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李
朝
末
期
朝
鮮
農
業
の

一

つ

の

特
質

馬

淵

貞

利

一

研
究
史
の

問
題

李
朝
末
期
社

会
の

性
格
規
定
は

､

朝
鮮
近

代
史
の

出
発
点
を

な

す

も
の

で

あ

り
､

ま
た

そ
れ

の

如
何
が

近

代
史
像
全
体
を

構

築
す
る

方
法
論
と

も

深
く

結
び
つ

い

て

い

る
｡

戦
前
の

研
究
に

お

い

て

は
､

李
朝
社
会
の

前
近

代
的
構
成
が

も
っ

ぱ

ら

土

地

所
有
関
係
を

中
心

に

し
て

論
じ

ら
れ

て

き
た

｡

朝
鮮
人

研
究
者
は

､

植
民
地

期
の

封
建
的
性
格
と
の

関
連
で

李
朝
末
期
を

考
察
の

対

象
と

し

た

が
､

日

本
人

研
究

者
の

多
く
は

､

日

本
の

朝
鮮
侵
略
を

必

然
化
せ

し

め

る

も
の

と

し
て

､

李
朝
末
期
を

描
き

出
し

た
｡

こ

の

よ

う
に

､

研
究
上
の

立

場
の

相
違
は

明
ら
か

で

あ
っ

た

が
､

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

李
朝
末
期
朝
鮮

農
業
の

退
嬰
性
を

説
く

点
に

お

い

て

は
､

両

者
の

見

解
は

近

似
し
て

い

た
｡

そ
こ

で

確
認
さ

れ

て

い

る

こ

と

は
､

ほ

ぼ

次
の

点
に

尽
き
る

｡

∽
李
朝
中

葉
以
降

､

官
房

､

在
地

両

班
層
な

ど
の

土

地

兼
併
が

進
行
し

､

末
期
に

至

っ

て

特
に

顕
著
に

な

る

が
､

こ

れ
は

国
家
的
土

地

所
有
の

弛
緩
を

意
味
し

っ

っ

も
､

収
租
梅
の

移

行
を

示

す
に

す
ぎ

な
い

｡

㈹
い

わ
ゆ

る

封
建
的
地

主
は

不

在
地

主
で

あ
っ

て
､

地

主
が

王

室
で

な

い

場
合
は

両
班

､

官
人

で

(

1
)

ぁ
っ

た
｡

㈹
農
民

は

土

地
に

対
し

て

耕
作
権
を

占
有
し
て

い

る
に

す

ぎ

ず
､

御

本
質
的
に

は

土

地
の

私
有
か

ら

排
除
さ

れ

て

い
(

や

肖
地

主
お

よ

び

小

作

2

人
の

土

地
に

対

す
る

関
係
は

､

根
本
に

お
い

て

生

活

資
渡
を
こ

こ

に

求
め

(

3
)

る

と
い

う
以

外
に

他
意
は

な

か

っ

た
｡

㈹
主

要
な

矛

盾
は

支
配
層
内
部
の

郎
附

㌍
㌶
如
い

=

㌶
鵬
棚
糾

閑

㍍

弼
す
苛
烈
極
ま

る

こ

の

よ

う
な

見
解
は

､

和
田

一

郎
の

｢

朝
鮮
ハ

経
済
史
上

恰
モ

我
力

中

世
時
代
｡

在
ル

ガ

如
ク

…
民
其
ノ

譜
)

安
ン

ゼ

ズ

国
共
ノ

資
ヲ

得
ズ

､

土

地

制

度
ハ

全
ク

共
ノ

経
記
ヲ

失
ヒ

タ

リ
+

と

い

う

所
論
と

付
合
す
る

結

果
を

生

み
､

い

わ

ゆ
る

朝
鮮
社
会
｢

停
滞
論
+

を

補

強
す

る

も
の

と

な
っ

た
｡

戦
後
の

研
究
で

は
､

こ

の

｢

停
滞
論
+

の

克
服
が

め

ざ

さ
れ

､

ま

ず
も

っ

て

土

地

所
有
諭
そ

の

も

の

が

検
討
さ
れ

る
こ

と
に

な
っ

た
｡

そ
し

て
､

非
特
権
的
土

地

所
有
の

検
出
が

精
力
的
に

な
さ

れ
､

そ
こ

か

ら

李
朝
末
期

の

主
体
的
な

変
革

要
因
を

導
き

出
す
こ

と
に

眼
目
が

置
か

れ

た
｡

ま

ず
､

朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
に

お

け
る

こ

の

分
野
の

研
究
を

代

表
さ

れ

る

ホ
･

ジ

ョ

ン

ホ

氏
は

次
の

よ

う
な

見
解
を

呈

示

さ

れ

る
｡

封
建

的
土

地

所

有
の

近

代
的
土

地

所
有
へ

の

変
化
は

､

未
だ

後
者
へ

の

転
化
に

ヽ

ヽ

至
ら

な
か

っ

た

に

せ

よ
､

一

八

世
紀
以

後
顕
著
で

あ

り
､

そ

の

メ

ル

ク
マ

ー

ル

は

次
の

三

点
に

求
め

る
こ

と

が

で

き

る
｡

H
土

地
の

商
品
化
過
程
の

成
立

､

⇔
非
特
権
的
庶
民
地

主
ら

の

土

地

所

有
の

拡
大
と

両
班
官
僚
ら
の

身
分
的
土

地

所
有
の

衰
過

引
↓
土

地

所
有
と

政
治
権
力
と
の

あ
る

程
度
の

分
離

､

日
貨
幣
地

代
の

発
生

｡

ま
た

雀
虎
鎮
氏
は

､

い

わ

ゆ

る

私
田

拡
大

現
象
を

単
な

る

収
税
権
の

移
行
と

把
握
す
る

こ

と

を

否
定
し

､

そ

れ

を

私
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的
所
有
の

成
長
と

み

る
一

方
､

｢

独
立

自
営
農
民

層
+

の

出
現
と

そ

の

自

己
分
解
に

よ

る

地

主
･

小

作
関
係
の

成
立

､

｢

農
民

的
地

主

型
+

の

地

主

(

7
)

の

成
長
を

も
っ

て

李
朝
末
期
の

特
徴
と

さ

れ
て

い

る
｡

こ

れ

ら
の

い

わ
ば

｢

下
+

か

ら
の

地

主
化
に

主
と

し
て

注
目
し

､

従
来

の

土

地

所

有
論
を

批
判
的
に

克
服
し

ょ

う
と

い

う

見
解
に

対

し

て
､

金

容

壁
氏
は

別
の

視
点
を

打
ち

出
し
て

お

ら
れ

る
｡

氏
は

､

中
世
的
社
会
体
制

の

解
体
と

新
し

い

社
会
を

連
結
す

る

過
渡
期
的
存
在
と

し

て

の

｢

経
営
型

富
農
+

範
疇
を

設
定
さ

れ
､

こ

れ
が

実
質
的
に

農
村
社
会
を

変
動
さ

せ

る

(

8
)

経
済
的
機
能
を

も
っ

た

も

の

で

あ

る

と

さ

れ

る
｡

と

こ

ろ
で

､

以

上
の

よ

う
な

諸
見
解
に

も

問
題
が

な
い

わ

け
で

は

な
い

｡

ま

ず
第

一

に
､

新
た

な

土
地

所
有
関
係
の

形
成
を

み

る

こ

と

は

そ

れ

自
体

重

要
な

こ

と

で

は

あ

る

が
､

李
朝
末

期
に

新
た

に

体
制
的
編
成
を

と

げ
よ

う
と
し

て

い

た

土

地

所
有
関
係
を

即
｢

下
+

か

ら
の

そ
れ

で

あ
っ

た

と

す

る
こ

と

は
で

き
な

い
｡

単
純
に

非
特
権
的
土

地

所

有
の

拡
大
を

身
分
的
土

地

所
有
の

衰
退
と

直
結
さ

せ

て

図
式
化
す

る

こ

と

は

で

き

な
い

｡

む

し

ろ
､

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

李
朝
末
期
に

支
配
的
に

な
っ

て

く
る

の

は

官
僚
的
地

主
的
土

地

所
有
で

あ

る
｡

な

る

ほ

ど
､

選
民
の

場
合

､

地

主
の

も

う
一

つ

の

類
型
に

｢

官
僚
的

(

9
)

地

主
型
+

を

置
い

て

お

ら
れ

る
｡

し

か

し
､

氏
に

あ
っ

て

は

二

類
型
の

地

主
の

関
係
が

説
か

れ

な

け
れ

ば

な

ら

ず
､

単
な

る

二

類
型
の

地

主
の

成
長

に

と

ど

ま

ら

ず
､

両
者
が

ど
の

よ

う
な

関
係
の

下
に

結
果

的
に

は

｢

官
僚

地

主
型
+

が

支

配
的
に

な
っ

て

い

く
か

が

問
わ
れ

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

そ
れ

は

他
な

ら

ぬ

李
朝
末
期
社

会
の

構
造
そ
の

も

の

に

係
る

問
題
で

あ

る
｡

第
二

に
､

李
朝
末
期
農
村
の

ど

の

面
の

変
化
を

重

視
す
る

か

と

い

う
こ

と
が

､

変
革
主
体
の

位
置
づ

け
に

も

か

か

わ
っ

て

く

る
｡

ホ

･

ジ
ョ

ン

ホ

氏
的
な

把
握
の

仕
方
か

ら

す

れ

ば
､

直
接
生

産
者
で

あ

る

農
民
の

主
体
的

力
量
は

過
大
視
す

る

こ

と

は

で

き

ず
､

事
実

､

庶
民

地

主
は

､

｢

官

僚

両

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

班
地

主
の

勢
力
を

弱
め

は

し

た

が
､

全
般
的
に

地

主
の

隊

伍
は

増
加
し

､

､

､

､

､

､

､

,

､

,

､

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

ヽ

(

1 0
)

農
民
に

対

す
る

地

主
の

搾
取
は

い

っ

そ
う

強

化
さ

れ

た
+

(

傍
点

-
引

用

者
)

と

さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

結
局

､

農
村
に

お

け
る

変
革
主
体
の

導
出
は

困
難
で

あ

り
､

｢

迫
り

く
る

ブ

ル

ジ

ョ

ア

革
命
運
動
で

指
導
的

役

割
を

果

た

す
べ

き

階
層
+

と

さ

れ

た

｢

資
本
主
義
的
経
営
と

結
び

つ

い

て

商
人

資

(

n
)

本
家
+

層
の

階
級
的
未
成
熟
と

あ
い

ま
っ

て
､

か

の

甲
申
政
変
11
ブ

ル

ジ

ョ

ア

ジ

ー

な
き

ブ

ル

ジ

ョ

ア

革
命
論
が

提
起
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

と
こ

ろ

が
､

甲

申
政

変
失
敗
の

第
一

の

理

由
に

､

開

化

沢
が

､

｢

ブ
ル

ジ
ョ

ア

革

命
の

基
本
動
力
と

な

り

う
る

農
民

を
は

じ

め

と

す
る

人
民
の

高
揚
し

た

革

命
的
進
出
を

正
し

く

指
導
し

､

そ

れ

を
ブ

ル

ジ

ョ

ア

革
命
の

決
定
的
な

推

(

12
)

進
力
に

変
え
る

こ

と

が

で

き

な

か
っ

た
+

と
い

う
こ

と

を

あ

げ

ら
れ

る

時
､

こ

れ

は

明

ら
か

に

論
理

矛
盾
で

は

な

い

だ

ろ
ゝ

砧
｡

開
化
派
は
い

っ

た
い

農
村
に

お

け

る

ど
の

よ

う
な

階
層
に

依
拠
し
え

た

の

か
｡

庶
民
地

主
層
が

そ

れ

に

適
合
で

き

な
い

の

は

い

う
ま
で

も
な

く
､

さ

ら
に

小

作
層
に

変
革

的
要
素
を

求
め

る
こ

と

も

困
難
で

あ
る

｡

他
方

､

こ

の

よ

う
な

農
村
諸

階

層
の

動
き

と

は

切

断
さ

れ

た

と
こ

ろ
に

､

甲

申
政

変
の

特

徴
を

み

よ

う
と

(

1 4
)

す

る

見
解
が

あ
る

が
､

そ
れ

で

は

な

お

さ

ら

甲

申
政

変
を

足
場
の

弱
い

も

の

に

す
る

だ

け
で

あ

る
｡

金
容
攣
氏
の

研
究
で

は

農
村
に

お

け
る

変
革
主
体
が

明

確
に

な
っ

て

い

る
｡

こ

こ

で

は
､

地

主
層
ほ

総
じ
て

変
革
主
体
=

｢

経
営
塑
富
農
+

の

対

極
に

置
か

れ

る
｡

し

か

し
､

そ
の

成

長
と

阻
止

的
条
件
が

歴
史
的
に

ど

の

J

よ

う
に

推
移
し

た

か

と

い

う
こ

と

は
､

未
だ

確
定
さ

れ

て

い

な
い

｡

李
朝

㍊
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社

会
の

構
造
か

ら
い

っ

て
､

｢

経
営
型
富
農
+

の

成

長
は

地

域

的
に

も

大

き

な

制
約
を

受
け
ざ

る

を

え

な

い
｡

し

た

が

っ

て
､

右
の

よ

う
な

考
察
は

地

帯
構
造
も

考
慮
し

て

な

さ

れ

る

必

要
が

あ

ろ

う
｡

二

国
家
の

税
収
奪
に

み

ら
れ

る

特
徴

先
述
し

た

よ

う
に

､

李
朝
末
期
の

基
本
的
矛
盾
対
抗
関
係
を

ど
こ

に

求

め

る

か

は
､

朝

鮮
近

代
史
を

考
え
る

上
で

鍵
鎗
を

な

す

問
題
で

あ

る
｡

そ

の

際
､

封
建

的
支
配
の

実
現
形
態
で

あ

る

税
収

奪
の

構
造
お

よ

び

そ
の

変

化
は

､

封
建
制
の

解
体
の

あ
り

方
と

か

か

わ
っ

て

重

要
な

意
味
を
お

び

て

く

る
｡

こ

こ

で

注
意
を

要
す
る

の

は
､

租
と

税
と

は

明

確
に

区

分
さ

れ

て

い

た

と

い

う
こ

と

で

あ

り
､

事
実
上

の

地

代
に

相
当
す
る

租
に

此
し

て
､

税
は

は

る

か

に

少
額
で

あ
っ

た

と
い

う
こ

と
で

あ
る

｡

税
額
は

一
緒
(

収

穫
高
に

見
合
う
課
税
単
位
で

あ

り
､

そ
の

面
積
は

一

町

歩
強
か

ら

数
町

歩

及
ぷ
)

あ

た

り

十
斗

轟
か

ら
二

五

斗
前
後
で

あ
り

､

叫

魂
収

鷲
は

一

緒

ぁ

た

り
六

百
斗
か

ら

八

百
斗
位
と

さ

れ
て

い

る
こ

と

か

ら

推
算
す
れ

ば
､

税
率
は

高
く

て

も

四

%

内
外
で

あ
っ

た
｡

一

方
､

粗
(

地

代
)

は

通
例
五

〇
%

前
後
で

あ
っ

た
｡

と
こ

ろ

で
､

国
家
の

収
税
は

､

直
接
国
家
の

｢

小

作
人
+

(

駅

土
､

屯
土

な

ど
の

場
合

､

と

り

わ

け

収
税
権
の

み

が

国

家
か

ら

折
受
さ

れ
て

い

る

｢

無
土
+

の

そ

れ
)

か

ら

な

さ

れ

る

場
合
も

あ
れ

ば
､

地

主
あ

る
い

は

そ
の

下
の

小

作
人
か

ら
な

さ

れ

る

場
合
も

あ
っ

た
｡

こ

こ

に
､

す
で

に

農
民
の

存
在
様
式
は

異
な
っ

て

い

る
｡

国
家
の

収
税
能
力
が

弱
ま

り
つ

つ

あ
っ

た

こ

と

は
､

第
1

表
か

ら

も

明

ら
か

で

あ

る
｡

す
な

わ

ち
､

国
家
に

対

す
る

出
税
実
結
数
は

一

九

紀
中
頃

(

一

八

六

四

年
1

一

八

七
三

年
)

の

大
院
君

政
権
期
の

増
加
を

例
外
と

す

れ

ば
､

漸
次
減
少
し

て
､

一

八
八

三

年
に

は

約
六

万

結
の

減
少
を

み
て

い

蹴

る
｡

た

だ
､

出
税
実
結
数
は

給
災
結
数
と

相

関
を

な

し
て

お

り
､

自
然
災

害
の

影
響
を

直
接
反
映
す

る

も

の

と

な
っ

て
い

る

が
､

総
結
数
に

さ

し

た

る

変
化
が

な

い

の

に

対

比

し

て

み

る

時
､

免
税
結
数
の

相
対
的
増
加
傾
向

が
､

出
税
実
結
数
の

相
対

的
減
少
傾
向
に

照
応
し
て

い

る
｡

こ

の

免
税
結

数
の

増
加
は

主
に

｢

流
来
陳
+

す
な

わ

ち

荒
廃
地
と

さ

れ

た

も

の

の

増
加

で

あ
っ

た
｡

李
朝
末
期
に

も

自
然
災
害
は

か

な

り

頻
繁
に

起
き

て

お

り
､

一

時
的
で

ほ

あ
っ

て

も

相
当
の

土
地

が

荒
廃
し

た
｡

し

か

し
､

こ

の

｢

陳

田
+

は

単
な
る

荒
廃
地
で

は

な

か
っ

た
｡

｢

時
に

項
の

地

多

く

陳

廃

す

る

も

人
敢
て

墾
閲
の

計
を

為
さ

ず
､

民

計
日
に

愛
る
+

と
い

わ
れ

た

よ

う

に
､

農
民
が

荒
廃
地

の

開
墾
に

着
手
す
る
こ

と

は

少
な

か
っ

た
｡

し

か

し
､

こ

の

土

地
は

多
く
開
墾
さ

れ

た

の

で

あ
っ

て
､

｢

苛
も

僅
か

な

が

ら

で

も
､

利
用
す
る

上

に

便
益
な

る

条
件
を

具
備
し
て

お

る

土

地
は

､

殆
ん

ど

耕
地

(

1 7
)

に

転
換
さ

せ

ら

れ
て

お
っ

た

の

で

あ

る
｡

+

つ

ま
り

､

｢

陳
田
+

と
い

う

名

目
の

下
で

新
た

な

土

地

所
有
が

形
成
さ

れ

つ

つ

あ
っ

た
｡

そ

し

て
､

こ

れ

を

よ

く
な

し

得
た
の

は
､

直
接
生

産
者
た

る

農
民

で

は

な

く
､

地

主
的
利

益
を

追
求
す
る

守
令
層
呑
よ

び

そ

れ

と

結
び
つ

い

た

勢
力
な

ど
で

あ
っ

た
｡

ヽ

ヽ

ヽ

ま

た
､

た

と

え
ば

､

｢

湖
南
各
様
の

保
田

は

虚
実

柏

蒙

り
､

紆
吏
欺
隠
し

ヽ

(

旭
)

て

小

民

怨

沓
の

弊
+

が

あ

り
､

｢

際
掛
･

於
掛
か

肘
掛
･

狩
掛

･

訃
掛
等

が

行
わ
れ

､

一

種
の

逃
避
的
土
地

利
用
が

､

公

然

企
て

ら

れ

る

に

至
っ

(

19
)

た
｡

+

つ

ま

り
､

戸
曹
へ

の

虚
偽
報
告
が

な

さ
れ

て

い

る

の

で

あ

り
､

こ

の

よ

う
な

多
様
な

形
態
を

と
っ

た

｢

陳
田
+

創
出
は

､

ま

さ

に

国
家
の

収

税

機
構
の

陥

弄
を
つ

い

た

事
実
上
の

私
的
土

地

所
有
の

拡
大
を

示

す
も
の

で

ぁ
っ

た
の

で

あ

る
｡

さ

ら
に

､

こ

の

よ

う
｢

陳
田
+

の

創
出
者
は

､

地

方



第1 表 李朝末期 の 結数 推移

( 8 1 ) 研 究 ノ
ー ト

出税 実結数 給 災結数 その 他免税結数 総 結 数

1 75 0 8 0 7
,
5 9 6 3 5

,
9 5 8

6 1 5
,
0 5 7 1

,
4 5 4

,
0 4 3

1 8 0 0 81 2
,
4 3 5 ▲2 6

,
5 5 1

1 8 1 0 ▲75 9
,
5 2 3 8 0

,
3 3 1 6 1 5

,
3 0 2 1

,
4 5 5

,
1 5 6

1 8 2 0 7 9 5
,
2 3 2 ▲3 3

,
4 6 9 6 2 6

,
4 5 7 1

,
4 5 5

,
1 5 8

1 8 3 0 ▲7 8 4
,
9 6 8 4 0

,
4 8 1 6 3 0

,
0 3 6 1

,
4 5 5

,
4 8 5

1 8 4 0 ▲77 5
,
2 2 6 ▲3 9

,
2 7 2 6 4 0

,
4 6 6 ▲1

,
4 5 4

,
9 6 4

1 8 5 0 ▲77 0
,
5 0 5 4 6

,
2 3 5 ▲64 0

,
0 6 0 1 ,

4 5 6
,
8 0 0

1 8 6 0 ▲7 5 8
,
3 6 8 5 5

,
4 4 8 6 5 3

,
7 3 4 1

,
4 6 7

,
5 5 0

1 8 6 1 7 6 6
,
2 9 9 ▲48

,
2 6 0 6 5 5

,
2 3 4 1

,
4 6 9

,
7 9 3

1 8 6 2 ▲7 5 8
,
8 3 0 5 6

,
5 6 5 ▲65 1

,
0 4 8 ▲1

,
4 6 6

,
4 4 3

1 8 6 3 7 6 3
,
9 8 4 ▲46

,
7 5 8 6 5 3

,
4 6 3 ▲1

,
4 6 4

,
2 0 5

1 8 6 4 7 7 6
,
7 0 8 ▲24

,
2 0 0 ▲64 4

,
5 8 3 ▲1

,
4 4 5

,
4 9 1

1 8 6 5 ▲7 6 1
,
4 2 2 4 2

,
0 4 0 6 5 6

,
4 6 6 1

,
4 5 9

,
9 2 8

1 8 6 6 7 8 9
,
1 5 5 ▲ 20

,
5 1 8 6 6 8

,
6 6 6 1

,
4 7 8

,
3 3 9

1 8 6 7 7 9 4
,
9 8 2 ▲16

,
2 6 2 6 7 1

,
2 8 1 1

,
4 8 2

,
5 2 5

1 8 6 8 7 9 9
,
7 1 4 ▲1 5

,
0 3 5 ▲67 1

,
2 0 1 1

,
4 8 5

,
9 5 0

1 8 6 9 糾 8
,
4 4 1 ▲1 1

,
0 0 3 6 7 4

,
8 6 1 1

,
4 9 4

,
3 0 5

1 8 7 0 8 1 3
,
1 7 4 1 2

,
9 4 8 6 7 9

,
3 1 5 1

,
5 0 5

,
4 3 7

1 8 7 1 ▲8 0 9
,
2 9 1 ▲1 1

,
9 4 6 ▲6 7 1

,
8 8 0 ▲1

,
4 9 3 ,

1 1 7

1 8 7 2 8 1 5
,
4 8 5 ▲ 9

,
9 4 5 6 7 7

,
0 7 3 1

,
5 0 2

,
5 0 3

1 8 7 3 ▲81 0
,
6 0 1 1 5

,
6 2 4 6 7 7

,
6 7 2 1

,
5 0 3

,
8 9 7

1 8 7 4 ▲8 0 5
,
3 0 3 1 6

,
9 5 1 ▲ 6 5 6

,
5 6 1 ▲1

,
4 7 8

,
8 2 1

1 8 7 5 帥6
,
1 5 1 ▲15

,
1 3 6 6 6 5

,
2 9 2 1

,
4 8 6

,
5 7 9

1 8 7 6 ▲6 9 2
,
1 0 7 1 2 8

,
3 7 4 ▲66 4

,
4 8 6 ▲1

,
4 8 4

,
9 6 7

1 8 7 7 8 0 6
,
6 9 3 ▲13

,
7 3 2 ▲65 8

,
0 5 0 ▲1

,
4 7 8

,
4 7 5

1 8 7 8 ▲ 帥2
,
6 2 7 1 8

,
2 1 7 6 5 8

,
3 7 1 1

,
4 7 9

,
1 1 5

1 8 7 9 ▲79 6
,
5 2 0 2 4

,
0 6 5 6 6 3

,
5 0 5 1

,
4 8 4

,
1 9 0

1 8 8 0 8 0 8
,
3 6 0 ▲12

,
0 8 4 6 6 9

,
6 4 0 1

,
4 9 0

,
0 8 4

1 8 8 1 ▲79 7
,
8 2 2 2 0

,
3 3 8 ▲66 6

,
4 6 9 ▲1

,
4 8 4

,
6 2 9

1 8 8 2 ▲76 4
,
4 7 3 3 7

,
1 6 7 ▲64 9

,
2 2 2 ▲1

,
4 5 0

,
8 6 2

1 8 8 3 ▲ 7 5 7
,
0 1 8 6 3

,
4 0 5 6 6 3

,
2 1 0 1

,
4 8 3

,
6 3 3

誌(1) 執鮮 総督府中枢院
r 朝 鮮 削り考J 附表p.2- 123 から 作成 ｡

(2) ▲ 印は対前 年比 の 減少 傾向を示す
｡

2 2 3



一 橋論 叢 第 七 十 五 巷 第 二 号 ( 8 2 )

官
僚
を

主
力
に

し

て

い

た

点
に

特
徴
が

あ

る
ひ

第
2

表
は

､

｢

陳
田
+

の

地

域
性
を

み

た

も
の

で

あ

る
｡

両
班
官
僚
層
の

地

盤
を

な

し

て

い

た

地

域

に

｢

陳
田
+

が

多
く

み

ら

れ

る
｡

次
に

第
3

表
は

､

一

九
世
紀
始
め
の

大
同
を

除
く

税
の

実
納
額
を

み

た

も

の

で

あ

る
｡

地

域
に

よ

る

納
税
品
目
の

違
い

と

そ

の

数
的
差

異
に

注
意

さ

れ

た
い

｡

つ

ま

り
､

国
家
に

よ
っ

て

そ

の

税
納
体
系
か

ら

農
民

の

生

産

支

配
が

行
な

わ
れ

て

お

り
､

こ

の

こ

と

は

農
民

層
の

存
在
形
態
に

も

影

響

を

及

ぼ

さ

ざ
る

を

え
な

か

っ

た
｡

李
朝
の

国
家
財
政
の

主
要
な

基
盤
が

三

両
地

方
､

と

り

わ

け

全
羅
道
に

置
か

れ

て

い

た

こ

と

は
､

こ

の

地

域
の

貴

民
を

主
力
に

し

た

甲
午
農
民

戦
争
の

性
格
規
定
に

も

か

か

わ

る
こ

と
で

あ

る
｡

第
4

表
ほ

三

手
米
お

よ

び

州
倉
会
録
に

な
っ

て

い

る

北

部
二

道
分
を

除
い

て

戸

曹
へ

の

田

税
実
納
額
の

一

八

八
三

年
の

数
値
を

み

た

も

の

で

あ

第2 表 道別 陳田率 ( 1 8 8 3 年)

来 陳l 総 結 数1 陳田 率

＼

盲＼l 流

%5

4

9

1

4

7

7

5

′

n

〉
0
ノ

3

′
L

U

3

2

5

/

q

2

4

2

3

3

4

1

1

1 0 4
,
3 6 2 結

2 6 6
,
2 7 1

3 4 1
,
9 8 7

3 5 3
,
9 9 1

1 3 8
,
5 3 3

4 1
,
3 8 8

;;…;………i

2 7
,
7 0 0 結

1 3 1
,
6 0 5

8 1
,
5 9 1

1 2 7
,
7 8 0

4 6
,
2 1 0

1 7
,
6 6 5

2 0
,
1 5 8

1 7
,
9 8 9

京 畿

忠 清

全 羅

慶 尚

黄 海

江 原

平 安

成 鏡

計 I
4 70

,
47 3

【
1

,
4 8 3

,
6 3 3

l 3 1 ･7

註 (1) 朝鮮総督府 中枢匠 F 朝鮮田 創考』 附表参照｡

る
｡

明

ら
か

な

よ

う
に

､

国
家

は

ま

す

ま

す

特

定
地

域
へ

の

依

存

度
を

高
め
て

い

る
｡

官
僚
的

地

主

的
土

地

所

有
進

行
の

反
映

(

20
)

で

も

あ

ろ

う
｡

一

八

九

四

年

か

ら

翌

九
五

年

に

か

け
て

行
な

わ

れ

た

甲

午
改
革
は

､

そ
の

内
容
か

ら

し
て

｢

上
+

か

ら
の

ブ
ル

ジ

ョ

ア

朗

的
改
革
と
い

う

性
格
を

も
っ

て

い

る
が

､

こ

れ

を

経
た

後
も

国
家
の

税
収

2

奪
の

地

域
的
偏
頗
性
は

変
わ
っ

て

い

な

い

(

第
5

表
)

｡

つ

ま

り
､

そ

れ

が

幾
分
緩
和
さ

れ
こ

そ

し
た

が
､

税
海
の

圧

倒
的
部
分
は

三

両
地

方
に

依

存
し

て

い

る
｡

地

税
金
納
化
に

よ
っ

て

発
展
の

芽
を

も
っ

た

農
民

的
商
品

経
済
も

､

税

額
の

急
増
と

日

本
人

地

主
も

加
わ
っ

た

地

主

的
編
成
が

進
む

(

21
)

中
で

､

そ
の

展
開
に

早
々

と

限
界
を
み

な

け
れ

ば

な

ら

な

か
っ

た
｡

(

1
)

森
谷

克
己

｢

旧

来
の

朝

鮮

農

業
社

会
に

つ

い

て

の

研

究
の

た

め

に
+

(

京

城

帝

大

法

文

学

会

『

朝

鮮
社

会

経

済

史
研

究
』

五
一

二

頁
｡

(

2
)

同

右
､

五
一

七

頁
｡

(

3
)

四

方

博

｢

朝

鮮
に

於
け

る

近

代

資
本

主

義
の

成

立

過

起
+

(

同

右
書

､

一

五

-
一

六

頁
｡

(

4
)

印

貞
植

『

朝

鮮
の

農

業

機
構

分

析
』

一

九

-
二

二
見

参
照

｡

(

5
)

和
田

一

郎

『

朝

鮮
土

地

地

税

制
度

調

査

報

告

書
』

一

二

〇

頁
｡

(

6
)

チ

ョ

ン

･

ソ

ク

タ

ン

､

ホ
･

ジ

ョ

ン

ホ
､

ホ

ン

･

ヒ

ユ

｢

朝
鮮

に

お

け
る

資

本

主

義
的

関

係
の

発

生
+

『

朝

鮮
学

術

通

報
』

九

巻
四

号
､

六

四

頁
｡

(

7
)

雀
虎
鎮

『

韓
国

経
済
史
』

一

四

〇

1
一

四
一

頁
｡

(

8
)

金

容

饗
｢

朝

鮮

後
期

句
経
営

型

富

農

ヰ
商
業

的

負

業
+

『

朝

鮮

後
期

虚

業

史
研

究

-
畠

業

変

動
･

農
業

思

想
』

一

三

四

頁
､

二

二

三

-
二

二

七

頁
を

主
に

参

照
｡

(

9
)

前

掲

書
一

四
一

頁
｡

(

1 0
)

ホ
･

ジ

ョ

ン

ホ

他

『

朝

鮮
に

お

け

る

ブ

ル

ジ

ョ

ア

革
命

運

動
』

六

頁
｡
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一 橋 論叢 第 七 十 五 巻 籍 二 号 ( 84 )

第 5 表 甲 午 改革 以後 の 地 税額変 化
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