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撞
民
政
権
と

官
僚
層

-
槙
民
政
権
下
の

李
杢
報
の

在
り

方
に

よ

せ
て

ー

朴

苫

照

一

一

九
六

年
五

月
棲
息
献
が

お
こ

し

た

ク

ー

デ

タ
ー

は
､

四

代
六

十
余

年
間
の

橙
民
政
権
の

成
立

を

も
た

ら

す
契
機
に

な
っ

た
｡

で

は
､

撞
忠
献

に

は

ど
の

よ

う
な

条
件
が

具
備
さ

れ

て

そ
の

政

権
の

基
盤
を
つ

く
っ

た

で

あ

ろ

う
か

､

ま

た
､

政
権
は

ど

の

よ

う
な

特
徴
を

も
っ

て

い

た

で

あ

ろ

う

か
｡

私
は

そ
れ

ら
の

条
件

･

特
徴
は
つ

ぎ
の

よ

う
な

も
の

で

あ

る

と

考
え

る
｡

一

､

楼
忠
献
は

李
義
牧
を

倒
し

た
｡

明

宗
末
期
の

李
義
牧

一

派
は

朝

野

か

ら

も
っ

と

も

嫌
悪
さ

れ

た

存
在
で

あ
っ

た
｡

と

く
に

か

れ

の

拭
王
の

罪

は
､

西
京
の

連
位
寵
が

こ

れ

を

追
及

す
る

た

め

挙
兵
す
る

と
い

う
名
目

に

ま
で

な
っ

た

ほ

ど
で

あ
っ

た
｡

二
､

ク

ー

デ

タ

ー

の

主

謀
者
は

､

壇
忠
献

兄
弟
お

よ

び

忠
献
の

甥
朴
晋
材

､

族
人

慮
碩
崇
等

数

人
の

親
族

に

す

ぎ

ず
､

二
七

〇

年
､

鄭
伸
夫

･

李
義
方
ら
の

ク

ー

デ

タ

ー

の

と

き
の

よ

う

な

多
数
の

武
官
に

よ

る

集
団
的
規
模
と
は

対

照
的
で

あ
っ

た
｡

こ

の

こ

と

は

後
日

桂
忠
枠

･

朴
晋
材
が

除
け

ら

れ

て

か

ら
､

ク

ー

デ

タ
ー

決
行
の

功

績
が

棲
息
献
の

一

身
に

帰
す
る

与
つ

七

な
っ

た
こ

と

と

合
せ

て

重

要
な
こ

と
で

あ

る
｡

三
､

鄭
伸
夫
と

ち

が
っ

て
､

橙
忠
献
は

有
能
な

武
官
で

あ
っ

た
｡

そ

し
て

な
に

よ

り

も

社
会
改
良
に

つ

い

て

問

題

意

識

を

も
っ

て

お

射

り
､

封
事
十
条
が

示

す
よ

う
に

当
時
の

支
配
層
=

官
僚
層
と

し
て

な

す
べ

き
こ

と

を

認

識
し
て

い

た
｡

こ

れ

ら
は

官
僚
層
の

指
導
者
と

し
て

必

要
な

こ

と

で

あ
っ

た
｡

四
､

明
宗
末
期
に

､

奇
洪
寿

･

鍵
託

･

任
濡

･

超
轟

･

嘩
水
仁
ら
の

良
心

的
官
僚
の

一

団
が

高
官
と

し
て

あ
っ

て
､

ク

ー

デ

タ

ー

後
直
ち
に

櫨
忠
猷
と

合
流
し

た
｡

こ

の

こ

と

は

鄭
伸
夫

･

李
義
方
ら

が

無

知
で

食
虐
な

武
官
ら

の

弱
体

執
政
府
を
つ

く
っ

た

政
権
と

性
蒋
の

ち

が

い

を

示

す
こ

と
で

も
あ

る
｡

五
､

明
宗

時
代
に

政
界
か

ら

身
を

引
い

て

い

た

儒
官

､

新
し

い

政
治
状
況
の

到
来
を

待
望
し

た

若
い

儒
官
ら

が

多
数
存
在

(

注
)

し
､

櫨
忠
献
は

か

れ

ら

に

官

吏
と

し
て

生

計
お

よ

び

活
動
の

条
件
を
つ

く

っ

て

や

り
､

か

れ

ら

を

自
己
の

周

囲
に

結
集
さ

せ

た
｡

六
､

櫨
忠

献
は

志

謙
を
王

師
に

迎
え

､

牧
牛
子
を

し
て

雪
渓
宗
を

開
宗
さ

せ
､

名

高
い

僧
侶

と
そ

の

活
動
を

国
家
の

宗
教
政
策
の

な
か

に

組
み

い

れ

て

い

っ

た
､

か

れ

は

彿
教
の

興
隆
を

は

か
っ

た
■の
で

あ

る
｡

七
､

前
王
の

廃
位
と

新
王
の

迎

立
に

よ

り
､

王

と
の

直
接
の

対

立
を

な
か

ら

し

め
､

か

れ

自
身
は

王
か

ら

公

認
さ

れ

た

職
位
と

財
富
と

を

獲
る

こ

と

が

で

き

た
｡

八
､

家
兵
集
団
を

養
い

､

つ

ね

に

軍
権
を

掌
握
し
て

い

た
｡

以

上
で

わ

か

る

こ

と
は

､

櫨
息
献
は

少
数
の

親
族
で

も
っ

て

当

時
の

否

定
的
勢
力
-
李
義
牧

一

派
を

倒
し
､

前

代
の

良
心

的
高
官
や

新
進
の

儒

官

ら
､

そ

し
て

名
僧
を

自
己
の

周
囲
に

結

集
さ
せ

て
､

迎
立

し
た

王

か

ら

公

的
に

権
威
を

保
証
さ

れ

て
､

家
兵
集
団
を

武
力
の

基
盤
に

し

富
貴
を

追
っ

て

い

た

と
い

う
こ

と
で

あ

る
｡

こ

の

後
民
政
権
を

支
え

て

い

た

良
心

的
･

革
新
的
官
僚
層
は

､

槙
忠
献

が

執
権
の

初
期
に

三

十
年
来
の

農
民
の

蜂
起
を

い

っ

た

ん

鎮
圧

し
､

契
丹

巾

.小

串

ザ
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ト

し

叶

､

打

遺
種
に

対

す
る

挙
国
的
反
撃
と

勝
利
を

も

た

ら

し

た
こ

と
に

対
し
､

か

れ

ら

は

撞
忠
献
の

執
権
の

妥
当
性
を

更
め

て

確
認
し
た

と

考
え

ね

ば

な

ら

な

ヽ

0

ヽ

∨

し

か

し
､

燈
氏
と

官
僚
層
と

の

矛
盾
は

厳
存
し
て

い

た
の

で

あ
っ

て
､

そ

れ

ら

は

国
外
か

ら
の

侵
入

に

際
し

て

は

と

く

に

大
き

く

露
呈

す
る

の

で

あ
っ

た
｡

契
丹
通
種
の

侵
入

･

蒙
古
の

侵
略
に

際
し
て

の

金
就
励

･

超
沖

や

金
良
鏡
の

あ

り

方
､

朴
犀

･

金
慶
孫

･

凄
椿

命
･

金
世
沖
等
の

あ

り

方

と

捏
忠
献
お

よ

び

橙
璃
の

あ

り

方
と

の

根
本
的
相
違
は

か
れ

ら

官
僚
が

自

身
を

完
全
に

高
腰
の

国
土

保
全
の

た

め

に

挺
身
す
る

の

に

比

し
て

､

埋
氏

は

た

と

え

国
家
的
危
急
の

ば
あ

い

に

い

た
っ

て

も

私
的
な

人
･

物
的
力
量

を

確
保
し

ょ

う
と

す
る

の

で

あ

る
｡

そ

し

て

こ

の

よ

う
な

官
僚
の

一

人
に

つ

い

て

み

た

ば

あ
い

､

撞
氏
に

お

け

る

執
権
者
と

し
て

の

公
的
性
格
お

よ

び

私
的
権
力
行
使
の

間
の

矛
盾
は

､

橙
忠
献
が

ク

ー

デ

タ
ー

を

遂
行
し

た

国
家
的
功

績
に

た
い

す
る

王

お

よ

び

官
僚
層
に

よ
る

公
認
と

関
っ

て
､

結

局
､

檀
民
政
権
に

参
与
す
る

限
り

､

そ

の

官
僚
を

執
権

者
の

公
的
権
力
行

使
に

お

け

る

私
的
性
格
の

中
に

限
定
づ

け

て

ゆ

く

こ

と

に

な

る

の

で

あ

る
｡

私
は
こ

の

問
題
を

究
明
す
る

た

め

の
一

つ

の

試
み

と

し
て

当

時
の

良
心

的
官
僚
の

一

典
型
と

し
て

李
杢
執
を

と

り
あ

げ
､

時
の

農
民
蜂
起
に

関
っ

て

の

か

れ
の

社
会
観
お

よ
び

行
動
性
が

､

櫨
民
政

権
へ

の

参
与
=

仕
官
就

職
に

際
し
い

か

に

ゆ

が

め

ら
れ

て

い

っ

た

か

に
つ

い

て

み

た
｡

李
杢
報
の

三

十
歳

(

明

宗
二

十
七

年
)

ま

で

を

李
相
国
全
集
か

ら

見
た

ば

あ
い

､

主
と

し

て

三
つ

の

問
題
が

あ

る

よ

う
に

お

も

う
｡

一

つ

は
､

生

計
の

問
題

､

す
な
わ

ち

職
に

就
く

と
い

う
こ

と
､

一

つ

は

社

会
秩
序
の

素

乱
に

対

す
る

憂
い

で

あ
る

｡

こ

れ

は

農
民

蜂
起
の

鎮
圧
の

問
題
と

な
っ

て

出
て

い

る
｡

最
後
に

､

官
僚
白
身
の

自
家
粛
清
の

こ

と
で

､

こ

れ

は

貧
富

の

差
･

貴
官
の

ば
っ

こ

に

対

す
る

官
僚
の

責
任
追
及
の

問
題
で

あ

る
｡

こ

こ

で

は
､

農
民

蜂
起
に

対

す
る

か

れ
の

考
え

方
･

対
し

方
を

示

し

た

い
｡

そ

れ

に

よ
っ

て

他
の

二

つ

の

問
題
が

ま

た

説

明
さ

れ

る

か

と

お

も

1

つ
0

か

れ

が
二

十
六

歳
の

と
き

の

詩
に

｢

聞
江

南
威
起
+

が

あ

る
｡

す
な

わ

ち
､

自
聞
群
犬
吠
高
馨

厘
鋤
無
端
白
日

暗

闘
下

牽
爽
應
有
士

官
家
何
倍

一

長
櫻

と

あ
っ

て
､

蜂

起
し
た

者
に

封
す
る

一

徹
な

情
意
心

と
､

か

れ

ら

｢

群
犬
+

を

直
ち

に

討

伐
し

え

な
い

官
靡
に

封
し

む

し

ろ

非
難
の

聾
を

あ

げ
て

い

る

の

を

き

く
｡

李
杢
報
の

農
民

蜂
起
に

封
す
る

憂
い

･

憤
適
は

､

｢

(

明

宗
二

十

六

年
)

八

月

五

日

間
群
盗
漸
俄
+

(

二

十

九

歳
)

に

お

い

て

も

讃
む
こ

と

が

で

き

る
｡

す
な

わ

ち
､

群
盗

如
蛸
毛

望
敵
気
先
奪

嗟
哉
時
無
人

放
箭
岩
屋
暫

士
卒
追
不

反

物
故
十
七

八

荒
村
早

関
門

望
雨

於
甚
渇

生

民

酒
膿
血

筒
未
掃
蜂
毒

誰
継
来
囁
鐙

賎
脛
迅
於
鹿

乗
首
室

冴
咄

婦
女

実
夫
嗜

白
日

行
旗
絶

田

野
背
赤
土

郡
守
徒
戒
衣

況

堪
採

虎
穴

賎
背
捷
於
猿

越
山
如
電
滅

幸
能
髄
其

鋒

窒

首
吊
枯
骨

今
年
況
復
草

未
見
苗
芽
苗

J β5
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富
星
己

憂
飢

百
侍
耳
白
熱

但
議
門
燻
灼

法
仇

沸
毎
鳴
咽

己
英
若
鳥
陳

と

あ
っ

て

｢

群
盗
+

貧
者
何
由
汚

高
堂
森
玉

響

不

憂
国
捏
机

嗟

非
肉
食
徒

朱
門
日

吐

菌

密
席
擁
表
礪

腐
儒
雄
無
知

未
綽
直
言
舌

天
陛
無
由

謁

の

活
動
の

激
し

さ

が

示
さ
れ

､

民
･

村
の

被
害
を

深

く

傷
む

心

情
が

あ

ら
わ

れ

て

お

り
､

守
令
の

無
気
力
や

｢

朱
門
+

の

腐
敗

自
堕
落
な
さ

ま

が

強
く

非
難
さ

れ
て

い

る
｡

こ

れ

ら

憂
う
ぺ

き

事
態
を
た

だ

す
た

め
に

､

か

れ

は

王
へ

の

直
言
を

考
え

て

い

る
｡

こ

こ

で

は
｢

群
盗
+

の

正

体
に

対

す
る

推
考
や

､

乱
が

お
こ

る

原
因
に
つ

い

て

の

考
察
は

見
ら

れ

な
い

｡

暴
徒
は

専
ら

､

即
時
討

伐
さ
る
ぺ

き

対

象
と

し

て

あ

り
､

か

れ

と

は

完
全
に

敵
対
関
係
に

置
か

れ
て

い

る
｡

と
こ

ろ
で

現
地

で

は

ど

う
で

あ
っ

た

ろ

う
か

｡

明
宗
二

十
五

年
前
後
期

の

南
部
地

方
は

各
地

の

｢

守
+

が

｢

食
残
屠
剥
な

た

め

民
は

そ
の

昔
し
み

に

堪
え

な
い

｡

+

あ

る
い

は

各
処
の

｢

富
強
両
班
+

が

古
来
の

丁
田

を

劫
奪

し
て

お

り
､

勢
家

･

吏
が

民
に

限
り

な
い

疾
苦
を

与
え

て

い

る

と
い

う
記

録
は

｢

高
腰
史
+

で

は

随
処
に

見
ら

れ
る

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

た

だ

搾
取
さ

れ

抑
圧
さ

れ

て

い

る

無
権
利
な

民
が

生
き

て

ゆ

く
た

め
に

は

起
ち

上
が
る

以

外
に

道
が

な
い

こ

と

を

示
し
て

い

る
｡

し

か

も
､

た

と

え
ば

明

宗
二

十
四

年
に

密
城
で

は

七

千
余
人
の

｢

暴
徒
+

が

官
軍
に

斬
ら
れ

て

い

る
｡

以
上

の

よ

う
な

状
況
の

下
で

展
開
し

て

い

る

農
民

蜂
起
に

対
し

､

李

杢
報
は

完
全
に

支

配
者
層
の

立

場
に

立
っ

て

い

る
｡

か

れ

は

な
に

よ

り

も

民
が

武
装
し

て

官
家
に

抵
抗
す
る

こ

と
の

正

当
性
を

肯
定
す
る

わ

け
に

は

い

か

な
か

っ

た
｡

か

れ
の

憂
国
の

惜
は

む

し

ろ
か

れ

ら

暴
徒
の

鎮
圧
に

身

を

も
っ

て

赴
く
こ

と
で

表
現
さ

れ

る
｡

要
す
る

に

か

れ

に

と
っ

て

も
っ

と

ガ
一
.

･⊥

も

重

要
な
こ

と

は

王

朝
体
制
の

安
定
で

あ

り
､

各
地

の

民

乱
や

官
家
の

誅

求
に

よ

り

苦
し

む
い

わ

ゆ

る

良
民

た

ち
の

安
寧
で

あ
る

｡

こ

の

こ

と

は

時

の

執
権
者
が

た

れ
で

あ
る

か

に

関
り
の

な
い

か

れ

の

終
生

変
ら

な
い

社
会

思
想
で

あ
っ

た

わ

け

だ
｡

こ

う
し

て

李
至
報
が

三

十
五

歳
(

神

宗
五

年
)

の

と
き

､

暴
徒
鎮
圧
の

た

め

に

進
ん
で

参
戦
し
た

の

は

当
然
の

な

り

ゆ

き
で

あ
っ

た

と
い

え

る
｡

す
な

わ

ち

年
譜
で

は

壬

戌
冬
十
二

月
東
京
飯

､

与
雲
門
山
賊
党
挙
兵

｡

朝
廷

出
三

軍
征
之

｡

軍
幕
逼
散
官
及
第
等

､

充
修
製
員

｡

歴
三

人
､

皆
以

計
避
不

就
｡

至
公

慨
然
日

､

予

雄
情
怯

､

亦
国
民

也
､

避
国
難
非
夫
也

､

逐
従
軍

｡

於
是

幕
府
欣
然

､

奏
鳥
兵
馬
線
事
乗
修
製

｡

と

あ

る

が
､

李
杢
報
の

任
務
の

一

つ

は

現
地
の

津
の

竜
王

や

山
神
に

祭
文

を

書
き

｢

義
庇

･

孝
心

･

勃
佐
之

党
+

の

蕩
滅
を

祈
る

こ

と

で

あ
っ

た
｡

さ

て
､

以

上
､

私
は

李
杢
報
の

農
民

蜂
起
に

際
し

て

の

あ

り

方
を

見
て

き

た

が
､

時
の

執
権
者
は
こ

の

よ

う
な

李
空
報
を

特
別
に

評
価
す
る

の

で

も

な

か
っ

た
｡

そ
こ

に

か

れ

の

悩
み

･

不

満
が

あ
っ

た
｡

三

十

七

歳
で

｢

凱
旋
+

し

た
か

れ
は

､

戦
功
を

彰
さ

れ

ず
､

四

十
歳
ま

で

就
職
を

待
た

ね

ば

な

ら

な
か

っ

た
｡

す
な

わ

ち
､

参
謀
革
幕
張
三

載

浪
速
京

華
又

一

春

猟
罷
論
功
誰
第

一

至

今
不

記
指
樅
人

(

巻

十
二

復

京

後
乙

丑
三

月

遇
征

夷
革

幕

旧

寮
贈

之
)

と

あ
っ

て
､

か

れ

は

翌
年

､

武
官
の

書
を

橙
託
に

出
さ

ね

ば

な

ら

な
か

っ

た
｡

こ

う
し
て

直
翰
林
院
に

権
補
さ

れ

た
の

だ

が
､

そ
の

間
の

い

き
さ

つ

/

ノ

名

ヤ
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沖

計

に

つ

い

て

年
譜
で

は
､

｢

公
眈
陸
沈

､

杜
門
不

出
｡

然
､

毎
歳
史
館

･

翰
林

･

国
華

等
､

儒
官
露

人
常
以

公
魚
首

｡

又

左

右
多
有
掩
揚
者

｡

晋
康
侯
重

達
衆
志

､

有
用
之
之

意
､

嫌
其
無

因
｡

時
方
構
茅
亭

､

命
李
仁
老

･

李
元
老

･

李
允
甫

､

及
公

作
記

｡

仇
使
儒
官
宰
相
者
科
公
鳥
第

一

｡

+

と
あ

る
｡

こ

の

｢

茅
亭
記
+

で

李
杢
報
は

､

饉
息
献
の

邸
を
｢

門
千
戸
万

､

若
鱗
錯
櫛
比

､

而
特
控
引
形
勢

､

賦
起
鳳
舞
+

と

示

し
､

饉
忠
献
個
人
に

つ

い

て

か

れ

は
､

｢

而
為
公
之
用
者
衆
夫

､

非
独

物
也

｡

其
陶
冶
生

人
､

亦

可
謂
周
夫

｡

執
有
不

願
為
公
之
用
者
耶
+

と

述
べ

て

お

り
､

さ

ら
に

亭
の

頭
詞
に

､

事
実
然

鳳
将
養

誰
共
営

我
侯
賢

侯
式
安

酒
如
泉

奉
囁
酢

客
指
千

何
以

酢

寄

寓
牛

山
河

韓

亨
不

達

と

し
た

｡

こ

れ

ら
の

文
か

ら

李
杢
報
の

撞
息
献
の

栄

華
に

対

す
る

皮
肉
な

心

情
を

見
て

と

れ

な
い

こ

と

は

な
い

に

し

て

も
､

す
く

な

く

と

も

表

面

上
､

か

れ

は

撞
忠
献
に

心

酔
し
て

い

る

と

見
ざ

る

を

え

な
い

｡

豪
華
な

茅

亭
の

な
か

で

の

宴
会
と

先
述
の

｢

朱
門
日

吐

菌
+

お

よ

び

百
姓
の

疲
弊

･

民
の

蜂
起
を

､

か

れ

は

内
面
に

お

い

て
一

体
ど

の

よ

う
な
つ

な

が

り

を

も

た
せ

て

い

る

の

だ

ろ

う
か

｡

私
に

は
､

こ

こ

に
こ

そ

彼
の

旨
点
が

潜
ん

で

い

る

の

で

は

な
い

か

と

お

も

う
の

で

あ

る
｡

つ

ま

り

自
身
が

官
職
に

就
く

必

要
を

前
提
に

し
て

執
権
者
に

接
す
る

李
杢
報
か

ら

す
れ

ば
､

自
身
の

詩

才
を

あ
る

ば

あ
い

に

は

相
手
を

喜
ば

す
た

め

の

手
段
に

供
す
る
こ

と

も

考

え

ら
れ

な
い

わ

け

で

は

な
い

｡

李
璽
報
と

し

て

で

き

る

こ

と

は
一

般
的
に

食
官
を

呪
い

､

具
体
的
に

は

槙
氏
以

外
の

者
に

対

し

て

皮
肉
を

搭
び

せ

る

よ

り

致
し

か

た

が

な
い

｡

そ
の

上
､

当
時
の

開
京
在
住
の

官
僚
層
に

と
っ

て

と

く
に

撞
忠
献
は

国
家
の

功
臣
で

あ

り
､

か

れ

ら

に

政
治
的
文
化
的
活

動
の

可
能
性
を

与
え

た

し
､

そ

の

身
分
お

よ

び

生

計
を

保
障
し
て

い

る

執

権
着
で

あ
っ

た

か

ら
､

な
お

さ

ら

櫨
氏
に

対
し

ま

ず
敬
意
を

払
う
の

で

な

け
れ

ば

な

ら

な

か
っ

た
｡

こ

う
し

て

執
権
者
の

槙
忠
献
に

対
し

て

李
杢
報
は

私
的
な
つ

な
が

り

を

通
じ

て

で

な

け

れ

ば

自
身
が

官
職
に

就
け

な
い

わ

け
で

､

そ
こ

に

李
杢
報

の

み

な

ら

ず
当
時
の

良
心

的
･

革
新
的
官
僚
層
の

問
題
が
あ
っ

た
｡

し

か

し
､

結
局
は

､

官
僚
層
自
体
が

そ

れ

ぞ

れ
の

経
済
的
地

盤
を

持
た

ず
､

た

だ

高
麗
王

朝
の

公
田

制
下
の

寄
生

的
官
僚
と

し
て

存
立

す
る

以

上

は

橙
氏
に

ひ

き
づ

ら

れ
て

ゆ

く
こ

と

に

し

か

な

ら

ず
､

良
心

的
･

革
新
的

官
僚
層
自
体
の

主
体
性
は

､

遂
に

生

か

さ

れ

な

く
な
る

の

で

あ

る
｡

つ

ぎ

に

私
は

高
麗
へ

の

蒙

古
の

侵

略
に

際

し

て
､

櫨
民
政
権
と

官
僚

層
､

そ

し
て

李
杢
報
の

あ

り

方
に

つ

い

て

考
察
し

た
か

っ

た

の

だ

が
､

こ

れ

は

別
の

機
会
に

ゆ

ず
る

こ

と
に

し
､

本
論

稿
で

は

た

だ
､

壇
民
政

権
を

考
え

る

ば

あ
い

に

そ

れ

自
体
の

文
化
的
伝
統
と

社
会
的
連
帯
を

も
つ

高
麗

の

広
汎
な

官
僚
層
に

つ

い

て

の

解
明
が

是
非
と

も

要
請
さ
れ

る

も
の

で

あ

る
こ

と

を

指
摘
す
る
に

止
め

る

次
第
で

あ

る
｡

(

注
)

李
仁

老
･

金
君

緩
･

李
公

老
･

金

良

鏡
･

李
允
甫

･

林
椿

･

陳

渾
･

全

履
之

･

李

杢

報
･

愈
升

旦
･

金

倣
･

塩

沖
･

雀

宗
唆

･

琴

儀
･

朴

仁

碩
･

金

就

励

等
､

高

麗
史

列

伝
お

よ

び

李

墟

国
全

集
に

見

ら

れ
る

か

れ

ら

は

詩

儒
･

文

武

官
で

あ
っ

て

良

心

的
･

革
新
的

官

僚

層
を

形
づ

く
っ

て

い

た
｡

(

一

橋
大

学

大

学

院
学

生
)
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