
布
施
禰
平
治
著

『

明
法
道
の

研
究
』

隈

崎

渡

‥

ま

ず
本
書
の

構
成
か

ら

み

る
｡

第
一

部
唐
以

前
に

お

け

る

迭
家
と

法
吏

の

研
究
は

､

第
一

章
緒
言

､

第
二

章
法
家
と

法
術

､

第
三

革
酷
吏

､

第
四

孝
明
法
と

明

法
官

､

第
五

章
律
博
士
と

律
学
博
士

､

第
六

章
結
言
か

ら

成

り
､

第
二

部
明
法
道
は

第
一

草
緒
言

､

第
二

孝
明

法
道
の

確
立

､

第
三

革

官
制
上
に

お

け

る

明
法
道

､

第
四

孝
明
法
博
士
と

判
事
の

職
掌

､

第
五

革

明

法
勘
文

､

第
六

孝
明

法
道
と

官
司

､

第
七

草
明

法
家
の

記
録
的
業

績
､

第
八

草
明
法
家
学
の

世
襲

､

第
九

孝
明
法
道
の

衰
微
か

ら

成
り

､

第
三

部

明

法
家
列
伝
は

H
明
法
博
士

､

白
判
事

､

白
そ
の

他
と

し
て

計
九
十
六

名

が

列
挙
さ

れ
て

い

る
｡

第
一

部
は

題
名
か

ら
も

推
測
さ

れ

右

よ

う
に

､

わ

が

律
令
制
の

母

胎
た

る

唐
及
び

そ

れ

以

前
の

中
国
法
制
に

つ

き

明
法
道
の

沿
革
と

そ
の

思
想
的

評

基
底
を

論
じ

て

お

ら

れ
､

或
い

は

著
者
の

得
意
と

す
る

分
野
か

と

も

察
せ

ら
れ

る

が
､

こ

こ

で

は
､

わ
が

国
に

関
す
る

研
究
た

る

第
二

部
以

下
に

つ

い

て

些
か

所
論
の

内
容
に

触
れ
た

い

と

思
う

｡

そ

れ

に

し
て

も

著
者
布
施

( 1 25 )′ 書

博
士
は

極
め
て

謙
虚
な

挙

措
の

中
に

も
､

所
信
を

明
確
に

表
示
で

き
る

人

で

あ

る
こ

と
を

､

読
後
印
象
の

第
一

と

し

た
い

｡

律
令
系
立

法
の

沿

革
を

み

る

に
､

天
智
天
皇
元

年
(

六

六
二

年
)

に

近

江

令
が

制
定
さ
れ

､

天
武
天
皇
の

治
世

(

六

七

二

-
六

八

六

年
)

に

飛

鳥
浄
御
原
律
令

､

文
武
天
皇
の

大
宝

元
年
(

七

〇
一

年
)

に

大
宝

律
令

､

そ

れ

に

次
い

で

元

正

天
皇
の

養
老
二

年
(

七
一

八

年
)

に

養
老
律
令
が

そ

れ

ぞ

れ

制

定
さ

れ

て

い

る
｡

更
に

天
長
十
年
(

八
三

三

年
)

『

令
義
解
』

が

撰
定
さ

れ
､

こ

れ

は

今
の

コ

ン

メ

ン

タ
ー

ル

的
存
在
で

あ

る

が
､

令
と

同
じ

法
的
効
力
が

附
与
さ

れ

て

い

る
｡

こ

れ

に

よ

り
､

と
か

く

統
一

が

み

ら

れ
な

か
っ

た

今
の

解
釈
を

画
一

化
そ

う
と

し

た
の

が

そ
の

撰
定
の

理

由

で

あ
っ

た

と

さ

れ

て

い

る
｡

と
こ

ろ
が

､

こ

の

事
が

法
の

理

論
的
探
究
の

上

に

支
障
を

与
え

る
こ

と

に

な

り
､

惹
い

て

は

法
律
学
す
な

わ

ち

明
法
道

の

運
命
の

上
に

も

影
響
を

及
ぼ

す
こ

と
に

な
っ

た
｡

そ
の

間
の

経
緯
を

著

者
の

言
に

き
こ

う
｡

せ
っ

か

く
､

奈
良
時
代
の

中

期
か

ら

平
安
初
期
に

か

け

て
､

律
令
学

の

最
盛

期
を

迎
え
た

の

に
､

『

令
義
解
』

の

撰
修
施
行
に

よ
っ

て
､

律
令

講
究
の

意
欲
は

俄
然
凋
落
す
る

に

い

た
っ

た
｡

す
な
わ

ち
､

新

説
を

出

し
て

も
､

義
解
に

定
め

ら
れ

た

範
囲
内
の

も
の

で

は
な

ん

の

役
に

も

立

た

な
い

こ

と

に

な
る

｡

こ

の

た

め

に

ま
っ

た

く
の

枝
葉
末
節
の

も
の

以

外
に

は
､

法
解
釈
の

新
ら

し
い

発
展
は

望
ま

れ

な

く

な
っ

て

し

ま
っ

た
｡

せ
っ

か

く
の

律
令
も

早
く
か

ら

行
な

わ

れ

な

く

な
っ

た

部
分
が

あ

っ

た

と

し

て

も
､

ま

が

り

な

り
に

も

延
喜
ご

ろ

ま

で

は

忠
実
に

行
な

わ

れ
､

そ

の

後
､

行
な

わ

れ

な
い

部

分
が

逐
次
増
加
の

一

途
を

辿
っ

た
こ

と
に

つ

い

て

は

幾
多
の

理

由
が

あ
る

｡

私
は
こ

の
一

と

し
て

､

法
律
学

の

沿
革
史
の

上
か

ら

み

て
､

『

令

義
解
』

の

撰
修
施
行
と

法
学
者
の

冷

遇
の

二

を

採
り

あ
げ

る

も
の

で

あ

る
｡

(

序
)

3

で

は

右
に

挙
げ

ら
れ

る

｢

法
学

者
の

冷
遇
+

に

つ

い

て
､

博
士
は

こ

う

㍊
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経
け

ら

れ

る
酔

わ

が

国
の

政
治
理

念
は

儒
教
主

義
を

綴
り
入

れ

た

も
の

で
､

儒
学
を

講
究
し

た

も
の

､

つ

ま

り

明

経
退
出
身
の

者
ほ

い

か

な

る

高
位

エ
ロ

同

官

に

も

登
る

こ

と

が

で

き
､

こ

れ

に

つ

い

で

史
学
を

講
究
し

た

文
章
道

(

紀

伝

道
と
い

わ

れ

た

時
期

も

あ
っ

た
)

出
身
の

者
は

太

政
官
の

次
官

で

あ

る

大
納
言
(

正

三

位

相

当

-
評

者

注
)

ま

で

は

登
れ

た
｡

こ

れ

に

反
し

､

律
令
を

講
究
し

た

明

法
造
出
身
の

者
は

正

五

位
下

､

大

判
事

が

極
官
位
で

あ
っ

た

し
､

明

法
生

は

算
生

と
と

も

に

雑
学
生

と

し
て

も

と

も

と

差
別
さ

れ

て

い

た
｡

こ

の

ま

ま

官
職
世

襲
の

風
習
が

固
定
し
て

し

ま
っ

た
の

で
､

明

法
家
は
つ

い

に

頭
角
を
あ

ら

わ

す
機
が

な
か

っ

た

の

で

あ
る

｡

治
国
の

要
具
と

し
て

､

法
律
は
ま
っ

た

く
の

無
用
の

も
の

で

な
か

っ

た
た

め

に

の

み
､

明

法
家
は

従

属
物
と

し

て

後
世
ま
で

の

こ

さ

れ

た

感
が

な

い

で

も

な
い

｡

と

説
か

れ
る

｡

こ

こ

で
､

｢

第
二

部

明
法
道
+

に

移
ろ

う
｡

そ

の

｢

第
一
章

､

緒
言
+

に

お
い

て
､

明
法
道
の

官
制
面
を

考
察
し
､

明
法
道
は

明

経
道

･

紀
伝
道
(

文

章
道
)
､

算
道
と

な

ら

べ

称
せ

ら

れ

た

四

道
の

一

で

あ

る
｡

こ

れ

ら

は
い

ず
れ

も

式
部
省
の

大
学
寮
に

属

す
る

学
官
の

専
修
す
る

学
問
に

よ

る

分
類
で

あ
っ

て
､

広
く
諸
道
と
い

え

ば
､

こ

の

ほ

か

に

も

医

道
･

暦
道

･

陰
陽
道
な
ど

幾
多
の

も
の

が

あ

る
｡

す
な

わ

ち
､

明

法
道
は

諸

道
の

一

で

あ

り
､

ま
た

四

道
の

一

で

あ

る
｡

と

さ

れ

て

い

る
｡

令
制
に

よ

る

八

省
の

一

つ

式
部
省
に

は

被
管
と

し
て

､

大
学

･

散
位
の

ニ

寮
が

あ
サ

た
｡

大
草
寮
は

地

方
に

設
け

ら
れ

る

国
学
に

卸

し
で

中
央
の

誰5

官
吏
養
成
稜
関
で

あ
っ

た
｡

こ

れ
に

入

学
で

き
る

も
の

は
､

五

位
以

上
の

も
の

の

子

弟
に

限
ら

れ

る

が
､

八

位
ま
で

の

も
の

の

子

弟
で

も

志
願
す
れ

ば

入

学
を

許
さ
れ

る
｡

学
生

数
は

各
道
を

通
じ
て

計
四

百
人

と

さ
れ

る
｡

ま

た

各
道
に

は

教
師
と

し

て

博
士
が

配
さ

れ

る
｡

明
法
道
に

お
い

て

は

こ

れ

を

明

法
博
士
と

呼
ぶ

｡

し

か

し
､

こ

れ
は

令
外
官
だ
っ

た

と

さ

れ
て

い

る
｡

な
お

且

つ
､

明
法
博
士

に

は

そ
の

前
身
と

し

て

律
学

博
士

と

呼
ば

れ

る

も
の

が

あ
る

｡

そ

れ
の

創
設
を

み

た
の

ほ

神
亀
五

年
(

七
二

一

年
)

の

こ

と
で

あ

り
､

同
年
七

月
廿

一

日
の

蒋
に

｢

大
学
寮

律
学
博
士
二

人
+

云
々

と

み

え
る

の

は

そ

れ

が

令
外

官
で

あ
っ

た
こ

と

を

意
味
し

て

お

り
､

明

法
博
士

は
こ

の

律
学
博
士
の

後
身
で

あ
る

こ

と

か

ら

も

当
然
令
外
官
で

あ

る
｡

し
か

し
､

明

法
博
士

と

呼
ば

れ

た

も
の

が

既
に

夙
く

大
宝

元
年
八

月
六

道
(

西

海

道
=

九
州
)

に

派
遣
さ

れ
て

い

る

と
こ

ろ

か

ら

す

る

と
､

一

見
､

令
制
の

官
の

如
く

思
わ

れ

る
｡

著
者
は

こ

の

二

者
が

実
は

異

質
の

も
の

で

あ

る
こ

と

を

指
摘
さ

れ

て

お

り
､

注
目

す
べ

き

論
証
と

察
せ

ら

れ

る
の

で
､

著
者
の

原
文
を

引

用
す
る

｡

す

な

わ

ち
､

『

大
日

本
史
』

職
官

志
が

『

続
日

本
紀
』

に

は

大
宝

元

年
に

明
法
博
士
を

お

い

た

と
い

う
記
事

が

あ

る
の

に
､

令
に

規
定
さ

れ

な
い

理

由
は

解
釈
で

き
な
い

と

し

て

い

る

の

に

対

し
､

こ

れ

は

誤
謬
を

犯
す
も
の

で

あ

る
と

の

趣
旨
を

明

ら

か

に

さ

れ

た

も
の

で

こ

れ

は

『

続
日

本
紀
』

巻
二

に

ゆ

え

る

明

法
博
士
を

､

そ

の

後
大
学

寮
に

常

置
の

官
と

し
て

お

か

れ

た

明
法
博
士
と

同
じ

も

の

で

あ

る

と

す

る
､

前
提
の

誤
り
か

ら

導
か

れ

た

過
誤
で

あ
る

｡

す
な

わ

ち
､

六

道
に

派
遣
し

た

明
法
博
士
は

臨
時
の

官
で

あ

り
､

諸
道
に

新
令
を

公

知
さ

せ



る

使
命
を

も
つ

だ

け
の

も
の

で
､

同
じ

く

博
士
と
い

う
も

学
官
で

は

な

く
､

宮
人

中
の

律
令
に

通

暁
す

る

者
､

あ
る

い

は

大
宝
律
令
の

刊
修
に

与
か
っ

た

人
々

を
､

一

道
に

一

人
づ

つ

差
遣
し
た

も

の

で

は

な
い

か

と

推
量
さ

れ

る
の

で
､

こ

の

博
士
は

学
者
と
い

う
ほ

ど
の

意
味
に

使
用
し

た

も

の

で

は

な

か
っ

た
か

と

思
わ

れ

る
｡

と

論
じ
て

お

ら

れ

る
｡

ま

た
､

唐
の

律
令
を

継
受
し

な

が

ら
､

そ
こ

に

あ

る

律
学
博
士
を

設
け

ず
､

令
制
完
成
後
に

こ

れ

を

創
設
し

た
の

は

何
故
で

あ

ろ

う
か

｡

こ

の

点
に

つ

い

て

著
者
は

､

わ

が

国
に

は

唐
に

お

け

る

律
学

博
士
の

制
度
を

採
り
い

れ

な

か
っ

た

か
､

あ

る

い

は

平
安
初
期
の

明

法
家
が
い

う
よ

う
に

､

採
り

い

れ

た

が
､

今
に

脱
落
さ

せ
た

の

か

を

解
明
し

な

け

れ

ば

な

ら
な

い
｡

と

自
ら

設
問
を

提
示

し

て

思
う
に

､

律
令
を

撰
集
す
る

に

当
た
っ

て

も
っ

と

も

大
き

な

問
題
と

な
っ

た

の

は
､

根
本
理

念
を

徳
治
の

み

と

す
る

か
､

徳
治
と

法
治
を

併

用
す
る
か

､

徳
治
を

主
と

し
て

法
治
を

補
助
と

す
る

か
､

こ

の

三

つ

の

い

ず
れ

を

採
る

か

に

あ
っ

た

も
の

と

考
え

ら
れ

る
｡

と

自
己
の

見
解
を

述
べ

ら
れ

､

更
に

｢

お

よ

そ

治
を

な

す
に

は
､

徳
治
の

み

を

も
っ

て

な

し

え

な
い

こ

と

は

当
然
の

こ

と
+

で
､

そ
の

こ

と

は

唐
土

評

に

お

い

て

は

既
に

理

論
的
に

も

実
践
的
に

も

す
で

に

経
験
済
み
で

あ

り
､

わ

が

国
の

律
令
の

藍
本
と

な
っ

た

唐
の

諸
律
令
も

､

徳
主
刑
補
主
義
の

も

の

で

あ
っ

た

と

し

書

こ

れ

を

わ

が

律
令
は

さ

ら
に

徹
底
さ

せ

よ

う
と

し

た

も
の

と

考
え

ら

り

れ
､

そ
の

一

つ

の

具
現
は

律
学
博
士
を
お

か

な

か

っ

た
こ

と

に

あ

る
と

2ロ

思
わ

れ

る
｡

律
学
博
士

が

令
外

官
た
る

所
以

が

端
的
に

示

さ

れ

て

い

る
｡

畢
克

､

｢

法
術
は

不

要
で

あ

り
､

儒
吏
の

み
で

足
り

､

律
令
の

解
釈
も

適
用
も

､

挙
げ

て

儒
吏
の

手
に

委
ね

よ

う
と

し

た

結
果

､

今
に

は

律
学
博
士
を

規
定

し

な

か
っ

た

も
の

で

あ

ろ

う
｡

+

し
､

事
実

､

律
令
格
式
の

撰
修
に

際
し

て

も
､

明

経
遣
や

紀
伝
這
の

学
者
は

必

ず
関
与
し

て

お

り
､

養
老
律
令
に

明
法
家
が

参
与
し

た
こ

と

ほ

当
時
の

風
潮
か

ら

み

れ

ば

当
然
の

こ

と

と

も

考
え

ら
れ

る

の

で

あ

る
｡

に

も

拘
わ

ら

ず
､

明

法
道
に

も

酒
気
あ

る

時

代

が

到
来
す
る

｡

で

は

な
に

ゆ

え
に

明
法
造
が

勃
興
し

た

か
､

そ

し
て

い

つ

ご

ろ
こ

れ

が

確

立
し

た

か

と
い

う
点
を

明
ら
か

に

し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

と

論
点
を

挙
げ
て

お

ら
れ

る
､

そ
の

要
旨
を
み

る

と
､

例
え

ば

大
宝
律
令

の

撰
修
者
の

一

人

下
毛
野
古
麻
呂
に

し
て

も

本
来
律

令
を

専
修
し
た

経
歴

は

な
い

が
､

(

続
日

本

紀
)

大
宝
元
年
四

月
の

条
に

｢

遣
二

右
大
弁
従

四

位

シ

モ

ツ

ケ

ヌ

ノ

セ

ク

ム

テ

下
下

野
朝
臣
古
麻
呂
等
三

人
ペ

姶
講
二

新
令
山

親
王

諸
臣
百
官
人

等
就

7

ヵ
ヌ

チ

而
習
レ

之
｡

+

と
あ

る

し
､

同
じ

く

撰
修
者
の

一

人
鍛
冶
大

隅
(

大

角
)

に

ソ

ズ

ル

し

て

も

養
老
五

年
正

月
の

詔
に

､

｢

文
人

武
士

｡

国
家
所
レ

雫

医

卜
方

レ

プ

ク

ヲ

フ

ル

ク

ル

ニ

術
｡

古

今

斯
崇

｡

宜
丙

擢

於
二

百

僚

之

内
叫

優
ヨ

遊

学

業
叫

堪
レ

為

師
範

一

へ

テ

ヲ

ヌ

ス

ヲ

者
が

特
加
二

賞
賜
ペ

勤
乙

励
後
生
甲

+

(

続
日

本

紀
､

養
老
五

四

年
正

月
の

条
)

と

し
て

明
建
策

一

博
士
従
五

位
上

鍛
冶
造
大
隅
以

下
の

名
が
つ

ら
ね

ら
れ

て

い

る
｡

し

か

も
こ

う
し

た

講
令
読
行
の

催
し

は

累
次
行
わ

れ
て

お

り
､

｢

続
日

本
紀
+

に

つ

い

て

み

る

と

五

回
に

亘
っ

て

お

り
､

す
な

わ

ち
(

一

)

文
武
天
皇
の

四

年
三

月
､

諸
王

臣
を

し
て

令
を

講
ぜ

し

む
､

(

二
)

大
宝

元

年
四

月
庚
成

､

下

毛

野
古
麻
呂
等
三

人

の

講

令
､

(

三
)

大
宝
元

年
六

占

月
壬

黄
､

道
首
名
の

講
令

､

(

四
)

大
宝
元
年
八

月
戊
申

､

明

法

博

士
の

朗
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六

道
派
遣

､

■(

五
)

大
宝
二

年
二

月
､

新
律
頒
布

､

同

七

月

内
外

文

武

官
へ

の

新
令

･

新
令
の

講
述
等
が

挙
行
さ

れ
､

律
令
の

普
及

徹
底
が

企
図

さ

れ

た
こ

と
､

ま

た
､

律
令
の

撰
修
者
の

中
に

､

そ
の

数
は

多
い

と

い

え

な
い

が

律
令
に

造

稽
の

深
い

人
々

が

い

た
こ

と

に

つ

い

て
は

､

著
者
は

た

し

か

に

明

法
通
が

確
立
す
る

に

つ

い

て
の

漁
泉
を

成
し
た

も

の

と

い

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

と

の

見
解
を

述
べ

て

お
ら

れ

る
｡

律
令
研
究
の

作
振
を

刺
戟
し

た

も
の

は
､

上

述
の

事
由
の

外
に

も

求
め

ら

れ

る
｡

例
え
ば

大
学
に

お

け

る

研
学
乃
至
大
学
と

い

う
機
関
そ
の

も
の

の

衰

頚
に

つ

い

て

の

反
省
で

あ

る
｡

大
学

･

国
学
の

制
は

既
述
の

通
り

令

制
の

一

つ

で

あ
る

が
､

｢

年
序
を

経
る

に

し

た
が

い

学
校
も

荒
廃
し

た

ら

し

く
+

､

そ
の

こ

と

は

武
智
麻
呂
伝
に

も

｢

代
不
レ

好
レ

学
､

由
レ

此

学
校
凌

遅
､

生

徒
流
散

､

雉
レ

有
二

其
職
一

無
奈
何
+

と
て

彼
が

大

学
助

に

任
ぜ

ら

れ

た

大
宝
四

年
頃
の

状
況
を

示

し
て

い

る

と

い

え

よ

う
｡

こ

う
し
た

荒
廃

に

は
､

勿
論
諸
多
の

原
因
の

競
合
が

考
え
ら

れ

る

が
､

律
令
自
体
の

難
解

と

い

う
こ

と

も

そ
の

有
力
な

一

因
と

い

え

る
｡

従
っ

て
､

啓

蒙
的
操
作
の

必

変
性
が

識

者
の

聞
に

認
識
さ

れ

た

こ

と

も

自
然
で

あ

る
｡

和
銅
五

年

(

七
一

二

年
､

古

事

記

成
立

の

年
)

七

月
甲
成
朔
の

詔
に

｢

張
二

設
律
令

→

年
月
己

久
美

､

然
続
行

一

二
､

不
レ

能
二

悉
行
小

良
由
下

諸

司

怠

慢
不
サ

存
二

絡
勤
こ

と

あ
る

の

も
､

同
五

月

乙

酉
の

詔
に

｢

制
法
以

来
､

年
月
掩
久

､

未
レ

熟
二

律
令
こ

と

あ
る

の

も

這
間
の

事
情
を

語
る

も
の

と

い

え

よ

う
｡

そ
こ

で

律
令
の

励
行
が

要
望
さ

れ

る
こ

と

に

な

り
､

こ

れ

に

応
え

た

塩

屋
吉

麿
､

矢
集
虫
麿

､

大
倭
小

東
人

と
い

う

よ

う

な

人

達
の

出
現
と

な

る
｡

著
者
の

言
を

煮
り

る

な

ら

ば

こ

の

三

人
は

そ

ろ
っ

て

微
官
に

あ
っ

て

養
老
律
令
の

刊

修
に

与
っ

て

朗
-

h

リ

い

る
｡

し
か

し

て
､

こ

の

な
か

の

苦
麿
と

虫

麿
の

二

人

は
､

養
老
五

年

正

月
甲
成
に

明
法
の

大
家
と

し
て

恩
賞
を

受
け

た

こ

と

が

『

続
日

本

紀
』

同
日

の

条
に

み

え

て
い

る
｡

=

…

(

中
略

-
評

者
)

‥

∵

こ

の

明

法
の

大
家
と

し

て

二

人
が

授
賞
さ

れ

た
こ

と

は

大
い

に

律
令
学
勧
の

気
運
を

促
進
し

､

明
法
道
確
立
の

直
接
動
因
と

な
っ

た

も
の

で

あ
る

｡

ま
た
こ

の

こ

と

に

よ

り

明
法
も

明
経

･

文

章
･

算
･

陰

陽
･

医
の

諸
道

と

相
伍
し

得
る

地

位
を

占
め

た
こ

と

は
､

将
に

｢

明
法
遥
確
立
の

前
夜
で

あ

る
こ

と

を

示

す
も
の

で

あ
っ

た
+

と

指
摘
さ

れ

る
｡

こ

の

間
に

お
い

て

明
法
道
の

人
々

が
暦
只

･

量
と

も

に

充
実
を
み

て

き
､

や

が

て

大

学
寮
律
学
博
士
の

出
現
を

み

る

ま

で

に

至
っ

た
と

い

う
こ

と

に

な

る
｡

そ

れ

ほ

和
銅

･

養
老
の

頃
に

始
ま

り
､

天
平
に

い

た
る

こ

ろ

に

は

略
モ

確
立
の

域
に

達
し
た

も

の

と

み

ら

れ

る
｡

明

法
博
士
の

前
身
た

る

律

学
博
士
の

新
設
を
み

た

神
亀
五

年
は

実
に

天
平
元
年
(

七

二

九

年
)

の

前

年
で

あ

る
｡

(

因
み

に

｢

明

法

博
士

と

は

律
学

博

士
の

改

称
で

あ
っ

て
､

そ

の

改

称

の

年
代
は

明

ら
か

で

な

い

が
､

創
設

後
､

間

も

な

く

改

称
さ

れ

た

も
の

と

思

わ
れ

る
+

と

著
者
は
い

わ

れ

る
｡

)

明

法
博
士
は

令
外
官
で

あ

る

か

ら
､

勿
論
令
に

ほ

規
定
は

な
い

が
､

律

学
博
士
の

職
掌
を

踏
襲
す

る

も
の

と

み

る
と

き
は

｢

律
令
格
式
を

明
法
生

に

講
授
す
る
こ

と
+

｢

明

法
生

お

よ
び

明

法
得
業
生

の

奉
試
の

博
士

と

な

る

こ

と
+

｢

明
法
生
を

挙
申
す

る
こ

と
+

の

三

点
に

集
約
さ

れ

る

が
､

そ

の

他
に

｢

律
令
格
式
に

関
す
る

間
に

答
え
る
こ

と
+

､

｢

明

法

勘
文
を

す

す

め
る

こ

と
+

の

職
掌
が

あ

り
､

こ

れ

ら
に

は

注
目

す
べ

き

も
の

が

あ
っ

た
｡
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こ

の

間
答
と
い

う
の

は

:
明

法
博
士
は

官
人
も

し

く

は

明
法
生
の

律
令

蒋
式
に

関
す
る

問
い

に

た
い

し

て

答
え
る
こ

と

が

通
例
+

で

あ
っ

た
こ

と

を
い

う
｡

そ
の

例
と

し

て

著
者
の

あ

げ
ら

れ

る

『

政
事
要
略
』

第
五

十
一

は
､

丹
波
守
藤
原
為
雅
が

天
元
五

年
(

九
三

二

年
)

の

詔
書
に

あ

る

調

席

末
進
減
免
に

関
す
る

こ

と

に

つ

い

て

発
間
し

た

の

に

た
い

し
､

明
法
博
士

惟
宗
允
売
が

答
弁
を

し
て

い

る

が
､

著
者
は

こ

の

允
売
の

答
弁
の

中
か

ら

こ

の

答
の

な

か

に

｢

案
レ

之
随
レ

時
立
レ

制
毎
レ

色
異
″

法
+

と
い

う
語

が

あ
る

｡

す
な

わ

ち
､

と

き

に

よ
っ

て

法
を

異
に

す
る

と
い

う
允
売
の

意
見
は

大
い

に

み

る
ぺ

き

も
の

が

あ

る
｡

と

高
く

評
価
し
て

お

ら
れ

､

ま
た

｢

一

代
の

名
明

法
家
で

あ

る

允
売
は

､

法
の

進
化
性
を

説
き

､

法
は

時
勢
に

合
致
す
べ

き

も
の

で

あ

る

と

し
て

い

る
+

と

説
か

れ

る
｡

｢

明
法
勘
文
を

す

す
め

る
+

と

い

う
職
掌
は

､

明

法
道
の

実
の

面
目
を

提
示

す
る

も
の

と

い

う
べ

き
で

､

著
者
が

第
五

章
を

｢

明

法
勘
文
+

に

充

て

ら

れ

た

意
図
も

窺
わ

れ

る
｡

勘
文

一

般
に

つ

い

て

そ
の

定
義
を

問
え

ば
､

著
者
は

次
の

如
く

答
え
て

お

ら

れ

る
｡

勘
文
と

ほ

宣
旨
･

院
宣

･

令
旨

･

官
命
ま

た

台
命
に

よ
っ

て
､

故

実
･

旧

例
･

典
拠
な

ど
を

明
示

し
､

こ

れ

ら
に

よ
っ

て

導
か

れ
た

被
命

者
の

意
見
を

述
べ

た

復
命
文
書
で

あ

る
｡

■

従
っ

て

事
と

次

第
に

よ

り
そ
の

種
類
も

多
い

が
､

｢

明
法
家
の

す

す

め

る

勘
文
ほ

明

法
勘
文
ま

た
は

法
家
勘
文
と

凡

称
さ

れ
､

罪
名
勘
文

･

稔
勘

又
･

祥
瑞
勘
文

･

服
暇

勘
文

･

公
事
勘
文

･

着
鉱
勘
文

･

役
畢
勘
文
+

で

あ

る
｡

そ
の

若
干
に

つ

い

て

略
説
す
れ

ば
､

先
ず
｢

罪
名
勘
文
と

ほ

断
罪

量
刑
の

資
料
を

供
す

る

も
の
+

､

｢

着
欽

勘
文
と

は

｢

罪
人
に

鉱
を

着
け

る

か
い

な
か

を

判
定
す

る

も
の
+

で

あ

る
｡

明
法
勘
文

､

特
に

罪
名

勘
文
に

つ

い

て

は
､

多
く
の

事
例
を

文
献
か

ら

引
用
し

､

こ

の

制
度
の

運
用
の

実

態
を

明

ら
か

に

し
て

お

ら
れ

､

生

彩
あ

る

論
述
に

満
ち
て

い

る
｡

明
法
道
に

旦
裳

徴
の

時
が

き

た
｡

著
者
は
い

わ

れ
る

｡

明
法
道
は

天
平
の

初
め
ご

ろ

確
立
さ

れ
､

奈
良
時
代
の

終
わ

り
ご

ろ

か

ら
､

平
安
初
期
に

か

け

て

最
盛
期
に

た
っ

し

た

よ

う
で

あ

る
｡

そ

し

て
､

曲
り

な

り
に

も

律
令
が

行
な

わ
れ

て

い

た

延
喜
ご

ろ

ま
で

は

そ
の

活
動
も

活
発
で

あ
っ

た

が
､

順
次

､

衰
微
の

傾
向
を

た

ど

り
､

鎌
倉
時

代
か

ら

応
仁
の

乱
ま
で

は

そ

の

余
喘
を

保
ち

､

応
仁
の

乱
後
は

ま
っ

た

く

有
名
無
実
化
し

た

も
の

で

あ

る
｡

で

は

そ

の

表
徴
の

原
因
は

何
で

あ

ろ

う
か

｡

固
よ

り

単
純
に

割
り

切
る

こ

と

は

不

可
能
に

相
違
あ
る

ま
い

が
､

著
者
が

こ

の

間
題
に

対

す

る

認
識

か

ら

出
さ

れ

た

総
合

的
判
断
に

傾
聴
す
る
に

越
す
こ

と

は

あ

る

ま
い

｡

著

者
の

見
解
に

よ

れ

ば

｢

律
学
博
士
の

お

か

れ

た

神
亀
五

年
か

ら

天
長
三

年

ま

で

九
十

九

年
の

間
に

お

け
る

明

法
の

発
達
は

実
に

目
ざ

ま

し
い

も
の

が

あ

る
｡

+

と

同
時
に

､

ま

た

そ

れ
だ

け
に

｢

別
の

解
釈
論
が

起
こ

れ

ば

採

る
べ

き

説
に

惑
い

､

説
多
き

が

ゆ

え
に

か

え
っ

て

不

便
を

感
じ

た

こ

と

は
､

け

だ

し
､

当
時
に

お

け

る

実
情
で

あ
っ

た

ろ

う

と

思
わ

れ

る
｡

+

天

長
三

年
鶴
田

国
造
令
足
が

今
の

解
釈
統

一

の

要
を

説
い

た
の

も

そ

の

放
で

あ

る
｡

か

く

て
､

･
『

令
義
解
』

の

撰
修
の

業
が

始
ま

り
､

右
大
臣
清
原

夏

野
な
ど
の

手
に

よ
っ

て

十
巻
が

完
成
し

､

同
十
年
十
二

月

奏
進
さ

れ

た
｡

｢

こ

こ

に

お
い

て

今
の

腐
釈
は

統

盲
れ

､

疑
義
が

な

く

な

り
､

運
用
に

7

は

多
大
の

益
を

も

た

ら

し
た

｡

そ
の

代
わ

り

研
究
心

が

異
常
に

減
殺
さ

れ

お



一 橋論 叢 黄玉 十八 巻 第 四 号 ( 1 3 0)

る
に

い

た
っ

た
｡

+

｢

明
法
道
衰
微
の

第
一

歩
は

実
に

『

令
義
解
』

の

撰
修

に

あ
っ

た

と

考
え

る

も
の

で

あ

る
｡

+

第
二

の

原
因
ほ

､

｢

令
制
の

崩
壊
+

で

あ

る
｡

す

な

わ

ち
､

明
法
家
の

登
竜

門
た
る

明
法
試
制
度
が

弛
緩
し

､

つ

い

に

ほ

有
名
無
実
化
し

た
こ

と

で

あ

る
｡

第
三

は

明
法
家
の

世
弟
化
で

あ

る
｡

｢

明

法
学
統
を

継
ぐ

家
が

固
定
し

た
こ

と

は

明
法
道
の

衰

微
に

拍
車
を
か

け

る

も
の

で

あ

り
､

安
逸

に

流
れ

や

す
く

､

研
究
心
が

な

く

な

る
ほ

か

に

な

に

も
の

も

な
い
+

の

で

あ
る

｡

本
書
の

第
三

部
を

な

す
明

法
家
列
伝
は

､

本
書
構
成
の

重

要
性
に

お
い

て
､

決
し
て

本
文
に

劣
る

も
の

で

は

な
い

｡

む

し

ろ
､

本
文
と

一

体
を

な

す
も
の

と

思
わ

れ

る
｡

敢
え

て

望
萄
の

言
を

許
さ

れ

る

な

ら

ば
､

本
文
に

つ

い

て
の

索
引
が

あ

っ

.
て

ほ

し
い

｡

ま

た
､

明
汝
家
列
伝
に

つ

い

て

ほ
､

独
立
し

た

=
人

言
作

成
し
て

い

た

だ

け

れ

ば
､

そ
の

益
す
る

と
こ

ろ

大
き

い

と

思
わ
れ

る
｡

著

者

布

施
滴

平

治
､

日

本

大
学

教

授
､

法

学

博
士

専

攻

日

本

法
制

史

発

行

所

新
生

社

(

台

東
区

蔵
前

一

ノ

四
ノ

一

六
)

発
行

年
月
日

昭

和

四

十
一

年
九

月
五

日

定

価

二

〇

〇
〇

円
､

A

5

版

三

三

三

頁

(

一

橋
大

学

講
師

･

中

央

大

学
教

授
)

∂3 8




