
三好0

所
謂
東
洋
的
専
制
主

義
と

共

同
体

】

一

九
五

九

年
に

公

刊
さ

れ

た

ウ

ィ

ッ

ト

フ

ォ

ー

ゲ
ル

氏
の

大

著

｢

東
洋
的
専
制
主

義
+

は
､

最
近

邦
訳
も

刊
行
さ

れ

た
が

､

日

本

の
､

少
く
と

も

東
洋

史
学
界
に

お

い

て

は
､

む

し

ろ
､

び
■
や

や

か

に

迎
え

ら
れ

た

と
い

っ

て

よ

い
｡

戦
前

､

日

本
の

中
国
研

究
者
の

間
に

､

新
し
い

科
学
的
方
法

に
■

も

と
づ

く

研
究
と

し
て

あ

れ

ほ

ど

も
て

は

や

さ

れ
､

多
く
の

追
随
者
を

生

ん

だ

同

氏
の

東
洋
的
社

会

の

理

論
と

､

最
近
の

氏
の

研

究

と
の

間
に

は
､

そ
の

研
究
そ

れ

自

体
の

中
に

そ

れ

ほ

ど

大

き

な

変
貌
が

あ
っ

た
の

で

あ

ろ

う
か

｡

た

し
か

に
､

氏
の

ア

メ

リ

カ

移
住
後

､

氏
の

研
究
に

は

文

化

人

類
学

的
方

法
の

影
響
が

み

ら

れ

る
｡

し
か

し
､

東
洋

的
社

会
に

対

す
る

氏
の

基
本

的

視
角
は

､

そ

の

後
の

新
し
い

概
念
的
ア
パ

ラ

ー

ト

の

附
加
に

も

濁
ら

ず
､

基
本
的
に

は

変
っ

て

い

な
い

､

む
し
ろ

或
る

増

淵

龍

夫

意
味
で

は
､

氏
の

近

著
に

お

け
る

政
治
的
色

彩
の

強
い

､

現

代
中

国
に

対

す
る

一

方

的
評
価

､

そ

こ

に

氏
の

所
謂
東
洋
的
専
制
主

義

の

復
活
を

強
調
す
ス

て

そ

の

視
角
は

､

西

欧
的
市
民

社
会
に

価
値

規

準
を

お

く
こ

と

に

よ
っ

て
､

そ

れ

と
の

対

比

に

お

い

て
､

外
側

か

ら
､

東
洋
的
社
会
の

｢

ア

ジ

ア

的
+

特

性
を

類
型
的
に

把
握
す

る
､

戦
前
の

氏
の

中
国
研
究
の

視
角
と

､

決
し
て

無
縁
で

は

な
い

の

で

あ
る

｡

そ

の

よ
ト

フ

な

視
角
･
か

ら

す
る

東
洋
的
社
会
の

類
型
的

把
握
の

帰
結
す
る

と
こ

ろ
の

或
る

種
の

危
険
を

､

氏
の

近

著
は

端

的
に

示

し
て

い

る

こ

と

に

つ

い

て

は
､

二
､

三

年
前
に

私
は

別
の

(

1
)

機

会
に

閲
読
し
た
こ

と

が

あ

る

の

で
､

こ

こ

で

は

詳
述
し

な
い

｡

り

氏
の

業
題
に

対

す
る

戦
前
と

戦
後
の

わ

が

国
の

学
界
の

評
価
の

変
化

は
､

氏
の

研

究
自
体
の

変
化
に

も
と

づ

く
よ

り
も

､

む

し

ろ
､

戦

後
に

お

け
る

日

本
の

学
界
の

中

国
史
研

究
の

問
題
関
心

が
､

戦

前
の

そ

れ
に

此
し

て
､

大
き

く

変
北
し
て

来
た

た

め
に

外
な
ち

菰

止

T

メ
T

ケ

号姫
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い
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そ

こ

で

は
､

り

氏
等
に

ょ

り

提

唱
さ

れ

た

東
洋
的
社

会
の

停

滞
性
の

理

論
の

克
服
が

､

戦
後
の

日

本
の

若
い

研
究
者
の

共
通
の

課
題
と

な
っ

た

と

雪
見

い

っ

て

よ

い
｡

中

国
に

お

け

る

新
し
い

政

治
的

･

社

会
的

変
革
の

歴
史
的
性
格
を

､

中
国

史
の

流
れ

の

中
で

主

体

的
に

理

解
し

､

正

し

く

位

置
づ

け
る

た

め
に

は
､

停
滞
性
の

理

論
を

も
っ

て

し
て

は

不

可

能
で

あ

る

と
い

う
認
識
か

ら
､

そ

れ

は

発
し
て

い

る

の

で

あ
る

｡

そ

し

て
､

そ

れ

に

は
､

中
国
の

歴
史

学
界
に

お

け

る

さ

か

ん

な

時
代
区

分

論
争
が

､

大
き

な

刺
戟
を

与

え
て

来
た

こ

と

そ

ま

た

事
実
で

あ
る

｡

問
題
は

､

戦
後
十

数
年

多
く
の

業
績
を

か

さ

ね

で

来
た

日
･

中

両

国
の

歴
史
学
界
の

こ

の

新
t
い

傾
向

は
､

果
し
て

そ

の

意
図
の

如
く

に

停
滞
性
.
の

理

論
を

其
の

意

味
で

克
服
し

た

で

あ

ろ

う
か

､

と

い

う
点
に

あ

る
｡

こ

の

点
か

ら
､

戦
後
十

数
年
の

わ
が

国
の

中
国
史
研
究
の

歩
み

を

検

討

し

反
省
し

て

み

る

こ

と

は
､

私
た

ち
の

当
面
し
て

い

る

問
題
を

明

確
に

し
､

今
後
の

研
究
の

出
発
点

を

確
認

す

る

意

味
に

お

い

て

も
､

必

要
な
こ

と

で

あ

ろ

う
｡

歴
史
学

研
究

会
は

､

一

九

六
一

年

大
会
に

お

い

て
､

｢

ア

ジ

ア

史
研

究
の

課
題
+

と
い

う
テ

ー

マ

を

提

出
し

､

数
人
の

共

同

報

告
の

形
を

と
っ

て
､

上

述
の

よ

う
な

問
題

の

検
討
を

要
請
し

た
､

私
も

そ

の

共

同

報
告
者
の

一

人
に

指
名
さ

れ

た

が
､

準
備
不

足
そ

の

偶
の

尊
僧
の

た

め
､

そ

こ

で

は
､

課
題

は

十

分
に

は

果
さ

れ

な
か
っ

た

と
い

っ

て

よ

い
｡

私
が

そ

こ

で

意

図
し

な
が

ら

果
せ

な
か

っ

た

課
題
に

つ

い

て
､

こ

こ

で

は
､

最
近

日

本
で

発
表
さ

れ

た

注
目

す
べ

き

若
干
の

研
究
の

検

甜
を

通

じ
て

改
め

て

考
え
て

見
た

い

と

思

う
｡

本
号
の

編
集
が

､

歴
史
学
の

理

論
的
諸

尚
題
を

と

り

あ
つ

か

う
と
い

う

方

針
な
の

で
､

実
証
は

な

る
べ

く

簡
略
化
し
て

､

｢

種
の

展
望
的

論
文
の

叙
述
の

形
式
を

と

っ

た
｡

(

l
)

W
i

t
t
f

O

的
e
-

､

内
.

A
∴

○
り

訂

已
已

D
e

眉
O
t

訂

日
)

p

C
O

白

眉
･

→

邑
孟
S
t

β
d
y

O
巾

ゴ
▼

t

巳

せ
じ

弓
e

J

叫
已
e

q
n
-

タ

ワ
2

芦
-

漂
㍗

(

ア

ジ

ア

経

済
研

究

所
訳

｢

東
洋

的

専

制
主

義
+

昭

和
三

十

六

年
)

(

2
)

拙
稿

｢

中
国

古

代
デ
ス

ポ

テ
ィ

ズ

ム

の

問
題
史
的

考

察
+

歴
史

学
研

究
二

二

九

号
､

一

九

五

九
､

拙

著
｢

中

国

古

代
の

社

会
と

国

家
+

序

静
｢

中

国
古
代
社

会
史
研

究
の

問
題

状

況
+

､

一

九

六

〇
｡

〓

戦
後
芯

お

け
る

停
滞
性
理

論
克
服
の

試
み

は
､

日
･

中
両

国
の

学
界
に

お

い

て

と

も

に
､

定

式
化
さ

れ

た

史
的
唯
物
論
の

あ
の

普

遍
的
な

発
展
段
階
概
念
を

も
っ

て
､

奴
隷
制

､

封
建
制

､

資
本

制

の

分

期
を

､

中
国
史
の

中
で

明
ら

か

に

し

ょ

う
と

す
る

形
を

と
っ

て

行
な
わ

れ

た
｡

し

か

し

な
が

ら
､

た

び

た

び

別
の

機
会
で

も
の

イ

⊥

べ

て

来
た

与
フ

托
､

ギ

リ

シ

ャ
･

p

-
･
マ

や

西

洋

中
世
の

史

実
か

溺

P
7 ､

声

一
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制 民 有 し
○

的
､

う ぞ こ カ よ
､

隷 な さ 漢
､

を 中 封-

な
の

で

あ
っ

て
､

こ

の

国
家
穐
カ
と

一

般
の

土

地

保

有
鼻
民

と
の

館ウ
ル

間
に

見

ら

れ

る

支
配

､

被
支
配
の

関
係
は

､

務

役
･

租
税
等
に

ょ

っ

て

媒
介
さ

れ

る

生

産
関
係
と

見
る
ぺ

き

で

あ

る
､

と

す
る

見

解

が

立
て

ら
れ

て

い

る
｡

そ

し

て

そ

の

よ

う
な

生

産
関
係
は

希
役
を

基
本
と

す
る

も
の

で

あ

り
､

そ
こ

で

は

私

的
土

地

所
有
が

実
現

し

て

い

な
い

と

見
る

見
解
か

ち
､

個
別
的
人

身
的
支
配
に

も
と
づ

く

一

種
の

奴
隷
制
と

解
す
る

の

で

あ

る
｡

■
他
方

､

こ

の

国
家
と

一

般

人

民
と
の

間
の

基
本

的
関

係
に

あ

ら
わ

れ

る

租
税

･

絡
役
等
の

収

奪
関
係
を

､

国

家
的
土

地

所
有
に

も

と
づ

く

封

建

的
地

代

と

解

し
､

封
建
制
の

ア

ジ

ア

的
型

態
と

見
る

見

解
が

一

方
に

あ

る
｡

こ

の

両

見

解
は

､

究
極
に

は
､

均
田

法
的
土

地

所
有
関

係
を

ど

の

よ

ぅ
に

理

解
す
べ

き
か

､

と
い

う
こ

と
に

よ
っ

て

分
れ

て

く

る

の

で

は

あ

る

が
､

い

ず
れ

も

専
制
的
君

主
権
力
に

よ

る

直

接
的
な

人

民

支
配
と
い

う
､

秦
漠
帝
国
以

降
の

制
度
的
な

基
本
構
造

に

視
点

を

～

お

い

て
､

そ
れ

を

単
な
る

政
治

的
支
配
の

制
度
と

は

見

ず
､

そ

れ

自
体
を

生

産
関
係
と

見
､

唐
以

前
七

以

後
と
の

こ

の

基
本
的
な

生

産
関
係
の

歴
史
的
性
格
の

相

違
に

よ

り
､

時
代
区

分

を

行
お

う
と

′

す
る

点
に

お

い

て

は
､

同
一

で

あ

る
｡

こ

れ

は
､

史
的
唯
物
論
の

普
遍
的
な

段
階

概
念
の

形
態
的
類
似
を

部
分

的
に

求
め

て
､

単
に

民

間
の

所
謂
豪
族
地

主
の

隷
属
民

が

奴
隷
で

あ
る

か

農
奴
で

あ

る

や
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止

叶
･

パ

軒

洋兼諸

か

の

み

を

争
い

定
め

よ

う
と

す
る

公

式
的
嵐
論
に

く

ら
ぺ

れ

ば
､

方

法
的
に

も
一

見
す
ぐ
れ

て

い

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

し
か

し

な

が

ら
､

こ

の

よ

う
な

解
釈
は

､

果
し
て

停
滞
論
的
視
野
を

克
服
し

た
こ

と
を

意
味
す
る

で

あ

ろ

う
か

｡

そ
こ

で

問
題
と

さ

れ

て

い

る
､

奴
隷
制
或
は

封
建
制
の

｢

ア

ジ

ア

的
形
態
+

は
､

史
的

唯
物
論
に

も

と
づ

く

普
遍
的
な

発
展
法

則

を

図
式
化

す
る

こ

と

な
く

､

民

族
史
の

と

る

特
殊
駒
具
体

的
形
態

の

中
で

検
証
し

ょ

う
と

す
る

苦
心

の

あ

ら

わ

れ

で

あ
る

が
､

し
か

し
､

そ
こ

で

｢

ア

ジ

ア

的
+

と
い

う
こ

と

ば

で

と

ら

え

ら

れ

て

い

る

中
国
の

特
性
は

､

中
国
史
の

展
開
を

内

面
か

ら

さ

さ

え
る

主

体

的
要
因
と

し
て

と

ら

え
ら

れ

て

い

る

の

で

は

な
い

｡

そ

れ

は
､

ヨ

一

口

ァ

パ

史
か

ら

概
念
的
に

構
成
量

れ

た

発
展
過

超
を

｢

正

常
+

と

す
る

視
角
か

ら
と

ら

え

ら
れ

て

い

る
｡

そ
こ

で

い

う
｢

ア

ジ

ア

的
特

性
+

と

は
､

中
国
の

外

側
に

典
型
と

し
て

設
定
さ

れ

た

正

常

な

発

展
過

濯
を

阻
止

し

変
形

す
る

条
件
と

し
て

と

ら

え

ら

れ

て

い

る

と
い

っ

て

よ

い
｡

∵

国
家
的
土

地

所
有
と

か
､

専
制
君
主

権
力
に

ょ

る

個
別

的
人

身
的
支
配
と
か

､

い

う
の

は

そ

れ

で

あ

る
｡

素
材

的
に

は
､

従

来
あ

き

ら
か

に

さ

れ

て

き
た

税
制

･

格
役
制

･

兵
制

等
の

制
度
史
的
な

外

郭
機

構
を

､

そ

の

ま

ま

生

産
関
係
に

お

き

か

え
て

､

｢

正

常
的
+

発
展
過
鍵
の

と

る

典
塾
と
の

形
態

的

相

違
を

｢

ア

ジ

ア

蹄
+

棒
性
と

し
て

把

握
し
た

一

穐
の

窺
型
的

把

握
で

あ

る
｡

そ

の

よ

う
な

制

度
を

現

実
に

動
か

し
さ

さ

え
て

い

る

と
エ

ろ

の

下

部
の

社

会
的
構
造
の

主

体

的
追
求
か

ら
､

問
題
が

構
成
さ

れ

て

い

る

の

で

は

な
い

｡

｢

ア

ジ

ア

的
+

性
格
の

そ

の

よ

う
な

類
型

的
把

握
の

視

角
は

､

そ
の

意
味
で

は
､

所
謂
｢

東
洋
的

専
制
主

義
+

の

概
念
の

よ
っ

て

立
つ

視
角
と

共
通
の

も

の

で

あ

る
｡

ウ

ィ

ヲ

ト

フ

ォ

ー

ゲ

ル

の

研

究
､

あ
の

大

規
模
な

治
水
潅
漑
を

決
定

的

要
因
と

す
る

か

れ

の

所

謂
東
洋
的
社
会
の

理

論
は

､

学
説
史

的
に

い

え

ば
､

マ

ル

ク

ス

の

所
謂
ア

ジ

ア

的
生

産
様
式
を

歴
史
発

展
の

継
起
的

段
階
と
し

て

で

は

な

し
に

､

西

洋
的
社

会
発
展
と

は

類
型

的
に

異
な
る

東
洋
的
社

会
の

特
殊
な

生

産
様
式
と

し

て

解
釈
し

､

検
証

し

ょ

う
と

す
る

も

の

で

あ
っ

た
｡

そ

し

て
､

そ

の

よ

う
な

生

産
棟
式
の

特
殊
化
の

契

機
と

し
て

､

生

産
力
の

自
然
的
基
礎

､

す
な

わ

ち

水
の

問
題
を

と

り

上

げ
る

こ

L
に

よ
っ

て
､

東
洋
的
専
制
主
義
を

成
立
せ

し

め

る

経
済
的

基

礎
と

そ

こ

か

ら

帰
結
す
る

東
洋
的
社

会
の

停
滞
性
を

明

ら

か

に

し

ょ

う
と

し
た

､

こ

と

は

周

知
の

と
こ

ろ
で

あ
る

｡

今
ま

で

も
､

た

び

た

び

別
の

機
会
に

触
れ

て

き

た

よ

う
に

､

か

れ

の

こ

の

よ

う
な

東
洋
的
社
会
の

類
型

的
把

握
の

底
に

は
､

此

較
の

規
準

を

西
欧

的
価
値

規
準
に

お

く
こ

と
に

ょ
っ

て

東
洋

を

と

ら

え
る

､

ββ3



み

の

十

八

世
紀
後
半
以

降
の

西
欧
学
者
に

伝
統
的
な

東
洋
社
会
観

が
､

な

お

根
強
く

作
肘
し
て

い

る
｡

そ

れ

は
近

代
西

欧
思
恕
の

自

己

意
識
の

過

殺
に

つ

く

ら

れ

た

産
物
で

あ
っ

て
､

そ
こ

で

は

す
で

に

中
国
自
体
の

内

面
か

ら

で

は

な

し
に

､

外

側
の

西

欧
的
価
値
規

準
か

ら

｢

自
由
+

に

対

し

て

｢

専
制
+

が
､

｢

発

展
+

に

対

し

て

｢

停
滞
+

が

東
洋
的
社
会
を

特
徴
づ

け

る

も
の

と

し
て

､

対

比

的

に

儲
念
さ

れ

て

い

る
｡

氏
の

近

著
に

お

い

て

も
こ

の

視

角
は

一

貫

し
､

そ
こ

で

強
調

さ

れ
る

の

は
､

｢

水
利
社
会
+

の

国
家
権
力
の

強

力
な

全
体
主
義
と

そ

の

下
で

の

民

間
の

諸
権
利
の

弱
さ

で

あ

り
､

西
欧
的
｢

自
由
+

の

尺
度
で

､

外
側
か

ら
そ

の

非
自
由
さ

を

測
定

す
る

こ

と
が

､

そ

の

類
型
化
の

基
調

を

な

し
て

い

る
｡

そ

こ

で

観

念
さ

れ

て

い

る

｢

発
展
+

と
い

う
こ

と

は
､

そ

の

よ

う
な

西

欧

的

市
民

社
会
の

価
値
の

実
現

過

裔
に

外
な

ら
な
い

の

で

あ
っ

七
､

従

っ

て
､

そ
の

よ

う
な

西

欧
的
価
値
に

規
準
を

お

い

て
､

外
側
か

ら

そ

れ

と

の

比

較
に

お

い

て

中
国
社
会
を

類

型

的
に

把

握

す
る

限

り
､

.
中
国
の

歴
史
を

動
か

し
て

行
く

主
体
的
な

契
機
を

中
国
社
会

自
体
の

中
か

ら

見
出
す
道
が

閉
ざ

さ

れ

る

こ

と

に

な
る

の

は

当

然

で

あ
っ

て
､

そ

こ

に

停
滞
性
論
が

帰
結
さ

れ

る

わ

け

で

あ

り
､

従

っ

て

ま
た

､

そ

の

よ

う
な

停
滞
を

打
破
る

実
機
は

西
欧
的
勢
力
の

外
部
か

ら
の

影
響
に

よ
っ

て

の

み

は

じ

め
て

与

え

ら
れ

る

と
い

ぅ

発

展
外

因
論
も

､

同
一

視
角

■
か

ら

生

れ

て

く
る

わ

け
で

あ

る
｡

そ

捌

の

意
味
で

停
滞
論
を

克
服
す
る

道
は

､

何
よ

り

も

先

ず
中

国
史
の

主

体
的

理

解
の

た

め
の

内
面

的
視

角
の

確
立

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

ヽ

0

-

∨

そ

の

意
味
で

は
､

さ

き
の

､

奴
隷
制
或
は

封
建
制
の

ア

ジ

ア

的

形
態
を

中
国
史
の

中
に

求
め

よ

う
と

す
る

試
み

は
､

そ

の

意
図
に

も

拘
ら

ず
､

停
滞
論
的
視
野
を

克
服
し

た

と

は
い

い

難
い

｡

そ
こ

で

い

う

｢

ア

ジ

ア

的
+

と

い

う
概
念
は

制
度
史
研

究
の

成

果
を

上

述
の

よ

う
に

外

在
的
視
角
か

ら

す
る

東
洋
的
専
制
主

義
の

概
念
で

も
っ

て

外
側
か

な

類
型

的
に

把

握
す
る

と
こ

ろ
に

成
立

し

た

も
の

で

あ
る

か

ら

で

あ

る
｡

従
っ

て

そ
の

よ

う
な

視
野
の

枠
内
に

お

い

て
､

奴
隷
制

･

封
建
制
と

時
期
を

劃
し

て

も
､

そ

れ

は

中
国
史
の

制

度
史
上
の

外
郭
機
構
の

示

す
形
態
上
の

時

期
的

相
違
を

､

典
型

的
概
念
と
の

比

較
に

ょ
っ

て

類
型

的
に

把
握
す
る

に

と

ど

ま
る

も

･

の

で

あ
っ

て
､

そ

の

よ

う
な

制
度
を

さ

さ

え

動
か

し
て

い

る

下

部

の

社
会
的
諾

関
連
の

主

体
的
追
求
が

き

わ

め
て

不

十

分
な
の

で

あ

る

か

ら
､

そ
こ

で

劃
さ

れ

た

諸
時

期
間
の

移
行

過

程
の

解
明

は

説

得
力

を

持
た

な
い

｡

稔
じ

て
､

今
日

､

奴
隷
制

･

封
建
制
の

概
念

を

も
っ

て

す
る

中
国
史
の

時
代
区

分
が

諸

説
ま

ち

ま

ち
で

あ

り
､

十
分
な

説
得
力
を

も
っ

て

統
一

的
見
解
に

達
し

て

い

な
い

の

は
､

罵

】†

㌧
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一

つ

に

は
､

上

述
の

よ

う

な

中

国
史
の

内

側
か

ら

す
る

主
体
的
理

解
の

た

め
の

内

面

的

視
角
が

確
立
さ

れ

て

い

な
い

か

ら
､

.
と
い

っ

て

も

よ

い
｡

そ

れ

な

ら

ば
､

そ

の

よ

う

な

内
面
的

視

角
の

確
立

と

は
､

ど
町

よ

う
な

探
究
を

意
味
す
る

の

で

あ

ろ

う

か
｡

三

秦
漠
帝
国
の

基
本

構
造

を

専
制
君

主
に

よ

る

個
別

的
人
身
的
な

人

民

支
配
の

体

制
に

あ

る

と

し
､

そ

れ

を
ば

特
殊
な

奴
隷
制
の

形

態
と

し

て

解
釈
し

主

張
し
て

き
た

､

西

鳴
定
生

成
は

､

最
近

大

著

｢

中
国
古
代

帝
国
の

形
成
と

構
造
+

を

著
わ

し

て
､

二

十

等
爵
制

､

殊
に

は

民

爵
の

内
面

的

解
釈
を

通

じ
て

､

そ

の

研

究
視
角
に

大
き

な

転
換
を

示

し

た
｡

秦
漢
帝
国
の

基
本
構
造
が

､

皇
帝
の

全

人
民

に

対

す
る

個
別

的
直
接

的
支

配
の

関
係
に

あ
る

と

す
る

こ

と

は
､

西
嶋
氏
の

新
研

究
に

お

い

て

も
､

前
提
と

な
る

｡

氏
の

新
し

く

提

出
し

て

い

る

問
題
は

､

こ

の

皇

帝
と

人

民

と
の

支

配
･

被
支
配
の

関
係
を

､

従

来
の

よ

う
に

､

単
に

む

き

だ

し
の

カ
の

関
係
に

よ

っ

て

結
び

つ

け
ら

れ

た

も
の

と

し
て

､

そ

こ

に

既
成
の

階
級
的
対
立

関
係
の

概
念
を
あ

て

て

解
釈
す
る

の

で

は

な

く

し
て

､

そ

の

よ

う

な

支
配
関

係
を

成
立
せ

し
め

る

固
有
な

場
､

す
な

わ

ち
､

両

者
の

間
に

内
在
す
る

な

秩
序
関
係
を

､

先

ず
当

時
の

伝
統
的
観
念

に

即
し

て

明

ら

か

に

し

よ

う
と

し

た
こ

と

で

あ

る
｡

そ
の

こ

と

を

解
く

手
が

か

り

と

し
て

､

氏
は

､

漠
代
の

一

般
庶

民

が
､

無

籍
の

流
民
や

膿
民

･

奴
脾
を
の

ぞ

い

て
､

す
べ

て
一

様
に

天

子

か

ら

爵

を

与

え

ら

れ
て

い

る

と
い

う
制
度
的
事
実
に

注
目

し
､

単
に

貴
族

や

高
級
官
僚
の

み

で

は

な

く
､

一

般
庶

民
に

い

た

る

ま

で
､

等
級

の

差
こ

そ

あ

れ
､

す
べ

て

有
頭

尉

着
で

あ

る

と

い

う
こ

の

事

実

か

ら
､

爵

制
の

も
つ

伝
統
的

性
格
に

即
し

て
､

爵
を

通
じ

て

結
ば

れ

る

天
子

と

人

民

と
の

内
面

的
結
合
関
係
の

意
味

､

そ

こ

に

設

定
さ

れ

る

両

者
の

間
の

秩
序
構
造

を
､

内
在
的
に

明
ら

か

に

し

ょ

う
と

し

た

の

で

あ

る
｡

氏
の

解
釈
に

ょ

る

と
､

こ

の

漠
代
二

十

等
爵
制

は
､

周

代
の

五

等
爵
を

継
承
す
る

伝
統
的
性
蒋
の

も

の

で

あ

る
｡

た

だ

後
者
に

あ
っ

て

は

爵
制
は

､

支
配

諸

民
族
を

天
子
を

中
心

と

し

た

秩
序
構
造

に

編
成
す
る

た

め
の

も
の

で
､

一

般
の

民
は

そ

れ

に

関
与

す
る

こ

と

ほ

な

く
､

た

だ

族
制
的
秩
序
が

彼
等
を

規
制
し

て

い

た
｡

戦
国
以

降
､

支
配
氏
族
の

側
に

お

い

て

も

被
支
配
氏
族

の

側
に

お

い

て

も

族
制
的

規

制
が

解
体

し
､

そ
こ

に

個
別
化

さ

れ
･

た

家
父

長
制
的
農
民

家
族
が

析
出
さ

れ

て

く
る

｡

こ

の

族
制
的
秩

序
の

解
体
か

ら

個
別

化
さ

れ

た
一

般
庶
民

を
､

新
た

に
､

天
子
を

中
心
と

し
た

拡
大
さ

れ

た

秩
序

構
造
の

中
に

包
摂
し

編
成
す
る

殊

_
ヘ

リ

介
の

役
割
を

果
す
の

が
､

秦
漢
の

二

十

等

爵

制
で

あ

る
｡

そ

し

■

部

賢
い

転



の

め

す
る

現

軍
の

薮
轡
臥

あ

を

旦

叢静

ほ
､

族
制
的
秩
序
の

解
体
に

よ

り
､

す
で

に

異
姓
並
居
の

地

縁
社

会
と

な
っ

て

お

り
､

里
の

自
律
的
秩
序
は

弱
化

或
は

喪
失
し
て

い

た

が
､

老
幼

を

問
わ

ず
一

律
に

叔
数
累
積
と
い

う
独

特
な

賜
爵
方

法
を
も
つ

民

爵
制
は

､

老
と

高
爵

､

劫
と

低
爵
と
い

う
結
果
を

も

た

ら
し

､

そ

こ

に

弱
化
し

潜
在
化
し
て

い

た
里

に

お

け
る

歯
の

秩

序
を

､

他
律
的
に

顕
在
化

し

強
化

す
る

機
能
を

果
し

た
｡

こ

の

よ

う
に

皇
帝
に

よ

る
一

般
人
民
に

対

す
る

爵
の

授
与
は

､

一

般
人

民

の

現
実
の

生

活
の

場
に

お

い

て

は
､

里
の

秩
序
形
成
の

役
剖
を

は

た

す
の

で

あ

る

が
､

そ

れ

は

同
時
に

個
々

の

人

民

を

皇
帝
に

結
び

つ

け
る

爵
的

身
分

秩
序
に

よ
っ

て

裏
付

け

ら

れ

て

い

る

の

で

あ
っ

て
.､

爵
制
に

よ
っ

て

形
成
さ

れ

る

里
の

秩
序
は

､

同
時
に

国
家
的

秩
序
そ

の

も

の

で

あ

る
｡

肝

く

周

代
に

お

い

て

は
､

天
子
と

諸

侯
､

諸

侯
と

卿
･

大
夫

･

士
の

､

氏
族

貴
族
相
互

間
の

札
的
秩
序

で

あ
っ

た

爵
制
的
秩
序
が

､

秦
漠
帝
国
に

お

い

て

は
一

般
庶
民
に

せ

で

拡
充
さ

れ

た

と
い

う
こ

と

は
､

そ

こ

に

お

け

る

皇
帝
の

人

民

支
配
貯

､

伝
統
的
価
値
体

系
の

援
用
の

上

に

は

じ

め

て
､

そ
の

正

当
性
を

獲
得
す
る

エ

と

を

意
味
す
る

の

で

あ

る
｡

爵
の

伝
統
的
観

念
に

よ

れ

ば
､

天
子

も

亦
爵
称
の
一

つ

な
の

で

あ

る
｡

天
子

は

爵

制
的
秩
序
を

超
え

た

存
在
な
の

で

は

な

く
､

そ

の

秩
序

構
造
の

中

心

に

伍
す
る

そ
の

二

見
な
の

で
■

あ
る

｡
･

そ

の

よ

う
な

夢
の

伝
親

的

肺

観
念
は

､

天
子

は

天
命
を

う
け
て

民

生

を

計
る

責

任

者

で

あ
っ

て
､

そ

の

限
り

で

人

民

統
治
の

正

当

性
を

与

え

ら
れ

､

天
子
の

行

動
が

慈

恵
的
に

こ

の

正

当
的
支
配
の

枠
外
に

出
る

と

き

は

天
命
を

襲
う
と

さ

れ

る
､

あ
の

徳
治
主
義
的
な

政

治
理

念
に

も
と
づ

く

伝

統
的
皇
帝
観
と

対

応
す
る

｡

爵
制
約
秩
序
と

は
､

こ

の

よ

う
な

天

子

を

中
心

と

し

て
一

般
人

民
に

い

た

る

ま
で

す
べ

て

の

も

の

を

単

一

集
団
内
の

身
分

的
秩
序

構
造
の

成
員
と

し
て

位
置
づ

け
､

そ
こ

で

は
そ

の

相
互

の

間
に

爵
の

観
念
を

琴
介

と

し
て

連
帯
的
意
識
が

結
成
さ

れ

る

こ

と

が

理

念
と

さ

れ

て

い

た

の

で

あ
る

｡

秦
漢
帝
国

ヽ

の

皇
帝
権
力
の

全
人

民
に

対

す
る

所
謂
個
別

的
人

身
的

支

配
の

体

ヽ制
は

､

こ

の

よ

う
な

伝
統
的
性
格
を

も
っ

た

爵
制
的
秩
序
の

場
に

お

い

て

実
現

さ

れ
､

正

当

化
さ

れ

る
｡

従
っ

て
､

そ

の

よ

う
な

皇

帝
と

人

民

と
の

関
係

を
不

す
爵
制
的
秩
序

構
造
の

伝
統
的
性

椿
の

中
に

は
､

皇
帝
に

よ

る

人

身
的
所
有
と

か

奴
隷
制
的
支

配
と

か

い

う
観
念
は

含
ま

れ

て

い

ず
､

ま
た

国
家
的
土

地

所
有
が

､

皇

帝
と

人

民
と

を

結
び

つ

け
る

媒
介
と

な
っ

て

い

る

の

で

は

な
い

｡

皇
帝

と

人
民

と

は
､

爵
制
的
秩
序
構
造
の

成

員
と

し
て

位
置
付
け

ら

れ

て

お
■り

､

人
民
に

課
さ

れ

る

人

頭
税
(

賦
)

や

田

租
は

､

そ

の

よ

う
な

爵
制
的
秩
序
構
造
の

成
員
と

し

て

当

然
負
担
す
べ

き

義
務
と

軍
1

ト

L

■
す

㌧

L

F
■

.
.
■
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′
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し
て

の

伝
統
的
性

椿
を

も

ち
､

そ

の

収

奪
は

そ

の

よ

う

な

伝
統
的

性
椅
に

よ
っ

て

正

当

性
を

得
て

い

た

の

で

あ

り
､

そ

れ

は

ま
さ

し

く

人

民
に

対

す
る

民

爵
賜
与

と

対

応
す
る

も
の

で

あ
っ

た
､

天

子

を

父
と

し
､

人

民

を

赤
子

と

す
る

家
族
国
家
の

理

念
も

､

爵
制
的

秩
序
の

中
に

歯
の

秩
序
で

あ
っ

た

族
的
秩
序
が

擬
制
的
に

導
入
さ

れ

て

い

る

こ

と
の

表
現
で

も

あ
る

､

と
い

う
｡

以
上

の

よ

う
に

､

酉

嶋
氏

は
､

秦
漠
帝

国
の

基
本

構
造

を

皇
帝

の

全

人

民
に

対

す
る

個
別

的

支

配
に

あ

る

と

考
え

､

こ

の

基
本
的

関
係
で

あ

る

皇
帝

と

人

民

と
の

関
係
を

､

従

来
の

よ

う
に

､

中
国

の

外

側
で

つ

く

ら

れ

た

既
成
の

普
遍
的
概
念
で

規
定

す
る

の

で

は

な

く

し

て
､

そ

れ

自
体
に

賦
与
さ

れ

て

い

る

固

有

な

意

味

関

連

を
､

爵

胡
と

い

う

特
殊
具
体

的
制
度
の

伝
統
的

性
格
の

追
求
に

よ

っ

七
､

内
在
的
に

明

ら
か

に

し

よ

う
と

し

た

こ

と

は
､

主
体

的
理

解
の

た

め
の

内

面

的
視
野
の

確
立
の

こ

こ

ろ

み

と

し
て

も
､

き

わ

め

て

重

要
な

着
眼

と

し
て

高
く

評
価
し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

こ

の

よ

う
に

氏
は

､

そ

こ

で

設
定
さ

れ

た

皇
帝

と

人

民
と
の

関

係
の

意
味
の

解
釈
に

お

い

て
､

所
謂
｢

東
洋
的
専
制
主

義
+

の

概

念
の

適
用

を

拒
香
し

､

そ

の

概
念
の

示

す
よ

う
な

君

主
と

人
民

と

の

関
係
の

在
り

方
は

､

爵
制
約
秩
序

構
造
の

理

念
に

お

い

て

は
､

正

当
催
を

混
濁
し

蒋
な
ぃ

と

す
る

｡

そ

し
て

さ

ら
に

港
目

す
べ

き

こ

と

は
､

そ

の

よ

う

な

爵
制
約
秩
序
の

理

念
を

､

単
に

理

念
と

し

て

だ

け
で

な

く
､

そ

れ

に

現

実
的
基
盤
を

与

え

る

た

め
に

､

人

民

の

現

実
の

生

活
の

場
で

あ

る

里

の

秩
序
を

爵
制
と
の

関
連
に

お

い

て

追
求
し

ょ

う
と

し
た

点
で

あ

る
｡

こ

こ

に
､

国
家
秩
序
と

里

共

同

体

と
の

関
係
が

正

面
か

ら
と

り
上

げ
ら

れ

て

い

る

の

で

あ
る

｡

こ

の

き

わ

め
て

重

要
な

､

そ

し

て

困

難
な

問
題
を

正

面
か

ら

と

り

上

げ

た

点
に

つ

い

て

は
､

敬
服
の

念
を
い

だ

く

着
で

あ
る

が
､

し

か

し
､

そ
の

間
題
追
求
の

視
角
と

そ

の

方

向
へ

推
論
を
か

さ

ね

る

史
料
解
釈
に

つ

い

て

は
､

若
干
の

疑

問
を

い

だ

か

ざ

る

を

待

な

い
｡

氏
の

研
究
の

貢
献
に

対

す
る

積
極
的

評
価
は

ま
た

別
に

記

す

′

る

こ

と
に

し
て

､

今
､

疑
問
と

す
る

こ

と

だ

け

を

こ

こ

に

記

す

と
､

そ

れ

は

第
一

に

氏
の

中
心

的
論
点

､

す
な
わ

ち
､

里
の

秩
序

が

爵
制
に

よ
っ

て

他
律
的
に

規

制
さ

れ

た

も
の

と

す
る

解
釈
に

つ

い

て

で

あ

る
｡

氏
が

｢

東
洋
的
専
制
主

義
+

の

概
念
援
用

を

拒

香

し

な
が

ら
､

旦

共
同

体
の

把

握
に

お

い

て

は
､

そ

の

自
浄
的
秩
序

機
能
の

喪
失
を

前
提
と

し
て

想
定

し
､

賜
爵
を

通
じ

て

の

国
家
権

力
に

よ

る

他

律
的
な

秩

序

形

成
と

(

し

か

も

族
制

約
秩

序
の

擬
制

と

し

て

の

歯
位

秩
序
の

復

活

強

化
)

解
し

た
の

は
､

官
製
里

共

同

体
の

一

方

的
な

国
家
隷
属
を

主
張
す
る

と

同
一

結
果

を

も

た

ら

し
､

動

き
の

と

れ

な
い

層
造

論
に

お

ち

入

争
こ

と

と
な

っ

た
｡

そ

の

点

に

抑



か

つ

て

の

酉
嶋
氏
の

掛
酔

を
､

私
は
そ

こ

に

彷
称
と

し

で

み

と

妙

齢

ざ

る

を

得
な
い

｡

氏
は

､

制
さ

れ

る

前
掟
と

し
て

､

秩
序
の

喪
失
を

挙
げ
る

｡

居
が

多
く

見
ら

れ

る

が
､

旦
の

秩
序
が

爵
に

ょ
っ

て

他

律
的
に

規

族
的
秩
序
の

解
体
に

よ

る

里

の

自
律
的

た

し
か

に

秦
漠
時

代
の

里
に

は

異
姓
推

そ

の

故
を

も
っ

て

自
律
的
秩
序
の

喪
失

と

解
す
る

こ

と

は

で

き

な
い

｡

･
族
制
的

秩
序
の

解
体

過

鍵
に

お

い

て
､

分

解
さ

れ

た

個
々

の

家
々

が

相
あ
つ

ま
っ

て
､

そ

れ

に

代
る

又
そ

れ

を

補
強
す
る

新
し

い

秩
序
が

自
律
的
に

形
成
さ

れ

て

く
■

る

点
に

､

実
は

重

稟
な

問
題
が

ひ

そ

ん

で

い

る

の
､

で

あ

る
｡

,
漢
代
の

父

老

的
土

豪
､

ま
た

一

般
に

豪
族
と

呼
ば
れ

て

い

る

大
小

さ

ま

ざ

ま
の

土

着
勢
力
の

維
持
す
る

秩
序
は

､

す
な
わ

ち
そ

れ

で

あ

る
｡

例
え

ば
､

多
く
の

避
難
民
か

ら

な

る

田

疇
の

移
住
衆
落
の

事
例
を

見
て

も
､

何
等
国

家
的
規
制
を

う
け
る

こ

と

な

く
し

て
､

そ

こ

に

程
な

く

自
律
的
秩
序
が

形
成
さ

れ

て

く
る

こ

と

よ

り

見
て

も
､

族

制
的

秩
序
の

解
体
に

ょ

り

異
姓
が

入

り

交
る

釆
居
形

態
に

う
つ

っ

た

か

ら

と
い

っ

て
､

自
律
的
秩
序
を

喪
失

し

た

と
い

う
前
提
は

な

り

立

ち

難
い

と

思

う
｡

こ

の

よ

う

な

土

豪
･

豪
族
の

存
在
を

､

も

ち
ろ

ん

西

騰
氏
は

香

定
す
る

の

で

は

な
い

｡

た

だ

氏
は

､

こ

れ

ら
の

維
持
す
る

自
律
的

秩
序
を

､

爵
制
的

秩
序
の

理

念
の

実
現

を

は

ば

む

も
の

､

そ

れ

を

軒

寸′庸
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乱
す
も
の

､

理

念
的
原
則
に

変
貌
を

加
え

る

変
則
と

し
て

正

当
に

は

位
置
づ

け

ず
､

そ

の

研

究
の

最
後
に

お

い

て
､

原
則
的
な

爵
制

的
秩
序
が

十

分
に

実
現
さ

れ

た

の

は
､

新
た
に

民

を

他

処
よ

り

従

七

て

新
設
し

た

新
邑

､

す
な
わ

ち

過

去
の

族
制
約
秩
序
か

ら

切

断

さ

れ

た

秦
湊
時
代
の

新
設
の

県
に

お

い

て

で

あ

る

と

し
て

､

地

域

的
相
違
の

問
題
を

も
っ

て

こ

れ

を

解
決
し

ょ

う
と

す
る

｡

国
家
権

力
に

対

す
る

自
律
的
秩
序
の

強
弱
の

問
題
に

つ

い

て

の

地

域
別

的

研
究
の

必

要
は

私
も
か

つ

て

提
唱
し

た

と
こ

ろ

で
､

地

域
的

相

違

の

問
題
は

十

分

考
慮
に

価
す
る

問
題
で

は

あ

る

が
､

そ

れ

は

あ

く

ま

で

自
律
的

秩
序
の

強
弱
と

の

関

係
に

お

い

て

で

あ
っ

て
､

そ

の

機
能
喪
失
を

前
提
と

す
る

も
の

で

は

な
い

｡

例
え

ば
､

社
民
に

よ

り

新
邑

を

新
設

し

た

易
合
で

も
､

最
初
に

徒
さ

れ

て

き

た

人
々

相

互
の

間
に

は
､

老
少

さ

ま
ざ

ま
の

年
齢
の

相
達
は

あ
っ

て

も
､

そ

の

後
､

賜
爵
の

機
会
を
い

く
ら

重
ね

て

も

爵
位
上
の

等
親
の

差
は

生

じ

な
い

の

で

あ
っ

て
､

爵
位
と

歯
位
と

が

対

応
す
る

関
係
が

成

立

す
る

の

は
､

そ

の

子
･

孫
の

代
に

お

い

て

で

あ

り
､

そ

の

よ

う

な

長
い

年
月
の

問
に

は
､

実
際
の

社
会
的

経
済
的
関
係
に

も
と
づ

く

何
ら
か

ら
の

自
律
的
秩
序
が

強
弱
の

差
は

あ

れ

形
成
さ

れ

て

く

る

で

あ

ろ

う
｡

さ

き

の

土

豪
･

豪
族
の

問
題
も

､

決
し
て

前
代
の

嵐
制
と

し
て

秦
漠
帝
国
に

残
留
し

て

い

る

も
の

だ

け
で

は

な
く

､

秦
漠
時
代
の

社
会
経
済
的
条
件
の

中
か

ら

自
生

的
に

発
生

し

て

来

た

も
の

も

多
い

の

で

あ

る
｡

里
の

自
律
的

秩
序
の

喪
失
と
い

う
､

氏
の

立

論
の

大

前
提
は

､

そ

の

意
味
で

も
､

地

域
的
差
の

問
題
の

み

に

解
消
で

き

な
い

性
質
の

も
の

で

あ

ろ
ゝ

つ
｡

本

質

的
な

問

題

は
､

氏
の

爵
制
的
秩
序
の

解
釈
自
体
の

中
に

び

そ

ん
で

い

る

の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

｡

即
位
そ

の

他
の

国
家
の

慶
事
毎
に

､

全
人

民
に

対

し
て

爵
一

級

を

与

え
る

と
い

う

民

爵
賜
与
の

方

法
は

､

そ
れ

が

度
重

な
っ

て

行

け

ば
､

結
果
と

し

て

は
､

西

嶋
氏
が

俊
敏
に

も

指
摘
し

た

よ

う
に

､

民

爵
授
与
の

機
会
に

接
す
る

こ

と
の

多
い

者
ほ

ど
､

す
な
わ

ち

年

長
者
で

あ

れ

ば

あ

る

ほ

ど
､

爵
扱
が

重

ね

ら

れ

て

行
き

､

数
学
的

に

は

歯
位
と

爵
位
と

が

対

応
し

て

行
く
こ

と
に

な

り
､

里
に

お

け

る

歯
の

秩
序
を

国

家
の

爵
を

も
っ

て

顕
在
化

し

強
化

す
る

と
い

う

氏
の

論
理
が

生
れ

て

く
る

の

で

あ

る

が
､

そ

も

そ

も

漠
の

高
祖
が

漠
の

社

稜
を

立
て

民
に

爵
一

級
を

賜
わ
っ

た

と

き
か

ら
､

そ

の

よ

ぅ
な

結
果
を
あ

ら
か

じ

め

予

想
七

て
､

す

な

わ

ち

歯

位
と

爵

位

と
の

適
応
関

係
の

成
立
を

あ

ら

か

じ

め

意
図
し
て

､

叔
数
を
も
っ

て

す
る

民

爵
授
与
の

方

法
を

定
め

た
の

で

は

あ

か
.

ざ
い

｡

舶
来
授

爵
や

軍
功
爵
や

爵
の

売
月
等
の

そ

れ

を

み

だ

す
要
因
を

除
外
し

て
■

考
え
れ

ば
､

国
家
の

慶
事
毎
に

叔
数
を

も
っ

て

累
加
す
る

民

爵
授

卿
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与
の

方

法
は

､

た

ま
た

ま

結
果
と

し
で

､

や
が

て

歯
位
と

爵
位
と

の

合
徽
を

も

た

ら

す
こ

主
に

な
る

と
い

う
の

は
､

酉
嶋
氏
自
身
の

す
ぐ
れ

た
発

見
で

あ

り
､

級
数
累
加
の

方

法
を

も
っ

て

す
る

国

家

の

民

爵
授
与
の

意
図
自
体
の

中
に

は
､

賜
爵
に

よ

る

歯
の

秩
序
確

立

=

里
の

秩
序
形
成
の

意
図

ま
で

は

含
ま

れ

て

は
い

な
か

っ

た

の

で

は

な

か

ろ

う
か

｡

も

し
も

含
ま

れ

て

い

た

の

だ

と

す
る

と
､

五

百

石
以

下
の

吏
爵
の

場
合

も
､

民

爵
と

同
じ

く

級
数
累
加
の

授
与

の

方

法
が

と

ら

れ

て

い

る

こ

と
が

､

何
の

意
図
に

も
と
づ

く
か

､

腐

説
明
が

つ

か

な

く

な
る

｡

五

百

石
の

更
か

ら

斗

食
の

佐
史
に

い

た

る

ま

で
､

等
し

く

同
一

級
数
の

爵
が

累
加

的
に

授
与

さ

れ

る

と
い

う
こ

と

は
､

郡

国
の

府
延
に

お

け
る

彼
等
吏
の

間
に

も

や

は

り

爵

位
と

歯
位
と

の

合
致
を

結
果
と

し

て

は

も

た

ら

す
で

あ

ろ

う
が

､

そ

れ

は

す
で

に

官
職
の

体

系
と

は

蒋

離
し

て

何
程
の

意
味
も
も

た

な
い

こ

と

は
､

こ

こ

で

こ

と
わ

る

ま
で

も

な
い

こ

と

で

あ

ろ

う
｡

そ

れ

故
､

氏
は

､

賜
爵
に

ょ

る

里
の

秩
序
形
成
の

た

め

に
､

旦

に

お

け
る

自

律
的

秩
序
機
能
の

喪
失
を

前
提
と

す
る

｡

そ

の

よ

う
な

前

提
そ

れ

自
体
が

､

実
は

､

最
も

検
討
を

要
す
る

問
題
で

あ

ろ

う
｡

皇
帝
と

人

民

と
の

内
面
的
結
合
関
係
を

爵
制
の

も
つ

伝
統
的

性

格
に

よ

っ

て

内
在

的
に

理

解
し

ょ

う
と

し
た

西
嶋
氏
の

試
み

は
､

そ
の

着
眼
に

お
■

い

て

き

わ

め

て

す
ぐ

れ

た

も
の

で

満
㌧

た
｡

天
子

Å

r

声

..

ヽ

ヂ
㌧

L
号
.

..

■
卜

よ

り
+

般
庶
民
に

い

た

る
一
ま

で

す
べ

■
て

の

も
の

が

こ

の

爵
制
的
身

訓

分

秩
序

構
造
の

成
員
と

し

て

位
置
付
け

ら

れ

る

と

す
る

､

氏
の

解

■

釈
は

､

正

し

く
､

皇
帝
の

人
民

支

配
が

実
現

さ

れ

る

場
と
し

て

の
､

天
下

的
秩
序
の

理

念
に

沿

う
た

も

の

で

あ

っ

た
｡

し

か

し
､

氏

は
､

こ

れ

を

単
に

理

念
と

し

て

の

み

で
は

な

く
､

さ

ら
に

す
す
ん

■

で
､

民

爵

授
与
の

叔
数
累
加
の

特
異
な

方

法
を

居
延

簡
の

中
か

ら

さ

が

し

求
め

､

そ

れ

が

結
果
に

お

い

て

歯
位
の

秩
序
と

合
致
す
る

こ

と

を

発
見
し

､

そ

れ

に

よ
っ

て
､

民
の

現

実
の

生

活
の

場
と

し

て

の

里
の

秩
序
が

規
制
さ

れ

る

と

解
し

て
､

爵
制
的

秩
序
の

も
つ

現
実
性
を

里
の

秩
序
形
成
機
能
に

求
め

よ

う
と

さ

れ

た
｡

こ

の

点

は
､

ま
ご

と
に

､

氏
の

鋭
い

し
か

も

幾
何
学

的
と

も
い

え

る

き

わ

め
て

論
理

的
な

構
想

力
を

如

実
に

示

し
て

い

る

点
で

､

凡

庸
な

制

度
史
腐
の

く

わ

だ

て

及
ぶ

と
こ

ろ
で

は

な
い

の

で

あ

る

が
､

し
か

し
､

私
は

､

そ

の

点
に

､

氏
の

論
理

的

構
想

力
の

行
き

す

ぎ

が

あ

る

の

で

は

な
い

か

と

思
う

｡

爵

制
的

秩
序
に

現

実
性
を

与

え
る

た

め

に
､

そ

れ

と

里
の

秩
序
と
の

適
応
関

係
を

L

■め
ま

り
に

皇
刀

整
な

形
で

追
い

す
ぎ

た

の

で

あ

る
｡

そ

の

結
果

､

最
後
に

現
実
の

生

き

た

社

会
の

自
律
的
秩
序
の

復
姓
多
様
な

実
体
に

ぶ

つ

か

り
､

そ

れ

の

処
置
に

因
っ

て
､

そ

れ

を

爵
制
的
秩
序
の

理

念
原
則
を
み

だ

す

変
則
的
な

も
の

と

し
て

､

地

域
的
相

違
の

問
題
に

解
消
さ

せ
､

爵

ホ

う準
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一
て

■

寸

ノ
.

｡

瓜
廿

制
的
秩
序
実

現
の

場
を

､

新
設
の

秦
漠
的

県
に

限
定
せ

ざ

る

を

得

な

く

な
っ

た

も

の

と

思
わ

れ

る
｡

し
か

し
そ

こ

で

も

問
題
が

残
る

こ

と
は

前
述
の

通

り

で

為

る
｡

そ

し
て

そ

の

よ

う
な

行
き

す
ぎ

を

犯
さ

せ

た

も
の

は
､

国
家
権
力
が

民

間
の

一

切

を
一

方
的
に

律
す

る

と
い

う
西

嶋
氏
に

な

お

根
強
く

残
る

制
度
史
的
デ
ス

ボ

テ

ィ

ズ

ム

論
的
視
野
で

は

な
か

ろ

う
か

｡

旦
の

自
律
的
秩
序
機
能
喪
失
の

前
線
の

下
に

､

賜
爵
を

通
じ
て

の

国
家
権
力
に

よ

る

他

律
的
秩
序

形
成
と
い

う
構
想
に

よ
っ

て

落

入

ら
ざ

る

を

得
な

く

な
っ

た
､

動
き
の

と
れ

な
い

構
造

論
を

脱

却

す
る

道
は

､

何
よ

り

先

ず
､

里
の

自
律
的
秩
序
機
能
襲
失
と
い

う

大
前
提
の

再
検
討
の

外

に

は

な
い

｡

そ

し
て

､

そ
こ

に

形
成
さ

れ

く
る

大
小
さ

ま

ざ

ま
の

土

豪
･

豪
族
の

維

持

す
る

自

律
的

秩

序

を
､

国
家
的

秩
序
を

乱

す
変
則
的
な

も
の

と
し

て

単
に

対

立

的
に

位
置
づ

け
る

の

で

は

な

く
､

そ

れ

を

予

定
し

､

そ

れ

を

制
度
的

機

構
の

中
に

包

摂
し

て

行
く

も
の

と

し
て

の

現

実
の

国

家
秩
序
を

そ

れ

と

し
て

問
題
と

し

な

く
て

は

な

ら

な
い

の

で

あ

ろ

う
｡

そ

こ

で

は
､

爵
制
的

秩
序
論
で

は

疎
外

さ

れ

た
､

民

間
の

土

豪
･

豪
族
を

現
実
の

国
家
秩
序
の

中
に

ど

う

位

置
づ

け

る

か
､

と
い

う
こ

と

が
､

改
め
て

問
題
と

な
っ

て

く

る
｡

す
べ

て

を

国
家
権
力
に

よ

る

偲

簡
約
形
成

と

解
す
る

視
野
に

ぁ

い

て

で

克

く
､

そ
こ

に

内
包

さ

九
1
､

僚と

れ

る

特
殊
具
体

的
な

自
律

的
秩
序
に

視
点

を
お

く
と

き
､

は

じ

め

て
､

主
体

的
理

解
が

可
能
に

な
っ

て

く
る

の

で

は

な
か

ろ

う
か

｡

昨
年

､

浜
口

重

国

民
は

｢

漢
唐
の

間
の

家
人
と
い

う
言

葉
に

つ

(

1
)

い

て
+

と
い

う
論
文

を

発
表
し

､

そ
こ

に

お

い

て

注
目

す
べ

き

発

言
を

な
し

て

い

る
｡

氏
は

､

漠
唐
の

間
の

文

献
に

見
え
る

｢

家
人
+

と
い

う
こ

と

ば

が
､

ど

の

よ

う
な

意
味
で

使
わ

れ

て

い

る

か

を

検
討
し

､

殊
に

漠

代
文
献
に

お

い

て
､

一

般
庶
民
の

こ

と

を

｢

家
人
+

と
い

う
こ

と

ば
で

呼
ん

で

い

る

の

に
､

官
吏
の

こ

と

は

｢

家
人
+

と

は

呼
ん

で

い

な
い

こ

と

に

注
目

し
､

次
の

よ

う
な

見
解
を

提
示
し

て

い

る
｡

す
な
わ

ち
1

庶
民
を

家
人

と

言
う
に

至
っ

た
の

は
ハ

天
子

は

天

下

を
一

家
と

し

民
は

そ

の

家
の

も
の

で

あ
る

と

す
る

考
え

方
と

大
い

に

関
係
が

あ

る

も
の

で
､

勿
論
君

主
の

側
か

ら

言
っ

た
こ

と

ば
で

あ

り
､

私

家
に

お

い

て

同

居
親
乃

至

近

親
者
及
び

家
の

奴
婦
を

併

せ

て

家
人
と

言
っ

た

呼
び

方
の

極
大
に

な
っ

た

も
の

で

あ

る

が
､

万

民
が

漠
家
の

家
人
だ

と
い

う

考
え

方
か

ら

す
れ

ば

当
然
庶
民
の

み

な

ら

ず
､

官
吏
或
は

そ

の

母

胎
と

な
っ

た

士

族
も

包
含
さ

れ

て

一
.

⊥

よ

い

昔
で

あ
る

の

に
､

し

か

し

実
探
は

彼
等
は

天

子
の

家
人
か

ら

ガ
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除
外

さ
れ

て

い

る

?
こ

れ

は

単
な

る

言
葉
の

意
味
だ

け
の

間
嵐
と

し

て

片
付

け
る

わ

け
に

は

行
か

な
い

｡

何
故
な
れ

ば
こ

の

明

瞭
な

事
実
に

立
っ

て

判
断
す
れ

ば
､

漢
の

天
子

が

己
が

家
人
と

し

て

直

接
的
に

支

配
し

得
た

の

は
､

一

般
庶
民

層
の

み

で

あ
っ

て
､

官
吏

の

母

胎
を

な
し

た

士

族
は

､

天
子
か

ら

官
職
爵
位
を

賜
わ

り

俸
禄

を

う
け
て

も
､

天
子
の

家
人
で

は

な

く
､

む
し

ろ

そ

れ

ぞ

れ

独

立

し

た

家
の

主
で

あ

り
､

威

権
や

物
質

カ
に

天

地

の

差
は

あ
っ

て

も
､

基
本

的
に

は

漢
家
と

区

別
は

な

く
､

い

わ

ば

主
客
の

関
係
に

置
か

れ

た
､

と
い

う
こ

と

が
､

自
然
に

理

解
さ

れ

て

く
る

か

ら
で

あ

る
｡

言
い

換
え

れ

ば
､

漠
の

君

権
は

､

普
通

考
え

ら

れ
て

い

る

寒
鰍
大

無
比

な

構
造

を

持
っ

て

い

な
か
っ

た
の

で

あ
っ

て
､

そ

う

で

あ

れ

ば
こ

そ
､

漢
の

政
治
は

地

方
の

有
力

者
と

の

協
力
の

形
態

を

と

ら

ざ

る

を

得
な

か
っ

た
の

で

あ

る
､

君

主
が

現

実
に

持
ち

得

た

威
権
の

大
小

と
､

君

権
の

基
礎
構
造

と

は
一

応
別

個
の

も
の

で

あ
る

､

と

考
え

ね

ば

な

ら

な
い

､

と
い

う
の

が

そ
の

論
旨
で

あ
る

｡

私
も
か

つ

て
､

戦
国

官
僚
制
の

成

立
の

問

題

を

考

察
し

た

と

(

2

)

き
､

そ
こ

に

成
立

す
る

君
主

と

官
僚
と
の

関
係
は

､

主
客
の

関
係

と

同
一

性
椿
の

も
の

で

あ

る

こ

と

を

論
証
し

た

の

で

あ
る

が
､

そ

の

場
合

､

考
察
の

中
心

を

郎
官
に

お

き
､

そ

れ

が

漠
代
官
僚
機
構

に

お

い

て

も
､

中
枢
的
存
在
と

し

て

存
続
し

て

行
く
こ

と

を

指
摘

1

b
7

二
.

卜

す
る

に

と

ど

ま
サ

た
か

し

か

し
､

そ

の

拡
官
は

､

漢
代
に

お

い

て

派

は
､

孝
廉
察
挙
の

制
が

確
立
し

て

く

る

と
､

多
く

郡

県
の

壊
史
出

身
者
が

こ

れ

に

任
ず
る

こ

と
に

な
る

わ

け

で
､

し

か

も

郡

県
の

操

史
は

多
く

土

着
の

豪
族
が

之
に

任

ず
る

こ

と

を

想

起
す
る

と
､

私

の

考
え
て

い

た
こ

と

は
､

こ

の

浜
口

偲
の

見
解
に

よ

っ

て
一

つ

の

支

柱
を

与

え

ら
れ

て

く
る

の

で

あ

る
｡

浜
口

氏

は
､

す
で

に

戦
前
に

お

い

て
､

漠
代
の

地

方

官
の

本

籍

(

3
)

地
の

問
題
を

考
究
し

天

子
の

任
命
に

か

か

る

都

県
の

長
官
(

太

守
･

令
･

長
)

及

び

次

官
(

丞
･

尉
)

は

そ

の

本
籍
地
の

郡

県
に

任
用

星

れ

る

こ

と

ほ

回

避
さ

せ

ら

れ

る

が
､

そ

の

下

の

課

長
巌
の

披

見

は
､

そ

の

都
県
の

出
身
者
が

任
用
さ

れ
､

そ

の

任
命
権
は

郡
県
の

長
官
が

に

ぎ
る

こ

と

を

明

ら

か

に

さ

れ
､

漢
の

地

方

政

治
は

､

天

子
が

派
遣
し
七

他

郡

出
身
の

郡
県
の

長
官
次

官
叔
の

も
の

三
､

四

名
と
､

当
該
郡
県
の

出
身
者
で

材
幹
徳
望
あ

る

も
の

と

し
て

任
用

さ

れ

た

功
曹
以

下
の

課
長
級
の

も
の

と

が

協
力

し

て

や
っ

て

行
く

と
い

う

形
態
を

と
っ

て

お

り
､

こ

れ

を

隋
唐
に

比
べ

る

と
､

専

制

(

4
)

政
治
だ

と

い

っ

て

も
､

未
だ

緩
や

か

な

統
治
機
構
に

あ
っ

た
､

と

い

う
見
解
を

発
表
さ

れ

て

い

た
｡

私
は

､

浜
口

氏
が

明
ら

か

に

し

た

郡
県
統
治
の

在
り

方

を

よ

り

具
体

的
に

す
る

た

め
､

こ

れ

ら

功

曹
以

下
の

郡

県
の

挨
史
が

多
く

同

姓
的
結
合
と

主
客
結
合
と

に

も

′
率

､

.

ヤ車



し

t

一痴話東洋 的
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丁

j
て
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.

1

と
づ

い

て

そ

の

地

方
に

大

小
の

規
制
力
を

も
と

も
と

も
り

で

い

る

(

6
)

土

着
の

土

豪
･

豪
族
層
で

あ

る

こ

と

を

例
証

し
､

そ
の

よ

う
な

漠

代
郡
県
制
の

実
態
を

､

そ

の

成
生

過

殺
を

通
じ

て

明

ら
か

に

す
る

た

め
､

郡
県

制
の

成
立

過

程
を

従

来
の

通

説
と

は

別
の

角

度
か

ら
､

す
な

わ

ち

そ

れ

を
さ

さ

え
る

社

会
的
条
件
と
の

関
連
に

お

い

(

6
)

て
､

春
秋
時
代
に

ま
で

さ

か

の

ぼ

っ

て

追
求
し

た
｡

そ

し
て

郡

県

制
成
立
の

過

程
に

お

い

て
､

そ

れ

に

抵
抗
す
る

土

着
の

族
的
秩
序

の

根
深
い

伝
統
を

指
摘
し

､

そ

の

よ

う
な

族
的

秩
序
の

解
体

後
も

分

解
さ

れ

た

個
々

の

家
々

は

新
た

な

結
合
方
式
の

も

と
に

む

す
び

合
っ

て

新
た

な

形
の

土

着
勢
力
を

生

み

出
し

､

そ

れ

が

郡

県

制
的

支
配
に

ど
の

よ

う

な

形
で

包
摂
さ

れ
､

ま

た

郡

県

制
的
支
配
の

実

態
を

ど
の

よ

う
に

規
制
し

て

行
く
か

､

と
い

う

問
題
の

一

端
の

解

(

7
)

明
に

着
手
し

た

の

で

あ
っ

た
｡

そ
の

よ

う
な

私
の

関
心

は
､

秦
漢
帝
国
の

基
本
構
造

を

虐
帝
の

全
人

民
に

対

す
る

個
別

的
人

身
的
支
配
に

あ

る

と
い

う
見

解
を

強

調
す
る

余
り

､

制
度
史
研
究
の

明

ら
か

に

し

た

外

部
的
機

構
の

表

面
的
解
釈
を

墨

守
し
て

､

そ

の

機
構
の

か

げ
に

か

く

さ

れ

て

い

る

自
律
的
な

民

間
秩
序
を

追
求
す
る

困

難
な

課
題
に

立

向

う
こ

と

な

く
､

族
制
約
秩
序
の

解
体

を

も
っ

て

共
同

体
の

解
体
と

見
る
一

般

の

見

解
に

対
し

て
､

大
き

な

疑
問
を

も
つ

こ

と

か

ら

発
し

て

い

た

の

で

あ
っ

た
｡

さ

き
の

酉

嶋
氏
の

爵
制
的

秩

序
に

関

す
る

研

究

は
､

皇
帝
の

全

人

民
に

対

す
る

個
別

的
人

頭
的
支
配
の

体

制
を

､

外

側
か

ら

既
成
の

東
洋
的
専
制
主

義
の

概
念
で

律
す
る

こ

と

を

排

し
､

固
有
な

伝
統
的
意
味
を
も
つ

爵
に

よ
っ

て

む

す
び

つ

け

ら

れ

る

皇

帝
と

人

民

と
の

秩
序
構
造

を

内
在
的
に

解
明

し

ょ

う
と
さ

れ

た

点
に

､

多
大

な

敬
意
と

共

感
を
さ

さ

げ

る

も
の

で

は

あ
る

が
､

た

だ
､

そ
の

場
合

､

族
制
的
秩
序
の

解
体

を

も
っ

て

旦
の

自

律
的

秩
序
機
能
の

喪
失
(

共

同

体
の

解

体
)

と

解
し

､

賜
爵
に

■
よ

る

里

の

秩
序

形
成
を

､

国

家
権
力
に

よ

っ

て

他

律
的
に

遣
制
と

し
て

の

歯

の

秩
序
(

族

制

的

秩
序
)

､

を

復
活
さ

せ

る

も
の

と

解
す
る

点
に

､

依
然
と

し
て

納
得
で

き

な
い

多
く
の

疑
問
を

感
じ

た

こ

と

は

前
述

の

通

り
で

あ
る

｡

国
家
権
力
に

よ

る

他

律
的
な

連
判
の

復
活
で

は

な

く

し
て

､

郡

県

制
的

外

郭
機
構
に

よ

っ

て

表

面
的
に

は

覆
わ

れ

て

い

る

が
､

そ

の

か

げ
に

び

そ

ん

で

却
っ

て

そ

れ

を

内
面
か

ら
さ

さ

え
､

規
定
し
て

い

る
､

新
た

に

再
組
織
さ

れ

た

自

律
的

な
(

共

同
体

的
)

秩
序
を

､

引

出
し

､

そ

れ

を

秦
漠
帝
国
の

歴

史

展

開

を

さ

さ

え
る

主

体

的
要
因
と

⊥
て

位
置
づ

け

解
明

す
る

道
は

な
い

で

ぁ

ろ

う
か

､

そ
の

よ

ぅ

な

主
体

的
理

解
の

た

め
の

内

面

的
視
角
の

確
立

は
､

ど
の

よ

う
に

し

て

可

能
で

あ

ろ

う
か

､

と
い

う
こ

と

が
､

3

私
の

最
も

切

落
な

関
心

事
で

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

そ

の

た

め
に

は

打

吋



七

た

と
土

ろ
で

ぁ
る

｡

そ

の

点
を

具
体

的
に

実
証

し

て

行
く
こ

と

指り
～

は
､

今

後
の

私
の

課
題
で

あ

り
､

漠
代
郡

県
制
の

地

域
別

的
考

察

に

着
手
し

た
の

は
､

そ

の

よ

う
な

意
図
か

ら

な
の

で

は

あ

る

が
､

今
こ

こ

で
､

断
片
的
に

二
､

三

の

事
例
を

附
加
し
で

､

私
の

提
示

し

た

い

問
題
の

所
在
の

カ

を

明

ら
か

に

し

て

お

き

度
い

｡

(

1
)

山

梨
大

学

学

芸

学

部

研

究

報
告

第

十
一

号
､

昭

和
三

十
五

年
｡

(

2
)

拙

著
｢

中

国
古

代
の

社

会
と

国

家
+

第
二

篇
第

一

章
､

戦

国

官

僚
制
の

一

性

椅
｡

(

3
)

浜
口

重

国

｢

漢
代

に

お

け

る

地

方

官
の

任

用
と

本

薄
地

と
打

開

係
+

歴
史
学

研

究
一

〇
一

､

昭

和

十

七

年
｡

(

4
)

浜
口

重

国
｢

隋
の

天
下

統
一

と

君

権
の

強
化
+

､

日

本

諸

学

振

興

委
員
会

研

究
報

告
､

特
輯
四

号
､

歴
史
学

､

昭

和

十

七

年
｡

(

5
)

上

掲

拙
著
第

一

篇
第

〓
早

､

漢
代
に

お

け

る

民

間

秩
序
の

構
造

と

任

侠
的

習

俗
｡

(

6
)

上

掲
拙

著
第
三

篇
第
二

章
､

先

泰
時
代
の

封
建
と

都
県

｡

(

7
)

拙
稿
｢

漠
代
郡

県

制
の

地

域
別

的

考

察
+

､

中

国

古

代

史
研

究

会
窮

｢

中

国

古

代

史

研

究
+

所
収

(

昭

和
三

十
五

年
｡

(

8
)

拙
稿
｢

中
国

古

代
デ
ス

ボ

テ

ィ

ズ

ム

の

問
題
史
的

考
察
+

歴
史

学
研

究
二

二

七
､

昭

和
三

十
五

年
｡

五

後
湧
未
の

巴

邪

太

守

壌
納
碑

(

隷
釈

巻
五

所

嶺
)

の

碑
陰
に

は
､

や
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メ

巴

郡
の

濠
史
七

十
三

人
の

姓
名
が

､

そ

れ

ぞ

れ

の

本
籍
県

名
と

官

職
名
と

を

附
し
て

刻
さ

れ

て

い

る
｡

行

丞

事

従

操

位
一

人
､

主

薄
･

主

記
攻

･

録
事
接

･

上

計
按
各
々

一

人
､

議
曹
操
五

人
､

文

学
主

事
按

一

人
､

従

按
位
四

人
､

尉
曹
操

･

.
金

曹
操

･

滑
曹
操

･

法
曹
按

･

集
曹
操

･

兵
曹
技

･

此

曹
操

･

功
曹
史

･

文

学
按
各
々

一

人
､

待
事
壕
六

人
､

文
学

主

事
史

一

人
､

奏
曹
史
二

人
､

戸
曹

史
三

人
､

戸

令
史

一

人
､

麒
曹
史

一

人
･

辞

曹
史
二

人
､

賊
曹
史

四

人
､

右
賊
曹
史

一

人
､

決

曹
史

一

人
､

右
金

曹
史

･

左

金

管
史

･

左

食
曹
史

･

右
酒

曹
史

･

法

曹
史

･

右
集
曹
史

･

右
兵
曹
史

･

此

曹
史
各
ふ

二

人
､

中
部
督
郵

･

南
部
督
郵
各
々

一

人
､

監
市

操
一

人
､

中
部
案
獄

一

人
､

府
後
督
盗

賊
一

人
､

文

学
史

一

人
､

守
属

八

人
が

そ

れ

で

あ

る
｡

従

来
官
僚
機
構
の

研
究
は

､

郎

吏
以

上
の

高
叔
官
僚
の

そ

れ

に

か

ぎ

ら

れ
､

地

方
の

民

政
の

実
際
に

最
も

関

係
の

深
い

郡
魔
の

操

史
以

下
の

下

部
官
僚
機
構
は

､

漢
書
百

官
表
に

も

記
載
が

な

く
､

そ

の

詳
細
は

知
ら

れ

て

い

な
か

っ

た
｡

し

か

し
､

そ

れ

は

き

わ

め

て

尤
大

な

覿
織
を

も
つ

も
の

で

あ
っ

て
､

例
え

ば
､

後
漢
の

河

南

争
の

員
吏
は

按
史
以

下

九
首

余
人

を

擁
す
る

と

い

わ

れ

(

続

恵
劉

注

引

漠
官
)

､

東
漢
の

当
初
会
稽
郡
の

壊

史
は

五

百

人

以

上
の

多
き

に

達
し

て

い

た

と

報
じ

ら
れ

て

い

る

(

後

漢
書
陸
続
伝
)

｡

厳
耕
望

→

グ

ー
.

∴
汁

(

l
)

は

最
近
こ

の

尤
大

な

組
織
を

も
つ

地

方

統
治
機
構
に

つ

い

て
､

そ

の

機
構
的

側
面

を

明

ら
か

に

し

た
｡

そ

れ

に

よ

る

と
､

都

県
の

下

部
官
僚
機
構
は

､

太

守
･

丞
の

下
に

地

方

行
政
の

実
際
に

当
る

そ

の

地

方

出
身
の

多
く
の

披
史
が

お

か

れ

る

わ

け

で

あ

る

が
､

そ

れ

ら
の

攻
史
の

う
ち

､

そ

の

職
権
か

ら

見
て

そ

の

地

位
最
良
の

も
の

は

功
曹

･

五

官
揉

･

主

薄
･

督
郵
等
で

あ
る

｡

そ

の

う
ち

功
曹
は

諸

曹
を

統
轄
し
て

､

後
述
す
る

よ

う
に

郡
統
治
の

実
権
を

握
る

も

の

で
､

そ

の

統
轄
下
に

戸
曹

･

時
曹

･

田

曹
･

此

曹
･

水

管
等
の

民

政
に

当
る

諸

曹
､

倉
曹

･

金
曹

･

市

按

等
の

財

政
を

掌
る

詔

曹
､

集
曹

･

滑
曹

･

法
曹
等
の

交
通

駅

亭
に

関

す
る

諸

曹
､

兵

曹
･

司

馬
･

塞
曹

･

尉
曹
等
の

兵
政
を

つ

か

さ

ど

る

諸

曹
､

更
に

は

治
安
に

任
ず
る

賊
曹

､

司

法
を

掌
る

辞
曹

･

決
曹

､

教
育
に

任

ず
る

文

学
等
の

諸
部
門
が

お

か

れ
､

そ

れ

ら
の

各
曹
に

は

長
と

し

て

接
が

お

か

れ
､

こ

れ

を

補
佐
す
る

も
の

と

し
て

史
が

お

か

れ
､

こ

れ

ら

操
史
の

下
に

守
属
が

お

か

れ

る
｡

五

官
操
は

定

掌
な
き

よ

う
で

さ

だ

か

で

は
な
い

が
､

そ

の

地

位
は

功

曹
に

つ

ぐ

も
の

で

都

の

右
職
で

あ

り
､

さ

ら
に

秘
書
兼
庶
務

課
長
と

も
い

う
ぺ

き

主
薄

が

あ
っ

て
､

そ

の

系
統
に

文

書
を

つ

か

さ

ど

る

主
記
室
攻

史
･

録

事
曹
史

･

奏
曹
操
史

･

門
下

操
史
が

あ

り
､

太

守
の

侍
従

･

警
衛

､
】

+

∂

に

あ

た

る

門
下

督
盗
賊

･

門
下

賊
曹
や

､

謀
議
に

参
ず
る

議

曹

㌘
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(

門
下

曹
)

､

太

守
の

私
家
財
政
を

掌
る

少
府
も
こ

の

系
列
に

お

か

れ

る
｡

さ

ら

に

郡
の

下
の

諸

属
県
に

は
､

県
の

令
長
の

下
に

､

よ

り

小

規
模
で

は

あ

る

こ

れ

と
ほ

ぼ

同

じ
よ

う

な

珠
史
の

下

部
官

僚
機
構
が

そ

れ

ぞ

れ

お

か

れ

る
｡

さ

て

冒
頭
に

例
示

し

た
｡

巴

郡
太

守
張
納
碑
陰
に

刻
さ

れ

た

巴

郡
の

壊
史
の

職
名

は
､

そ

の

全
貌
を
つ

く

す
も
の

で

は

な
い

が
､

他
の

碑
陰
に

く

ら
べ

て

比

較
的
詳
細
で

あ
る

｡

そ

こ

で

問
題
と

な

る

の

は
､

こ

れ

ら

七

十
三

人
の

巴

郡
の

接
史
以

下
の

下

部
官
僚
の

社
会
層
で

あ

る
｡

都
合
の

よ

い

こ

と
に

は
､

華
陽
国
志
巻

一

の

巴

志
に

､

巴

郡
の

各
県
に

つ

い

て

そ

こ

に

お

け
る

大
姓
が

記
さ

れ

て

い

る
｡

そ

れ

と
､

上

記

碑
陰
の

七

十

三

人
の

操
史
の

姓
名
を

､

そ

れ

に

附
記
さ

れ

て

い

る

出
身
県

名
別

に

対

照

し
て

い

く

と
､

そ
の

大
半
が

､

華
陽
国
志
記

載
の

巴

邦
の

大
姓
と

一

致
す
る

｡

た

だ
､

残
念
な
こ

と
に

は
､

碑
陰
記

載
の

攻
史
の

姓
名
の

う
ち

､

重

要
な

諸

曹
の

按
の

十

四

人
の

姓
名
が

開
け

て

不

明
で

あ

る

の

で
､

残
り

の

五

十

九

人
の

扱
史
守
属
の

姓
名
だ

け
が

検
証
で

き

る

の

で

あ

る

餅
､

こ

の

五

十

九

人
の

姓
名
の

う
ち
三

十
六

人
の

姓
は

､

そ

れ

ぞ

れ

の

出
身
県
の

大

姓
と

し
て

華
陽
国
志
に

記
さ

れ

て

い

る
｡

こ

と

に

碑
陰
に

明

確
に

刻
さ

れ

て

い

る

上

層
の

壕
の

姓
は

､

殆
ん

ど

全

部
華
揚
国

志
記
載
･
の

大
姓
の

姓
と

一

致
し
て

い

る

か

ら
､

碑
應
で

L

ず
ン′

ム

ヒ

そ

の

姓
名
が

開
け

て

い

る

十

四

人
の

壕
も

､

そ
の

一

致
度
は

高
い

乃り
～

と

推
定
す
る

と
､

こ

の

比

率
は

も
っ

と

高
く

な

る

の

で

あ

ろ

う
｡

宋
書
恩
倖

伝
に

漠
代
の

こ

と

を
の

べ

て

｢

都
県
の

壊
史
並
に

豪
家
.

よ

り

出
ず
+

と

記
さ

れ

て

い

る

こ

と
は

後
述
の

史
料
と

参
照

し
て

も

大
体

信
じ

て

よ

い
｡

と
こ

ろ
で

こ

こ

に

注
意
す
べ

き

も

う
一

つ

の

事
実
が

あ

る
｡

例
え

ば

碑
陰
に

記
す

巴

都
の

按
史
の

う
ち

､

属
■

県
の

宕
渠
県
出
身
者
を

見
る

と

李
姓
が

多
い

｡

蔑
曹
操
の

李
息

､

■

従
壊
位
の

李
並

､

戸
曹
史
の

李
含

､

守
属
の

李
平

､

さ

ら
に

は

益

州
従

事
に

な
っ

た

李
元

等
が

す
な

わ

ち

そ

れ
で

あ
る

｡

宕
渠
県
の

李
氏
は

､

華
陽
国
志

巻
十
二

益

梁
寧
三

州

先

漠
以

来
士

女
目

録
に

ょ

る

と
､

後
漠
に

桂
陽
太

守
李
温

を

出
し
て

い

る

か

ら
､

宕
渠
の

大
姓
で

あ

ろ

う
｡

こ

の

こ

と

は

都
県
の

擁
史
が

そ

の

地

方
の

土

着

の

豪
族
で

あ
る

ば
か

り
で

な
く

､

同
一

豪

姓
か

ら

多
く
の

壕
史
を

出
し

て

い

る

と
い

う
こ

と

を

推
定
さ

せ

る
｡

郡

の

操

史
の

場

合

は
､

そ

の

出
身
地
は

多
く
の

属
県
に

分
散

す
る

か

ら
､

こ

の

関
係

は

明

瞭
に

は
つ

か

み

に

く
い

が
､

県
の

壊
史
の

場
合
は

､

そ

の

出

身
地

は

そ
の

県
だ

け
に

集
中
さ

れ

る

か

ら
､

/

こ

の

関

係
は

よ

り

明

瞭
に

知
ら

れ

る
｡

酸
窮
令
劉
熊
碑
(

隷
釈

巻
五
)

の

碑
陰
に

は
､

こ

の

県
出
身
の

魔
の

故
の

珠
史

､

故
の

郡
の

操
史

､

さ

ら

に

は
､

こ

の

頻
出
身
着
で

嘗
て

他

県
の

今
に

克
っ

た
こ

と

の

あ

る

者
､

そ
の

/

ル

て

:

′㌣

ず
､

ヤ
転



壱
..

′

一

っ

l

｢

.
d
】

-

/

づ

､～

/

､

ゝ頼

■

＼
1
1
㌧

偽
こ

の

県
の

処
士

･

好
学

､

合
計
百

八

十

人
の

姓
名
が

刻
さ

れ

て

い

る
｡

そ

の

中
､

処
士

･

好
学
を
の

ぞ

く

と
､

嘗
て

都
県
の

役
人

で

あ
っ

た

者
は

七

十

九

人
で

あ

る

が
､

こ

の

七

十

九

人
の

中
､

五

十

四

人

は

十

姓
で

占
め

ら

れ

て

い

る
｡

例

え

ば
､

酸
蔑
の

蘇
氏

は
､

塀
の

功
曹
四

人

を

出
し

て

い

る

外
に

､

郡
の

督

郵
一

人
､

郡

の

曹
史

一

人
､

華
県
の

令
一

人
､

守
東
昏
県

令
一

人

を

出
し
て

い

る
｡

そ

の

他

碑

陰
に

刻
さ

れ

て

い

る

処
士

､

好
学
を

加
え

れ

ば
､

蘇
氏
は

処
士
五

名
､

好
学
二

名
が

挙
げ

ら

れ

て

お

り
､

計
十
五

名

が

そ
れ

ぞ

れ

出
銭
し

て

い

る
｡

最
も

多
い

の

は

李
氏
で

､

郡

県
の

役
人

十
三

名

を

出
し

､

そ

の

外
処
士

四

名
､

好

学
八

名
､

計
二

十

五

名
で

あ
る

｡

ま
た

､

繁
陽
令

楊

君

碑
(

隷
釈
巻
九
)

の

碑
陰
に

体

は
､

繁
陽
県
の

県
人
で

､

県
の

壕
史
だ
っ

た

者
､

処
士

･

救
民

合

計
百
三

十
四

人
の

姓
名
が

刻
さ

れ

て

い

る

が
､

そ
の

中
七

十
一

人

が

十

姓
で

占
め

ら

れ

て

い

る
｡

ノ

そ
の

中
最
も

多
い

の

が

申
氏
で

十

二

名
の

県
の

操
史
を

出
し

て

い

る
｡

繁

陽
県
の

碍
氏
は

､

前
漠
宣

帝
の

と

き

弘

農
太

守
と

な
っ

た

碍

揚
以

降
代

竺
一

千

石
を

出
し

た

名

族
で

あ
る

が
､

後
漢
に

入

る

と

礪
勤
は

郡
に

仕
え
て

功
曹
と

な

り
､

こ

の

碑
陰
に

ほ
､

そ
の

一

族
の

中
か

ら

魔
の

接
見
四

名
を

出

見
て

く

る

と
､

都
県
の

濠
又
は

､

土

着
の

土

盛
･

豪
族
に

ょ
っ

て

占
め

ら
れ

て

い

る

ば

か

り

で

な

く
､

同
一

の

豪
姓

か

ら

多
く
の

壕

史
を

出
し
て

い

る

関

係

も

明

ら

か

に

な
っ

て

く

る
｡

こ

こ

で

豪

姓
と

か

豪
族
と
か

い

っ

て

も
､

そ

れ

は

す
で

に

明

ら
か

に

さ

れ

て

い

る

よ

う
に

､

経
済
的
に

は
そ

れ

ぞ

れ

独

立
し

た

戸
が

､

同

姓
の

故
を

も
っ

て
､

そ
の

中
の

有
力

な

戸
を

中

心
に

､

社
会
的
に

連
帯
し
て

一

つ

の

土

着
勢
力
を

形
成

し
､

そ

れ

に

よ

っ

て

彼
等
の

間
に

躾
居
す
る

異
姓
の

単
戸
に

社

会
的
規

制
力
を

お

よ

ぼ

し

て
一

つ

の

自
律
的
秩
序
を

形
成
す
る

も
の

で
､

そ

の

社
会

的

規
制
力
の

及
ぶ

範
囲
は

大
小
さ

ま
ざ

ま
で

あ
る

｡

旦

が

異
姓
荘
居

だ
と

は
い

っ

て

も
､

そ
の

里

が

多
く
の

異

姓
を

雑
え
て

い

て

も

そ

の

中
に

比

較
的
ま

と

ま
っ

た

数
の

同

姓
の

戸
が

あ

れ

ば
､

そ
の

中

の

信
望
あ
る

有
力
な

も
の

が
､

そ
の

背
景
の

上
に

里

中
の

碓
居
異

姓
に

対

し

て

も

指
導
力
を

も

ち

得
る

わ

け
で

､

父
老

的
土

豪
の

実

体
は

そ

の

よ

う
な

背
景
を

も
つ

も
の

が

多
か

っ

た

で

あ

ろ

う
と

考

え

ら

れ

る
｡

こ

の

場
合
で

も

そ

う
だ
が

､

同
姓
的
連
帯
と

か

自
律

的
秩
序
と

か

い

っ

て

も
､

そ
こ

で

社
会
的
連
帯
を
と

り
む

す
ぷ

同

姓
の

戸
は

､

経
済
的
に

は

そ

れ

ぞ

れ

貧
富
の

藻
度
は

同
じ

で

は

な

く
､

富
戸
も

あ

れ

ば

貧
戸
も

あ

る

わ

け
で

､

壊
史
を

出
し

て

い

る

戸
は

､

必

ず
し

も

そ

の

中
の

富
裕
な

大
戸
と

は
か

ぎ

ら

な
い

｡

家

▲7

費
に

し

傭
耕
し

､

の

サ

頻
真
に

給
事
し

て

壕

史
に

な
っ

た

も
の

る

ガ
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序 の こ 通 心 か 団 る 秩 を 包 有 も は 侶 っ 背‾､

が 壕 と り 的 え 成
0

序 う す カ あ で の て 景 ∵

そ 史 は で 存 り 貞 し は ち る な れ き よ
､

に

の 任
､

あ 在 見 の か そ に
0

戸 ば な う そ も

大
半
が

十

い

)

に

よ

ゥ

て

占
め

ら

れ

て

い

た

と
い

う
こ

と
は

へ

上

述
の

よ

う
な

樺
造
の

指り
〟

規
制
力
を

も
っ

て

そ

れ

ぞ

れ

大
小
さ

ま
ざ

ま

な

自
律
的
秩
序
を

形

成
し

て

い

る

十

個
内

外
の

土

着
勢
力
の

基
盤
を

媒
介
と

し

て

県
の

地

方

統
治
が

行
わ

れ

て

い

る

こ

と

を

意
味
す
る

｡

そ

し

て

こ

れ

ら

土

豪
の

一

族
の

も
の

を

都
県
の

擁
史
に

任
用

す
る

の

は
､

制
度
上

は

郡
の

太

守
で

あ

る

が
､

実
際
に

そ

の

任
命
権
を

に

ぎ
っ

て

い

る

の

は
､

郡
の

壕

史
中
最
高
の

職
権
を

も
つ

功

曹
で

あ

る
｡

功
曹
は

群
吏
進
退
の

実

権
を
に

ぎ

り
､

諸
曹
を

統
轄
す
る

接
見

中
の

最
も

権
力
あ

る

職
で

あ

る

こ

と

は
､

さ

き
に

も

の

べ

た

と
こ

ろ
で

あ

る

が
､

都
の

太

守
は

､

そ
の

地

方

統
治
の

実
権
を

功
曹
に

委
ね

る

こ

と
の

多
か
っ

た
こ

と

は
､

南
陽
郡
の

太

守
成
増
と

功
曹

卑
陛

､

汝
南
都
の

太

守
宗

資
と

畝
曹
苑

済
と
の

著
名

な

関
係
(

後

漢
書
党
錮
伝
序
)

の

外
に

も

多
く

事
例
が

あ
っ

て

こ

れ

を

知
る

こ

と

が

で

き

る
｡

そ

れ

故
､

南
朝
劉

宋
の

と

き

劉
湛
が

｢

今
世
の

宰

相

何
ぞ

難
き

や
､

此
の

政

当
に

我

が

南
陽
郡
の

漠
世
の

功
曹
の

み
+

と
い

っ

て
､

漢
代
の

郡
に

お

け
る

功
曹
の

地

位
と

職
掌
を

､

南
朝

の

宰
相
の

地

位
に

此

し
て

い

る

こ

と

ほ
､

若
干
の

誇
張
が

あ

る

に

し
て

も
､

故
な

し

と

し

な
い

｡

功
曹
に

は

土

着
の

土

豪
の

有
力
な

も
の

が

任
ぜ

ら

れ

る

こ

と

ほ

文
献

中
に

も

明

証

が

あ

る
｡

前

浜

未
､

｢

郡
の

著
姓
で

あ
っ

た
+

部
員
は

｢

財
産
数
百

万
+

を
も

ち
､

1■
転



所謂東洋 的専制主 義と共 同体り4､
(

由
一

■
1

一

｢

郡
に

仕
え
て

功
曹
と

な

り
+

(

後
漢
書
皇
后

紀
上
)

､

逼
拘
は

上

谷

郡
昌

平
県
の

人
で

｢

世
々

著
姓
で

､

郡
の

功
曹
と

な
り
+

(

後
漢

書

本

伝
)

､

後
漢
の

豪
族
馬
援
の

族
孫
馬

稜
は

､

｢

建
初
中

､

郡
に

仕
え

て

功
曹
と

な

り
+

(

後
漢
書
鳥

援
伝
)

､

魂
郡

繁
陽
県
の

名

族
碍
勤
も

郡
の

功
曹
と

な

り
(

後
漢
書
本

伝
)

､

南
陽
の

富
裕
な

豪
族

契
宏

の

族
孫
焚
準
も

郡
の

功
曹
に

任
じ
て

い

る

(

後
漢
書
契
宏

伝
)

等
々

､

一

々

例
を

挙
げ
る

ま

で

も

な
い

｡

こ

の

よ

う
な

土

着
の

豪
族
で

あ

る

功
曹
が

､

郡
中
の

大
小

さ

ま

ざ

ま
の

土

豪
･

豪
族
の

一

族
中
の

着
か

ら

接
史
を

任
用
し

､

そ

の

昇
進
瓢
退
の

権
を

に

ぎ
っ

て

い

る

の

で

あ

る

の

で

あ

る

が
､

そ

の

際
彼
の

操
史
任
用
は

所
謂
郷

論
に

よ

っ

て

規
制
さ

れ

る
｡

例
え

ば
､

官
官
唐
衡
が

そ

の

権
力
を

利
用

し
て

､

汝
南
郡

太

守
宗
資
に

圧
力

を

か

け

て
､

郡
中
の

李
頚
と
い

う
人

物
を

､

郡
の

操
史
に

任
用
す
る

こ

と

を

請
託
し

た

と

き
､

郡

の

功
曹
羅
漢
は

､

李
頚
が

｢

郷

曲
の

棄
つ

る

所
+

の

評
判
の

悪
い

人

物
で

あ
る

の

で
､

そ

の

人
を

任
用

す
る

こ

と

承

知
せ

ず
､

太

守

も

遂
に

そ

れ

を
あ

き
ら

め

た

(

後
漢
書

党
錮
伝
)

と
い

う
事
例

､

ま

た
､

同
じ

く
､

当
時
中
央
の

権
力

者
で

あ

る

官
官
侯
覧
が

､

頴
川

部
の

太

守
高
倫
に

､

郡

中
の

某
を

郡
の

文
学

按
に

任
用

す
る

こ

と

を

請
託
し
た

と
き

､

郡
の

功
曹
で

あ
っ

た

陳
是

は
､

そ

の

人

物
の

非
な

る

を

知
っ

た

が
､

こ

れ

を

拒
香
す
れ

ば

太

守
高
倫
に

災
の

か

斗
ノ

頚

′
＼
′

r
-

･巌

か

る

こ

と

お

そ

れ
､

敢
え

て

自
己
の

責
任
に

お

い

て

こ

れ

を

任
用

し
て

､

郷

論
の

非
難
を

甘

受

し

た
､

と

い

う

事

例
(

後
漢
書
陳

是

伝
)

か

ら
も

知
ら

れ

る

よ

う
に

､

功
曹
の

壊
史
任

用
の

規

準
と

な

る

の

は
､

郷

里
の

輿
論
で

あ

る
｡

一

汝
商
の

月
旦

評
で

名

高
い

許
勧

も

郡
の

功

曹
で

あ
っ

た

の

で

あ

る

が
､

彼
の

人

物
評
価
に

も

郷

論

が

大
き

な

さ

さ

え
に

な
っ

て

い

た

の

で

あ

ろ

う
｡

す
で

に

古
く
か

ら

都
県
の

吏
任
用
の

規
準
が

郷

里
の

輿
論
に

あ

る

こ

と

は
､

例
え

ば

韓
信
は

｢

家
貧
に

し

て

行
な

き

た

め
､

推
択
さ

れ

て

吏
と

な
る

を

得
ず
+

(

漢
書
韓
借
伝
)

と

あ
る

こ

と

か

ら

も

知
ら

れ

る

の

で

あ

る

が
､

｢

社

債
は

少
に

し
て

博
学
で

あ
っ

た

が
､

少
節
を

修
め

な

か

っ

た
+

た

め

｢

郷

里
の

廃
す
る

所

と

な

り
､

美

陰
に

客

居

し

た
+

(

後

漢
書

文

苑
伝

･

第
五

倫
伝
)

と

か
､

前
述
の

李
額
が

｢

郷

曲

の

棄
つ

る

所
と

な
っ

た
+

と
い

う
事
例
か

ら

も
､

そ
こ

に

郷
里

の

輿
論
の

一

種
の

共
同

体

的

規
制
が

あ

る

こ

と

が

知
ら

れ

る
｡

そ
ゝ

}

い

う
郷
里
の

輿
論
ほ

､

文

献
に

は

｢

郷

里

之

語
+

｢

郷

里

之
号
+

と

し
て

風
諺
の

形
式
を

と
ヶ

て

表
現
さ

れ

て

い

る

が
､

そ

の

よ

う

な

郷

里
の

輿

論
は

上

述
の

よ

う
な

郷

里
の

自
律
的
秩
序
の

中
か

ら

生

れ

て

く

る

も
の

で

あ
る

｡

そ

う
い

う

郷

里
の

輿
論
の

直
接
の

形

成
者
は

､

郷

党
の

自
律
的
秩
序
の

維
持
者

､

す
な

わ

ち

指
導
者
層

で

は
あ

ら

う
が

､

彼
等
自
体
が

上

述
の

よ

う
に

郷

族
一

般
の

支
持

捌
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こ 一 一 癖漁業
‾
第四十 七巻 1第 三 号 .(

髄 芳要

璽

毒意

∠一三

の 成 の そ そ ら 分 兵 に が る､ た に が る の し い ､ 奥 の
_
･.

=

,
も 員 も れ の に に 有 上 正 成 か 対 現 規 制 て

0

論 上

つ と の が よ 外 果 し 下 し 見 ら す 実 制 定 ｢ 私 の に 一与

転 農芸這重量芸羞よ蓋姦冨言孟重宝至警琶蓋豊′

二的 的 い と 下 い 力 も 閲 し よ い 的 に 観 約 問 て 有 っ

側
･

0

い の
0

が そ 係 た う う 支 対 化
+

題 民 な で

卜 雷雲垂孟宗茜雲完各号忠言慧与言募雷禦苗盲′

'

､

＼一章讐墓
‾

書芸葦重量董重要(を毒筆書芸
､

甜
自 団 と そ

､

は か 十 を 間 氏ヱす い 噂 れ す 噂 と な の

J

一瞬
=晶昌男宕急告芳孟宗 さ 言語言責芙慧培孟管票 ･

剖 家 の さ 言 ま
'

外 官 て 反 と の 土 に
0 ､

題
､

自

を 的 個 さ で ざ 上 皮 僚
､

映 は と 豪 も 所 集 を そ ら

果 支 別 え は ま 述 を 機
一
以 で

'

考 の 内 謂 団 破 の 克
r .た 配 的 る な な の や 構 上 あ こ え 推 在 易 ほ 壊 慈 め ､
■

し の 人 上 い 土 よ ぷ の の ろ の ら 持 し 姓 そ す 意 た -
滋 正 類 述

0

着 う い 外 断 う一
よ れ す て 革 の る 的 ｢

の 当 的 の そ 勢 な て 皮 片
0

う る る い 命 長 湯 に 約
で 性 支 よ し カ 構

､

に 的 な
0

白 る の を 合 強
+

あ を 配 う て の 造 か 覆 考 構 そ 律 の 基 す に 化 を
る 超 の な 彼 連 を い わ 察 造 し 的 で 本 て は さ 破

○

え 現 郷 等 合 も ま れ に を て 秩 あ 型 て
'

れ る 一

そ る 実 論 の の つ 見 て よ も 前 序 ウ は 新 成 た 超
れ 慈 化 的 も 上 白 た い つ つ 述 め て 民 た 員 上 に

故 意 に 共 つ に 律 の る て
_

土 の 易
'

間 に の 下 そ

の

権
力
を

慈

恵
的
に

行

謝

関
係
が

集
団
の

共
有
す

心

情
的
支
持
を

失
う
わ

長
を

擁
立

す
る

こ

と

に

の

共
同

体
の

､
､

､

タ

ロ

の

そ

の

こ

と

は

郷

里
の

父

合
に

も

同
一

構
造
を

上

郷

論
の

も
つ

共

同

体

的

豪
の

自

律
的
秩
序
の

一

､

都
県
の

地

方

統
治
の

実
際
の

社

会
関

係
を

､

で

あ

る

が
､

都
県
の

府

的

秩
序
を

維
持
す
る

大

な
っ

て

い

る

と

い

っ

て

土

着
の

規
制
力
を

内
面

同

体

的
性
格
は

､

国

家

お

い

て
､

彼
等
の

認
め

的
暴
政

を
チ

ェ

ッ

ク

す

､

官
官
等
に

よ

る

邪

論

1
㌧
}

舞



一
r
l

･

一
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→

巌
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的専制主義と 共 同体閂4

を

無
視
し

た

地

方

官
の

任
命
や

操
史
の

任

用
に

よ
っ

て

慈

恵
的

暴

政
が

現

実
化

し

た

と

き
､

郷

論
の

支
持
の

も

と

敢
然
と

そ

れ

に

た

た

か

い

党
鋼
事

件
の

き
っ

か

け

を

つ

く
っ

た

の

は
､

苑

傍
･

張

倹
･

卑
腔

等
の

功
曹

･

督
郵
の

職
に

あ

る

攻
史
た

ち

で

あ
っ

た
｡

ま
た

､

彼
等
の

保
持
す
る

自
律
的
秩
序
を

無
視
し

て
､

強
権
を

も

っ

て

そ

れ

が

破
砕
を

あ

せ

る

地

方

官
は
か

つ

て

明

ら
か

に

し

た

よ

(

4
)

う
に

､

こ

れ

ら

下

部
官
僚
の

族
党
の

強
い

抵
抗
に

遭
う
こ

と
と

な

る
｡

ま

た

政

道
よ

ろ

し
き

を

得
ず
し

て

国

家
権
力
が

乱
脈
に

お

ち

入
っ

た

場
合
に

は
､

彼
等
郡

県
の

接
史
は

､

そ
の

温

存
強
化
し
た

自
律
的

勢
力
を

ひ

き
い

て
､

国
家
権
力
に

対

抗
す
る

飯
乱

集
団
の

組
織
幹
部
に

転
化
す
る

の

で

あ
る

｡

王

葬
の

未
年

､

下
江

新
市
の

兵
の

起
る

や
､

乗
数
百

人
を

羽

山
に

衆
め
て

挙
兵
し

た

南
陽
郡

冠

軍
県
の

県
操
晋
復
を

は

じ

め

と

し
て

､

劉
秀
の

挙
兵
の

と
き

に
､

賓
客
党
与
を

率
え
て

､

劉
秀
の

軍
に

赴
い

た

も
の

に

南
陽

･

穎
川

の

都
県
の

按
史
が

す
こ

ぶ

る

多
か
っ

た
こ

と

は
､

か

つ

て

指
摘
し

(

5
)

た

と
こ

ろ

セ
あ

る
｡

都
県
の

あ
の

尤
大
な

下

部
官
僚
組
織
は

､

単
に

官
僚
機

構
と

し

て

制
度
史
的
側
面
か

ら
の

み

見
る
べ

き
で

は

な
い

｡

そ

れ

を

内

面

か

ら
さ

さ

え

動
か

し

て

い

る

の

は
､

土

着
の

大
小
さ

ま
ざ

ま
の

土

豪

層
の

維
持
す
る

自
律
的
秩
序
の

固
有
な

構
造
な
の

で

あ
っ

て
､

そ
こ

で

重

要
な
の

は
､

官

職
の

体
系
や

官
秩
の

次
序
な
の

で

は

な

く
､

そ
の

点
か

ら

見
れ

ば

郡
の

地

方
統
治
の

実
権
着
で

あ
る

功
管

す
ら

､

他
の

壊
史
と

同
じ

く

官
秩
は

わ

ず
か

百

石
の

卒
史
な
の

で

あ
る

｡

こ

の

よ

う
な

土

着
勢
力
と

の

関
連
か

ら

す
る

都
県
の

壕
史

に

よ

る

地

方

統
治
の

実
態
の

究
明
は

､

文
献
の

面
で

は
こ

の

下

部

官
僚
組
織
の

下
に

か

く
さ

れ
て

い

る

上

着
の

自
律
的
秩
序
の

構
造

を

よ

り

具
体

的
に

明

ら
か

に

す
る

上
で

､

ま
た

そ

れ

と

相
互

関

連

を

も
つ

国
家
秩
序
の

独
自
の

あ

り

方
を

明

ら
か

に

す
る

上

で
､

今

後
追
求
さ

る

ぺ

き

重

要
な

課
題
と
な

る
｡

(

1
)

厳
耕
望
｢

漠
代
地

方

行
政
制

度
+

､

歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
第
二

十

五

本
､

一

九
五

四
｡

(

2
)

前
掲
拙
著
第

一

簾
第
四

革
戦
国

秦
漢
時
代
の

集
団
の

約
に

つ

い

て
｡

(

3
)

谷
川

道
雄

｢

東
洋

史
研
究
者
に

お

け

る

現

実
七

草

間
+

､

新
し

い

歴
史
学
の

た

め

に
｡

n ｡

6 8

(

4
)

拙
稿
｢

漢
代
郡

県

制
の

地

域
的

考
察

､

+

中

国
古

代

史
研

究

会

貨
｢

中

国
古
代

史
研
究
+

所
収

｡

(

5
)

前
掲
拙
著
第

一

篇
第

一

革
｡

五

一
▲

以

上
に

お
い

て
､

私
は

浜
口

氏
の

指
摘
か

ら
､

問

題
を

展
開
さ

朗



せ

て

来
た
の

で

あ
る

が
､

実
は

､

そ

の

よ

う
な

指
摘
は

､

す
で

に

端
緒
的
な

形
に

お

い

て

は

顧
炎
武
に

よ

っ

て

な

さ

れ

て

い

た
の

で

あ

る
｡

日

知
録
巻
八

隷
属
の

項
に

､

｢

古
文

苑
､

王

延

寿
桐

柏
廟

碑
人

名

に

注
し

て
､

濠
属
は

皆
郡

人

な

り
と

謂
う

｡

湊
世

用

人
の

法
を

致

す
可
し

｡

今
､

之

を

儀
碑
に

致

す
る

に
､

皆
然
り

｡

独

り

此

廟
の

た

ゞ

み

な

ら

ざ

る

な

り
｡

蓋

し

共
時
惟
守
相
の

み

朝
廷

よ

り

命
ぜ

ら

れ

ら
る

る

も
､

曹
操
よ

り

以

下

は

本
部
の

人
に

非
ざ

る

は

な

し
｡

故

に

能
く

一

方
の

人

情
を

知
り
て

､

之
が

為
め

に

利
を

興
し

害
を

除

く
､

其
の

之
を

辟
用
す
る

者
は

即
ち

守
相
よ

り

肘
ず

､

後
代
の

官

の
一

命
以

上

皆

吏
部
に

よ

る

に

似
ず

､

…

…

隋
民
選
を

革
む
に

及

び

て

尽
く

他
郡
の

人

を

用
う

｡

+

と

あ

る

こ

と

は
､

周

知
の

と
こ

ろ
で

あ
ろ

う
｡

し

か

し
､

私
た

ち

に

と
っ

て

重

要
な
こ

と
は

､

顧
炎
武
が

単
に

史
実
考
証
と

し

て

こ

の

関
係
を

指
摘
し

た

と
い

う
こ

と

で

は

な

く

て
､

ど
の

よ

う
な

問
題
関
心
か

ら
､

エ

の

事
実
を
と

り

上

げ
た

か

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

顧
炎
武
は

明

末
汚
初
の

動
乱
の

中
に

生

き

て
､

そ

こ

で

明
の

滅
亡
を

も

た

ら

し

た

さ

ま
ざ

ま
の

制
度
上
の

欠

か

ん

と

弊
害
を

身
を

も
っ

て

痛
感
し

た
の

で

あ
る

が
､

そ

の

際
彼

が

痛
感
し

た

最
大

な
こ

と

の
一

つ

は
､

民

生
の

保
全
の

任
に

あ

た

る
ぺ

き

都
県
の

地
方
官
が

､

各
地

に

蜂
起
す
る

淀
娩
や

(

侵
入

し

甜の
ル

て

来
た

満
州
族
の

侵
攻
の

前
に

､

何
ら

抵
抗
を

示

す
こ

と

な

く
､

ま

た

死

守
す
る

こ

と

な

く

四

散
し

､

彼
等
を

し

て

無
人
の

境
に

入

る

が

如
く

跳

梁
を
ほ

し
い

ま

ま
に

さ

せ
､

却
っ

て

身
を

て

い

し

て

抵
抗
を
こ

こ

ろ

み

た
の

は

土

着
の

人

士
た

ち
で

あ
っ

た

と
い

う
､

事
実
で

あ

る
｡

｢

今
の

州
県

は
､

官
に

足

守
な

く
､

民
に

定
率
な

く
､

是
を

以

て

常
に

盗

賊
戎
黎
の

禍
あ

り
て

､

一

州
に

至

れ

ば

則

ち
一

州

破
れ

､

一

県
に

至
れ

ば
一

県

破

る
+

(

郡

県

論
四

､

亭
林
文

集
巻

一

)

と
い

い
､

ま

た
､

｢

予

嘗
て

山

東
･

河

北

を

歴

覧
せ

し

に
､

兵
興
り

し

以

来
､

州
県
の

能
く
■
残

破
に

至

ら
ざ

る

者
は

､

多

く

之
を

豪

家
大
姓
の

力
に

得
て

､

尽

く

は

其
の

長
更
に

悼
ま

ず
+

(

去

村

記
､

亭
林
文

集
巻
五
)

と
い

っ

て

い

る

通
り

で

あ

る
｡

そ

の

い

た

よ

う
な

際
彼
ら

州
県
の

長

官
を

し
て

｢

死

を

効
し
て

去
る

こ

と

勿

き
の

守
あ

ら

し

め
､

合
従

締
交
の

拒
あ

ら

し

め

る
+

こ

と
が

で

き

な
か
っ

た

の

は
､

政
治
組

織
の

欠

陥
に

よ

る

と
､

彼
は

考
え
た

の

で

あ
っ

た
｡

す
な
わ

ち
､

今
日

の

制

度
上
の

弊
害
の

最
も

大

な
る

も
の

は
､

権
力
が

す
べ

て

天
子

一

人
に

集
中
し

す
ぎ

た

こ

と
で

ぁ

っ

て
､

｢

四

海
の

内
を

尽

し
て

我
が

郡

県
と

な
し

て

猶

足
ら

ず
､

+

そ

こ

で

民

治
に

あ
た

る

べ

き

州

県
の

地

方

官
を

す
べ

て

疑
っ

て

権

力
を

分

与

せ

ず
､

こ

れ

を

監
察
す
る

た

め

に

監

司

を

設
け

､

ま

▲

ゼ
リ
ノ

∴

㌢

≠

や

ヤ
蓼
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′

冶
-

｡

→

ゝ

㌢

た

そ

の

上
に

督
撫
を

設
け

､

こ

の

よ

う
に

す
れ

ば

｢

守
令
も

其
の

民

を

残

害
し

得
な
い
+

と

思
い

込
み

､

こ

の

た

め
に

守
今
は

た

だ

過
失

な

く

早

く

任
期
を

終
え
て

他
に

転
任

す
る

こ

と

だ

け

を

考

え
､

民
の

た

め

に

利
を

興

す
､

な

ど
い

う
こ

と

は

全

く

考
え

な

く

な
る

､

と
い

う
こ

と

に

は

気
付

か

な

か
っ

た
か

ら

だ
､

と

顧
炎
武

い

は
い

う
の

で

あ
る

(

郡

県

論
一

)

二
天
下

の

尤
も

急
な

る

者
は

､

(.
鵡) 所領 東洋 的専制圭革と準同体

守
令
親
民

之

官
な
る

に
､

今
日

の

尤
も

権
無
き

者
は

､

守
令
に

過

ぐ
る

も
の

な

し
｡

守
令
権
な

く

し

て
､

民

の

疾

苫
､

上

に

聞
せ

ず
､

安
ん
ぞ

其
の

太

平
を

致

し

て

国

命
を

延

ぶ

る

を

得
ん

や
｡

…

…

夫
れ

辟
官

･

港
政

･

理

財
･

治
軍
は

､

都
県
の

四

権
な

り
｡

而

る

に

今
皆
以
て

之
を

専
ら

に

す
る

を

得
ず

｡

･

…
:

是
を

以

て

敢

事

を

言
う
も

事
権
は

郡

県
に

在
ら

ず
､

興

利
を

言
う
も

､

利
権
は

郡

県
に

在
ら

ず
､

治
兵
を

言
う

も
､

兵
権
は

郡

県
に

在
ら

ず
､

尚
､

何
を

以

て

復
其
の

富
国

裕
民

之

這
を

論
ぜ

ん

や
｡

+

(

日

知
録

巻
七

守
令
)

と

い

い
､

ま

た

｢

今
日

に

至

り
て

は
､

･

…
=

守
令
の

任

ず

る
■
に

足
ら
ざ

る

や
､

多
く

之
に

監
司

を

設

け
､

監
司
の

又

任
ず
る

に

足
ら

ざ
る

や
､

重
ね

て

之
に

牧
伯
を

立

て
､

尊
を

積
み

重

を

累

ね

七
､

以
て

其
の

上
に

居
き

､

下
に

其
の

職
を

与

分

す
る

者
な

し
｡

公

廉
勤
幹
の

吏
と

錐
も

､

猶

以
て

治
を

為
す
能
わ

ず
､

況
ん

や

之

を

非
人
に

託
す
る

に

お

い

て

お

や
｡

+

(

日

知
録

巷
七

都

草

出
俄
)

と

.ブ

退

酔

い

っ

で

い

る

の

も
､

み

な

そ

の

意
味
で

あ

る
｡

こ

の

欠

陥
を
の

ぞ

く

た

め
に

は
､

親
民
の

官
で

あ

る

魔
の

｢

令

長
の

秩
を

尊
く
し

､

之
に

生

財
治
人
の

権
を

与

え
､

監
司
の

任
を

や

髄
め

､

世

官
の

奨
を

設

け
､

辟
属
の

法
を

行
わ
+

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

(

都
県
論

一

)

｡

す

な
わ

ち

何
よ

り
も

先

ず
県
令
に

は

｢

必

ず

千

里

以

内
の

其
の

風
土
に

習
う
の

人

を

任
用
し
+

こ

れ

を

世

襲
の

官
と

し
て

土

着
化
せ

し

め
､

ま

た

そ

の

下

部
官
僚
に

は
､

県
邑

土

着
の

人
を

､

県
令
自
身
が

任
用

で

き
る

よ

う
に

し

な

け
れ

ば
い

け

な
い

(

都

県

琴
一

)

｡

人
々

が

そ

の

家
を
お

も
い

､

そ

の

子
を

私

愛

す
る

の

は
､

不

変
の

人

情
で

あ
っ

て
､

そ

れ

と

同
じ

ょ

う
に

､

県

令
を

し
て

､

そ

の

県
の

土

地

人

民
を

自
分
の

土

地
､

自
分
の

一

族

子

孫
と

同
じ

ょ

う
に

考
え

さ

せ

る

よ

う
に

制
度
を

変
え

な

け

れ

ば

い

け

な
い

｡

｢

天

下
の

人
､

各
々

其
の

家
を

懐
い

､

各
々

其
の

子

を

私
す
る

は
､

其
れ

常
情
で

あ
る

｡

天
子
の

為
､

百

姓
の

為
め
に

す

る

心

ほ
､

必

ず
其
の

自
ら
の

為
め

に

す
る

に

如
か

な
い

｡

…
…

聖

人

は

因
っ

て

之
を

用
い

､

天
下
の

私

を

用
い

て
､

以

て
一

人
の

公

を

成
し
て

､

天
下

が

治
ま
る

の

で

あ
る

｡

夫
れ

県

令
を

し

て

其
の

百

里
の

地

を

私
し

得
せ

し

め

る

な

ら

ば
､

則
ち

県
の

人
民

は
､

皆

其
の

子

姓
(

一

族

子
孫
)

で

あ

り
､

県
の

土

地
は

皆
其
の

田

噂
で

あ

3

る
.｡

…

…

子

姓
で

あ

れ

ば
､

則
ち

必

ず
之
を

愛
し

て

傷
つ

く

る

な

腰

峯亨
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く
､

.
肛

嘩
で

あ
れ

ば
､

即
ち

必

ず
之
を

治
し

て

棄
で

る

こ

と

は

な

い
｡

÷
…

･

一

旦

不

虞
の

変
が

あ
っ

て

も
､

必

ず
､

劉
淵

･

石
勒

･

王

仙
芝

･

責
巣
の

輩
が

千

里
を

横
行
す
る

こ

と

無
人
の

境
に

入
る

が

如
き

あ
の

よ

う
な

状
態
に

は

な
ら

な
い

｡

こ

こ

に

於
て

は

じ

め

い

た

て
､

死
を

効
し
て

去
る

こ

と

な

き
の

守
が

有
り

､

合
従

締
交
の

拒

が

有
る

こ

と
に

な
る

｡

こ

れ

は

天
子
の

為
め

に

で

な

く
､

其
の

私

の

為
め

な
の

だ

が
､

其
の

私
の

た

め

に

す
る

こ

と
が

､

天
子
の

為

め
に

す
る

所
以

な
の

で

あ

る
｡

故
に

天

下
の

私

は
､

天

子
の

公
な

の

で

あ
る

｡

+

(

郡

県

諭
五
)

と
い

う
の

は

そ

れ

で

あ

る
｡

封
建
が

変
じ

て

都

県
に

な
っ

た
の

は
､

権
力
が

下
に

集
中
し

す

.
ぎ
て

分
裂
を
き

た

し

封
建
の

弊
が

き

わ

ま
っ

た
か

ら
で

､

そ
れ

は

歴
史
の

必

然
で

あ

る
｡

今
や

権

力
が

上
に

集
中
し

す
ぎ
て

都
県
の

弊
き

わ
ま

り

将
に

変
ぜ

ん

と

し

て

い

る

の

で

あ

る

が
､

･

そ
れ

は

昔

の

封
建
に

か

え

る

こ

と
で

は

な

く
､

封
建
の

意
を

郡
県
の

中
に

寓

す
る

こ

と

で

あ

る
｡

末
端
の

県
に

一

種
の

自
治
体

的
要
素
を

加

味

し
て

､

県
令
を

世

官
と
し

て

土

着
勢

力

と
一

体

化
さ

せ

る

こ

と

ノ

が
､

ナ
な

わ

ち

そ
れ

で

あ
る

､

と

顧
炎
武
は
い

う
の

で

あ
る

｡

封

建
が

何
故
に

都
県
に

変
っ

た

の

か
､

と
い

う
歴
史
の

必

然
を

知
れ

ば

郡

県
も

弊
が

き

わ

ま

れ

ば
､

ま

た

将
に

変
ぜ

ん

と

す
る

こ

と

を

知
る

の

で

あ

る

が
､

変
ら

な
い

の

は

民

生
の

保
全
と
い

う
目

的
で

キ

ト
扱

け
.

■∵

人

計

あ

り
､

夫
子
た

る

着
は

民

生

保
全
の

着
任
着
で

あ
る

､

と
▲

い

う
こ

甜り
〟

と
で

あ
る

｡

民

生
の

保
全
の

た

め

に

制
度
が

立

で

ら

れ
､

そ

の

制

度
が

や

が

て

極
端
に

は
し
っ

て

民
生
の

保
全
に

弊
害
を

生

ん
で

く

る

と
､

そ
の

弊
の

き
わ

ま
る

と
こ

ろ
､

そ

の

制
度
は

変
ぜ

ざ
る

を

得
な
く

な

る

の

歴
史
の

必

然
だ

､

彼
は

考
え
る

､

｢

民
の

為
め
に

之
が

君

を

立
つ

､

故
に

爵
を

班
つ

の

意
は

､

天

子

と

公
･

侯
･

伯
･

子
･

男
と

一

也
､

絶
世
の

貴
に

非
ず

｡

耕
に

代
り
て

之
に

禄
を

賦
つ

､

故
に

禄
を

班
つ

の

意
は

､

君
･

卿
･

大

夫
･

士

と

庶
人
の

官
と

在
る

者
と

は
一

也
､

事
す
る

こ

と

無
き
の

食
に

非
ざ

る

也
､

是
の

故
に

天

子
一

位
の

義
を

知
れ

ば

則
ち

敢
て

民
の

上
に

韓
に

し
て

自
ら

専
し

と

せ

ず
､

禄
以

て

耕
に

代
る

の

義

を

知
ら

ば
､

則
ち

敢
て

厚
く

民
よ

り

取
り

て

以

て

自
ら

奉
ず
る

こ

と

を

な
さ

ず
｡

+

(

目

知
禄
巷
七

周

宝

班
爵

禄
)

と
い

う
｡

顧
炎

武

も

爵
別
の

理

解
に

お

い

て

孟

子
や

白
虎
通
の

､

天
子

も

爵
称
の

一

つ

だ

と
い

う
､

天
子

一

位
の

説
に

従

う
｡

爵
制
の

こ

の

よ

う
な

伝
統

的
意
味
か

ら
み

ち
び

か

れ

る

の

は
､

当

然
天
子

専
制
で

は

な

く
､

す
な

わ

ち

独

治
で

は

な
く

､

衆
治
で

あ

る
｡

｢

人

君
の

天

下

に

於

け
る

や
､

独

治
す
る

能
わ

ざ

る

也
｡

+

(

日

知
禄
巻
六

愛

計
姓
故

刑

罰

中
)

と

も
い

い
､

｢

所
謂
天
子

な
る

者
は

､

天
下
の

大

権
を

執
る

者

也
､

其
の

大
権
を

執
る

と

は

奈
何
ぞ

､

天

下
の

権
を

以
て

之

を

天

首

.

磁
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d
t

二

ゝ

･

上

r

下
の

人
に

寄
し
て

､

而
し
て

権
は

乃

ち

天

子
に

帰
す

｡

公

卿
大

夫

よ

り

百

里
の

宰
に

至
る

ま
で

､

一

命
の

官
も

､

天
子
の

権
を

分

ち

て

以
て

各
々

其
の

事
を

治
せ

ざ

る

は

な

く
､

而
し

て

天
子
の

権
は

乃

ち

益
々

等
し

｡

+

(

日

知
録

巻
九

守
令

)

と
も

い

っ

て

い

る
｡

し
か

る

に

今
は

､

｢

万

機
の

広
､

固
よ

り
一

人
の

能
く

す
る

所
に

非
ざ

る
+

の

に
､

天

下
一

切
の

権
を

尽

く

上
に

収
め

す
ぎ

て
､

上

述
の

よ

う
に

､

天

子

は

人
々

を

疑
い

､

天
子
の

権
を

人

臣
に

分

寄
せ

ず
､

守
令
親
民
の

官
の

上
に

数
々

の

そ

れ

を

制
肘
監
司

す
る

官
を

累
層

的
に

か

さ

ね

て

行
っ

た

た

め
､

守
令
は

権
な

く
､

た

だ

怖
々

と

し

て

過

失
を

と

が

め

ら

れ

る

こ

と

を

恐
れ

て
､

無
事
転
任
を

願
い

､

積
極
的
に

民

生

保
全

に

つ

く

す
と
い

う
よ

う
な
こ

と

は
､

考
え

ら

れ

な

く

な
っ

た
｡

彼
は

､

身
を

も
っ

て
､

明

未
の

地

方

政

治
の

制

度
上
の

欠
陥
を

痛
感
す
る

の

で

あ

る
｡

そ

し
て

､

そ
こ

か

ら
､

前

述
の

よ

う
な

､

県
令
の

権
を

重

く

し
て

之
を

世

官
と

し
､

県
邑

土

着
の

人

士
を

任
用
し

､

そ

れ

を
一

種
の

土

着
勢
力
と

一

体
化

す
る

こ

と
に

よ
っ

て
､

封
建
の

意
を

都
県
の

中
に

寓
す
る

こ

と
を

説
く

‥叶
･渉

一

軒

土

着
的

組
織
力
と

規
制
力

を

高
く

評
価
し
て

い

た

か

ら

に

外
な

ら

な
い

｡

彼
は

､

裳
村
記
で

つ

ぎ
の

よ

う
に

い

っ

て

い

る
｡

｢

鳴

呼
､

治
道
愈
々

下

り
て

よ

り
､

国
に

獲
宗
な

し
り

彊

宗
な

く
､

是
を

以
て

国
を

立
つ

る

な
し

｡

国
を

立
つ

る

な

く
､

是
を

以

て

内
潰
外

畔
し
て

､

卒
に

亡
に

至
る

｡

然
ら

ば

則
ち

宗
法
の

存
す

る
ヾ

人

紀
を

扶
け

､

国

勢
を

張
る

所
以

に

非
ざ

る

か
｡

余
､

聞

喜

県
の

糞
村
に

至

り
､

晋
公
の

嗣
に

拝
す

｡

其
の

苗
裔
を

問
う
に

､

尚
一

二

百

人
､

采
を

釈
て

て

陪
拝
す
る

者
有
り

､

出
で

て

官
這
の

勇
に

至

り

唐

時
の

碑
の

其
の

譜
牒
世

糸
を

載
せ

る

の

を

読
み

､

陳

に

登
り

て

望
め

ば
､

十

里

之
内

椰
墓
相

連
な

り
､

其
の

名

字
官
爵

の

致

す

可
き

者
､

尚
百

数
人

な

り
｡

…

…

扮
陰
の

醇
氏
は

河

に

憑

り

で

石
虎

･

符
堅

割
拠
の

際
に

自
ら

保
し
て

､

未
嘗
て

一

た

び

も

朝
に

仕
え

ず
､

狩
氏
の

契
･

王

は

義
兵
を

挙
げ
て

以
て

高
歓
の

衆

に

抗
す

､

滋
れ

三

代
の

法
猶
存
す
る

に

非
ず
し
て

､

其
の

人
の

賢

お

お

な
る

者
又

之
を

率
え
て

以
て

家
を

保
し

宗
を

冗
う
の

道
､

胡
ん

ぞ

以
て

能
く

久
し

く
し

て

衰
え

ざ

る

こ

と

是
の

如
き

や
｡

…

…

予

嘗



に重る彼
'

様 重 よ 愛 こ 対 し 等 士 が て す す

が
､

前
述
の

日

知
録
巻
八

壕
属
の

項
で

､

漢
代
の

都
に

お

い

て

は

甜り
～

棟
史
以

下
の

下

部
官
吏
は

本
郡
の

土

着
の

人
を

用
い

､

し

か

も

そ

れ

は

郡
の

太

守
の

自
辟
に

よ

る

こ

と

を

発
見
し

､

そ

れ

が

民
生

保

全
に

き
わ

め

て

有
効
適
切

な

制
度
と

し
て

高
く

評
価
し
て

い
.
る

こ

と

は
､

単
な
る

事
実
考
証

と

し

て

で

は

な

く
､

そ

れ

は
､

以
上
の

よ

う
な

意
味
に

お

け

る

主

体
的
理

解
に

よ

る

内
面

的
視

野
か

ら

さ

さ

え

ら
れ

て

い

る

史
実
の

発
見
と

解
釈
で

あ
っ

た
の

で

あ

る
｡

そ

れ

は
､

そ
こ

に

附
記
さ

れ

て

い

る
､

唐
の

親
元

同
の

長
文
の

上

疏

と

併
せ

よ

め

ば
､

尚
一

層
は
っ

き

り

す
る

で

あ

ろ

う
｡

同
様
の

こ

と

は

同
じ

く

巻
八
の

郷

亭
之

職
の

項
に

お

け
る

三

老
の

職
制
に

対

す
る

高
い

評
価

､

ま

た

巻
八
の

漠
令
長
の

項
に

お

い

て

｢

漠
時
の

令
長
は

､

.
太
守
に

於
い

て

属
吏
を

称
す
る

と

雄
も

､

然
れ

ど
も

往

々

能
ぐ

自
ら

其
の

意
を

行
い

､

上

官
の

奪
う
所
と

な

ら

ず
+

と

し

て
､

茂
陵
県
令
斎
育
や

昏
県
令
陶
謙
の

事
例
を

例
証

と

し
て

｢

漠

時
の

長
吏
の

能
く

自
ら

樹
立

す
る
+

こ

と

を

発
見

し

強

調
し
た

の

も
､

上

述
の

よ

う
な

主

体

的
内
面

的
視
野
に

お

い

て

で

あ
る

｡

彼
の

そ

の

よ

う
な

内

面
的
視
野
か

ら

す
る

主

体
的
歴
史
解
釈
に

よ

れ

ば
､

君

主

専
制

(

彼
の

こ

と

ば
に

よ

れ

ば

君

主

独

治
)

と
い

う
こ

と

は
､

官
僚
系
列

､

殊
に

地

方

官
か

ら

自
ら

裁
量
す
る
一

切
の

権

力
を

奪
っ

て

天
子

に

集
中
す
る

こ

と
で

､

官
僚
群
ほ

天
子

の

全
く

_為_ノ

ヤ券
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守

一

J
牡
■

勺
r

-

の

手
段
と

化
し

､

そ

の

こ

と

は

同

時
に

民

間
の

土

着
勢
力
の

も
つ

組
織
力

･

規
制
力
と

官
僚
体

系
の

末
端
と

の

断
絶
を

意
味
し

､

そ

の

断
絶
の

上
に

い

か

に

官
僚
体

系
を

整
備
し
て

い

っ

て

も

ま
た

整

備
す
れ

ぼ

す
る

ほ

ど
､

結
果
に

お

い

て

は

官
に

よ

る

人

民
の

十

分

な

把

握
を

不

可

能
に

す
る

こ

と

と

な
る

｡

そ

の

よ

う
な

君
主

独

治

は

隋
唐
を

経
て

宋
に

お

い

て

あ

ら

わ
れ

､

明

未
に

お

い

て

ほ

す
で

に

そ

の

弊
害
は

ま
さ

に

き
わ

ま
ろ

う
と

し
て

い

る

と
い

う
｡

こ

れ

に

対

し
､

官
に

よ

る

人

民
の

十

分

な

把

握

を

実

現

す
る

た

め

に

は
､

民

間
の

土

着
勢
力
の

も
つ

組
織
力
と

規
制
力
を

官
僚
体

系
の

末
端

､

す
な

わ

ち

地

方

官
僚
機
構
の

中
に

と

り
入

れ

る

こ

と

が

必

▲叫

要
で

､

地

方

官
に

自
己

裁

量
の

余
地

を

残

し
(

天

子
の

棒
を

分
与

し
)

､

こ

れ

が

理

想

的
な

天

子
一

位
の

衆
治
で

､

漢
代
の

制
は

､

や

や

そ

れ

に

近
い

と

解
す
る

｡

等
し

く

郡
県

制
で

は

あ
る

が
､

こ

の

場
合
は

封
建
の

遺
風
が

の

こ

っ

て

い

る

か

ら

で

あ

る

と
い

う
｡

し

た

が
っ

て
､

今
日

､

日

本
の

学
界
で

問
題
と

な
っ

て

い

る
､

秦

漠
帝
国
の

皇
帝
の

全
人

民
に

対

す
る

所
謂
個
別

的
人

身
的
把
捉
の

体
制
が

現
実
化
し

貫
徹
す
る

た

め
に

は
､

彼
の

主

体

的
な

歴
史
理

解
に

よ
れ

ば
､

民

間
の

土

着
勢
力
の

も
つ

組
織
力
と

規
制
力
の

疾

介
が

必

要
で

､

そ
れ

を

国
家
が

利
用
し

て
､

こ

れ

を

地

方

官
僚
の

兼
備
機
構
の

中
に

叔
み

入
れ

る

こ

と

が

不

可
欠
の

前

渡
条
件
と

尤
､

∴
ヽ

や

盛←

り
､

ま

た

そ

れ

な

く

し

て

そ

の

人

民
の

十
分
な

把
握
は

不

可
能
だ

と
い

う
こ

と

に

な

る
｡

威
炎
武
の

こ

の

よ

う
な

内
面
的
視
野
か

ら

す
る

主

体
的
歴
史
理

解
は

､

彼
を

規
定
す
る

歴
史
的
諸

条
件
に

つ

い

て

又

別
に

慎
重

な

考
慮
が

必

要
で

あ

る

が
､

私
た

ち
に

と
っ

て

も
い

無
視
し

得
な

い

視
角
を

提
供
し

て

く

れ

る

も
の

で

あ
る

｡

私
が

こ

こ

で

問
題
に

し

た

の

は
､

彼
の

上

述
な

よ

う
な

内

面
的
視
野
に

立
つ

歴
史
理

解
の

ヽ

ヽ

視
角
で

あ
っ

て
､

そ

の

個
々

の

史
実
解

釈
や

論
策
に

つ

い

て

の

検

討
は

､

又

別
の

問
題
で

あ

硯

例
え

ば
､

彼
が

自
国
の

歴
史
の

展

開
を
さ

さ

え
る

主
体

的

要
因
と
し

て

重

視
し

た
､

彼
の

所
謂

｢

氏

族
+

の

如
き

は
､

今
日
の

社
会
史
的
水

準
に

お

い

て

十

分
に

検
謝

し

な
け

れ

ば

な

ら

な
い

の

は

勿
論
で

あ
る

｡

そ

れ

は

先

秦
時
代
の

氏
族
制
と
は

性
格
を

異
に

す
る

も
の

で

あ
る

こ

L

は
こ

と
わ

る

ま

で

も

な
い

｡

ま
た

彼
の

士
大
夫
と

し
て

の

階

級
的
立

場
か

ら

軽
視

さ

れ

た

そ
の

も
つ

組
織
力
と

規
制
力
を

内
面
か

ら

規
定
し

そ

れ

と

の

矛
盾
を

内
包
す
る

上

述
の

よ

う
な

独

自
な

共
同
体
的
側
面
こ

そ

私
た

ち

に

と
っ

て

は

重

要
な
の

で

あ

り
､

そ

れ

を

よ

り

具
体

的
に

分
析
し

て

行
く

た

め

に

は
､

分
解
さ

れ

た

個
々

の

家
々

の

同

姓
的

結
合
の

面
の

み

で

な

く
､

そ

れ

と

む

す
び

つ

く

異

姓

結

合
の

方

7

式
､

廟
胡

硝

主

屠
潜
合
の

方

式
を

雀

来
一

腰
に

そ

れ

の

と
る

形
潜
と

必
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l
t

し
て

解
さ

れ

た

も
の

よ

り

も

広
い

意
味
に

拡
大
し

て
､

さ

ま

ぎ

ま

な

形
態
を

と

る

異
姓
結
合
の

従

属
方

式
の

分

析
に

耐
え

る

鋭
利
な

武
器
に

ま

で

き

た

え
て

行
か

な

け
れ

ば

な
ら

な
い

｡

重

要
な

問
題

は
､

具
体
的
に

は

大
小

さ

ま
ざ

ま

な

形
態
を

と

る

土

着
勢
力
の

部

分

的
に

組
織
す
る

自

律
的
秩
序
の

上

述
の

よ

う
な

構
造

､

そ

こ

に

お

け

る

上

述
の

よ

う
な

上

下
の

支
配
関
係
と

､

そ

れ

を

さ

さ

え

ま

た

そ

れ

せ
の

矛
盾
を

内
包
す
る

共
同

体
的
側
面
と

の

具
体
的
関

連

の

あ

り

方
､

そ

し
て

そ

の

よ

う
な

構
造
を

も

つ

自
律
的
秩
序
が

さ

ら
に

上
の

国
家
権
力
や

国
家
秩
序
を

ど
の

よ

う
な

独

自
な

仕
方
で

内
面
か

ら
さ

さ

え

ま

た

そ

れ

と

矛
盾
す
る

奥
機
を

内
包
す
る

か

を

主
体
的
に

追
求
し

､

そ

の

両

者
の

相
互

随
連
の

仕
方
の

時
代
的
相

加

達
を

明

ら
か

に

し

て

行
く
こ

と

で

あ

ろ

う
｡

停

滞

論

克

服
の

道

は
､

そ
の

よ

う
な

内

面

的

視
野
に

立
っ

て
､

中
国
の

歴
史
の

展
開

を

さ

さ

え

る

主

体
的
要
因
を

定
立

し
､

そ
れ

の

機
能
す
る

諸

側
面

の

時
代

的
相
違
を

明

ら
か

に

す
る

こ

と
か

ら

は

じ

ま
る

の

で

あ

ろ

う
｡

顧
炎
武
を

こ

こ

に

引

合
い

に

出
し

た

の

は

そ

の

よ

う
な

私
た

ち
の

追
求
に

､

改
め
て

顧
る
べ

き

重

要
な

示

唆
を

与

え
る

一

例
と

し
て

に

す
ぎ
な

い
｡

(

一

九

六
二

､

一

､

二

〇
)

(

一

橋
大

学

教
授
)

野
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空
ミ

､

ず
′`

i
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濾
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