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 本 論 文 は 、律 令 官 制 の 中 心 と な る 太 政 官 制 に 関 す る 基 礎 的 論 点 の 整 理 を 行 っ

た う え で 私 見 を ま と め た も の で あ る 。  

こ れ ま で に 、 律 令 官 制 お よ び そ の な か に お け る 太 政 官 制 の 役 割 を 考 え た 研 究

が 多 く 出 さ れ て き た 。 こ れ は 、 太 政 官 制 の 特 性 を つ か む こ と に よ っ て 、 ７ 世 紀

末 に つ く ら れ １ １ 世 紀 頃 ま で 国 政 の 基 礎 と な っ た 日 本 の 律 令 制 の 本 質 を 知 り 得

る こ と に よ る も の で あ る 。  

そ れ ゆ え 、 律 令 制 の も と の 諸 制 度 に つ い て 研 究 す る ば あ い に は 、 必 ず 中 国 の

官 制 と 日 本 の 官 制 と の ち が い を つ か ん だ 上 で 、 何 ら か の 形 で 太 政 官 の 役 割 に ふ

れ ね ば な ら な か っ た 。 そ し て 、 こ れ ま で に 日 本 の 律 令 官 制 が 唐 の 官 制 に く ら べ

て き わ め て 簡 略 な も の で あ る こ と や 、 日 本 の 律 令 官 制 が 太 政 官 に あ ら ゆ る 権 限

を 集 中 す る 形 に 構 成 さ れ て い た こ と が 明 ら か に さ れ て き た 。  

そ し て 、 そ う い っ た 太 政 官 制 の 特 質 を 「 畿 内 政 権 論 」 と か ら め て 、 古 代 の 朝

廷 で 貴 族 層 が 国 政 を 握 る 形 が と ら れ て い た と 論 じ ら れ る こ と も 多 か っ た 。  



本 論 文 で は 、 こ れ ま で の 太 政 官 制 に 関 す る 諸 研 究 を ふ ま え つ つ 、 つ ぎ の 三 方

向 か ら 太 政 官 制 の 特 質 を 明 ら か に し て い き た い 。  

第 一 編 で は 、 太 政 官 の 構 成 を 唐 の 官 制 と 比 較 し て み て い く こ と を つ う じ て 、

内 部 に き わ め て 多 様 な 性 格 の 官 職 を 含 む 太 政 官 制 が ど の よ う な 経 緯 で つ く ら れ

て き た か を 考 察 し て い く 。 つ い で 第 二 編 で は 、 太 政 官 が 発 し た 文 書 の 性 格 や 、

太 政 官 に も ち こ ま れ た 政 務 が ど の よ う に 決 裁 さ れ た か と い っ た 問 題 や 、 太 政 官

で の 記 録 の 整 理 の あ り か た な ど を 考 え る 。 こ れ に よ っ て 、 太 政 官 を 構 成 す る 人

び と が 、 ど の よ う な 形 で 日 常 の 政 務 を 行 っ て い た か が 明 ら か に な る 。 そ し て 最

後 に 第 三 編 で 、 太 政 官 が ど の よ う な 形 で 朝 廷 で 行 わ れ る 祭 祀 に 関 わ っ て い っ た

か を み て い く 。 こ れ に よ っ て 、 律 令 制 成 立 期 に 王 家 の ま つ り を 国 家 の 祭 祀 へ と

再 編 し て い く 動 き に 、 太 政 官 が ど の よ う な 形 で 関 わ っ て き た か が 浮 か び 上 が っ

て く る 。  

こ の よ う な 目 的 を も っ て 、 各 編 を 構 成 す る 個 々 の 考 証 に と り く ん で い っ た 。  

第 一 編 で は 、 ま ず 孝 徳 朝 に 本 格 的 な 官 制 の 整 備 が 始 め ら れ た こ と を 明 ら か に

し た 。 そ の と き 、 中 央 で は 衛 部 や 刑 部 の よ う な 中 国 風 の 名 称 を も つ 個 別 の 官 司

が 並 立 す る 形 の 官 制 が つ く ら れ た 。官 人 の 頂 点 に た つ 左 大 臣 、右 大 臣 は い た が 、

左 大 臣 や 右 大 臣 が 個 々 の 官 司 を 統 制 す る 一 定 の 方 式 は な か っ た 。 ま た 、 こ の よ

う な 中 央 の 官 司 の 整 備 と と も に 、 地 方 で は 常 駐 し て 一 定 の 地 域 を 治 め る 国 宰 が

お か れ る よ う に な っ た 。 中 央 の 官 司 の 長 官 と 国 宰 に は 「 大 夫 」 と よ ば れ た 中 央

の 有 力 豪 族 が あ て ら れ て い た 。  

こ の よ う な 孝 徳 朝 の 官 制 を も と に 、 天 武 朝 に は 太 政 官 と そ の 下 の 六 官 お よ び

宮 内 官 を 中 心 に 構 成 さ れ る 新 た な 官 制 が 整 備 さ れ た 。 太 政 官 は 外 廷 の 機 能 を も

つ 官 司 を 支 配 し 、 諸 官 司 の 統 制 を 唐 の 六 部 に な ら っ た 六 官 に 委 ね て い た 。 そ し

て 、 宮 内 官 は 内 廷 の 機 能 を も つ 官 司 を 一 手 に 支 配 し た 。 さ ら に 、 天 皇 の 近 臣 と

し て の 納 言 が い た が 、 納 言 が 太 政 官 や 宮 内 官 の 官 職 を 兼 ね る こ と も あ っ た 。  

こ の よ う な 官 制 が 、 浄 御 原 令 制 を へ て 大 宝 令 制 で 太 政 官 と そ の 下 の 八 省 に 再

編 さ れ て 、 宮 内 官 の 後 身 で あ る 中 務 省 と 宮 内 省 が 太 政 官 の も と に 組 み 入 れ ら れ

た 。 そ れ と と も に 納 言 が 太 政 官 の 組 織 に 組 み 込 ま れ た た め 、 律 令 制 下 の 太 政 官

が 複 雑 な 構 成 を と る よ う に な っ た と 私 は 考 え た 。 そ の た め 弁 官 と 少 納 言 と が と

も に 太 政 官 の 判 官 と さ れ 、 少 納 言 や 監 物 の よ う に 太 政 官 と も 中 務 省 と も 関 わ り

を も つ 官 職 が み ら れ る よ う に な っ た の で あ る 。  

こ の よ う に し て つ く ら れ た 太 政 官 は 、 国 政 全 般 を 把 握 す る も の で あ っ た と い



え る 。 そ し て 、 唐 の 御 史 台 の よ う な 形 の 太 政 官 の 政 治 を 監 視 す る 機 関 が つ く ら

れ ず 弾 正 台 の よ う な あ い ま い な 性 格 の 官 司 が 設 け ら れ た こ と も 、 太 政 官 に 諸 権

限 を 集 中 さ せ よ う と す る 発 想 か ら く る も の で あ る 。  

第 二 編 で は 、 律 令 制 の た て ま え で は 太 政 官 の 長 官 、 次 官 で あ る 左 大 臣 、 右 大

臣 が 太 政 官 の 政 務 の 決 裁 に あ た る べ き で あ る 点 を 押 え た う え で 、 実 際 に は 中 納

言 以 上 の 人 び と が 太 政 官 を 動 か し て い た こ と を 明 ら か に し た 。 平 安 時 代 に は 、

中 納 言 以 上 の 人 々 が 「 上 卿 」 と よ ば れ る こ と も あ っ た 。 ま た 、 中 納 言 以 上 の 人

び と と 参 議 と を あ わ せ た も の が 、 太 政 官 の 核 と な る 公 卿 に な る 。 こ の 公 卿 の 合

議 に よ っ て 、 朝 廷 の 政 務 は 運 営 さ れ て い た 。  

唐 制 に な ら っ て 整 え ら れ た 「 公 式 令 」 に も と づ く 文 書 は し だ い に 簡 略 化 し て

い き 、 1 0 世 紀 に は 上 卿 が 発 す る 弁 官 宣 旨 が 多 く 用 い ら れ る よ う に な っ て い る 。

ま た 、1 0 世 紀 頃 か ら 上 卿 が 陣 に あ つ ま っ て 、下 級 官 司 か ら の 申 請 で あ る 申 文 の

処 理 を 行 う 陣 申 文 が さ か ん に な っ て い る 。  

つ ま り 、「 律 令 」が 定 め る よ う な 太 政 官 政 治 は 、さ ま ざ ま な 経 緯 を へ て 陣 申 文

や 弁 官 宣 旨 の あ り か た に し め さ れ る よ う な 上 卿 た ち に 分 担 さ れ る 形 に 変 わ っ て

い っ た の で あ る 。  

ま た 、律 令 制 の 完 成 と 共 に 、各 官 司 で 政 務 の 手 引 き と す る た め の「 記 文 」、「 例 」、

「 式 」 な ど の 名 称 を も つ 記 録 が 整 え ら れ て い く こ と も 重 要 で あ る 。 そ し て 、 1 0

世 紀 頃 に な る と 各 官 司 の 政 務 が 記 文 な ど に 記 さ れ た 先 例 な ど に も と づ い て 運 営

さ れ る よ う に な っ て い る 。  

つ ま り 、1 0 世 紀 に 上 卿 た ち が 先 例 を 手 が か り に 国 政 を 動 か す 形 が 定 着 し て い

る が 、 こ の よ う な 方 向 は 律 令 制 の 完 成 当 初 か ら 指 向 さ れ て い た も の で は あ る ま

い か 。  

第 三 編 で は 、 律 令 制 下 の 朝 廷 の 祭 祀 を い く つ か と り 上 げ 、 そ の 担 い 手 が 誰 で

あ っ た か を 考 え て い っ た 。 祭 祀 の 場 で は 、 古 く か ら の 伝 統 が 重 ん じ ら れ る 。 そ

れ ゆ え 、 朝 廷 の 神 事 の 現 場 で 活 躍 す る の は 、 中 臣 氏 や 忌 部 氏 な ど の 、 か つ て 王

家 の 祭 官 を つ と め た 人 々 で あ る 。 そ し て 、 か れ ら を 組 織 す る 形 で 神 祇 官 が つ く

ら れ て い る 。  

し か し 、 神 祇 官 の 官 人 が 扱 う 祭 祀 の 場 に 太 政 官 が さ ま ざ ま な 形 で 関 与 し て い

る の で あ る 。 と こ ろ が 出 雲 国 造 神 賀 詞 奏 上 の 儀 式 に は 、 太 政 官 が 登 場 し な い 。

そ の こ と は 、 か つ て 中 臣 氏 や 忌 部 氏 が 祭 祀 の 面 で 地 方 豪 族 に 対 す る 朝 廷 の 支 配

の 強 化 に 関 与 し た こ と を 物 語 る も の で あ る と 思 わ れ る 。  



と こ ろ が 、 律 令 制 下 で も っ と も 重 ん じ ら れ た 践 祚 大 嘗 祭 で は 、 太 政 官 が 祭 祀

の 節 目 と す る 場 面 に 必 ず 関 与 す る 形 が と ら れ て い る 。 つ ま り 、 神 祇 官 は 太 政 官

の 指 示 に も と づ い て 大 嘗 祭 の 神 事 に 当 た る べ き だ と す る た て ま え が み ら れ る の

で あ る 。  

そ し て 、 祈 年 祭 、 月 次 祭 、 大 祓 な ど の 稲 作 に か か わ る 他 の 祭 祀 に も 太 政 官 の

関 与 が み ら れ る 。 こ う い っ た こ と か ら 、 律 令 制 的 な 国 家 規 模 の 祭 祀 を 整 え る 動

き が と ら れ た 天 武 朝 か ら 持 統 朝 に か け て の 時 期 に 、 太 政 官 が 稲 作 に か か わ る 祭

祀 に 加 わ る よ う に な っ た の で は あ る ま い か 。  

以 上 の 第 一 編 か ら 第 三 編 ま で の 考 証 に よ っ て 、 天 武 朝 、 持 統 朝 を 中 心 と す る

中 国 風 の 中 央 集 権 国 家 を つ く ろ う と す る 動 き の な か で 律 令 太 政 官 制 が 整 備 さ れ

た こ と が 明 ら か に な っ た 。 し か し 、 そ の 太 政 官 の 政 務 は 、 し だ い に 唐 制 の も の

と 異 な る 日 本 に あ っ た 形 に 変 え ら れ 、1 0 世 紀 に は 日 本 風 の 貴 族 政 治 と よ ぶ べ き

上 卿 が 政 務 を 分 担 す る 形 が 完 成 す る 。本 論 文 で こ う い っ た 見 通 し を 出 し て み た 。 

 

 

 

 


