問
題
に

つ

い

て

は
､

触
れ

る

と
こ

ろ
が

少

く
､

触
れ

て

も

き

わ

め

て

不

十
分

な

触
れ

方
に

と

ど

ま
っ

た

の

で

あ

る
｡

(

1
)

前
稿
に

お

い

て
､

第
一

の

問
題
で

あ

る

｢

国
+

の

内

部
構
成
の

問
題
を

と

り

上

げ
た

と

き
､

所
謂
｢

卿
･

大
夫
+

と

よ

ば

れ

る

貴

族
の

外
に

､

当

時
の

｢

国
+

の

構
成

員
と

し

て
､

｢

国

人
+

と

よ

ば

れ

る
､

公

民

的
性
格
を

も
っ

た
一

般
人
の

広
範
な

基
層
を

特
に

問
題
と

し
た

｡

春
秋

時
代
の

｢

国
+

は
､

図

式
的
に

簡

略
化
し
て

き
み

云

え

ば
､

先

ず
中

央
の

小

高
い

丘

に
､

国

君

(

公
)

の

宮

殿

や

宗
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廟
そ

の

他
の

｢

国
+

の

中
枢
機
能
を

は

た

す

重

要
な

施
設
が

お

か

れ
､

そ

の

地

域
の

周

囲
が

城
塞
に

よ
っ

て

か

こ

ま

れ
､

こ

の

城

塞

の

外

(

周

礼
の

所

謂
近

郊
)

に
､

一

般
の

人
々

の

釆

屈

す
る

｢

郷
+

と

そ

れ

に

附
属
す

る

耕
地
が

あ

り
､

そ

れ

が

さ

ら
に

郭
(

外

城
)

に

よ

っ

て

か

こ

ま

れ

て

い

る

の

が

多
か

っ

た

よ

う
で

あ

る
｡

こ

の

中
央
の

城
塞
を

ふ

く

め
て

そ

の

外

辺
の

郭
(

外

城
)

に

よ
っ

て

か

こ

ま
れ

た

全

体
を

､

当

時
は

｢

国
+

と

称
し

､

こ

の

｢

国
+

が

そ

の

部
(

外

城
)

の

外
に

更
に

び

ろ
が

る

広

大
な

原
野
(

都
)

の

遠

近
に

点

存
す
る

数
多
く
の

小

邑

を
､

前
述
の

ご

と

く

支

配
し

て

い

た

の

で

あ
っ

た
｡

そ

し

て
､

こ

の

｢

国
+

の

中
で

､

城

塞
の

外
の

郭
(

外

城
)

に

よ
っ

て

か

こ

ま

れ

た

地

域
が

､

い

く
つ

か

の

｢

郷
+

に

分
れ

､

そ

こ

に

｢

国
人
+

と
よ

ば

れ

る
､

公

民

的

性
蒋
を

も

っ

た

一

般
の

人
が

釆
居

し
て

い

た

の

で

あ

る
｡

彼
ら

は

平
時
は

｢

国
+

か

ら

わ

け
与

え

ら

れ

た

｢

郷
+

に

附
属
す

る

耕
地

を

も

ち
､

そ

こ

で

農
耕
に

従

事
す

る

と

同

時
に

､

彼
ら
は

｢

国
+

の

軍

隊
を

構
成

す
る

戦
士
と

し
て

､

軍
隊
の

指
揮
官
で

あ

る

国

君
や

貴
族

(

卿
･

大

夫
)

の

指
揮
の

下
に

､

共
同

し
て

｢

国
+

の

防
衛
に

あ

た

る

重

要
な

役
割
を

担
う
も
の

で

あ
っ

た
｡

貴
族

(

卿
･

大
夫
)

と

｢

国

人
+

と

の

間
に

は
､

明

庶
な

身
分

上
の

差
が

あ

り
､

両

者
の

間
に

は

上

下
の

指
揮
命
令
の

関
係
が

み

ら

れ

る

の

で

あ

る

が
､

し

か

し
､

一

方
､

外

敵
か

ら

｢

国
+

を

ま

も

る
､

と

い

う
一

点
に

か

け
て

は
､

両

者
は

､

き

わ

め

て

具

体
的

･

現

実
的
な

共

同
の

集
団
的

課

題

を
､

古

く

か

ら

慣
行

的
に

共

有
し

て

い

た
｡

こ

こ

に
､

春
秋

中
期
以

前

の

｢

国
+

に

な
お

残
る

共

同

体
的

遺
制
の

側
面
が

あ

っ

た
｡

し

た

ふ
亡

ふ

が

っ

て
､

指
揮

官
で

も

あ

り
､

又

執
政

者
で

も
あ

る

国

君

(

公
)

や

貴
族
(

卿
)

が
､

｢

国
人
+

と

共

有
す
る

そ

の

現

実

的

課

題

を

遂

行
す
る

上
に

お

い

て
､

一

般
｢

国

人
+

の

期
待
と

信
顧
を

裏
切

る

よ

う
な

行

為
が

あ
っ

た

場
合

､

国

君
や

貴

族

は
､

｢

国

人
+

の

批

判
に

当

面
し

な

け
れ

ば

な

ら

な
か

っ

た

の

で

あ

る
｡

同

君
の

廃

立

や
､

｢

国
+

の

存
亡
に

関
す
る

重

大

事
の

場
合

に

は
､

執

政

者

は
､

｢

国
人
+

を

召

集

し
て

そ

の

意
見
を

徴
す
る

の

が

な

ら

わ

し

で

あ
っ

た
｡

国
君
だ

け
で

は

な

く
､

貴
族
の

場
合
に

も
､

彼
ら
の

執
政

者
(

卿
)

へ

の

就
任
や

､

或

は

執
政

者
(

卿
)

と

し
て

の

地

位
の

維
持
に

は
､

｢

国

人
+

の

支

持
が

､

一

つ

の

重

要
な

要

因

と

し

て

働
い

て

い

た

の

で

あ

る
｡

そ

の

専

断

な

行

動
に

よ

っ

て
､

｢

国
人
+

の

支

持
を

失
っ

た

執

政

者
(

卿
)

は
､

｢

国

人
+

の

支

持
を

う
け
る

他
の

貴
族
に

よ

っ

て
､

追

放
さ

れ

或
は

殺
害
さ

れ

る

事
例
は

､

す
で

に

こ

の

当

時
多
く

見

ら
れ

る

と

こ

ろ

で

あ

る
｡

す

で

に

の

ぺ

た

よ

ケ
に

､

｢

国
人
+

は

十

国
+

の

基
層

を

な

す

構

成

分
子
で

あ

ゃ
､

観
士

七

t
七

｢

国
+

の

軍

隊
を

構
成

す
る

蚤

安
な

β
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人

的

基

盤
で

あ
サ

た
｡ ､

し

た

が

ヶ

て
､

国

君
や

執
政
の

貴
族
(

卿
)

は
､

｢

国

人
+

の

｢

郷
+

に

お

け

る

生

活
の

安

定
､

そ

こ

に

お

け

る

集
団
的

秩
序
の

維
持
に

､

多
く
の

配

慮
を

は

ら

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

か
っ

た
｡

そ

の

配

慮
を

お

こ

た

っ

て

専
断
の

行
動
が

つ

の

れ

ば
､

国
君

や

執
政
の

貴
族

(

卿
)

は
､

｢

国

人
+

か

ら
の

批
判
や

､

｢

国
人
+

の

背
叛
に

当

面
し

な

け
れ

ば

な

ら

な
か

っ

た

の

で

あ

る
｡

彼
等
が

｢

国
人
+

か

ら
の

批
判
や

｢

国

人
+

の

背
叛
に

当

面
し

た

と

き
､

彼
等
は

し
ば

し

ば

｢

衆
の

怒
り

ほ

犯

し

難
し
+

と
い

う
こ

と

ば

を

は

く
こ

と
が

｢

左

伝
+

な

ど

に

記

さ

れ

て

い

る
｡

こ

の

こ

と

は
､

｢

国
人
+

の

批
判
や

背
扱
が

､

国
君
や

執
政
の

地

位

に

と

っ

て
､

や

が

て

致

命
的
打
撃
を

も

た

ら

す

も
の

で

あ

る

こ

と

を

物

語
っ

て

い

る
｡

事

実
ま

た
､

そ

の

よ

う

な

場

合
､

｢

国

人
+

の

支

持
を

う

け
る

別
の

貴
族
が

現

執
行

部
に

対

し
て

攻

撃
を

か

け
､

又

政

治
的

野
心
を

も

つ

貴
族
は

､

｢

国
人
+

層
わ

支
持
の

確

保
に

常

に

配
慮

を

お

こ

た

ら

な
い

､

と
い

っ

た
､

｢

左

伝
+

に

見

え

る

多

く
の

事
例
は

､

み

な
こ

の

こ

と

と

関

係
が

あ

る
｡

し

か

し

な
が

ら
､

互
に

侵
伐
し

合

う

列
国
の

争
い

が

漸
く
は

げ
し

く
な

る

春
秋

時

代

中

期
の

現

実
に

お

い

て

は
､

何
よ

り

も

軍

備
の

強
化

と

国

力
の

増

強
が

､

｢

国
+

の

存
続
し
+

拡

大
の

た

め

に

は
､

要
請
さ

れ

て

い

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

こ

と

は
､

と

り

も

な

お

さ

ず
､

｢

国
+

の

兵

力

を

担
う

｢

国
人
+

層
の

負
担
の

過
重

と

な
サ

て

現

わ

れ

て

来
る

｡ .

｢

国

人
+

の

動

向

を

無

視
し
て

も
､

為
政

者
は

､

｢

専

横
+

た

ら

ざ
る

を

得
な
い

客

観
的

要

請
が

､

一

方

に

は

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

｢

国
+

の

為
政

者

(

国

君
と

執
政
の

貴
族
)

と

｢

国
人
+

と

の

問
に

み

ら

れ

る

こ

の

よ

う
な

緊
張

関
係

は
､

春
秋

時
代
の

｢

国
+

々

の

か

か

え
て

い

た

困

難
な

問
題
の

一

つ

で

あ

り
､

春
秋

時
代

中

期
以

降
の

｢

国
+

の

変
質
過

程
の

一

つ

の

動
因
を

な

す
も

の

で

あ

(

1
)

っ

た

こ

と

は
､

前
稿
で

や

や

詳
し

く
の

ぺ

た

と
こ

ろ
で

あ

る

が
､

し
か

し
､

よ

り

基

本

的
な

動
因
は

､

当

時
の

｢

国
+

の

当

面

す
る

､

も

う
一

つ

の

よ

り

基
本

的
な

矛

盾
関

係
の

中
に

伏
在
し

て

い

た

の

で

あ

る
｡

本
小

稿
で

は
､

前
稿
で

触
れ

な
か

っ

た

こ

の

問
題
に

つ

い

て

考
え

て

み

る

こ

と

に

す

る
｡

｢

国
+

の

為
政

者

と

｢

国

人
+

と
■

の

問
に

は
､

前
述
の

よ

う

な

緊
張

関

係
が

見

ら

れ

る

の

で

あ

る

が
､

｢

国
+

中

の

貴

族

も

｢

国

人
+

も
､

｢

国
+

の

城
･

郭
の

外
の

原

野
に

点

在
す
る

数

多

く

の

｢

部
+

の

邑

に

す

む

農
民
か

ら

見
れ

ば
､

と

も

に

支

配
階

級
で

あ

っ

た

の

で

あ

る
｡

貴
族
や

｢

国

人
+

は
､

｢

国
+

の

構

成

員
で

あ

っ

た

が
､

｢

部
+

の

邑
に

す
む

農
民

は
､

｢

国
+

の

構
成

員
で

は

な

く
､

一

方

的
に

｢

国
+

に

隷
属
す
る

も

の

で

あ
っ

た
｡

彼
ら
は

も

と

も

と

血

族

集
団

を

な

し

て
一

種
の

邑

共

同

体

を

形

成

し
て

い

た
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秒

で

あ

る

が
､

征
服

そ

の

他
の

事
由
に

よ

り
､

共
同

体
の

ま

ま
､

｢

国
+

に

隷
属
す
る

こ

と
に

な
っ

た

も
の

で
､

専
ら

農
業
耕
作
に

従

事
し

､

そ

の

生

産
物
と

労
働
力

と

を

無
償
で

｢

国
+

に

提
供
し

な

け

れ

ば
な

ら

な
か

っ

た
｡

｢

国
+

は
､

こ

れ

ら

の

｢

都
+

の

邑

を

支

配
す
る

た

め
に

､

之
を

宋
邑

と

し
て

｢

国
+

中
の

貴
族
に

与

え

て

管
理
せ

し

め
た

｡

し

た

が
っ

て
､

｢

国
+

中
の

貴

族

は
､

宋

邑
と

し

て

与

え

ら

れ

た

｢

都
+

の

邑

の

農
民
の

生

産
物
と

労

働
力

の

収

奪
に

よ
っ

て
､

自
己
の

一

族
を

養
い

､

又

そ

の

一

部
を

国

君

に

貢
と

し

て

お

さ

め

て

い

た

の

で

あ

っ

て
､

こ

の

｢

国
+

中
の

支

配

階
叔
と
し

て

の

国

君
･

貴
族

と
､

｢

都
+

の

農
民

と
の

関
係
は

､

前

述
の

国
君

･

貴
族
と

→

国
人
+

と
の

関
係
と

は

異
っ

て
､

｢

国
+

の

よ

り

基
本

的
な

生

産
関

係
を

意
味
す
る

も
の

で

あ

っ

た
｡

こ

の

生

産
関
係
を
よ

り

具
体

的
に

明
ら

か

に

す
る

た

め

に

は
､

｢

部
+

の

邑

の

共

同
体
と

し
て

の

具

体

的

組

織
や

､

そ

の

土

地

制

度
な
ど

の

解
明
が

不

可
欠

な
の

で

あ

る

が
､

極
端
な

史
料
の

不

足

の

た

め
､

明

確
な

こ

と

は

何
も

断
定
で

き

な
い

｡

し

か

し
､

問
題

が

重

要
な
だ

け
､

い

つ

ま

で

も

避
け
て

通
る

わ

け
に

も

行
か

な

い

あ
で

､

現

在
の

段
階
で

､

ど

の

程
度
の

こ

と
が

､

ど

う
い

う
限

定

の

下

で

い

え

る

の

か
､

試
み

に

整
理

し
て

み

る

必

要
が

あ

る
｡

先

ず
問
題
と

な

る

の

は
､

私
た

ち
よ

り

も

ほ

る

か

に

こ

の

時
代
に

近

接
し

た

戦
国

･

秦
漢
時
代
の

学

者
は

､

『

春

秋
』

の

経
文

に

見
え

る

｢

初
め

て

畝
に

税
す
+

と
い

う
記

録
を

以
て

､

こ

の

関
係

､

す

な

わ

ち

｢

国
+

の

支
配

者
層
と

農
民
と

の

間
の

生

産
関
係
を

示

す

記
録

と

し
て

う
け
と
っ

て

い

る

こ

と
で

あ

る
｡

先

ず
彼
ら
の

理

解

の

線
に

沿

う
て

､

考
え

を

す

す

め
て

行
っ

て

み

よ

う
｡

二

魯
国
で

は
､

宝

公

十
五

年
(

甲
C
･

五

九

四
)

に
､

｢

初
め

て

畝

(

2
)

に

税
す
+

と
い

う

新
し

い

税
制
が

と

ら

れ

た
､

と

春
秋
の

経
文

に

記
さ

れ

て

い

る
｡

こ

れ

は

春
秋

時

代
中
期
に

お

け
る

｢

国
+

の

支

配
者
(

国
君

･

貴
族
)

と

都
の

邑
の

農
民

と
の

間
の

生

産

関
係
の

何

ら
か

の

変
改
を

示

す

も
の

と

し
て

､

従

来
注
目
さ

れ

て

来
た

史

料
で

あ

る

が
､

そ

れ

は
､

具
体

的
に

ど
の

よ

う
な

関

係
の

変
化

を

意
味
す
る

も
の

と

し

て
､

と

り

上

げ

ら
れ

て

来
た

の

で

あ

ろ

う
か

｡

先

ず
こ

の

点

か

ら
､

考
え

を

整
理

し
て

行
っ

て

み

ょ

う
｡

春
秋
の

経

文
に

記
さ

れ

て

い

る
､

こ

の

｢

初
め

て

畝
に

祝
す
+

と
い

う

記

事
を

､

左

伝
･

公

羊
伝

･

穀
梁
伝
が

そ

れ

ぞ

れ

解
説
し

て

い

る

が
､

こ

の

三

伝
の

解
説
に

共

通
し

て

い

る

こ

と
は

､

三

伝

と

も
､

こ

の

｢

初
め

て

畝
に

税
す
+

と

い

う

魯
国
の

税
制
改

革
を

非
難
し
て

､

そ

れ

以

前
に

行
わ

れ

て

い

た

｢

薄
+

と
い

う
古
の

制
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の

方
が

適
正

で

あ
っ

た

と

の

べ

て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

先

ず
こ

の

こ

と

は
､

注

意
し

て

お

か

な

け
れ

ば

な

ら
な
い

｡

と

こ

ろ

で

こ

の

｢

発
す
る
+

と
い

う
こ

と
の

具

体

的

内

容
に

つ

い

て

は
､

左

伝
､

公

羊
伝
と

も

に

の

ぺ

て

い

な
い

が
､

穀
梁
伝
で

は
､

こ

の

｢

藩
+

と
い

う

方

法
を

井
田

法
と

む
す

び

つ

け
て

解

釈
し

て

い

る
｡

す

な

わ

ち
､

穀
梁
伝
で

は
､

つ

ぎ
の

よ

う
に

い

っ

て

い

る
｡

｢

初

め

て

畝
に

税
す

､

初
と

は

始
な

り
｡

古
は

什
一

､

斉
し

て

税
せ

ず
､

初

め
て

畝
に

税
す
る

は

正

に

非
ざ

る

な

り
､

古
は

三

百

歩
を

里

と

な

し
､

名
づ

け
て

井
田

と

い

う
｡

井
田

と

は

九

百

畝
な
り

､

公
田

一

し

せ

を

居
む

｡

私
田

の

稼
善
か

ら

ざ

れ

ば

則
ち

吏
を

非

め
､

公

田

の

稼

せ

善
か

ら

ざ

れ

ば

則
ち

民
を

非
む

｡

｢

初
め

て

畝
に

税

す
+

と

は
､

き
み

そ
し

公
の

公
田

を

去
っ

て

畝
を

履
ん

で

十
の

一

を

取
る

を

非
れ

る

な

り
｡

…
…
+

と
｡

こ

の

よ

う
に

､

穀
梁
伝
で

は
､

こ

の

｢

寿
+

す
る

と

い

う

方

法
を

井
田

法
と

む

す

び

つ

け
て

､

公

田

の

耕
作

を

民
に

負

担
せ

し

め

る

意
味
に

解

釈

し
､

｢

初
め

て

畝
に

税

す
+

と

ほ
､

そ

の

よ

う
な

民
の

労
力
供

出
に

よ

る

｢

公
田
+

の

共

同

耕
作
を

廃

止

し

て
､

民
の

私
田

か

ら

そ

の

生

産
物
の

十

分
の

一

を

税
と

し
て

取

り

立
て

る

こ

と

だ
､

と

解

釈
し
て

い

る
｡

公

羊
伝
の

何

体
の

注
も

､

左

伝
の

杜
頚
の

注
も

､

｢

薄
す
る
+

上

は
､

民

力

を

借

り

て

公

田

を

治

(

耕
作
)

す
る

こ

と

だ
､

と

し
て

い

る
｡

こ

う
し

て

見
る

と
､

｢

初
め

て

畝
に

税
す
+

と
い

う

新
た

な

税
制
の

採
用
以

前
に

行

わ

れ

て

い

た

と

さ

れ

る

｢

籍
+

と
い

う

方

法
は

､

孟

子
の

所
謂
井
田

法
の

助

法
と

同

じ

内

容
の

も

の

と
し

て

穀
梁
伝
の

著
者
及

び

公

羊

伝
･

左

伝
の

注

釈
者
に

よ

っ

て

理

解
さ

れ

て

い

た
､

と

考
え
て

よ

い
｡

そ

し

て
､

彼
等
は

｢

初
め

て

畝
に

税
す
+

と
い

う
春

秋
の

経

の

記
事
を

､

孟

子
の

所
謂
助

法
に

変
更
を

加
え

る

新
た

な

措
置

､

す
な

わ

ち
､

農
民
の

労
働
力

供
出
に

よ

る

公
田

の

共
同

耕
作
(

助

法
)

を

廃

止
し

て

(

杜
預
の

場
合
は

､

助

法
に

加

え

て

更
に
)

､

直
接
農

民
の

私
田

に

税
を
か

け
､

そ

の

私
田

の

収

穫
物
の

十

分
の

一

を

税
と

し
て

徴
収

す
る

こ

と

と

解
し
て

､

こ

の

新
し
い

措
置

を

｢

礼
に

非

ず
+

､

｢

正

に

非
ず
+

と

し
て

非

難
し
た

の

で

あ

る
｡

そ

れ

は
､

孟

子

自
身

､

｢

助
は

潜
な

り
+

と
い

い
､

龍
子

の

言

を

引

い

て
､

｢

土

地

を

治
め

る

に

は
､

助

法
よ

り

書
き

も

の

は

な
い
+

と

い

っ

て

い

る

こ

と

に

も

と
づ

い

て

い

る

の

で

あ

ろ

う
｡

と
こ

ろ
で

､

｢

初
め
て

畝
に

税
す
る
+

と
い

う

春
秋

経

の

記

事

に

つ

い

て

の

以

上
の

よ

う
な

穀
梁
伝
の

解

釈
は

､

最
近

ま
で

､

そ

の

内
実
に

お

い

て
､

う

け
つ

が

れ

て
､

そ

れ

を

以
っ

て
､

単
純
に

労
役
地

代
の

徴
収
か

ら

実

物
地

代
の

徴
収
へ

の

転
換
を

意
味
す
る

も

の

と

す
る

､

最
近

ま
で

中

国
で

多
く
の

学

者
に

よ

っ

て

主

張
さ

れ

る

見

解
を

生

ん

だ
｡

し

か

し

な

が

ら
､

そ

の

も

と

を

な

す

穀
染
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伝
の

解

釈
は

前
述
の

よ

う
に

､

孟

子
の

所
謂
井
田

法
が

そ

の

前
提

と

な
っ

て

い

る
｡

孟

子
の

説
く

井
田

法
の

助

法
が

､

中

国

古
代
の

土
地

制

度
の

実
際

を

ど
の

程
度

反

映
し

て

い

る

の

か
､

と
い

う
や

っ

か

い

な

問
題
の

検
討
を

ぬ

き
に

し

て

ほ
､

こ

の

問
題
に

近
づ

く

す
べ

は

な

さ

そ

う
で

あ

る
｡

井
田

法
の

問
題
は

､

胡
適
や

疑
古

沢
の

人
々

が
､

之

を

孟

子
の

フ

ィ

ク

シ

ョ

ン

で

あ

る

と

し
て

よ

り

以

来
､

多
く
の

人
々

に

よ

っ

て
､

そ

の

有
無
が

争
わ

れ

て

来
た

｡

又
､

･
孟

子
の

説
く

と
こ

ろ

と
､

周

官
･

司

馬

法
･

王

制

等
の

記

す

と
こ

ろ

の

古
田

制
と

不

同
の

と

こ

ろ

も
あ

り
､

両

者
の

文

面
の

上
で

の

牽
合

調

停
を

は

か

ろ

う

と

し
て

､

穿
整
附
会
の

多
く
の

学

説
を

生
み

､

必

要
以

上
に

復
楚

清

乱
し

た

議
論
が

展
開
さ

れ

た
｡

し
か

し
､

最
近
は

､

そ

こ

に

多
く

の

修
飾
や

図

式
化
が

あ

る

に

せ

よ
､

そ

れ

は

孟
子
の

全

く
の

フ

ィ

ッ

ク

シ

ョ

ン

で

は

な

く
､

そ

の

ま

ま
の

形
に

お

い

て

で

は

な

く

と

も
､

何
か

も

と
づ

く
と

こ

ろ

が

あ

る

も
の

と

し
て

､

そ

の

実
態

に

(

3
)

近
づ

こ

う
と

す
る

方

向
に

､

研

究
が

す

す

め

ら
れ

て

来
て

い

る
｡

私
も

そ

れ

ら
の

研

究
の

方

向
に

同
感
し

､

そ

れ

ら
の

研

究
の

助

け

を

か

り

な

が

ら
､

問
題
を

整
理
し

て

行
こ

う

と

す
る

も
の

で

あ

る

が
､

し

か

し
､

現

下
の

与

え

ら
れ

た

史
料
の

も

と
で

ほ
､

い

ま
だ

一

義
的
に

事
実

関
係
を

確
定

す
る

こ

と

は

で

き

太
い

｡

そ

こ

で

私

は

井
田

法
の

有
無
を

直
接

問
題
に

す
る

こ

と

か

ら

少
し

は

な

れ

て
､

｢

初
め
て

畝
に

税
す
+

と
い

う

春
秋

経
の

記

事
が

､

左

伝
を

は

じ

め

と

す

る

三

伝
に

よ
っ

て
､

｢

礼
に

非
ざ

る

也
+

｢

正

に

非

ざ

る

也
+

と

し
て

非

難
さ

れ

て

い

る

こ

と
に

､

先

ず
注

意
を

は

ら
っ

て

見
よ

う
｡

一

般
に

左

伝
の

叙
述
の

な
か

で
､

そ

こ

に

記
さ

れ

て

い

る

｢

国
+

の

政

策
な

り
､

君
主
の

行

為
な

り

が

非
難
さ

れ

て

い

る

場
合
は

､

-
賢
臣

(

例
え

ば

婁

嬰
や

叔
向
の

様
な
)

の

練
言
の

形

式
を

と

る

場
合
も

多
い

の

で

あ

る

が

-
､

そ

れ

は
､

左

伝
の

編

者
に

と
っ

て
､

従

来
の

｢

国
+

の

理

念
や

体

制
を

乱
し

崩

壊
に

み

ち
び

く

好
ま

し
か

ら
ざ

る

行

為
と

し

て

う

け
と

ら
れ

て

い

る

場

合
が

多
く

､

そ

し
て

そ

れ

を

非
難
し

或
は

阻
止

し

ょ

う

と

す
る

こ

と

ば
の

中
に

､

当

時
ま
で

伝
承
さ

れ

て

来
た

古
の

制
､

古
の

礼
が

語
ら

れ

る
､

と
い

う
の

が
､

そ

こ

で

と

ら
れ

る
一

般
の

叙
述
形
式

で

あ

る
｡

そ

の

よ

う

な

場
合

､

左

伝
の

編

者
に

よ
っ

て

好
ま

し
か

ら

ざ
る

も

の

と

し

て

う
け

と

ら
れ

た

変
化
は

､

実

は
､

今
日

の

こ

と

ば
で

云

え
ば

､

｢

国
+

の

体

制
の

な

か

に

な
お

残
る

共

同

体

的

側
面
か

ら

家

父

長
制
的

専
制
支

配
の

側
面
へ

向
っ

て

の

変
化

を

意

味
す
る

も
の

が

多
い

こ

と

は
､

私
の

こ

れ

ま
で

の

研

究
の

明

ら
か

に

し
て

き

た

こ

と

で

も

あ

る
｡

こ

の

｢

初
め

て

畝
に

税
す
+

と
い

う
春
秋

軽
の

記

事
も

､

少

く
七

も

左

伝
の

編
者
た

ち
に

と
っ

て

は
､



単
に

税
制
上
の

技
循
的
な

変
化

だ

け
で

は

な

く
､

そ

の

よ

う
な

春

秋

時
代
の

国

と

社

会
の

大
き

な

変
化

と
か

か

わ

り

の

あ

る

も
の

と

し

て

う

け

と

ら

れ
て

い

る

と

考
え

て

よ

い
｡

私
は

先

ず
大
き

な

わ

( 7 ) 春 秋 時代 の 貴族 と 農民

く

と

し
て

こ

の

点

を

重

視
し

た

い

と

思

う
｡

そ

の

意
味
に

お

い

て
､

私

は
､

こ

の

春
秋

経
の

記
事
に

つ

い

て

の
､

戦
国
･

秦
漢

時

代
の

人
々

の

う

け

と

り

方
､

そ

の

解
釈
を

頭
か

ら

疑
う
こ

と

を

さ

け
て

､

出
来
る

だ

け
1
-
1

す
で

に

明
ら

か

に

さ

れ

て

い

る

周

辺
の

諸

関
係

と

矛

盾
す
る

こ

と
の

な
い

そ

の

限
り

に

お

い

て

出
来
る

だ

け

-

そ

の

解

釈
の

線
に

沿

う
て

問
題
を

考
え

て

行
っ

て

み

よ

う
と

思

う
｡

そ

し
て

､

す
で

に

明

ら
か

に

さ

れ

て

い

る

周

辺
の

諸

関

係
と

矛

盾

す
る

こ

と

な

く

理

解
で

き
る

か

ど

う
か

を

検
証

し

な
が

ら
､

彼
ら

は
､

こ

の

記
事
を

ど
の

よ

う
な

具
体

的
関

係
に

お

い

て

春

秋
時
代

の

大
き

な

変
化
と

か

か

わ

り
を

も
つ

も
の

と

し
て

う

け

と
っ

て

い

た

か
､

と
い

う
こ

と

を
さ

ぐ
り

､

そ

れ

を

今

日

の

私
た

ち
の

こ

と

ば

で

再
現
し

て

行
っ

て

見
た

い

と

思

う
｡

私
は

か

つ

て
､

魯
の

隠

公
が

自
分
の

歓
楽
の

た

め
に

遠
出
し
て

｢

射
魚
+

を

行

う
と

し

た

と

き
､

そ

れ

に

反

対

し

て

練
言

し
た

戚

債
伯
の

言
の

中
に

か

た

ら

れ

て

い

る

田

猟
の

古
制
を

と

り

上

げ
て

､

(

4
)

｢

国
+

の

始
源
的

形

態

を

推
論
し
た

こ

と

が

あ
っ

た
｡

そ

れ

は
､

｢

公
､

魚
を

共
に

矢
る
+

と

あ

る

春
秋

軽
(

隠

公
五

年
)

の

文
に

対

し
て

､

左

伝
で

は
｢

礼
に

非
ず
+

と

し
て

非
難
し

､

戚
偉
伯
の

練
言

の

形

式
を

と
っ

て
､

田

猟
の

古

礼
が

の

ぺ

ら

れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

私
は

こ

の

古
礼
の

中
か

ら

他
の

葬
証
に

よ

り

た

し

か

め
つ

つ
､

田

猟
は

氏
族
制
的
邑

共

同

体
の

祭
祀
と

軍
事
と

密
接
な

関

係
を

も
つ

共

同

体
の

重

要
な

行
事
で

あ

り
､

邑

共

同

体
の

族
長

は
､

農
閑
期

に

諸

民

族
成

員
を

引
き
つ

れ

て
､

邑
の

耕
地
の

外
辺
に

つ

ら

な
る

山

林
薮
沢
に

田

猟
に

赴
い

て

軍
事
の

演
習
を

行
い

､

又

そ

こ

で

射

た

獲
物
は

､

こ

れ

を

射
た

氏

族
成

員
の

勝

手
に

処
分

し

得
な
い

も

の

で

あ
っ

て
､

そ

の

大

猷
は

族
長
に

ひ

き

わ

た

さ

れ

て

共

同

体
の

祭
祀
の

供
物
や

軍

器
の

材
料
に

あ
て

ら
れ

､

そ

の

用
に

役
立

た

な

い

小

獣
の

み

が

各

族
員
に

分

配

さ

れ

る

等
々

の

慣
行
を

明
ら

か

に

し

た

こ

と
が

あ

っ

た
｡

そ

し

て
､

周

礼
夏
官
大

司

馬
に

田

猟
の

獲

0

0

物
の

分

配
に

つ

い

て

｢

大

獣
は

之

を

公

と

し
､

小

獣
は

之
を

私
と

す
+

と

記

し
て

あ

る

こ

と

も
､

以

上
の

田

猟
の

古
別
の

示

す

共

同

体

的
規
制
を

更
に

稟
証

す
る

も
の

で

あ

り
､

同

じ
こ

と
は

､

周

礼

よ

り

も

よ

り

確
実
な

史
料
と

さ

れ

る
､

幽

風

七

月
の

詩
に

｢

二

の

す
な

ぁ

つ

わ

れ

0

日
､

其
れ

同

じ

う

し
て

､

載
ち

武
切

を

摂
ぐ

､

言
､

其
の

縦
を

私

○

に

し
､

研
を

公
に

献
ず
+

と

記
さ

れ

て

い

る

こ

と

に

も

注
意
し

て

お

い

た
｡

幽

風

七

月
の

詩
は

農

事
詩
で

数

え

歌
式
に

農
事
暦
を

詠

み

こ

ん

だ

も

の

で

あ

る

が
､

こ

の

く
だ

り

は
､

冬
十
二

月
の

農
閑
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き
み

期
に

､

農
夫

た

ち
が

公

(

領
主

或
は

族

長
)

と

と

も
に

田

猟
に

し

た

が
っ

て

式
事
を

習
う
こ

と

を

う
た
っ

た

も

の

で

あ

る

が
､

そ

の

○

田

猟
の

獲
物
の

う

ち

｢

縦
(

一

歳
の

家
､

即

ち

小

家
)

は

私

し
､

○

(

三

歳
の

家
､

即

ち

大

家
)

は

公
に

献
ず
+

と

歌
わ

れ

て

い

る

そ

の

田

猟
の

獲
物
の

分

配
の

仕
方
の

中
に

､

前
述
の

よ

う

な

古
い

共

同

体

的
規
制
の

退
制
を

う
か

が

う
に

足
る

こ

と

を

示

し
て

お

い

た

○

の

で

あ
っ

た
｡

そ

こ

で

の

｢

研
は

公
に

献
ず
+

と
い

う
こ

と

は
､

き

み

田

猟
で

獲
た

大

獣
は

公

(

族
長
或
は

領
主
)

に

献
ず
る

と

い

う
こ

と

な

の

で

は

あ

る

が
､

田

猟
そ

の

も

の

が

も

と

も

と

は

共

同

体

的

行
事
で

あ

っ

た

こ

と

か

ら

し
て

､

族

長
に

献
ぜ

ら

れ

た

大

獣
は

､

も

と
も

と

は

族

長
個
人
の

用
に

で

は

な

く
､

氏
族

制
的

邑

共

同

体

の

長
と

し

て

の

族
長
を

通

じ
て

､

共

同

体
の

祭
祀
の

供
物

や

軍

器

の

材
料
に

あ

て

ら

れ

る

と
い

う

共
同

体

的
慣
行
が

族
長
自

身
を

も

規
制
す
る

､

そ

う
い

う
関

係
の

中
に

お

か

れ

た

族

長
が

､

そ

こ

の

き
み公

の

も

と

も

と

の

す
が

た

で

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

｢

鳥

獣
の

肉
､

姐
に

登

ら

ず
､

皮
革

･

歯
牙

･

骨
角

･

毛

羽
､

器
に

登

ら

ず
ん

ば
､

き
み

則
ち

公

射
せ

ざ

る

は
､

盲
の

制

也
+

と
い

う
田

猟
の

古
制
(

左

伝

隠
公
五

年
の

戚
債
伯
の

言
)

は
､

族
長
を

も

規
制
す
る

､

田

猟
の

も
つ

そ

の

よ

う
な

共

同

体

的
性

椿
を

如
実
に

示

す
も

の

で

あ

る

が
､

族

長
が

貴
族
化

し

領
主

化

す
る

に

従
い

､

族

長
を

も

規
制
す
る

そ

の

よ

う

な

共

同

体

的

関

係
は

次

第
に

う

す
れ

て
､

形

骸
化
し

た

古

制

が
､

分

配
の

形
は

全
じ

だ

が

全
く

異
っ

た

意
味
(

田

猟
の

獲
物

の

領
主
に

よ

る

収

奪
)

の

下
に

残
る

こ

と

に

な

る
｡

(

幽

風
七

月

の

詩
の

示

す

段

階
は

そ

れ

で

あ

ろ

う
｡

)

｡

私
は

こ

れ

ら
の

こ

と

か

ら
､

邑
の

近

辺
の

山

林
薮
沢
の

田

猟
そ

の

他
の

利

用
は

､

始
渡

的

に

は
､

邑
の

氏
族

制
的

共

同

体
の

規
制
の

下
に

お

か

れ
､

こ

の

共

同

体

的

規
制
権

を

現

実
に

代

表
し

て

い

た

の

が
､

氏

族

制

的
共

同

き
み

体
の

長
と

し
て

の

公
で

あ

り
､

こ

の

族
長
の

把

握
す
る

規
制
権
の

下
に

､

山
林

薮
沢
の

共

同

体

的

利
用
が

な

さ

れ

て

い

た

の

で

あ

る

が
､

や

が

て

こ

の

氏

族

制
的

共
同

体
の

長
が

､

そ

の

一

身
に

代

表

し
て

い

た

共
同

体

的

規
制
権
を
ば

､

自
己
の

家

父

長
制
的

領
有

権

に

転
化
し

て
､

共

同

体
の

諸

他
の

成

員
に

此

し

て

蒋

段
の

経

済

的
･

政

治
的
支

配
権

を

確
立

し
て

行
く
に

従
い

､

従

来
､

共

同

体

の

規
制
の

下
に

成

員
の

利
用

も

許
さ

れ

て

い

た

山
林

薮
沢

は
､

次

第
に

君

主
一

家
の

家

産
と

し
て

排
他

的
に

領
有
さ

れ

て

行

き
､

や

が

て

戦

国

時
代
に

入

る

と

そ

の

利
用

者
に

は

税
が

課
さ

れ

て
､

専

制

君

主

権
力

形
成
の

た

め
の

重

安
な

経

済
的
基
盤
に

転
化

し
て

行

く

過

程
を

明
ら
か

に

し

た

こ

と

が

あ

っ

た
｡

そ

し

て

こ

の

よ

う

な

き
み

傾
向

､

す
な

わ

ち

共

同

体

的

制
約
が

次

第
に

う

す
れ

て
､

公
の

そ

れ

を

無
視
す

る

独

自
の

行

動
が

漸
く

顕
著
化

す
る

春
秋

時
代
の

動
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き

の

中
に

､

価
値
(

礼
)

の

崩
壊
を

感
じ

と
る

左

伝
の

編

者
は

､

之
を

批

難
し

､

諌
言

す
る

こ

と

ば
の

中
に

､

伝
承
さ

れ
て

来
た

古

礼
､

古

制
を

語
ら

し

め
て

い

た

の

で

あ

っ

た
｡

私
が

､

田

猟
の

古

制
の

分

析
と

の

関
聯
に

お

い

て
､

幽

風
七

月

の

詩
の

上

述
の

詩
句
に

特
に

留
意
し

た

の

は
､

そ

こ

で

つ

か

わ

れ

て

い

る

｢

公
+

と

｢

私
+

と
の

意
味
と

性
椅
を

明

ら
か

に

し

た

い

0

0

と

考
え

た

か

ら
で

あ
っ

た
｡

田

猟
の

獲
物
の

｢

公
+

と

｢

私
+

と

へ

の

分

配
の

中
に

､

上

述
の

よ

う
な

形
に

お

い

て

古
い

共

同

体

的

○

規
制
の

残
骸
が

読
み

と
れ

る

の

で

あ

る

が
､

｢

公
+

の

意
味
す
る

以

上
の

よ

う
な

関
係
は

同

じ

く
こ

の

七

月
の

詩
の

末

章
に

､

｢

十

月

こ

こ

こ

こ

0

0

場
を

救
う

､

朋
酒
斯
に

響
す

､

日

に

堂
…

羊
を

殺
し

､

彼
の

公

堂
に

の

ば

あ

き

ぁ

ま

り

臍
り

､

彼
の

児
胱
を

称

ぐ
､

万

寿

重

な

し
+

と

詠
わ
れ

て

い

る
､

○

そ

の

｢

公

堂
+

の

意
味
す
る

と

こ

ろ
に

よ
っ

て
､

更
に

勇
証
を

も

つ

こ

と

に

な
る

｡

こ

の

く
だ

り

は
､

農

耕
が

お

わ
っ

た

あ

と

で
､

0

0

場

圃
を

整
理

し
､

公

堂
に

お

い

て

収

穫
祭
の

饗
宴
が

行
わ

れ

る

そ

(

5
)

の

状

景
を

う

た
っ

た

も
の

で

あ

る

が
､

か

つ

て

加

藤
常
賢
氏
は

､

｢

公
+

の

字
の

語
源
的

研

究
か

ら
､

そ

の

原

義
は

､

中
国
の

古
い

民
族

的

小

邑
に

お

け
る

族
人
の

共

同

集
会
所

･

共

同

作
業
所
を

意

味
す
る

も
の

で

あ

り
､

｢

七

月
+

の

詩
の

公

堂

も

原
義

は

そ

こ

か

ら

来
て

い

る

も
の

で

あ

る

こ

と

を

明

ら
か

に

し
､

氏
族
の

族

長
が

や

が

て

世

襲
と

な
っ

て
､

こ

の

共

同

集
会
所
で

あ

る

｢

公
+

を

占

有
す
る

よ

う
に

な

る

と
､

族

長
が

公

と

称
せ

ら

れ

る

よ

う
に

な
る

と
､

説

明

し
た

｡

加
藤

常
賢
氏
の

こ

の

解

釈
は

､

｢

公
+

の

字
の

形
義
的

研

究
か

ら

み

ち

び

か

れ

た

も
の

で
一

つ

の

仮

説
で

あ

ろ

う

が
､

訓
話
の

方
か

ら
い

っ

て

も
､

こ

の

公

堂
を

｢

学
校

也
+

と

し

た

毛

伝
の

解
釈
と

も

矛

盾
し

な
い

｡

金

文

(

静

毀
)

に

み

え

る

学

宮
は

､

周
の

故
都
(

葬
京
)

の

辟
薙
(

国

学
)

で
､

諸

族

邦
人

を

会
し
て

射
を

講
習

す
る

と
こ

ろ
で

も
あ

る

が
､

郷
･

旦
に

お

い

て

も

学

校
(

序
･

岸
)

は
､

郷

大

夫
の

指
導
の

下

に

邦

人
の

あ

つ

ま

っ

て

郷

飲
酒
の

礼
や

射
礼

を

行
う

集
会
の

場
所
で

も

あ

る

と
､

経

典
(

礼
記
)

で

は
､

記

さ

れ

て

い

る
｡

七

月
の

詩
で

､

収

穫
祭
の

饗
宴
が

行
わ

れ

た

公

堂

を

ば

毛

伝
が

｢

学
校
也
+

と

注
し

た

の

は
､

や

か

た

そ

こ

が

単
に

族

長
や

領
主
の

宮
で

あ

っ

た

だ

け
で

は

な

く
､

も

と

も

と
は

､

族

人
た

ち
の

あ

つ

ま
る

共

同
の

集
会
の

場

所
と

し
て

の

本

来
の

意
味
を

指
摘
し

た

の

で

あ

ろ

う
｡

･

幽

風
七

月
の

詩
に

詠
わ

れ

て

い

る

田

猟

の

分

配

に

お

け

る

0

0

｢

公
+

と

｢

私
+

と

に

つ

い

て
､

特
に

問
題
に

し

た

の

は

畿
内
で

は

あ

る

が

同
じ

く

西

周

貴
族
の

本

邑
の

農
耕
を

詠
っ

た

と

考
え

ら

0

0

れ

る

小

雅
大
田

の

詩
に

｢

我
が

公
田

に

雨

ふ

り
､

遂
に

我
が

私
に

0

0

0

0

及
べ
+

と

詠
わ

れ

て

い

る

｢

公
田
+

｢

私
田
+

の

公
･

私

の

意

味
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と

性

格
が

､

前
々

か

ら

気
に

凍
っ

て

い

た

か

ら
で

あ

る
｡

孟

子
が

､

本

来
腰
の

制
度
で

あ

る

助

法
が

､

周
に

入
っ

て

も

な
お

行

わ

れ
て

い

た

例
証
と

し
て

､

こ

の

大
田

の

詩
句
を

引

用
し

た

こ

と

は

周

知

の

と

こ

ろ

で

あ

る
｡

孟

子
が

､

膝
国
で

こ

れ

か

ら

行
わ

ん

と

し
た

井
地

､

す
な

わ

ち

各
々

百

畝
ず
つ

分

配
さ

れ

た

八

家
の

私

田

計

八

百

畝
の

耕
地

に

囲

ま

れ

た

そ

の

直
中
に

同
じ

く

百

畝
の

公

田

を
お

く
と
■い

う

特
有
の

区

劃
の

仕
方
の

井
地
の

法

が
､

そ

の

ま

ま

腰
で

実
際
に

行

わ

れ

た

も
の

で

あ

っ

た

と

孟
子

自

身
が

考
え

て

い

た

か

(

6
)

ど

う
か

は

宮

崎
市

定
氏
の

い

う
よ

う
に

疑
問
で

､

孟

子
が

殿
の

制

で

周
初
に

も

行
わ

れ

た

と
い

っ

て

い

る

の

は

助

法
で

､

そ

こ

に

は

公

田

と

私

田

の

別
が

あ

る

と
い

う
こ

と

だ

け
で

あ

る
｡

又

実
際
に

考
え

て

見
て

も
､

そ

の

よ

う
な

公

田
･

私

田

の

区

画
の

仕
方
は

あ

ま
り
に

も

机
上
の

図
式
に

類
し
て

､

そ

の

ま

ま
の

形
で

の

実

在
は

信
じ

ら

れ

な
い

が
､

し

か

し
､

そ

の

よ

う

な

区

劃
の

仕
方
は

別

と

し
て

何

ら
か

の

意
味
で

の

公

田

と

私

田

と

の

存
在
ほ

小

雅

大
田

の

詩
に

公
田

･

私
田

と

詠
わ

れ

て

い

る

よ

う
に

事
実
で

､

問
題
は

､

こ

の

公
田
･

私
田

の

意
味
と

佳
祐
で

あ

る
｡

幽

風
七

月
の

詩
に

詠

0

0

わ
れ

て

い

る

田

猟
の

分

配
に

お

け
る

｢

公
+

と

｢

私
+

と

か

ら
､

前
述
の

よ

う
な

関
係
が

う

か

が

い

知
る

こ

と

が

で

き

る

と

す
る

と
､

○

こ

の

小

雅
大
田

の

詩
に

詠
わ

れ

て

い

る

公
田
･

私

田

の

｢

公
+

と

｢

私
+

の

も

つ

も

と

も
と

の

意
味
も

､

一

つ

の

類
推
が

可

能
に

な

J O

っ

て

来
る

｡

そ

こ

で

い

う

公

田

は

す
で

に

領
主

化

さ

れ

た

族

長
の

田

な

の

で

あ

ろ

う
が

､

そ

の

も

と
も

と

は
､

邑
の

氏
族

成

員
(

個
人
で

は

な

く
､

氏
族

を

構
成

す
る

単
位
と

し
て

の

小

血

縁
集

団
の

長
)

の

個

個
に

も

と

も

と

は

ほ

ぼ

等
し
い

面

積
で

割
り

当
て

ら
れ

た

小

さ

な

私
田

に

対

し
て

､

族
長
の

直
接
保
持
す

る

大
き

な

田
､

し
か

も

そ

れ

は

単
な
る

族
長
私

有
の

田

で

は

な

く
て

､

そ

の

耕
作
に

は

族

長

以

下

氏
族
全

員
が

奉
仕
し

､

そ

の

収

穫
物
は

先

ず
氏

族
の

祭
祀
そ

の

他
の

共

同

体
の

用
に

供
せ

ら

れ

る
､

と
い

っ

た

氏

族
制
的

共

同

体
の

慣
行
の

名

残
り

が

な

お

残
っ

て

い

る
､

そ
の

よ

う
な

族
長
の

田

が

そ

の

姶
源

的
形
態
と

し
て

類
推
で

き

な
い

で

あ

ろ

う
か

｡

し

か

し
な

が

ら
､

そ

の

よ

う
な

類
推
を

裏
付

け
る

よ

う
な

材

料
は

､

小

雅
大
田

の

詩
の

中
に

は

な
い

｡

私
は

､

こ

こ

で
､

そ

れ

を

裏
付

け
る

も

の

と
し

て
､

薄
田

の

礼
を

想

起
す
る

の

で

あ

る
｡

三

着
田

の

礼
は

､

殿
以

来
の

古
礼
と

考
え

ら

れ

る

が
､

文

献
的
に

く
わ

し

く
我
々

に

伝
え

ら

れ

て

い

る

の

は
､

周
王

室
の

農

耕
儀
礼

(

7
)

と

し

て

で

あ

る
｡

そ

れ

に

つ

い

て

は
､

す
で

に

多
く
の

研

究
が

あ

｢
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る

の

で
､

こ

こ

で

ほ

我
々

の

問
題
に

必

要
な

限
り

に

お

い

て
､

そ

れ

の

掟
示
し

て

い

る

問
題
点

だ

け

を

簡
単
に

指
摘
す
る

と

ど

め

る
｡

周

王

室
の

薄
田

に

つ

い

て

の

最
も

古
い

紀
録
は

､

令
鼎
に

見
ら

れ

る

が
､

薄
田

の

儀
礼
の

古
い

慣
行
を

最

も

く

わ

し

く

伝
え

て

い

る

の

は
､

国

語
(

周

語
上
)

の

記
載
で

あ

る
｡

先

秦
文

献
で

は
､

呂

氏

春

秋
(

孟

春

紀
)

に

も
､

比

較
的
簡
単
に

で

は

あ

る

が
､

薄

田

に

つ

い

て

の

記
載
が

あ

る
｡

呂
氏
春
秋

(

孟

春

紀
)

に

ょ

れ

ば

天

子
は

正

月
に

豊

年
を

上

帝
に

祈
り

親
し

く

未
箱

を

も
っ

て
､

三

公
･

九

卿
･

諸

侯
･

大
夫
の

諸

官
を

び

き
い

て
､

薄
田

を

親
耕
し

つ

い

で

諸

官
も

之
に

な

ら
い

､

終
っ

て

労
酒

す
る

､

と

記
さ

れ

て

い

る
｡

こ

の

薄
田

の

儀
礼
の

よ

り

古
い

姿
を

伝

え

て

い

る

国

語

(

周

語

上
)

の

記
載
で

は
､

春
正

月
､

王
は

､

豊
年
を

上

帝
に

祈

り
､

王

以

下
の

詔

官
が

参
加
し

て

薄
田

を

耕
し

､

終
て

饗
宴
が

行

わ

れ

る

と

い

う

儀
礼
の

大

筋
は

､

呂
氏
春
秋
の

記

載
と

似
て

い

る

の

で

あ

る

が
､

た

だ

国
語
の

記

載
で

は
､

こ

の

番
田

の

儀
礼
に

は
､

王

以
下

､

公

卿
･

百

吏
だ

け
で

な

く

庶
民
も

と

も
に

之
に

参
加
し

す

き

て

い

る

の

で

あ
っ

て
､

薄
田

の

耕
作
に

は
､

先

ず
王
が

栽

を

と
っ

て
一

す

く
い

耕
し

､

つ

い

で

公
が

三

す

く
い

､

卿
が

九

す

く
い

と
､

下
の

官
に

な

る

は

ど

順
々

に

三

倍
ず
つ

耕
し

て

最
後
に

庶
民
に

至

り
､

庶
民
が

こ

の

薄
田

の

す
ぺ

て

を

耕
し
て

終
る

､

と

記
さ

れ

て

お

り
､

又

耕
作
の

儀

式
が

お

わ
っ

た

の

ち
の

饗
宴
に

も
､

王

以

下
､

公

卿
･

百

吏
･

庶
民
の

す
べ

て

が

参
加

す
る

も
の

と

し

て

記

さ

れ

て

い

る
｡

そ

し

て
､

こ

の

薄
田

の

収

穫
物
は

､

先

ず
､

祭
祀
の

料
､

す

な

わ

ち

渠
盛
に

供
せ

ら

れ

る
､

と
い

う

記
事
(

こ

の

点
ほ

､

孟

子

や

礼
記
の

記
述
と

合
致

す
る
)

と

考
え

合
わ
せ

る

と
､

王

以

下
､

公

卿
･

百

吏
･

庶
民
の

全

員
参
加
の

こ

の

国
語
の

潜
礼
の

記

述
は

そ

の

繁
締
な

儀
礼
化
の

底
に

､

氏

族
制
的
共

同

体

と

し
て

の

邑
の

過

去
の

或

る

時
期
に

お

け
る

､

氏

族

員
の

共
同

耕
作
に

よ

る

公
田

の

存
在

､

を

反

映

し
て

い

る
､

と

云

う
こ

と

が

で

き
る
｡

そ

こ

で

ほ
､

氏

族
の

神
を

祭
り

､

そ

れ

に

楽
盛
を

さ

さ

げ

る

た

め
に

､

氏

族
の

族
長
や

長
老
の

指
導
の

下
に

､

氏
族
全

員
が

､

共

同

耕
作
す

る

慣
行
が

あ
っ

た

の

で

あ

ろ

う
｡

の

ち
に

､

族

長

制
よ

り

次

第
に

王

権
が

伸
長

す
る

と

と

も

に
､

氏

族

共

耕
的
な

農
耕
儀
礼
と
い

う

よ

り

も
､

氏

族
の

宗
法

的
中
心

た

る

王

室
の

宗

廟
の

楽
盛
に

供
す

る

こ

と

を

た

て

前
と

す
る

農
耕
儀
礼
的

な

性
樽
を

濃
厚
に

し

て

い

っ

た

の

で

あ

る

が
､

そ

れ

で

も

な

お
､

か

つ

て

の

族
長
時
代
の

氏

族

共

耕
の

慣
行
が

儀
礼
の

中
に

反
映

さ

れ

て
､

階
層

化
さ

れ

た

形

態
に

お

い

て

で

は

あ

る

が
､

王

以
下

､

公

卿
･

百

吏
･

庶

民
の

全

員
の

参
加
と

い

う

形
式
を

と
っ

て

い

る

の

で

あ

ろ

う
｡

し
か

し
､

そ

こ

で

は
､

す
で

に

薄
田

の

共
耕
ほ

､

庶
民
の

集
団

的
な

奴
役
的

J J
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強
制
労
働
に

化

し
､

官
を

お

い

て

薄
田

を

官

司
さ

せ

る

と
い

う
形

に

制

度
化

し
て

い

た

こ

と

は
､

こ

の

国

語
の

記

載

や

西

周

金

文

(

戴
毀
)

か

ら
､

う
か

が

う
こ

と

が

出
来
る

｡

こ

の

よ

う
に

､

国

語
の

発
田

の

礼
の

記

載
に

は
､

そ

の

来
歴
を

示

す

古
い

慣
行
が

反
映

さ

れ

て

い

る
一

方
し

か

し

な

が

ら
､

こ

の

儀

礼
に

は
､

薄
田

の

共

耕
が

庶

民
の

奴

役
的

労
働
と

化
し

た

段
階

を

反

映

し
て

､

庶
民
の

農
耕
労

働
を

強
制
し

監

督
す
る

意
図
が

こ

め

ら

れ

て

い

る

こ

と

に

も

注
意
し
て

お

か

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

そ

こ

で

は
､

薄
田

の

儀

礼
を

行

う

準

備
を

は

じ

め

る

に

あ

た
っ

て
､

天

官
で

あ

る

稜
は

､

儀
礼

執
行
の

時
期
を

王

に

つ

げ

て
､

｢

王

は

お

ろ

そ

か

に

そ

れ

農
を

監

(

督
)

す
る

こ

と

易

す
る

な

か

れ
+

と

の

べ
､

藩

札
の

目

的
が

､

勧
農
と

い

う

表

面

的

目

的
の

底
に

､

実
ほ

､

庶
人

の

農
業
労

働
に

対

し
て

監

督
を

加
え

る

こ

と

に

あ

る

こ

と

を

示
し

て

お

り
､

又
､

藩
札
の

終
っ

た

の

ち
に

も
､

稜
は

偏
ね

く

百

姓
を

い

ま

こ

と

ご

と

く

つ

み

成
し

め

て

｢

…

…

土
､

備

墾
せ

ざ

れ

ば
､

辟
司

冠
に

あ

り
+

と

い

っ

て
､

春
分

と

な
っ

て

土

地

を

耕
し

尽

さ

な
か

っ

た

ら
､

司

冠

(

刑
獄
の

長
官
)

が

之

を

処
罰

す
る

こ

と

を

百

姓
に

警
告
し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

こ

れ

ら
の

こ

と
は

､

君
田

に

お

け
る

共

同

耕
作
は

､

庶
民
の

奴
役
的

労
働
と

化
し

､

厳
重

な

監

督
と

刑

罰
を

以
て

す
る

強
制
な

く
し
て

ほ
､

之

を

維
持
し

て

行
く
こ

と
が

む

ず
か

し

く
な

っ

て

い

る

こ

と

を

物
語

っ

て

い

る
｡

以
上

の

よ

う
に

こ

の

国
語
に

戊

記
さ

れ

て

い

る

君
田

の

古

礼
の

中
か

ら
､

氏

族

制

的
共

同

体

と

し

て

の

邑
の

過

去
の

あ

る

時
期
に

お

け
る

氏

族
全

員
の

共

同

耕
作
に

ょ

る

公
田

(

番
田
)

の

存
在
と

､

階

叔

約

分
化
の

の

ち
､

そ

の

共

同

耕
作
が

奴
役
的

な

集
団

労

働
に

転

化
し

た

関

係

と

の

二

層

を

う

か

が

う
こ

と

が

で

き
る

｡

も
と

も

と
､

国
語
に

お

け
る

こ

の

薄
田

の

儀
礼
の

古

別
に

つ

い

て

の

記
述
は

､

周
の

宜

王

(

甲

C
･

八
二

七

即

位
)

が

菊
田

の

制

を

廃
止

し

ょ

う
と

し

た

の

に

対
し

､

大

臣

(

卿
士
)

の

我
文

公
が

之
を

諌
め

た

こ

と
ば

の

中
に

か

た

ら

れ

た

も
の

で

あ

る
｡

宜
王

が

何
故
に

こ

の

薄
田

の

制
を

廃

絶
し

た

の

か
､

そ

の

理

由
に

つ

い

て

明
文
の

記
載
は

な
い

の

で

あ

る

が
､

重

安
な

問
題
と

考
え
ら

れ

る

の

で
､

周

辺
の

事
情
よ

り

少
し

く

類
推
を

こ

こ

ろ

み

て

み

よ

う
｡

宣

王
の

父
､

属
王

の

頃
よ

り

周
室
は

衰

微
の

徴
を

み

せ

は

じ

め

る
｡

文

献
の

記

載
に

よ

れ

ば
､

属
王

は

利

を

専
ら
に

す
る

こ

と

を

好
む

栄

夷
公
を

寵
し

て

之
を

登

用
し

､

た

め
に

失

政

多
く

､

国
人

の

批
難
を

う

け
た

が
､

属
王

は

こ

の

国
人
の

批
判
に

対

し

苛

酷
な

弾
圧

政

策
を

と
っ

た

た

め
､

国
人
の

怒
り

を
か

い
､

つ

い

に

属
王

ほ

山

西

省
の

歳
に

出
奔
せ

ざ
る

を

得
な

く
な
っ

た
､

と

さ

れ

て

い

る

(

史
記

周

本

紀
･

国

語
周

語
上
)

｡

属
王
の

出

奔
､

属

王

に

対
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す

る

国

人
の

批
難
の

原

因
は

､

利
を

専
ら
に

す
る

栄

夷
公
を

重

用

し

た

こ

と
に

あ

る

と

す
る

の

で

あ

る

が
､

こ

の

栄

夷
公
と

同
一

人

物
と

思

わ

れ

る

栄

伯
な

る

名
が

､

夷
王

･

属
王

期
の

金

文
に

し

ば

(

9
)

し

ば

み

え
､

そ

の

う
ち
の

一

つ

で

あ

る

卯
殴
の

銘
文

は
､

き

わ

め

て

重

要
な
こ

と

を

私
た

ち
に

伝
え
て

い

る
｡

そ

の

一

つ

は
､

臣
下

で

あ

る

栄

伯
が

､

王
の

行
う

冊
命
形
式
と

全

く

同
じ

形
式
で

､

自

分
の

臣

下

す
な

わ

ち

陪
臣
の

卯
に

対

し
て

冊

命
賜
与

を

行
っ

て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

こ

れ

は
､

王

室

を

な
い

が

し

ろ
に

す
る

､

借
上

の

沙

汰
で

あ

る

が
､

事
実

は

栄

伯
の

権

勢
の

大
と

王

室
の

衰
微
を

示

す

も

の

で

あ

ろ

う
｡

第
二

に

は
､

こ

の

銘
文
に

よ

る

と
､

陪

臣

の

卯
は

父

祖
の

代
よ

り

栄

伯
の

所
領
を

管
理
し

て

来
た

の

で

あ

る

が
､

こ

こ

で

卯
は

父

と

同

じ
ょ

う
に

栄

伯
の

所

領
で

あ

る

葬
京

算

入
を

管
理

す

る

こ

と

を

栄

伯
よ

り

命
ぜ

ら

れ
､

そ

の

恩
賞
と
し

て
､

財
宝

･

馬
牛
と

数
ケ

処
の

田

を

与
え

ら

れ

て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

こ

こ

で

明

示
さ

れ

て

い

る

栄

伯
の

所
領
の

弄
は

､

文

王
が

都
を

築

い

た

豊

邑
､

即

ち

周
の

故
都
で

あ

り
､

西

周

中

期
の

邁

改
や

さ

き

に

引

用

し
た

静

殴
の

銘
文
が

示

す

よ

う
に

､

こ

こ

に

辟
薙
(

大

学
)

が

お

か

れ

て
､

重

要
な

儀
礼
が

た

び

た

び

行
わ

れ

た

地

で

あ

る
｡

周
王

室
の

重

要
な

王

領
地
の

一

つ

で

あ

り
､

薄
田

も

そ

こ

に

お

か

れ

た

で

あ

ろ

う
こ

と
は

想

像
に
■
難
く

な
い

｡

そ

こ

が
､

臣
下
で

あ

る

栄

伯
の

手
に

渡
っ

て

い

る

と

い

う
こ

と

ほ
､

周
王

室

は
､

そ

の

直
領
の

経

営

地
を

す
で

に

維
持
管

理

す
る

こ

と

が

困

難
に

な

り

つ

つ

あ

る

こ

と

を

示
し

て

い

る

と

考

え

ら
れ

る
｡

以

上
の

よ

う
な

最

(

∽
)

近
の

金

文

研

究
は

､

ま

た
､

夷
王

斯
か

ら

属
王

期
に

か

け
て

､

貴

族
の

間
に

大
き
な

変
動
が

あ
っ

た

こ

と

を

明

ら

か

に

し
て

い

る
｡

そ

れ

は
､

駅

西
の

西

方
や

北

方
に

お

け

る

大
土

地
の

開
発
経

営
に

も

と

づ

く

新
し
い

豪
族
勢
力
の

撞
頭
が

い

ち

じ

る

し

く
､

散
氏

盤

や

諸
肌
要
の

銘
文

か

ら

知
ら
れ

る

よ

う
に

､

こ

れ

ら

豪
族

問
に

お

け
る

所
領
の

兼
併
の

争
や

､

王

室
を

中
心

と

す
る

世

襲

貴
族
が

､

(

1 1
)

転
落
し
て

､

こ

れ

ら

新
し

て

豪
族
の

も

と

で

陪
臣
と

な

る

と
い

っ

た

事
態
も

お

こ

り

つ

つ

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

そ

し

て

こ

の

よ

う
な

貴
族

間
の

変
動
と

対

応
し
て

､

大
克

鼎
の

銘
文
の

中
か

ら

う
か

が

(

1 2
)

わ

れ

る

よ

う
に

貴
族
の

領
邑
の

農
民

も
､

他
の

領
邑
へ

逃
亡

す
る

と

い

う
事
態

も

現
わ

れ

て

来
る

｡

こ

の

よ

う
な

貴
族

問
の

変
動
と

社

会
の

混

乱

と
い

う

歴
史
の

動
き
の

中
で

､

前
述
の

栄

夷
公
の

よ

う
な

､

王

廷
の

儀
礼
を

俸
す
る

豪
族
も

あ

ら

わ

れ

て

来
る

の

で

あ

る

が
､

周

室
は

､

す
で

に

こ

れ

ら

を

控
制
す

る

カ

を

も
た

ず
､

そ

の

直
接
の

王

領
地
の

維

持
も

困

難
に

な
っ

て

来
る

､

そ

の

よ

う

な

一

連
の

状

況
の

中
に

お

い

て

虎
に

出
奔
し

た

属
王

の

死
後

､

宣

王

が

即

位
す
る

の

で

あ

る
｡

宣

王

即

位
に

先

行
す
る

上

述
の

よ

う

な

β
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政
治

･

社

会
の

変
動
と

周

窒
の

衰
微

､

童

王

即

位

後
の

所
謂
｢

中

興
+

の

挫
折
(

果

し
て

そ

れ

が

｢

中
興
+

と

云

え
る

か

ど

う
か

と

(

1 3
)

い

う
､

最
近
の

研

究
の

疑
義
と

香

定
的

見

解

を

も

含
め

て
)

､

具

体
的
に

は
､

宝

王
の

治

世

初
年
に

お

け
る

度
重

な
る

外

征
か

ら

結

果
さ

れ

る

民
の

疲
弊
等
を

考

慮
に

入

れ

る

と

き

私
た

ち
の

問
題
と

す
る

､

宣

王
の

菊
田

の

礼
の

廃
止

(

今

本

竹
書
紀
年
で

ほ

宣
王
の

二

十

九

年
)

の

背
後
に

は
､

各
地
に

散
在
す
る

王

室

所
領
の

公

田

(

薄
田

は

そ

れ

の

儀
礼
的

象
徴
)

に

お

け

る

奴
役
的
労
働
徴
発
と

管
理

と

が

す

で

に

周

窒
の

力
を

も
っ

て

し
て

は
､

困

難
と

な
っ

て

来
た

事
情
が

あ
っ

た
の

で

は

な
い

だ

ろ

う

か
｡

こ

の

こ

と

は

そ

の

後
の

周

室
の

急
速
な

崩

壊
と

無
関

係
で

は

な

い

よ

う

に

思

わ

れ

る
｡

薄
田

の

制
は

､

西
周
の

畿
内
に

お

い

て

は
､

宜
王

の

と

き

廃

絶

し

た

が
､

東
方
の

｢

封
建
+

諸

国
に

お

い

て

は
､

そ

れ

と

同
じ

よ

う
な

変
化
が

､

春
秋

時
代
に

入
っ

て

か

ら

起
っ

て

来
た

よ

う
で

あ

る
｡

魯
の

宜

公

十

五

年
の

｢

初
め

て

畝
に

祝
す
+

と

い

う

春
秋

軽

の

記
録
は

､

そ

の

こ

と

と

関
係
が

あ

る

よ

う
で

あ

る
｡

少

く
と

も

こ

の

春
秋
経
の

記

事
を

解

説
し

た
､

左

伝
･

公

羊

伝
･

穀
染
伝
の

編

者

は

そ

の

よ

う
に

考
え
て

い

た

よ

う
で

あ

る
ひ

前
に

も

の

ぺ

た

出

よ

う
に

､

三

伝
と

も
､

｢

初
め

て

畝
に

税
す
+

と
い

う

税

法

を

魯

国
が

採
用

し
た

こ

と

を

礼
に

反

す
る

も
の

と

し

て

非

難
し

､

｢

穀

を

出
す
は

寿
に

過
ぎ

す
+

と
か

｢

古
は

斉
し

て

税
せ

ず
+

と
か

い

っ

て

そ

れ

ま
で

行
わ

れ

て

来
た

｢

籍
+

と

い

う

古
い

方
法
の

方

を

評
価
す
る

､

解
説
の

仕
方
を

と
っ

て

い

る

か

ら
で

あ

る
｡

そ

こ

で

｢

籍
+

と

い

う
の

ほ
､

私
た

ち
が

さ

き
に

見
て

き

た

薄
田

或
は

薄

田

の

新
作
と
の

こ

で

あ
っ

て
､

穀
梁
伝
が

そ

れ

を

孟

子
の

所

謂
井

田

法
の

助

法
と

短
絡

し
て

説
明
し

た

こ

と

が
､

問
題
を

少
し

く

復

旋
に

し
て

了
っ

た

き

ら
い

が

あ

る
｡

さ

き

に

も

の

ぺ

た

よ

う
に

､

杜
領
の

注
を

は

じ

め

と

す
る

三

伝
の

注

釈
は

み

な

｢

籍
す
る
+

と

は

｢

民

力
を

借
り

て

公

田

を

治

す

る
+

こ

と

だ

と

解

し
､

詩

経

(

周

頸
戟
菱
)

の

鄭
玄
の

注

も

｢

兼
は

借
の

意
味
で

､

民

力

を

借

り

て

治

す
る

か

ら
､

君
田

と
い

う
の

だ
+

と

解
し
て

い

る
｡

し

か

し
な

が

ら
､

菊
田

の

耕
作
が

｢

民

力
を

借
り

る
+

即

ち

民
の

奴

役

的
労
働
に

よ

る

よ

う
に

な
っ

た

の

は
､

邑

か

ら

｢

国
+

へ

の

発
達

の

或
る

一

定
の

段
階
に

お

い

て

で

あ

る

こ

と

は

前

述
の

通

り

で
､

｢

籍
+

を

｢

借
+

の

意
味
に

解
す
る

の

は
､

｢

蒋
+

の

字
の

原

義

で

は

な

い
｡

卜
辞
に

籍
の

字
は

人
が

末
弟
を

足
で

踏
む
よ

う
に

象

形
さ

れ

て

い

る

こ

と
か

ら

も

知
ら

れ

る

よ

う
に

､

後
漢
書
明

帝

紀
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李
注

引
五

経

要

義
に

｢

籍
は

臍
也

､

親
し

く
田

に

拾
履
し

て

之

を

耕
す

る

を

言

う
+

と

あ

る

の

や
､

続
漢
書
礼
儀
志

劉
注

引
月

令

底

植
注
に

｢

潜
は

耕
也
+

と
あ

る

の

や
､

漢
書
文

帝

紀
顔
注
引

臣
窄

が

｢

本
､

窮
親
を

以
て

義
と

な

し
､

仮
借
を

以
て

称
と

な

す
を

得

ず
､

発
と

は

辟
籍
を

謂
う

也
+

と
い

っ

て

い

る

の

が

原

義
に

近
い

｡

す

な

わ

ち
､

藩
と

は
､

自
ら

親
し

く

未
満
を

踏
ん

で

耕
作
す
る

こ

と
で

､

薄
田

と

は
､

も

と

は

氏

族
の

指
導
者
が

先

頭
に

立
て

他
を

率
え
て

親
し

く

行
う

集
団

耕
作
の

田

で

あ

っ

た

の

で

あ

ろ

う
｡

魯
の

国
に

つ

い

て

云

え

ば
､

魯
の

｢

国
+

に

支

配
さ

れ

て

い

る

｢

都
+

の

群
小
の

白
も

､

も

と

も

と

は
､

氏

族
制

的
な

共

同
体
で

､

族

長
や

長
老
た

ち
の

指
導
を

通
じ

て

の

共

同

体

的
規
制
の

も

と
に

族
人

た

ち
の

社

会
経

済
的
生

活
が

い

と

な

ま

れ
､

邑
の

耕
地

は
､

一

部
は

氏
族

成

員
に

ほ

ぼ

等
し

く

割
り

当
て

ら
れ

た

が
､

一

部
は

､

族

長
の

田

と

し
て

､

氏

族
の

神
を

祭
り

､

そ

れ

に

楽
盛

を
さ

さ

げ

る

た

め

な

ど

の

共

同

体
の

用
の

た

め
､

氏
族

全

員
に

よ

る

共

同

耕

作
が

な

さ

れ

た

時
期
が

あ

っ

た

の

で

あ

ろ

う
｡

そ

の

よ

う

な

邑
が

､

や

が

て
､

征
服

そ

の

他
の

事
由
に

よ
っ

て

よ

り

強

大
な

邑

(

即

ち

｢

国
+

)

に

隷
属
す
る

こ

と

に

な

り
､

｢

国
+

の

支

配

を

う

け

る

｢

郡
+

の

邑
と

な

る
｡

周

初
､

周

氏

族
が

東
方
に

進
出
し
て

､

そ

の

征
版

･

占
領
し

た

地

方
の

そ

れ

ぞ

れ

の

中
心

に

｢

国
+

を

建
設

し
､

征
服

地
に

あ

る

群
小
の

邑

を

支

配

し

た

と

き
､

こ

れ

ら

邑
の

氏
族
組
織
を

破

壊
す
る

こ

と

な

く
､

そ

れ

を

温

存
し

て
､

邑
の

支

配
管
理
の

た

め

に

利
用

し
た

の

で

あ

っ

た
｡

｢

国
+

は

こ

れ

ら

都

の

邑

を

支

配
す
る

た

め
に

､

｢

国
+

中
の

貴

族

(

御

大

夫
)

に

之

を

宋
邑

と

し
て

与

え

て

管
理
せ

し

め
､

そ

の

生

産
物
を

収

奪
す
る

こ

と
に

な

る

の

で

あ

る

が
､

そ

の

場
合

､

邑
の

旧

来
の

族

長
の

管

理

す

る

氏

族

共

耕
の

田

は
､

宋
邑

主
た

る

貴
族
(

卿
大

夫
)

の

直

き
み

接
管
理

下
に

お

か

れ

て
､

新
し
い

公
の

田

と

な
り

､

邑
の

民
の

共

同

耕
作
に

よ

る

そ

の

生

産
物
は

､

従

来
の

よ

う
に

氏

族
の

祭
祀
そ

の

他
の

氏

族
の

公

共
の

支

出
の

た

め

に

で

は

な

く
､

今
や

､

宋
邑

主
た

る

貴
族
(

卿
大

夫
)

に
､

及
び

貴
族
を

通

じ

て

国
君

(

公
)

に

捧
げ
ら

れ

ね

ば

な

ら

な

く

な
っ

た

の

で

あ

ろ

う
｡

邑
の

氏

族

共

書
亡

み

耕
の

族

長
の

田

に

お

け
る

共

同

耕
作
は

､

新
し
い

公
の

田

で

の

奴

役
的
労
働
に

そ

の

性
格
を

変
え

る
｡

邑
の

民
は

､

従
来

氏

族
か

ら

割
り

当
て

ら
れ

た

耕
地

は
､

｢

国
+

の

貴
族
の

管
理
の

下
に

､

そ

の

き

み

ま

ま
み

と

め

ら
れ

た

代
り

に
､

氏
族
全

体

と

し
て

新
し
い

公
の

田

(

1 4
)

に

お

い

て

無
償
で

労

働
に

服
す

る

こ

と
に

な
っ

た

の

で

あ

ろ

う
｡

そ

し
て

そ

の

外
に

､

都
の

邑
の

民
は

､

｢

国
+

の

築
城

そ

の

他

の

土

木
工

事
や

雑
役
に

徴

発
さ

れ
､

氏

族
全

体
と

し

て
､

｢

国
+

に

隷
属
す
る

こ

と

と

な
っ

た

の

で

あ

る
｡

｢

発
す
る

と

は
､

民

力

を

乃
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借
り
て

公

田

を

治

す
る

こ

と

だ
+

と

す
る

前
述
の

三

伝
の

注

釈
者

き

み

の

解
釈
は

､

こ

の

段
階
で

の
､

公
の

田

と

化

し

た

薄
田

の

解

釈
か

ら

来
て

い

る

の

で

あ
ろ

う
｡

こ

の

外
に

､

魯
の

国

君
の

儀
礼

化
さ

れ

た

祭
田

と

し
て

の

薄
田

は
､

周

窒
の

古
礼
に

倣
っ

て
､

お

そ

ら

く

魯
の

｢

国
+

の

建
設
の

当

初
か

ら
､

｢

国
+

の

近

郊
に

設

け

ら
れ

て

い

た

の

で

あ

ろ

う
｡

0

0

左

伝
成

公

十

年
の

条
に

｢

晋
侯
委
を

欲
す

､

旬
人

を

し
て

蓼
を

猷

ぜ

し

む
+

と

あ

る
｡

周

礼
天

官
に

旬
師
と

い

う

官

職
が

あ

り
､

｢

属
を

帥
い

て

王

者
を

新
婚
し

､

時
を

以
て

之
を

入

れ
､

以
て

璧

盛
に

供
す
+

と

あ

る

よ

う
に

､

そ

れ

は
､

周
王

室
の

君
田

を

管
理

す
る

役
人
で

あ

る

が
､

諸

侯

国
で

は

そ

れ

を

旬
人

と
い

っ

た

の

で

あ

ろ

う
｡

こ

の

こ

と

は

晋
国
に

薄
田

が

お

か

れ

た

こ

と

を

示

す

も

の

で

あ

る

が
､

そ

れ

は
､

お

そ

ら

く
､

晋
国
だ

け
で

ほ

な

く
､

そ

の

他
の

各
国
に

も

お

か

れ

た
､

と

考
え

て

よ

か

ろ

う
｡

桓
公

十

四

年
の

春
秋

経
に

｢

御
座
究
あ

り
+

と

あ

り
､

杜
頚
は

｢

御

廉
と

は

き
み公

の

親
耕
す
る

所
を

蔵
し
て

以
て

楽
盛
に

奉
ず
る

の

倉
な

り
+

と

し
て

､

薄
田

の

収

穫
物
の

貯

蔵
倉
で

あ

る

と

解
し

て

い

る

と
こ

ろ

か

ら

見
て

も
､

魯
の

｢

国
+

に

名

儀
上
は

､

そ

の

収
穫
物
を

以
て

宗
廟
の

祭
祀
に

さ

さ

げ

る

国
君
の

儀
礼
化
さ

れ

た

祭
田

と

し

て

の

磨
田

が

お

か

れ

た

こ

と

ほ
､

ほ

ぼ

間
違
い

な
い

｡

こ

の

耕
作
は

､

も

ち

ろ
ん

､

す
で

に

氏
族
共

耕
の

本
来
の

面

影
は

な

く
､

句

人
の

畑

き

び

し
い

監

督
の

下
に

都
の

邑
の

農
民
の

強
制
労
働
の

徴
発
に

ょ

っ

て

な
さ

れ

た

の

で

あ

ろ

う
｡

春
秋

時
代
の

初
期
よ

り
､

春

秋
時

代

を

通

じ
て

､

我
々

は
､

き

わ

め

て

多
く
の

､

諸

国
に

お

け
る

築
城
工

事
の

記
録
を

｢

左

伝
+

の

中
に

見
る

こ

と
が

で

き

る
｡

こ

れ

ら

は

皆
､

諸

国
の

部
の

邑
の

民

の

労
役
の

負
担
の

き
ぴ

し
さ

を
､

同

時
に

我
々

に

示

す
も

の

で

あ

る

が
､

こ

の

労
役
の

負
担
の

き

び

し

さ

に

堪
え

か

ね

て

の

民
の

逃

散
を

報
ず
る

記

事
も

､

左

伝
に

び

ん

ば

ん

に

記

さ

れ

る

よ

う
に

な

っ

て

来
る

｡

例
え

ば

左

伝
の

債
公

十

九

年
の

条
に

｢

梁
伯

､

土

功

し

if

し

ば
し

ろ

き

ザ

お

つ

か

を

好
む

､

東

城
き
て

処
ら

ず
｡

民

罷
れ

て

堪
え

ず
｡

則
ち
日

く

『

其
の

冠
将
に

至

ら

ん

と

す
』

と
､

乃

ち
公

宮
に

溝
は

ら

ん

と

す
｡

日

く

『

秦
将
に

我

を

襲
わ

ん

と

す
』

と
､

民

慣
れ

て

潰
ゆ

｡

秦
遂

に

梁
を

取
る

｡

+

と

記
さ

れ

て

い

る
｡

｢

氏

清
ゆ
+

と

は

｢

凡
そ

民
､

其
上

を

逃
る

る

を

『

潰
ゆ
』

と

い

う
､

+

と

左

伝
で

は

解

し

(

文

公
三

年
)

､

公

羊
伝
で

は

｢

潰
ゆ

と
は

､

何
ぞ

や
､

下

が

上
に

叛
く

也
+

と

解
し

(

億
公

四

年
)

､

穀
梁
伝
で

は

｢

潰
の

言
た

る
､

上

下

相

得
ざ

る

也
+

と

解
し
て

い

る

(

昭

公
二

十
九

年
)

よ

う
に

､

｢

国
+

の

支

配
階
殻
の

課
す

き

び

し
い

労
役
に

対

す

る

民
の

消
極

的
抵
抗

､

即
ち

集
団

的

逃
散
を

､

そ

れ

は

意
味
す

る

も
の

で

あ
っ
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た
｡

こ

の

よ

う
な

意
味
を

も

つ

｢

民

潰
ゆ
+

と
い

う
こ

と

ば
､

こ

れ

ま
た

､

び

ん

ば

ん

に
､

左

伝
に

あ

ら

わ

れ

て

来
る

｡

部
の

邑
の

民
の

集
団

的
逃

亡
は

､

｢

国
+

の

貴
族
階
故
に

と
っ

て
､

そ

の

経

済
的

基
礎
を

お

び

や

か

す

重

大

な

事
柄
で

あ
っ

た
｡

そ

れ

は
､

何

よ

り

も
､

彼
ら

貴
族

階
叔
を

養
う

宋
邑

の

労
働
力
の

減
少

乃

至

潰

滅
を

意
味
し

た

か

ら
で

あ

る
｡

現

実
に

自
己
の

宋
邑
に

そ

の

よ

う

な

集

団

的
逃

散
が

起
ら

な

く
て

も
､

過
重

な

労
役
の

強
制
は

民
の

集
団

的

逃

散
を

惹
起
す
る

可

能
性
が

あ

る

こ

と

の

認

知
は

､

無
言

の

圧

力
を

以
て

､

貴
族
階
級
に

何
ら
か

の

対

処
を

迫
っ

た

の

で

あ

る
｡

事
実

､

前
述
の

梁
国
の

民
の

集
団

的
逃

散
が

お

こ

っ

て
､

頻

回
が

亡
び

た

の

は

甲
C
･

六

四
一

年
で

あ

る

が
､

そ

れ

か

ら
百
二

十
二

年
た
っ

た

甲

C
･

五
一

九

年
に

な
っ

て

も
､

こ

の

梁
国
の

民

の

集
団
逃

散
の

事
例
は

､

貴
族
階

叔
に

と
っ

て

留
意
し
な

け
れ

ば

な

ら

な
い

教

訓
と

し
て

､

楚
の

国
で

も

語
り

継
が

れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

す

な

わ

ち
､

楚
国
の

令
声
の

嚢
瓦

が

民

を

徴

発
し

て

邦
に

築
城
工

事
を

行
っ

た

と

き
､

沈
平

成
は

■
五
日

､

梁
伯

､

其
の

公

宮

に

溝
ほ

り

て
､

民

潰
ゆ

｡

民
そ

の

上

を

弄
つ

､

亡
び

ず
し

て

何
を

か

待
た

ん
+

と
い

い
､

民

力

を
つ

い

や

し

て

城
を

築
く
よ

り

は
､

内
政

を

と

と

の

え
て

､

民
が

安
心

し
て

野
に

働
け
る

よ

う
に

す
る

こ

と
の

方
が

､

国
を

守
る

の

に

益

が

あ

る
､

と
い

う

意
味
の

こ

と

を
い

っ

て

い

る

(

左

伝
昭

公
二

十
三

年
)

｡

魯
の

国
で

は
､

宣

公

十
五

年
(

甲
C
.

五

九
四
)

に
､

｢

初
め

て

畝
に

税
す
+

(

春
秋

経

宜

公

十
五

年
)

と
い

う

改
革

を

行
っ

た
｡

公

羊
伝
の

何
体
の

注
で

は
､

｢

時
に

宜

公
､

民
に

恩

信

な

し
､

民

は

力

を

公

田

に

尽

す
を

肯
ぜ

ず
､

故
に

履
践
案
行
し

て

そ

の

善
畝

穀

最
好
な
る

者

を

択
ん

で

之
を

税
取
す
+

と

い

い
､

塩

鉄
論
の

取

下

篇
で

は

｢

周
の

末
塗
に

及

ん

で
､

徳
恵

塞
が

り

て

嗜
欲

衆
く

､

君

奪
移
と

な
り

て

上
の

求
め

多
し

｡

民

下
に

困
し

､

公

事
(

公
田

耕
作
)

を

怠
る

｡

是
を

以
て

畝
を

履
む
の

税
有
り

｡

+

と
い

い
､

漢

書
食

貨
志
は

｢

周

室
既
に

衰
え

て
､

暴
君

汚
吏
其
の

経
界
を

慢
に

ほ

し

い

ま

ま

お

こ

し
､

解
役

横

に

作
り

て

政

令
信

な

ら

ず
､

上

下

相

詐
り

て

公

田

お

さ

ま

治

ら

ず
｡

故
に

魯
の

宣

公

初
め
て

畝

に

税

し
､

春

秋
こ

れ

を

讃

る
｡

+

と
い

っ

て

い

る
｡

以
上

の

漢
代
文

献
を

通

じ
て

共

通

に

云

え

る

こ

と
は

､

漢
代
の

人
々

は
､

魯
の

宜

公
が

｢

初
め
て

畝
に

税

す
+

る

に

至
っ

た

そ

の

理

由
を

､

国

君
や

貴
族
の

民
に

対

す

る

酷

使
が

は

な
は

だ

し

く
な
っ

た

の

で
､

民
は

公
田

耕
作
の

た

め
の

労

力

提
供

を

怠
る

よ

う
に

な

り
､

そ

の

た

め

公
田

か

ら

の

収

穫
が

上

ら

な

く
な
っ

た

た

め
､

畝
に

税
す
る

に

い

た

っ

た

と

解
釈
し
て

い

る

こ

と
で

あ

る
｡

魯
の

宣

公
の

時
代

と
ほ

ぼ

同
じ

頃
に

､

周
の

定

義
公
が

隣
国
の

乱
れ

た

状
況

を

報
告
し

た

こ

と

ば

の

中
に

､

｢

今
､

〃
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陳
国

は

道

路
知
る

可
か

ら

ず
､

田

は

草
間
に

在
り

､

功
成
る

も

収

め

ず
､

民

は

(

国
君
の
)

逸
楽
に

罷
る
+

と

国

語
の

周

語
に

の

べ

ら
れ

て

お

り
､

民

が
､

国

君
の

収

奪
に

罷
弊
し

て
､

耕
地

は

た

が

や

さ

れ

ず
に

放
置
さ

れ

て

徒
事
が

お

い

し

げ
っ

て

い

る

状
況
が

そ

こ

で

の

ぺ

ら
れ

い

る

が
､

こ

れ

ら
の

こ

と

を

考
て

見
る

と
､

上

記

の

｢

初
め

て

畝
に

税
す
る
+

に

至
っ

た

理

由
に

つ

い

て

の

漢
代
の

人
々

の

解
釈
は

､

何
か

も

と
づ

く

と
こ

ろ
が

あ

っ

た

の

で

あ

ろ

う
｡

｢

畝
に

税
す
る
+

と
は

､

民

に

わ

り

あ

て

ら
れ

て

い

る

耕
地

(

所

謂
私

田
)

に

税
を

課

す
こ

と

で

あ

る
｡

従

来
､

都
の

邑
の

民
は

､

公

田

に

労
力

を

提
供
す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

そ

の

公

田

の

生

産
物

を

国

君
や

貴
族
に

捧
げ
て

い

た

の

で

あ

る

が
､

｢

国
+

の

土

木
工

事
そ

の

他
の

解
役
の

負
担
が

き

び

し

く

な
る

に

つ

れ

て
､

民

は

そ

の

負
担
に

堪
え

き

れ

ず
､

公

田

耕
作
の

た

め

の

労
力

捷
供
を

も

怠

る

よ

う
に

な

り
､

そ

の

た

め
､

国
君
や

貴
族
は

､

部
の

邑
の

そ

れ

ぞ

れ

の

公
田

か

ら
の

収

穫
に

期
待
で

き

な

く

な
っ

た

た

め
､

公

田

で

は

な

く
､

民
に

割
当
ら

れ

て

い

る

耕
地

に

税
を

課
す
る

こ

と

に

な
っ

た
､

と

考
え

ら
れ

る
｡

し

か

し

な

が

ら
､

こ

こ

で

注
意
す
べ

き
こ

と

は
､

｢

畝
に

税

す
+

と

は
､

公

羊
伝
に

い

う
よ

う
に

｢

畝

う

ね

を

履
ん

で

税
す
+

る

こ

と

で

あ

り
､

畝
数
を

計
っ

て
､

即

ち

耕
地

面

積
を

は

か
っ

て

税
を

課
し

た

こ

と

で

あ

る

と

す

る

と
､

そ

れ

は

す
で

に
､

民
の

そ

れ

ぞ

れ

の

占
有
地
が

均

等
で

は

な

く
な
っ

て

い

畑

る

こ

と

を

前

掟
と

し

て

い

る
､

と

解

し

な

け

れ

ば

な

ら
な
い

｡

も

さ

か

い

と
の

土

地
の

経

界
は

す
で

に

み

だ

れ

て

い

た
､

と

考
え

ら
れ

る
｡

共

同

体

的
規
制
の

下
で

の

ほ

ぼ

均

等
な

土

地
の

割
り

当
て

と
い

う

こ

と

は
､

少
く

と

も

我
々

の

当

面

す
る

春
秋
時
代

中

期
の

｢

都
+

の

邑

に

お

い

て

は
､

す
で

に

く

ず
れ

て

い

た
､

と

考
え

ざ

る

を

得

な
い

｡

直
接
に

部
の

邑
の

農
民

に

つ

い

て

で

は

な

い

が
､

我
々

は
､

こ

さ

か

い

の

当

時
の

耕
地
の

経

界
が

相
当

み

だ

れ

て

来
て

い

る

こ

と

は
､

他

の

国
の

場
合
に

で

は

あ

る

が

左

伝
の

記
載
か

ら

も

知
る

こ

と
が

で

き

る
｡

鄭
国
の

執
政
の

貴
族

(

卿
)

で

あ

る

子

細

は

土

地

区

劃
整

さ

か

い

理

政

策
を

お

こ

な
い

､

土

地
の

経

界
を

み

だ

し

て

土

地

を

兼
併
し

さ

か

い

て

(

土
地

の

経
界
の

た

め

に

の

こ

さ

れ

て

い

た

広
い

空
地

を

侵
占

し
た

と

解

釈
さ

れ

る
)

､

土

地

占

有
の

拡

大

を

は

か
っ

た

人

々

(

士
)

の

不

法
侵
占
の

土

地

を

と

り

上

げ
て

､

も

と
の

土
地

区

劃

ど

お

り
に

､

土

地
の

経

界
を

定
め

､

そ

こ

に

｢

地

溝
+

(

潅

漑

用

の

水

路
)

を

設
け
た

｡

そ

の

た

め
､

こ

の

子

翻
の

政

策
に

よ

り
そ

の

不

法

侵
占
の

土

地

を

削
り
と

ら
れ

た

司

氏
･

堵
氏

･

侯
氏

･

子

師
民
ら

は

そ

の

他
の

不

達
の

徒
を

あ

つ

め

て

振
乱

を

お

こ

し
､

公

宮
に

攻
め

入
っ

て
､

子

翻

ら
の

執
政

者
を

殺

害
し

た
､

と

左

伝

裏
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公

十

年
の

条
に

記
さ

れ
､

春
秋
の

経
文
で

は
､

こ

れ

ら

坂
乱

者
を

｢

盗
+

と

記
し

て

い

る
｡

杜
頚
は

こ

れ

ら
の

人
々

は

み

な
士

で

あ

る

と

い

っ

て

い

る

か

ら
､

戦
士

と

し
て

の

国

人

層
の

人
々

か

と

思

わ

れ

る

が
､

そ

こ

に

は

土

地

占

有
の

拡

大

と

私

有
化
を

は

か

る

士

の

動
き
と

､

之
を

抑
え

て

旧

来
の

秩
序
の

維
持

強

化

を

は

か

る

｢

国
+

の

執
政

者
と

の

間
の

き

び

し
い

緊
張
関

係
が

あ

る
｡

こ

の

よ

う

な

国
人

(

士
)

に

よ

る

土

地

侵
占
は

､

｢

国
+

の

軍

隊

を

構

成

す
る

戦
士
の

母

胎
で

あ

る

｢

郷
+

に

お

け

る

共

同
体

的
秩
序
の

撹
乱
を

意
味
し

､

そ

れ

は

同

時
に

｢

国
+

の

旧

来
の

軍

隊
の

維
持

に

と
っ

て

も

重

大

な

脅
威
を

意
味
す
る

も

の

で

あ
っ

た
｡

こ

の

子

翻
の

土

地

区

劃
整
理

政

策
は

､

お

そ

ら

く
こ

の

よ

う

な

傾
向

を

阻

止

し

ょ

う
と

と

し

た

も
の

で

あ
っ

た

ろ

う
｡

こ

れ

か

ら
二

十

年
後

､

同

じ

く

鄭
の

執
政

(

卿
)

の

地

位
に

つ

い

た

子

産
が

子

細
の

政

策

を

雁
承
し

て

｢

田

に

封
池
有
り

､

慮

井
に

伍
有
ら

し
+

め

ん

と

す

る

土

地

区

劃
整

理

政

策
を

再

び

実
行
し

て
､

そ

れ

に

よ
っ

て

土

地

を

け

ず
ら

れ

た

人

人
の

怨
み

を

か

っ

た

こ

と

は
､

国
人

層
の

間
に

土

地
の

不

法
侵
占
に
･
よ

る

土

地

占
有
の

不

均

等
化
の

動
き
が

､

そ

の

跡
を

た

た

な
い

こ

と

を

物
語
る

も

の

で

あ

ろ

う
｡

子

産
の

こ

の

政

策
は

､

｢

都
都
(

国

都
と

都
の

邑
)

を

し
て

章
あ

ら

し

め
+

上

下

服
あ

ら

し

め

ん

と

す
る
+

､

い

い

か

え

れ

ば
､

く

ず
れ

ゆ

く

旧

来
の

｢

鼠
+

と

｢

部
+

の

秩
序
を

な

ん

と

か

旧
に

も

ど
さ

ん

と

す

る
､

一

連
の

旧

体

制

強

化

策
の

一

環
を

な

す
も
の

で

あ
っ

た

の

で

あ

る

(

左

伝
蓑
公
三

十

年
)

｡

魯
の

国
の

､

今
我
々

が

問
題
に

し
て

来
た

｢

初
め
■
て

畝
に

税
す
+

と
い

う
政

策
は

､

前
述
の

如
く

､

公

羊
伝
に

い

う

よ

う

に
､

｢

畝

う

ね

を

層
ん

で

税
す
る
+

こ

と

で

あ

り
､

畝
数
を

計
っ

て
､

即

ち

耕
地

面

積
を
は

か

っ

て

税
を

課
し

た

こ

と
で

あ

り
､

そ

れ

は

す
で

に
､

農
民
の

耕
地

占

有
の

不

均

等
化
が

前

掟
に

な
っ

て

い

る

と
､

解
す

る

外
は

な

い

と

す
る

と
､

こ

の

魯
国
の

政

策
は

､

｢

都
+

の

邑

の

場
合
に

つ

い

て

で

あ

る

が

益
々

進
行

す
る

土
地

保
有
の

不

均
等
化

を

阻
止

し

ょ

う

と

す

る

の

で

は

な

く
､

そ

の

不

均

等
化
の

傾
向

を

そ

の

ま

ま

認
め

て
､

之
に

税
を

課

す
も

の

で

あ

る

点
で

特
徴
的
で

あ

る

と
い

え

る
｡

従
っ

て

そ

れ

は
､

単
に

､

以

前
の

｢

発
+

よ

り

も

民
に

と
っ

て

苛

酷
だ

と
い

う

理

由
か

ら

だ

け
で

は

な

し
に

､

三

伝
の

著
者
の

よ

う
に

古
い

｢

国
+

の

支

配

秩
序
に

価
値

を

お

く

人

人

か

ら

は
､

礼
(

旧

秩
序
)

に

反

す
る

も

の

と

し

て

非

難
さ

る
べ

き

性
櫓
の

も
の

で

あ

っ

た

の

で

あ

る

が
､

し

か

し
､

古
い

｢

国
+
･

｢

都
+

の

秩
序
の

崩
壊
過

寒
と
い

う
も

の

は
､

好

む

と

好
ま

ざ

る

に

拘
ら

ず
､

歴
史
の

進
み

ゆ

く

方
向

で

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

呂

氏

春

秋
の

審

分

覧
に

｢

今
､

衆
地

を

以
て

す
る

者
(

衆
を

以
て

地
を

乃
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治

す
る

者
)

､

公

作
(

公
田

耕
作
)

な

れ

ば

則
ち

遅

し
､

そ

の

カ

ナ
み

や

か

を

匿
す

所
あ

れ

ば

な

り
､

分

地

な
れ

ば

則

ち

速

な

り
､

(

其
の

カ

を
)

匿
す

所
な

け
れ

ば

な

り
+

と

記
さ

れ

て

い

る

よ

う
に

､

民
の

労
役
提
供
に

よ

る

公
田

の

共
同

耕
作
は

､

民
の

私
田

耕
作
に

此

す

れ

ば
､

は

る

か

に

非
能
率

的
で

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

公
田

の

共

同

耕
作
の

場
合
に

は
､

民
は

､

そ

の

も
つ

力

を

十

分
に

尽
さ

な

い

か

ら

そ

の

生

産
力

は

低
く

､

こ

れ

に

反
し

､

自
己
の

耕
地
の

耕
作
の

場
合
は

､

そ

の

収

獲
物
は

自
己
の

入
と

な

る

の

で

あ

る

か

ら
､

民

ほ

そ

の

カ
を

尽

し

て

積
極
的
に

生

産
に

あ

た

る
｡

そ

の

労
働
の

生

産
力
も

自
ら

高
く
な

る

わ

け
で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

民
の

生

産
意

欲
が

､

か

つ

て

の

均
等
な

土

地

分

配
の

共

同

体

的

制
的
を

や

ぶ
っ

て
､

少
く

と

も
､

我
々

の

当

面
し

て

い

る

春
秋

中
期
に

至
る

間
に

お

い

て

は
､

そ

の

或
る

者
は

､

そ

の

土

地

占
有
の

拡

大
を

行
い

､

民
の

間
に

不

均

等
な

土

地
の

占
有
を

現

出
せ

し

め
る

に

い

た

っ

て

い

る

の

で

あ

ろ

う
｡

公

田

耕
作
の

た

め

の

民
の

労
力

提
供
の

強
制

を
い

つ

ま
で

も

つ

づ

け
る

こ

と

は
､

こ

の

よ

う
な

段
階
に

な
る

と

そ

の

意
味
で

､

民
の

生

産
意
欲

を

阻
害
し

､

生

産
力
の

発
展
に

桂

桔
を

か

け
る

こ

と

を

意
味
し

､

当

然
そ

こ

か

ら
､

公

田

に

お

け
る

収

獲
の

減
少
が

結
果
さ

れ

て

く
る

｡

民
が

そ

の

力
を

尽
さ

な

い
､

そ

の

よ

う
な

公

田

耕
作
の

強
制
よ

り

も
､

｢

国
+

の

支

配
者

層
は

､

よ

り

豊
か

な

生

産
物
の

収

奪
を

確
保
す

る

た

め
に

､

民
が

そ

の

力

加

を

尽
し

て

生

産
に

は

げ

む

私
田

の

収
獲
物
に

目

を

つ

け
て

､

そ

こ

か

ら

税
を

収
奪
す

る

こ

と
に

転
換
し
た

こ

と

は
､

民
の

自
己
の

た

め

に

す
る

生

産
意
欲

を

十

分
に

発
揮
さ

せ

る

方
向

に

お

い

て
､

そ

れ

を

認
め

て
､

逆
に

そ

れ

を

利
用
し
て

そ

の

成

果
を

収

奪
し

ょ

う

と

す
る

全

く

新
し
い

政

策
の

転
換
を

意
味
す
る

｡

そ

れ

は
､

歴
史

の

動
き

､

民
の

動
向
を

直
視
し
て

､

そ

れ

を

お

さ

え

よ

う
と

す
る

の

で

は

な

く
､

そ

れ

に

の

る

こ

と

に

よ
っ

て
､

却
っ

て

収

奪
を

確

実
に

し

よ

う
と

す
る

も

の

で

あ
っ

た
｡

そ

れ

で

も
､

斉
国
の

例
で

み

あ

る

が
､

伍
都
の

制
に

お

い

て

｢

地

を

相
て

､

征

(

税
)

を

表

す

れ

ば
､

則
ち

民

移
ら

ず
+

(

国

語
､

斉
語
)

と
あ

る

よ

う
に

､

土

地
の

地

味
の

如
何
に

よ

っ

て

税
に

差
等
を

つ

け
て

加
減
す
る

と
い

う

慎
重
な

配

慮
を

行
わ

な
い

と
､

民
は

な

お

逃
散
の

危
険
が

あ

っ

た
の

で

あ

る
｡

し

か

し
､

そ

れ

は

従

来
､

氏

族
制
的
な

共
同

体

的

規
制
の

下
に

埋

没
し

て

い

た

氏

族

成

員
(

そ

れ

は
､

も

ち

ろ

ん

単

家

族
な

ど

で

ほ

な

く
､

家

父
長
的

な

小

血

族

集
団
)

が

次

第
に

頭

を

も

た

げ
て

く
る

そ

の

歴
史
の

動
き

に

着
目

し
て

の

新
し
い

政

策

で

あ
っ

た

の

で

あ

る

が
､

そ

こ

で

の

把

握
の

関
心
は

､

ま

だ
､

個

々

の

民

で

は

な

く
､

土
地

で

あ

っ

た
｡

そ

の

氏

族

成

員
は

､

私
田

占
有
者
で

も

あ

る

が
､

そ

れ

は

ま

だ

単

家

族
な

ど
で

ほ

な
い

｡

そ
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れ

は

｢

十
重
の

邑
+

と
か

｢

百

室
の

邑
+

と

か

い

わ

れ

る

｢

窒
+

で
､

お

そ

ら

く
は

家

父

長

的
な

小
血

縁
集
団
で

あ

ろ

う
｡

畝

は

も

と

も

と

は

｢

う
ね
+

で

田

地

を

耕
作
す
る

上

で

の

あ

る

種
の

形

体

を
さ

し

て

い

っ

た

も
の

で

あ

る

が
､

今
や

こ

の

｢

室
+

の

耕
地

の

面

積
を

は

か

る

単
位
と

も

な
っ

て

く
る

の

で

あ

る
｡

そ

こ

で

は

耕

地
に

対

す
る

共

同

体

的
規
制
は

う

す
れ

て

行
っ

て

も
､

共
同

体

的

関
係
が

す
べ

て

消

失

す
る

の

で

は

な
い

｡

従

来
の

氏
族
制
的

共
同

体
に

次

第
に

地

縁
的
共

同

体
の

要
素
が

加
味
さ

れ

て

新
し
い

共
同

体
的
関
係
に

転
化

し
て

い

く
の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

､

｢

初
め
て

畝
に

税
す
+

と

い

う

政

策
は

､

そ

の

支
配
す

る

都
の

領
邑
の

共

同

体

内

部
に

生

じ
て

来
る

新
し
い

農
民

の

動
向

を

つ

か

ん

で
､

そ

れ

に

即

応
す
る

こ

と
に

よ

っ

て

逆
に

自

ら

を

豊
か

に

す
る

政

策
な
の

で

あ

る

が
､

こ

の

政

策
は

同

時
に

､

こ

の

よ

う
な

政

策
を

断
行

し

た

｢

国
+

の

執
政
の

貴
族

(

卿
)

自

体
が

｢

国
+

の

共

同

体

的

規
制

を

は

ら
い

の

け

て
､

自
己
の

権
力

を

確
立

し

て

行
こ

う
と

す

る

｢

国
+

に

お

け
る

新
し
い

動
き

の
一

環
を

な

す
も

の

で

も

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

｢

国
+

に

お

け

る

変

質

過

程
は

｢

都
+

の

｢

邑
+

に

お

け
る

変
質
過

起
と

対

応
し

て

す

す

め

ら
れ

て

い

く
の

で

あ

る
｡

こ

の

｢

初
め

て

畝
に

税
す
+

と
い

う

政

策
を

断

行
し

た

の

は
､

｢

国
+

の

執
政
の

貴
族

(

卿
)

で

あ

る

季
孫
氏
で

あ

っ

た

と

思

わ

れ

る
｡

左

伝

昭

公
二

十

七

年
に

､

宋
の

楽
郁
が

か

た

っ

た

こ

と

ば

と

し

て

｢

政
､

季
氏
に

在
る

こ

と

三

世
､

魯
君

政
を

喪
う
こ

と

四

公
+

と

記
さ

れ

て

い

る

が
､

そ

の

四

公
し
+

は
､

杜
頚
の

注
も

い

う

よ

う
に

､

昭

公
か

ら

逆
算
し

て
､

昭
･

嚢
･

成
･

宜

と

な

り
､

魯

国
で

は

宣
公

よ

り

政

治
の

実

権
が

季
孫
氏
(

季
文

子
･

季
武
子

･

季
平
子
)

に

う
つ

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

か

ら
で

あ

る
｡

又

左

伝
昭

公
三

十
二

年
に

も
､

史
墨
の

言
と

し

て
､

｢

政
の

季

氏
に

あ

る
､

こ

の

君

(

昭

公
)

に

お

い

て

四

公

な

り
+

と

記
さ

れ

て

お

り
､

同

ほ

し

い

ま

じ
こ

と

が

確
認
さ

れ

る
｡

｢

魯
の

君
世
々

其
失

(

侠
)

を

従

ま
に

し
､

季
氏

世
々

其
勤
を

修
む
+

と

あ

る

よ

う
に

､

宣

公
の

と

き

よ

り
､

魯
国
の

実

際
の

政

権
を

に

ぎ
っ

て

い

た

の

は

季
孫
氏
で

あ
っ

た
｡

当

時
魯
の

｢

国
+

の

支

配

層
で

あ

る

国

君
や

､

貴
族
た

ち

は
､

二

つ

の

切

迫
し

た

緊
張
関
係
の

中
に

お

か

れ

て
､

問
題
の

解

決
を

迫
ら

れ

て

い

た
｡

一

つ

は
､

そ

の

支

配
す

る

｢

都
+

の

邑

の

農
民

と
の

関
係
に

お

い

て

で

あ

り
､

一

つ

は

｢

国
+

中
の

国
人
と

の

関

係
に

お

い

て

で

あ

る
｡

｢

初
め

て

畝
に

税
す
+

と
い

う

政

策
は

､

上

来
見
て

来
た

よ

う

に
､

｢

国
+

の

支

配

す
る

｢

都
+

の

邑
に

お

け
る

農
民

た

ち

の

新

し
い

動

向
に

迫
ら

れ

て
､

そ

れ

に

対

応
し

て

そ

の

経
済
的

収

奪
を

別
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確

保
す
る

た

め

に

と

ら

れ

た

政

策
で

は

あ

る

が
､

そ

れ

を

強
力
に

き
み

お

し

す

す
め

て

行
っ

た

の

は
､

｢

国
+

に

お

い

て

も
､

漸
く

､

公

(

国

君
)

の

も

つ

共
同

体

的

規
制
権
を

は

ね

の

け
つ

つ
､

そ

れ

ぞ

れ

の

家

父

制
的
権
力
の

確
立

を

は

か

り

は

じ

め

た

貴

族
(

三

桓

氏
)

､

殊
に

は
､

そ

の

筆
頭
の

地

位
に

あ
っ

て
､

卿
と

し
て

｢

国
+

の

実

権
を

に

ぎ

り
つ

つ

あ
っ

た

季
孫

氏
で

あ

っ

て
､

そ

れ

に

よ
っ

て
､

領
邑
の

農
民

に

対

す

る

収
奪
を

確
実
に

し

よ

う
と

し

た

も
の

と

考
え

ら

れ

る
｡

他
方

､

｢

国
+

の

貴
族
た

ち

は
､

｢

国
人
+

と

の

関

係
に

お

い

て

も
､

解
決

を

迫
ら
れ

る

問
題
を

か

か

え

て

い

た
｡

本
稿
の

冒
頭
に

お

い

て

ふ

れ

た

よ

う
に

､

｢

国
人
+

は
､

｢

国
+

の

基
層
を

な

す

構
成

分

子
で

あ

り
､

戦
士
と

し

て

｢

国
+

の

軍
隊
を

構
成

す
る

重

要
な

人
的
基
盤
で

あ
っ

た
｡

｢

国
+

の

執

政

の

貴

族

(

卿
)

は
､

｢

国

人
+

の

｢

郷
+

に

お

け

る

生

活
の

安

定
､

そ

こ

に

お

け
る

集
団

秩
序
の

維
持
に

､

多
く
の

配
慮
を

は

ら

わ

ね

ば

な

ち

な
か

っ

た
｡

そ

の

配

慮
を
お

こ

た

っ

て
､

専
断
の

行
動
が

つ

の

れ

ば
､

国

君
や

貴
族
は

､

｢

国
人
+

か

ら
の

批
判
や

､

｢

国
人
+

の

背
叛
に

当

面
し

な

け
れ

ば

な

ら

な
か

っ

た
｡

貴
族
の

｢

卿
+

へ

の

就
任
や

､

卿
と

し

て

の

地

位
の

維
持
に

は
､

｢

国
人
+

の

支

持
が

､

一

つ

の

重

要
な

要
因
と

し
て

働
い

て

い

た

の

で

あ

る
｡

諸

国
の

卿

が

そ

の

地

位
を

確
保
し

､

そ

の

族
的

勢
力
を

増
大
し

て

行
く

た

め

に

は
､

一

方

に

お

い

て

は
､

そ

の

経

済
的

基
盤
で

あ

る

領
邑
か

ら

㍊

の

収

奪
の

確
保
と

増
大
が

必

要
で

あ

っ

た

ば

か

り

で

な

く
､

伯

方

に

お

い

て

は
､

｢

国
人
+

の

支
持
の

確
保
が

必

要
で

あ

っ

た

の

で

あ

る
｡

諸

国
の

野
心
あ

る

貴
族
は

､

例
え

ば
､

餞
饉
の

と

き
に

国

人
に

粟
を

放
出
し
て

､

国
人
の

信
望

を

得
よ

う
と

し

た

宋
の

公

子

飽
や

､

鄭
の

子

皮
の

よ

う
に

､

国

人
に

陰
徳
を

施
す
こ

と
に

よ

っ

て
､

そ

の

支

持
を

確
保
し
ょ

う
と

し

た

の

で

あ

る
｡

こ

れ

を
一

歩

す

す
め

て
､

よ

り

徹
底
的
に

､

｢

国
人
+

に

恩
恵

を

与

え

る

こ

と

き

み

に

よ

っ

て
､

公
と

の

関

係
を

た

ち

切

ら
せ

､

そ

れ

を

自
己
の

私

臣

と

す
る

こ

と

を

断
行

し

た

の

が
､

魯
の

三

桓

氏

で

あ

っ

て
､

｢

初

め
に

畝
に

税
す
+

と

い

う

政

策
を

行
っ

て

か

ら
､

三

十
二

年
後

､

魯
の

蓑
公

十
一

年
､

季
孫
氏
の

提
唱
に

よ

る
､

｢

三

軍

を

作

り
､

公

室
を

三

分

す
+

と
い

う
左

伝
の

記

述
は

､

そ

の

よ

う
な

政

策
の

(

1 4
)

断
行
を

意
味
し

た
｡

そ

の

こ

と
に

つ

い

て

は
､

前
項
で

く

わ

し

く

分

析
し

た

と

こ

ろ
で

あ

る
｡

そ

れ

は
､

郷

邑
の

組
織
の

中
に

い

る

国
人
に

､

一

方
で

は

公

賦
の

二

倍
の

過

酷
な

負
担
を

課
し

､

季
孫

氏
に

臣
従

す
れ

ば
､

公

賦
を

一

切

免
除
す
る

と

い

う

恩
恵
を

与

え

る

こ

と

に

よ
っ

て
､

季
孫
氏
は

､

国
人

を

自
己
の

私

従
に

転
換
さ

せ

よ

う
と

し

た

の

で

あ

る
｡

｢

国
+

中
に

お

け
る

国

君
･

貴
族

と

国
人

と
の

関

係
は

､

こ

こ

に

重

要
な

変
貿
過

程
を

示

す
こ

と
に

な



( 2 3 ) 春秋 時代 の 貴族 と農民

る
｡

三

植
民

に

よ

る

国
人
の

私

臣

化
が

､

も

し

も

徹
底
し

て

国
人

全

員
に

及
ん

だ

と

仮

定

す

れ

ば
､

魯
の

｢

国
+

は
､

少

く

と

も

｢

国
+

中
に

関
す

る

限

り
､

な

お

残
る

そ

の

共
同

体

的
性
格
を

失

っ

て
､

三

桓

氏
の

そ

れ

ぞ

れ
の

家

長
の

家
父

長
制

的
支
配
の

下
に

分

割
さ

れ

る

こ

と

に

な

ろ

う
｡

現

実
に

は
､

し

か

し
､

そ

う
な

ら

き
ふ

な

く
て

､

微
力
化
し

な
が

ら

も
､

な
お

公
は

存
続
し

っ

づ

け
る

の

で

あ

る

が
､

し

か

し
､

古
い

共

同

体

的

遺
制
を
の

こ

し

た

｢

国
+

か

ら
､

家

父

長
制

的
支
配
の

国
家
へ

の

転
換
の

契
機
は

､

す
で

に
､

そ

こ

に

あ

っ

た

の

で

あ

る
｡

以

上

私
た

ち
は

､

｢

初
め
て

畝
に

税
す
+

と

い

う
春

秋

の

経

文

に

つ

い

て
､

こ

の

措
置
を

礼
に

非
ず
と

し
て

非
難
し

､

古
の

制
と

し

て

｢

籍
+

と
い

う

方

法
を

説
い

た

三

伝
の

解

釈
を

た

よ

り
に

､

出
来
る

だ

け

そ

の

解

釈
の

線
に

沿

う
て

今
日

の

わ

れ

わ

れ

の

こ

と

ば

で

問

題
を

復
原

し
て

み

た
｡

こ

の

三

伝
の

解

釈
は

､

｢

都
+

の

邑

の

民
の

集
団

的

な

奴

役

的

労

働
の

上

に

支
え

ら

れ

て

い

る

｢

国
+

の

も
つ

氏

族
制
的

､

共
同

体

的

秩
序
の

側
面

に

価

値
を

お

く

観
点
に

立
つ

も
の

で

あ
っ

て
､

こ

の

観
点

か

ら
､

こ

の

｢

国
+

と

｢

都
+

と
の

旧
い

体

制
的
関
係
の

変
革
(

そ

れ

は

歴
史
の

す

す

み

ゆ

く
方

向

で

あ
っ

た
)

を
､

い

た

み

非
難

す
る

も

の

で

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う

な

復
原
が

今
日

す
で

に

明

ら

か

に

さ

れ

て

い

る

周

辺
の

諸

関
係
と

ど
の

点
が

矛

盾
す
る

か

が
､

改
め

て

検
討

さ

る
ぺ

き

で

あ

ろ

う
｡

他

方

又
､

三

伝
の

解
釈
と

は

別
に

､

こ

の

｢

初
め
に

畝
に

税
す
+

と
い

う

政

策
を

｢

国
+

と

｢

都
+

の

邑
の

農
民
と

の

間
の

生

産
関
係
を

規
定

す
る

も
の

と

し

て

で

は

な

し

に
､

国
君

と

貴
族
と
の

間
の

関
係

､

即

ち

貴
族
の

新
に

開
墾
し

た

私

有

(

1 6
)

の

田

に

対

す
る

課
税
と

解
す

る

郭
沫
若
の

見
解
が

あ

る
｡

当

時
の

魯
の

国

君
が

果
し

て

有
力

貴
族
の

利
益
に

反

す
る

よ

う
な

政

策
が

と

れ

る

だ

け
の

独

白
の

権
力

を

も
っ

て

い

た
か

ど

う
か

と
い

う

問

題
も
ふ

く

め
て

､

戦
国

時
代
へ

か

け
て

の

全
体
の

歴

史
の

動
き

の

中
に

お

い

て

検
証
し

､

ど

ち

ら

が

よ

り

説
得
力
を

も
つ

か

改
め

て

検
討
さ

れ

な

け
れ

ば

な

ら
な
い

｡

す
で

に

紙
数

を

超
え
て

い

る

の

で
､

別
の

機
会
に

ゆ

ず
ら
ざ

る

を

得
な
い

｡

(

1
)

増
淵

龍
夫

｢

春

秋

時

代
の

社

会
と

国
家
+

岩

波

講
座

世

界
歴
史

4

『

東

ア

ジ

ア

世

界
の

形

成
Ⅰ
』

所

収
､

一

九

七

〇
｡

(

2
)

こ

の

間
題
に

つ

い

て

は
､

佐

藤
武

敏

｢

春
秋

時

代

魯
国
の

斌

税

制
改

革
に

関

す
る

一

考
察
+

(

中

国

古
代

史
研
究

会

編

『

中

国

古

代

の

社

会
と

文

化
』

一

九
五

七
)

が

あ

る
｡

(

3
)

そ

れ

ら
の

研

究
の

中
で

は
､

と

く
に

楊
寛
｢

試
論
西

周

時

代

的

奴

隷
制
生

産

関

係
+

､

同

｢

試

論
中

国
古

代

的

井
田

制
度

和

村

杜

絶

織
+

(

い

ず
れ

も

『

古

史
新

探
』

北

京
一

九
六

五

所

収
)

ほ

示

唆

す

鮎
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る

と
こ

ろ

多
い

｡

(

4
)

増
淵

龍

夫

『

中

国

古
代

の

社
会

と

国

家
』

第

三

篇
第

〓
早

｢

先

泰

時

代
の

山

林

薮
沢
と

秦
の

公

田
+

､

弘

文

堂
一

九

六

〇

年
｡

(

5
)

加

藤
常

賢

｢

公

私

考
+

歴
史
学

研

究

第

九

六

号
､

昭

和
十

七

年

二

月

号
｡

(

7
)

宮
崎
市

定

｢

古
代

中
国

賦

税
制
度
+

(

『

ア

ジ

ア

史
研

究

第
一

』

一

九
五

七

所

収
)

(

8
)

楊
寛

｢

籍
礼

新

探
+

『

古

史

新

探
』

北

京
､

一

九

六

五

所

収
｡

白

川

静

『

稿

本
詩

経
研

究
､

通

論

篇
』

第
三

章

｢

農
事

詩
の

研

究
+

昭

和

升
五

年
｡

笠

原

伸
二

｢

支

部

古

代
に

お

け

る

田

租

借

役
の

起

漁
+

支

部

学

第
十

巻
第

一

号
､

昭

和

十
五

年
｡

木
村
正

雄

｢

薄

田

と

助

法
+

(

『

東

洋

史
草

論
集
』

第
三
)

｡

(

9
)

卯
毀

｢

供
王

十

又
一

月

既

生

覇

丁

亥
､

栄

季
入
右

卯
立

中

延
､

栄

伯
呼

命
卯
日

､

載
乃

先

祖

考
死

前

党

公

宝
｡

昔

乃
祖

亦

既

命

乃

父

死

南

井
人

､

不

淑

取

我

家
朱

､

用

襲
､

今

余

非

敢

夢
先

公

有
進

退
､

余

慾

再
先

公

官
､

今

余

偉

命

汝
死

罰

弄

宮

秀
人

､

汝
辞

敢

不
善

､

錫

汝

商

事
四

､

穀

二

宗

奔

二

将
賛

､

錫

汝
鳥

十

匹
､

牛
十

､

錫

手

当

一

田
､

錫

千

客
一

田
､

錫
千

隊
一

田
､

錫

千

載
一

田
､

卯

拝
手

貞
子

､

敢

射

場
栄

自

体
､

用

作

賛
障

殴
､

卯

其

万

年
､

子
々

孫
々

永

襲
用

｡

(

1 0
)

白
川

静

｢

金

文
の

世

界
+

平

凡

社
､

昭

和
四

六

年
､

伊
藤
追

給

｢

西

周

時
代

に

お

け

る

王

権
の

消

長
+

研

究

第
三

五

号
､

一

九

六
五

｡

同

｢

甲

骨

金
文

に

見

え

る

邑
+

研

究

第
三

三

号
､

一

九

六

四
｡

(

1 1
)

伊

藤
道

治

｢

甲

骨

金

文
に

見
え

る

邑
+

(

1 2
)

大

克
鼎
｢

…
‥

錫

汝
井
人

奔
千

景

…
…
+

(

1 3
)

白

川

静

『

金

文
の

世

界
』

｡

(

1 4
)

こ

の

よ

う

な

関

係
の

推
移
を

直

接
一

義
的

に

確

証

す
る

よ

う

な

史

料

は

な
い

｡

徐

仲

野

(

｢

試

論
周
代

田

制
及

其

社

会

性

質
+

『

中

国

奴

隷
制

与

封

建

制

分

期

間

題

論
文

選

集
』

北

京
一

九

六
二

､

所

収
)

は
､

大

雅
出

璽
向

の

詩
に

あ

る

｢

王
､

召

伯
に

命
じ
て

､

申

伯
の

土
田

0

0

を

徹
せ

し

む
+

と

あ

る

徹
を

､

徹
取

と

解
し
､

原

住
の

謝
人

の

共

同

体
の

土
地

の

一

部
を

徴
収
し

て

公

田

と

し

た

と

解
し

て

い

る

が
､

必

ず
し

も
一

義
的
で

は

な
い

｡

楊
寛

(

｢

試
論
西

周

時

代

的

奴

隷

制

生

産
関

係
+

『

古

史
探

漁
』

北

京
一

九

六
五

所
収
)

も

考
え

方

と

し

て

ほ

同

様

な

方
向

で

問

題
を

展

開

し
て

い

る

が
､

一

義
的
な

確

証
が

あ

る

わ

け
で

は

な
い

｡

し

か

し
､

戦

国
･

秦

漢

時

代

の

人

々

の

､

公

田
･

私

田
に

関

す

る

解

釈
の

も

と
づ

く

と
こ

ろ
を

､

す
で

に

明

ら

か

に

さ

れ

た

周
辺
の

関

係
と
の

関

係
に

お

い

て

さ

ぐ
っ

て

行

く

と
､

こ

の

よ

う
な

顆

推
に

た

ち
い

た

る

の

で

あ
る

｡

(

1 5
)

注
1

参
照

(

1 6
)

郭
沫

若

『

奴

隷

制

時
代
』

北

京
､

一

九
七

三
｡

(

一

九
七

四
･

四

ニ
ー

〇
)

(

一

橋
大
学

教

授
)

β4




