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新

刊

紹

介

'増
淵
龍
夫
著

 

•

『

中
国
古
代
の
社
会
と
国
家』

I

秦
漠
帝
国
成
立
過
程
の
社
会
史
的
研
究
丨

1 .

九
ニ
〇
年
代
末
以
来
中
国
革
命
の
当
面
す
る
中 

国
社
会

'の
歷
史

.的
性
格
の
規
定
を
め
ぐ
つ
て
、
ア
ジ 

ア
的
生
産
様
式
を
東
洋
社
会
独
自
の
社
会
梆
成
に
よ 

る
と
す
る
見
解
と
、
そ
れ
を
奴
隸
制
•
封
建
制
と
い 

う
継
起
的
社
会
発
展
の
普
遍
的
な
発
展
段
階
に
関
連 

づ
け
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
見
解
と
が
対
立
し
た
こ 

と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。

マ
ジ
ア
一
ル
—

>

ウ
イ 

ッ
ト

フ

ォ

ー

ゲ
ル
の
系
譜
に
お
い
て
発
展
し
た

「

東 

洋
的
社
会
の
理
論

」

•
大
規
模
な
治
水
灌
漑
工
事
を 

国
家
が
必
要
と
す
る
自
然
的
、
地
理
的
条
件
が

「

西 

洋
的」

封
建
制
的
階
級
秩
序
形
成
を
排
除
し
て
ア
ジ 

ア
的
デ
イ
ス
ポ
テ
イ
ズ
ム
を
維
持
し
、
そ
の
体
制
を 

変
革
す
る
力
は
体
制
内
部
か
ら
は
生
れ
て
こ
な
い

. 

と
い
う
考
え
方
に
対
し
て
、
社
会
発
展
の
方
法
的
規 

準
に
よ
り
な
が
ら

「

実
証
研
究
の
面
に
深
い
開
拓
の 

犁
を
打
ち
こ
み
、
そ
こ
か
ら
方
法
自
体
へ
の
検
討
の 

道
を
開
く

」

に
は
き
び
し
い
研
鎖
の
遺
程
が
必
要
で

あ
っ
た
。

本
書
は
秦
漢
時
代
を
基
本
的
に
は
奴
隸
制
と
規
定 

し
、
劉
邦
集
団
の
分
析
を
媒
介
と
し
て
形
成
過
程
に

. 

あ
る
漢
の
国
家
権
力
の
中
核
構
造
と
の
同
質
性
に
お 

い
て
漢
代
家
族
を
と
ら
え
よ
う
と
.し
た
西
嶋
定
生
氏 

の
あ
と
を
う
け
て
、
先
秦
時
代
の
氏
族
制
的
邑
共
同 

体
の
分
解
に
ょ
っ
て
放
出
さ
れ
<
く
る
個
々
の
家
 々

や
個
々
人
を
再
び
結
び
つ
け
る
新
し
い
人
的
結
合
関 

係
、
そ
こ
に
形
成
さ
れ
て
く
る
新
し
い
社
会
秩
序
，
 

を
、：

同
じ
く
そ
の
共
同
体
の
崩
壊
過
程
か
ら
生
れ
て 

く
る
新
し
い
国
家
権
力
、
専
制
主
義
的
な
秦
漢
帝
国 

の
形
成
の
具
体
的
過
程
と
そ
の
も
と
.に
お
け
る
社
会 

秩
序
の
固
有
な
梆
造
を

「

統
一
的
視
野
の
も
と
に

」 

明
ら
か
に
し
よ
う
と

す
る
き
わ
め
て
.意
欲
的
な
力
作 

で
あ
る
。
そ
の
底
に
は
、

T

所
謂
名
甶
所
有
者
や
劉

. 

邦
を
中
心
と
し
て
集
る
集

0
の
組
織
分
子
を
家
内

奴 

隸
制
と
い
う
普
遍
的
概
念
で
一
義
的
に
規
定
し
ょ
う 

と
す
る
方
法
的
規
準

」

へ
の
疑
問
も
あ
る

。

.

そ
の
内
容
は
、
序
論
、
中
国
古
代
社
会
史
研
究
の

. 

問
題
状
況
。
第
一
篇
は
戦
国
秦
漠
社
会
の
梆
造
と
そ

七

八

(

四
九
四)

を
、
法
的
規
範
と
の
関
連
か
ら
み
る
。
第
一

一

篇
官
僚 

制
の
成
立
と
そ
の
社
会
的
性
格
で
は
今
み
た
民
間
秩 

序
と
並
列
し
て
形
成
さ
れ
る
中
央
集
権
的
官
僚
制
を 

同
質
一

.体
と
し
て
、
専
制
君
主
制
の
政
治
秩
序
と
し 

て
考
察
し
、
以
上
を
背
景
と
し
て
第
三
篇
古
代
専
制 

主
義
の
成
立
と
そ
の

..経

.済
的
基
盤
で
専
制
君
主
権
力 

の
基
礎
を
考
究
し
、
そ
の
固
有
な
性
格
，
民
田
所
有 

者
に
対
す
る
支

.配
強
化
を
必
要
と
し
た
,
を
郡
県
制 

成
立
過
程
の
動
態
的
殳
析
の
な
か
が
ら
紀
出
し
ょ
ぅ 

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

(

弘
文
堂

.
<
5 

•
四
五
四
頁

.

1 

ニ 

0

0

S

I

平
野
絢
子

—

氺 

永 

本

安

永

武

巳

著

.

『

消
費
経
済
学
、.
日
本
の 

,

,消
費
構
造
と
需
要
予
測』

戦
後
日
本
経
済
は
回
復
過
程
か
ら
新
し
い
成
長
過

の
性
格
で
先
泰
時
代
の
氏
族
制
的
秩
序
の
崩
壊
過
程
程
へ
と
す
ば
ら
し
い
発
展
を
示
し
た
。
こ
の
間
我
 々

か
ら
生
ず
る
新
し
い

.人
的
結
合
の
習
俗
関
係
に
も
と
の
消
費
生
活
も
著
し
い
改
善
を
見
せ
、
新
製
品
も
続 

づ
い
て
形
成
さ
れ
る
社
会
秩
序
の
特
異
な
稱
造
を
褻
々
と
登
場

し
て
.

い
る
。
経
済
の
消
費
面
は
我
々
の
日 

族
を
中
心
に
分

^
し
、
そ
の
心
情
的
な
人
的
結
合
が
常
生
活
に
最
も
近
い
た
め
、
だ
れ
で
も
一
応
の
事
は 

支
配
関
係
を
如
何
に
内
面
か
：

.ら
さ
さ
え
強
化
し
た
か
知
っ
て
お
々
、

H

ン
ゲ
ル
係
数
等
の
名
称
も
親
し
み

ぶ
か
い
も
の
が
あ
ろ

.う
。
し
か
し

一
.

歩

進

ん

.

.
で

戦

後
 

の
消
費
回
復
過
程
は
ど
の
よ
う
な
道
を
た
ど
っ
た 

か
、
消
費
水
準
は
ど
の
よ
う
に
測
定
さ
れ
る
•べ
き 

か
、
経
済
成

.長
、
景
気
変
動
と
消
費
の
関
係
、
消
費 

の
輸
入
依
存
度
、：消
費
函
数
、
需
喪
予
測
の
測
定
と 

な
る
と
常
識
だ
け
で
は
答
え
ら
れ
な
く
な

.る
。
そ
こ 

に
は

It
.確
で
豊
富
.な
資
料
と
計
量
経
済
学
的
方
法
が 

必
•要
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
本
書
は
こ
れ
ら
の
問
題
に 

■答
え
る
た
め
執
筆
さ
れ
、

.第
一
部
で
国
民
生
活
の
変

- 

貌
を
、第
二 
部
で
国
民
経
済
と
国
民
生
活

. の
関
速
を
、
 

第
三
部
と
し
て
需
双
チ
測
の
理
論

と

実
際
と
い
う
表 

題
.の
下
に
以
上
の

■理
論
と
実
際
が
展
開
さ
れ
る
。
安 

永
氏
の
立
場
は
序
文
で
も
示

さ
れ

て
い
る
が
、
各
種 

の
展
開
と
予
测
の
後
に
、
最
終
の
章
、
将
来
の
国
民 

生
活
の
樅I

I

の
中
で
、

「

以
上
に
よ
り
七

.
ニ
.

％
と 

い
う
よ
う
な
経
滴
成
長
を
実
現
す
る
た
め
の

力
.

ギ 

は
、
貯
蓄
よ
り
も
む
し
ろ
消
費
の
育
成
に
あ
る
と
い 

え
る
。
か
く
て
消
費
は
も
は
や
そ
れ
が
三
次
部
門
の 

享
楽
的
消
費
で
あ
ら
た
と
し
て

.も
、
そ
れ
が
茈
常
な 

余
..暇leisure

■の
消

■化
.で
あ

.り
、
.人
を

.型
落
の

.淵
に

. 

陥
れ
る
も
の
で
な

い
、か
ぎ
り
経
済
の
発
展
の
た
め
に 

は
む
し
ろ
必
要
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
従
来
罪
惡
視 

さ
れ
た

S

费』

は
も
は
や
美
徳
と
化
し
、
反
対
に 

刻
苦
勉
励
、
勤
儉
貯
蓄
を
至
上
と
す
る
尊
徳
精
神 

は
、
'す
で

.に

.過
去
の
経
资
モラ
ル
に

腐
し
、
そ
う
し

新

刊

鞀

介

：

た
考
え
方
は
い
ま
や
経
済
を
阻
害
す
る
危
険
.な
思
想 

と
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
。
同
様
に
三
次
部
門 

.は
価
値
を
生
ま
な
い
と
い
う
マ
ル
ク
ス
流

.の
考
.え
方 

も
こ
の

よ

う

な
経
済
の
も
と
で
は
.も
は
や
妥
当
し
な 

い
と
い
う
.こ
と

が
で
き
よ
う

0」

.
:と
明
瞭
に
，し
め
さ 

れ
て
い
る
。
更
に
五
年
後
に
は
都
市
の
ギ
ノ
ー
ヶ

^

#
 

数
は
五
ポ
ィ
ン
ト
低
下
し
、
内
地
米

は

_

え

る

ぜ 

外
米
は
ベ
り
、

.罾
産
品
や
新
鮮
な
食
料
は
増
加
し
、

.0
久
消
費
財
、
合
成
繊
維
も
ふ
え
る
が
、
最
も
大
き 

な
変
化
は
サ
ー
ビ
ス
業
の
茧
命
的
変
容
で
あ
り
、

.

娯...， 

楽
の

増
加
も
単

な
る

量
の
増
加
で

は
な
く
、
質
的
に 

も
変
化
し
、
古
人
が

「

之
を
楽
し
む

1-
と
い
う
所
..に 

も
達
し
よ
う
之
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る 

$

 
•

資
本
蓄
積
論
者
か
ら
あ
ま
り
に
楽
線
的
で
あ

. 

る
と
の
枇
判
も
で
よ
う
が
、
消
費
の
鬼
安
永
氏
の
情

. 

熱
と
日
本
経
済
の
は
か
り
し
れ
な
い
成
長
へ
の
期
待 

.が
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(

至
誠
堂

.
A
5 .
四
一 

七
頁

'
五
。

〇
円)

I

佐
藤
：
保
丨

『

社
会
経
済
史
大
系』

，

「

い
ま
や
新
し
い
世

#
思
潮
を
反
映
し
：て
、

わ
が

歴
史
学
界
に
お
い
て
も
、
従
来
の
ョ
ー
口
ッ
パ
中
心 

史
観
の
克
服
が
叫
ば
れ
、
世
界
史
の
見
直
し
が
要
請 

さ
れ
て
い
る
。
し

.か
し
、
焦
燥
に
は
し
ら
ず
、
独
善 

に
お
ち
い
ら
ず
に
こ
の
大
き
な
課
題
に
た
ち
向
う
た 

め
に
は

一

方
に
お
い
て
歴
史
研
究
に
従
事
す
る
も
の 

の
絶
対
な
協
力
体
制
を
う
ち
た
.て
る
こ
と
が
必
要
で 

あ
..ると
同
時
に
、

'
.他
方
に
お
い
て
、
ま
ず
な
に
よ
り 

•%
、
十
八
、
九
世
紀
以
来
の
社
会
科
学
の
基
礎
'的
諸 

概
念
を
生
み
い
だ
し
た
、

ユ

-
丨
ク
な
歴
史
的
個
体 

た
る
西
ョ
ー
ロ

.ッ

.パ
の
社
会
経
済
の
発
展
を
、
も
う

' 

一
度
新
し
い
視
角
か
ら
、
最
近
の
斯
学
の
研
究
水
準 

に
照
ら
し
て
、
意
欲
的
.
実
証
的
に
検
討
す
る
こ
と 

が
必
要
で
あ
る
。」

以
上
を
引
用
し
た
発
刊
の
辞
にあ
る

よ

.う

な

世
界 

史
的
観
点
で
全
十
卷
に
わ

た

り

刊
行
さ
れ
つ
つ
あ
る 

の
が
本
講
座
で
あ
る
。
現
在
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
の 

は
中
世
前
期
、
中
世
後
期
、
近
世
前
期

1
、
.近
世
前 

期

I
の
四
冊
で
あ
る
。
こ
の
他
古
典
古
代
、
近
世
後 

期

I
、
.近
世
後
期

I
、
現
代
、艰
会
経
済
史
家
評
伝
、
 

日
本
に
お
け
る
せ
会
経
済
史
学
の
発
展
と
い
っ
た
各 

巻
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
新
し
い
世
界
史
の
観
点
が 

こ
の
書

㈣
の
中
で
ど
の
よ
う
に
具
体
的
実
証
の
労
作 

を
通
サ
贯
か
れ
、

.書
き
表
わ
さ

.れ

.る
か
に
つ
い
て
は 

講
座
.全
体
を
読
ん
だ
上
で
な
く
て
は
結
論
的
に
い
う 

こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
現
在
ま
で
出
た
巻
に
つ

七
九
ハ
西
九
五

'


