
太

田

出
著

「
『自

新
所

』

の
誕

生
―

清
中
期
江
南
デ

ル
タ
の
拘
禁
施

設
と
地
域
秩
序
」

(『史
学
雑
誌
』
一
一

一
編
四
号
)

伝

統
中

国

の
刑
罰

に
は
、
特
定

の
施
設

を
設
け

て
そ
こ
に
監

禁
す

る
刑

が

基
本
的

に
存
在

せ
ず
、
古
来

よ
り
存

在
す

る

「
監

(獄
)
」

と

は
未

決

囚

の
拘

置
所

で
あ

っ
た
。

明
代
後
半

に
な
る
と
、
未
決
囚

の
拘

置
所
と

し

て
国
家
が

認

め
る
監
以
外

に
、
非
定
制

の
拘
置

所

「
舗
倉
」
が
出

現
し

た
。

舗
倉

は
清

代

に
も
引
き
継

が
れ

た
が
、
康

煕
四
十
五
年

に
す

べ

て
折

毀
さ

れ

た
。

そ
し

て
雍
正
三
年

、
監
を
内
監

と
外
監

に
分
け
、
前
者

は
重

罪

の

未
決

囚
を
、
後
者

は
軽
罪

の
未

決
囚
を
収
禁

す
る

こ
と

に
な

っ
た
。

と

こ

ろ
が
乾
隆

期

に
な

る
と

「自
新

所
」
と
呼
ば

れ
る
拘
禁
施
設
が
新

た

に
出

現

し
た
。
本

論
文

は
こ
の
自
新

所
を
直
接
対
象

と
す

る
初

の
研
究

で
あ
り
、

そ

の
実
態

お
よ
び
そ
れ
が
保

甲
制
と

い
か
に
連
関

し

て
地
域
社
会

の
問
題

に
対
応

し
た
か
を
、
乾
隆

期

の
江
南
デ

ル
タ
を
中
心

に
考
察
す

る
も

の
で

あ

る
。

ま
ず

「
二

自
新
所

と
は
何

か
」

で
は
、
江
南

デ

ル
タ
の
県
志

を
主
要

な
史
料

と
し
て
自

新
所

の
実
態

を
解
明
す

る
。
乾

隆
十
年

の
蘇
州

を
嚆
矢

と

し

て
江

南
デ

ル
タ
各
州

県

に
次

々
と
出
現

し

た
自
新

所

に

は
、
道

光

『
崑
新
両
県

志
』
所
掲

の
崑
山

県

の
自
新
所

の
よ
う

に
軽
罪

の
未
決

囚
を

拘

禁
す

る
も

の
も
存
在

し
た
。

し

か
し
そ

れ
は

「
道
光
年
間

ま
で
に
実

態

と

し
て
…
変
質

し

て

い
た
」

(六
頁

)
と
解
釈

す

べ
き

も

の
で
あ

っ
て
、
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当
為

な

い
し
原

初
的
機
能

か
ら
考

え
れ
ば

、
自
新
所

と
は

「
軽
微
な
窃
盗

罪

を
犯

し
た
既
決
囚

の
う

ち
、
身
柄

の
引

き
受
け
手

の
無

い
者
を
所
内

に

拘
禁

し

つ
つ
労
働

せ
し
め
る
施
設
」

(十
頁
)

で
あ

っ
た
と
す

る
。

次

に
、
自

新
所
誕
生
前
夜

の
乾
隆

五
～
六
年

に
江
蘇
按

察
使

の
任

に
あ

っ
た
陳

弘
謀

の
二
つ
の
詳
文

を
検

討
し
、
自
新
所
を
成
立

せ
し

め
た
司
法

官

の
刑

罰
思
想
や
社
会
的
背
景

な
ど
を
探

る
。

「
三

窃

盗
事
件

へ
の
注
視

と
潜
在
的
犯
罪
者

の
疑
似

保
甲
」

で
は
、

当
時

の
江
蘇

に
お

い
て
窃
盗

の
取
締

り
が
最
重
要
事
項

で
あ

っ
た
と
い
う

陳
弘
謀

の
認
識
を
紹
介

し
た
上
で
、
彼

の
提
案
す

る
対
策

の

一
つ
で
あ

る

「無
産

無
業

の
人
」

の
管

理
=

犯
罪
予
防
を
検
討

す
る
。

そ
し

て
そ
れ
は
、

乞
丐

に
対
す

る
疑
似
保
甲

な
ど
、
地
域
社
会

へ
の
再

定
着

が
試

み
ら
れ

る

こ
と
を
前
提

に
、
潜
在
的
犯

罪
者

た

る
流
動
貧
困
層

を
特

定

の
場
所

に
固

定

し

て
閉
じ

こ
め
を
図

る
も

の
で
あ

っ
た
こ
と
を
明
ら
か

に
す

る
。

「
四

犯
罪

者

に
対
す

る
地
域

社
会

の
排

除
姿

勢

と
自

新

所

へ
の
拘

禁
」

で
は
、
陳
弘
謀
が
提
案

す
る
も
う

一
つ
の
対
策

で
あ

る
、
刑
執
行
後

の
旧
匪

に
対
す

る
処
遇

11
再
犯
防
止
を
検
討

す
る
。

陳
弘
謀

は
、
窃
盗

の

常
習

の
原
因

と
し
て
、
刑

罰

の
重
さ

で
は
な
く
地
域

社
会

の
排
除
姿
勢

と

そ
れ

に
由
来
す

る
自
活
手
段

の
欠
如

を
想
定

し
、
刑
執
行

後
、
そ

の
受

け

皿
を
極

力
地

域
社
会

に
求

め

つ
つ
も
、
身
柄

の
引
き

受
け
手
が
な

い
場
合

に
夜
間

を
中

心

に
拘
禁

し

つ
つ

一
定

の
労
働

に
従
事

さ
せ

る
こ
と

な
ど

を

提
案

し
た
。

そ
し

て
彼

の
按
察
使

離
任
後
、

こ
の
提
案

の
労
働
以
外

の
部

分
が
先
行

し

て
実
施

さ
れ

た
が
、

そ
れ
が
失
敗

に
帰

し
た
と
き
、
窃
盗
犯

を

「良

民
」

と
し

て
地
域
社
会

に
再
定
着

さ
せ
る
こ
と
を
目
的

と
す

る
、

拘
禁

と
労
働

の
機
能

を
併

せ
持

っ
た
自
新
所
が
誕
生

し
た
と
す

る
。

と

こ
ろ

で
、
治
安

維
持

を
目
的

に
全

国

で
施
行

さ
れ
た
保
甲
制

は
、

そ

の
目
的

か
ら

し
て
潜

在
的
犯
罪
者

や
犯
罪
者

こ
そ
保
甲

に
編
成

し

て
監
視

す
べ
き

で
あ

っ
た
。

し
か

し

「
良

民
」
か
ら
成

る
地
域
社

会
は
彼
ら
を
差

別

・
排
除
す

る
傾
向

に
あ

っ
た
。

こ

の
よ
う
な
一

般

の
保

甲
制

的
な
秩
序

か
ら
排
除
さ
れ

た
者

の
た
め

に
、
そ

の
受

け
皿
と
し

て
疑
似
保

甲
や
自

新

所

な
ど
が
創
設
さ

れ
た
。

そ
れ
ら

は
保
甲

の
機
能

を
代
替
す

る

の
み
な
ら

ず
、

そ

の
対
象
者

を

「良

民
」
化

し
て
地
域

社
会

へ
再
定
着

さ
せ
る
役

割

を
併

せ
持

つ
こ
と
で
、

一
般

の
保
甲
制

を
補

完
す

る
役
割

を
果

た
し
た
。

著

者
は
、
自
新
所

誕
生

の
背
景
を
探

る
こ
と
を
通
じ

て
、
以

上

の
よ
う

な
地
域
社
会

の
秩
序
構
造

や
そ

こ
に
お
け
る
疑
似
保
甲

や
自
新
所

の
役

割

を
描
き
出

し
た
。

こ

の
点

に
お
い
て
本
論

文
は
、
著
者
が
標
榜

す
る

「
国

家
権
力

の
暴
力

(治

安
維
持
)
装
置

を
地

域
社
会
な

い
し
は
地
域

秩
序

と

の
関

わ
り

に
お

い
て
理
解

し
よ
う

と
す

る
研

究
」

(
三
頁

)
と
し

て
相

応

の
成
果
を
収

め
て

い
る
と
言
え

る
。

し

か
し
評
者

に
は
、
著
者
が
地
域
社
会

と

の
連
関

に
お
け
る
理
解
を
意

識
す

る
あ

ま
り
、
自

新
所

の
別

の
側

面
、

特

に
自
新
所

を
巡
る
官
僚
制
内

部

の
動
向

を
等
閑
視

し

て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら

れ
た
。

そ
れ
は
自
新
所

の
実

態
分
析

に
端
的

に
現
れ

て
い
る
。

本
論
文

二
十

五
頁

で
引
用
す

る
張
誠

「
与
王
咸
斎
太
守
論
自

新
所
書
」

と

い
う
史
料

に

つ
い
て
、
著
者

は
人
物

や
場
所
を
特
定

で
き

て
い
な

い
が
、

張
誠
と

は
浙
江
省

平
湖
県

の
人

で
乾

隆
四
十

二
年

の
挙

人
、
王
咸
斎

と
は

乾
隆
五
十
年

か
ら

一
度
間
を
挟

ん
で
五
十
五
年

ま
で
平

湖
県
知
県

を
勤

め

た
王
恒

の
こ
と
で
あ

る

(共

に
光
緒

『
平
湖
県
志
』

に
伝
が
あ

る
。

ま
た

乾
隆

『平
湖

県
志

』

に
は
両
者

の
序

文
が
掲
載

さ
れ
て

い
る
)
。
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こ

の
史

料
全
体
を
要
約

す
る
と
次

の
よ
う
に
な
る
。
す
な

わ
ち
、
李

知

県
が
自
新

所
を
創
設

し
た
時

は
賞
賛
さ

れ
る
も

の
で
あ

っ
た
が
、
徐

々

に

手
枷

・
足

枷

・
木
籠
が
用

い
ら
れ
、
ま

た
窃
盗

犯

の
み
な
ら
ず
訴
訟
関

係

者
も
収
容

さ
れ
る

よ
う

に
な
り
、

一
度
収
容

さ
れ
る
と
胥
吏

・
衙
役
が

例

銭
を
搾
取

す
る
た

め
、

そ

の
害

悪
は
獄

よ
り
も
酷

く
な

っ
た
。

王
恒
が

知

県

の
時
、
張
誠
が

そ

の
害
悪
を
進

言
し
、
上
諭

を
奉

じ

て
自
新
所
を
折
毀

し

た

(乾
隆

『
平
湖
県

志
』

に
よ
る
と
折
毀

は
乾

隆

五
十

四
年
)
。

し
か

し
新
任

の
劉
知

県

(光
緒

『
平
湖

県
志
』

に

よ
る
と

王
恒

の
後

任

は

劉

雲
)

が
、
賊
匪

の
騒
擾

の
多

い
こ
と
を
理
由

に
弊
害

を
考
慮

せ
ず
自
新
所

を
再
建

し
始

め
た

の
で
、

県
民

は
恐
慌

を
来
た

し
た
。

そ
こ

で
張
誠

は
先

任
知
県

の
王
恒

に
善
処

を
懇
請

し
た
。

こ

こ
で
問
題

と

な
る

の
は
李

と

い
う
知

県

で
あ

る
。
光
緒

『
平

湖
県

志
』

に
よ
る
と
、
王
恒
以
前

の
清
代

の
平

湖
県
知
県

で
李

姓
は
五
名

い
る

が
、
自
新

所

は
乾
隆
期
以
降

の
話
な

の
で
順
治

の

一
名

と
康

煕

の
二
名

を

除
く

と
、
乾

隆

二
十

二
年
着

任

の
李
化
楠

か
同
年
着
任

の
李
納

璧
と
な

る
。

そ

し
て
こ

の
史
料

は
王
恒

離
任
直
後

の
乾

隆
五
十

五
年

の
も

の
と
推
定

し

得

る
た
め
、
史
料

の
内
容

は
、
乾
隆

二
十

二
年
以
降

五
十

五
年
以
前

の
お

よ
そ
三
十
年

間

に
お
け
る
平
湖
県

の
自
新

所

に
関
す

る
記

述
と
な

ろ
う
。

つ
ま
り
こ
れ

は
、
著
者
が

考
察

の
中
心

と
す

る
乾
隆
期
江

南
デ

ル
タ
に
お

け

る
自
新

所

の
史
料

に
他

な
ら
な

い
。

さ

て
、

こ

の
史
料

か
ら
だ
け

で
も
、
自

新
所

に
関
す

る
興
味

深

い
事
実

を
読

み
取

る

こ
と
が
可
能

で
あ

る
。

そ
れ
を
列
挙

し
て
み
る
と
、
(
1
)
三
十

年
と

い
う
短

期
間

で
変
質

し
た

こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
自
新

所
は
制
度
的

な

安
定
性
が

乏
し

い
。

む
し
ろ
そ

の
時

々

の
知

県

の
力
量

や
施

政
方
針
次
第

で
容
易

に
変
質

す

る
も

の
で
あ

っ
た
。
(
2
)
変
質

と
は
、
弊
害

の
諸
側
面

を

除
け
ば

未
決

囚

の
収
容

に
尽
き

る
。

こ
こ
よ
り
、
知

県

の
施
政
方
針

に
は

犯
罪
者

の
受

け
皿

の
確
保

(
=
自

新
所

の
原
初
形
態

)
と
裁
判
関
連
施
設

の
充
実

(
=
自

新
所

の
変
質
形
態

)
が
あ
り
、
物
理
的

施
設
と

し
て

の
自

新
所

は
そ

の
方

針

に
よ
り
ど

ち
ら
に
も
機
能

し
得

た
こ
と
が
わ

か
る

(弊

害
が
顕
著

に
な

れ
ば
施
設

の
折
毀

と

い
う

選
択
肢

も
存
在

し
た
)
。

そ
し

て
二

つ
の
施
政
方

針

の
背
景

に
は
、
「
弭
盗

(盗

み
を
防

ぐ
と

を
大
前
提

と
す

る
、
更
正

主
義

と
厳
罰
主
義

と

で
も
言
う

べ
き
刑

罰
思
想

の
違

い
が

存

在

し
た
と
考

え
ら

れ
る

(「
結
語
」

に

は
同
様

の
言
及

が
あ

る
が
、
自

新

所
誕
生

の
背
景

と
し

て
後
者

か
ら
前

者

へ
の
移
行

を
述

べ
る
の
み
で
、

両
者
間

の
揺

れ
動

き
は
想
定

さ
れ
て

い
な

い
)
。

「犯

罪
発
生
頻
度

の
急
激

な
上
昇
」

(二
十
九

頁
)
を
前

に
、
前
者

を
採
れ
ば

原
初
形

態

の
自

新
所

の
充
実
を
目
指

す
が
、
後
者
を
採

れ
ば

厳
罰
を
科
す

た

め
に
裁
判
制
度

の

確

実
な
運
営
を
期

す

で
あ

ろ
う
。
(
3
)
自

新
所

の
害
悪

に
関
し

て
張
誠
が
進

言

し

て
い
た
こ
と
や
、
そ
れ
以
前

、
胥
吏
が
自
新
所

の
存
続
を
言

い
立

て

て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば

、
折

毀
を
含
む
知

県

の
施
政
方
針

の
選
択

に

は
、
時

と
し
て
県

の
構
成
員

か
ら

の
働
き

か
け
が

あ
り
、

し
か
も
そ
れ
が

一
定
程
度
反
映

さ
れ

て
い
た
こ
と

に
な

る
。

そ
し

て
(
1
)
～
(
3
)
を
よ
り
合
理
的

に
理
解
す

る
た
め

に
は
、
清
代
官
僚

制

に
お

い
て
自
新

所
が
州
県

レ
ベ

ル
の

「
随
地
制
宜

(地
域

の
実
情

に
よ
る

選
択
)
」

の
所
産

で
あ

っ
た

こ
と

を
提
示
す

る
必
要
が

あ

る
。

そ

の
こ
と

は
、
窃
盗
犯

の
処

遇
を
巡

る

「起

除
刺
字
」
律

の
律
文

お
よ
び
条
例

(な

お
二
十
六
頁
所
引

の
同
律

「
乾
隆

五
年

定
例
」

は
道
光

十
八
年

の
改
定
条

例

で
あ

っ
て
乾
隆

五
年

の
そ
れ

で
は
な

い
)
と
陳
弘
謀

の
二

つ
の
詳
文

の

260



書 評

そ
れ
ぞ
れ

の
関
係

や
、

六
～

七
頁

で
提
示
す

る
自

新
所

に
関

す
る
呉

・
長

洲

・
元
和
三
県

の
詳
文

な
ど

か
ら
容
易

に
推
察

で
き

る
。

こ
う

し
て
見

る
と
、

自
新
所
を

「
軽
微

な
窃
盗

罪
を
犯

し
た
既

決
囚

の

う
ち
、
身
柄

の
引

き
受
け
手

の
無

い
者

を
所

内

に
拘
禁

し

つ
つ
労

働
せ

し

め
る
施
設
」

と
す
る
著
者

の
見
解

は
、
確

か

に
自

新
所

の
原
初
的

機
能
を

提
示
す

る
も

の
の
、
他
方

で
そ
れ
が
自
新

所

の

一
機
能

を
提

示
す

る
に
過

ぎ
な

い
こ
と
も
わ

か
る
。
本
論
文

の
表
題

か
ら

し
て
著
者

の
関
心
が
自
新

所
誕

生

の
段
階

に
あ

る
こ
と

は
明

白
だ
が
、

「自

新
所

の
実
態

を
明
ち

か

に
す
る
」

(三
頁
)

と
述

べ
る
以
上
、
自
新

所
を
巡

る
官
僚
制
内

部

の
動

向

や
そ

の

一
帰
結
と

し
て
の
機
能
的

変
質
を
も
解
明

す
る
必
要
が
あ

る
。

そ
し
て
そ
れ

は
、
自
新
所
が
官
僚

制
を
離
れ

て
論

じ
ら
れ
な

い
こ
と
か
ら

す

れ
ば
、
著

者

の
標
榜
す

る
地
域
社

会
と

の
連
関

に
お
け
る
理
解

に
お
い

て
も
ま
た
必
要
な
作
業

で
あ

る
と
考

え
ら
れ

る
。

(鈴
木

秀
光
)

261


