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研
究
ノ

ー
ト
》

十
八

世
紀
後
期
東
部
イ

ン

ド

に

お

け
る

実
物
年
貢
に

関
す
る

一

考
察

-
事
例
の

紹
介
を

兼
ね

て

-
谷

口

晋

書

一

序

言

こ

の

小

稿
は

､

西
ベ

ン

ガ

ル

州
立

公

文

書

館
(

S
t

p

t

e

A

岩
E
く
e

町
.

G
O

く
0

⊇
ヨ
e

芝

O
h

W
急
t

出
e

ロ

g

巴
)

所
蔵
の

イ

ギ

リ
ス

東
イ
ン

ド

会
社

政

府
関
係
の

魔
大
な

未
刊
行
の

文
書
群
に

主
に

依
拠
し

な
が

ら
､

十
八

世

紀
後
期
ベ

ン

ガ

ル

州
北
部

､

西
部
及
び

ビ

ハ

ー

ル

州
東
部
の

諸
県
を

対

象

と

し
て

､

そ
こ

に

み

ら

れ

た

実
物
年
貢
に

関
す

る

記
述

-
そ

れ

ら
は

数
も

少
な

く

断
片
的
な

も
の

で

あ

る

が

-
を

系
統
的
に

検
索
し

､

そ
れ

に

若
干

の

考
察
を

加
え
る

こ

と

を

目
的
と

し
て

い

る
｡

と
こ

ろ
で

､

こ

の

小

満
ほ

一

貫
し

た

論
理

を

追
究
す
る
こ

と

を

意
図
す
る

も
の

で

は

な
い

が
､

こ

こ

に

紹
介
さ

れ
る

諸
事
例
を

通
し
て

､

実
物
年
貢
が

貨
幣
年
貢
に

転
換
す
る

場
合
に

､

そ
れ

が
一

時
的

､

代
替
的
な

も

の

で

あ

る

時
と

､

不

可
逆
的
な

移
行
で

あ
る

時
と

い

う
二

つ

の

パ

タ
ー

ン

が

検
出
さ

れ
る

こ

と
を

指
摘
し

て

お
こ

う
｡

さ

て
､

こ

こ

で
､

本
稿
の

対

象
に

つ

い

て

重

要
な

限
定
を

加
え

て

お

か

ね

ば

な

ら
な
い

｡

そ

れ
は

､

当
時
東
部
イ
ン

ド
に

お

い

て
､

富
貴
に

従
属

し

た

多
く
の

貧
農
が

前
者
の

保
有
地

に

お
い

て

刈
分
小

作
を

行
う
と
い

う

事
態
が

み

ら

れ

た
の

で

あ

る

が
､

本
稿
で

は

こ

の

現
物
の

引
渡
を

伴
う
興

味
深
い

問
題
は

対

象
に

含
め
な

い

と

い

う
こ

と
で

あ

る
｡

け

だ

し
､

小

作

料
は

年
貢
と
は

異
な
る

範
噂
に

属
す
る

も
の

で

あ

り
､

刈
分
小

作
の

問
題

は

そ

れ

を

包
摂
し
っ

つ

成
立

し

て

い

た

富
農
経
営
の

問
題
の

一

環
と
し

て

(

1
)

位
置
付
け

ら

れ
る
ぺ

き

で

あ

る

と

判
断
す
る
か

ら
で

あ

る
｡

な

お
､

実
物
年
貢
に

関
し

て

は
､

B
･

チ

ヨ

ー

ド

リ
ー

､

高
島
稔
両
氏

(

2
)

の

す
ぐ

れ

た

研
究
が

既
に

発
表
さ

れ

て

い

る

の

で
､

本
稿
と

併
読
さ

れ

る

こ

と

を

期
待
し
た

い
｡

ま

た
､

右
の

チ
ヨ

ー

ド

リ

ー

氏
は

､

こ

こ

で

紹
介

す
る

史
料
の

い

く
つ

か

を

既
に

利
用
さ

れ
て

い

る

が

氏
と

筆
者
と
で

は

力

点
の

置
き

方
に

異
な
る

と

こ

ろ

が

あ

り
､

ま
た

､

そ

こ

で

は

史
料
自
体
の

引
用
は

さ

れ
て

い

な
い

の

で

こ

こ

に

再
度
取
り

上

げ
る
こ

と

に

し

た

次
第

で

あ

る
｡

(

1
)

こ

の

点

は

別

稿
で

改

め

て

論
じ
る

予

定
で

あ

る
｡

(

2
)
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十

九
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紀

初

期
の

ビ

ハ
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■

ル

州
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お
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地

代

と

農
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土

地

保

有
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い

て
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十

四
ノ

ニ

ー

九
六

九

年

一

六
三

-
二

二

三

頁
｡

二

ベ

ン

ガ

ル

州
の

事
例

十
八

世

紀
中
期
に

は
､

こ

の

州
の

年
貢
の

一

般
的
形
態
は

既
に

貨
幣
年

貢
制
(

た

だ

し

支
払
い

通
貨
は

ル

ピ

ー

と

呼
ば

れ
る

銀
貨
で

あ

る
)

と

な

っ

て

い

た
が

､

な
お

同
世
紀
後
期
に

お
い

て

も

若
干
の

地

域
-
特
に

州
の

西
部

､

北
部

-
に

局
地

的
に

実
物
年
貢
制
が

存
続
し
て

い

た

こ

と

が

知
ら

れ

る
｡

ま

ず
､

こ

の

北
部
の

デ
ィ

ナ
ジ

プ

ル

(

ゥ
ー

ロ

よ
勺

宍
)

県
に

つ

い

て

史

料
を

検
討
す
る

と
､

そ
こ

に

は

折
半

刈
分
(
仙

邑
E
)

の

形
態
を

と

る

折
半

(

1
)

刈
分
地

(

邑
E

首
t
)

が

存
在
し
た

こ

と

が

分
る

｡

こ

の

土
地

の

保
有
者

ほ

序
言
で

触
れ

た

刈
分
小

作
人

と

は

異
な

り
､

ず
ミ

ン

ダ
ー

ル

の

役
人
か

ら

直
接
に

折
半
刈
分
の

地

券
(

邑
E

勺

監
t

e

を

与
え

ら
れ

た

自
立
し
た

(

2
)

農
民
で

あ
っ

た
｡

さ

て
､

こ

こ

で

注
目
さ

れ

る

の

は
､

実
物
に

よ

る

年
貢

が
一

時
的
に

金
納
に

転
換
さ

れ

る

場
合
が

み

ら

れ
た

こ

と

で

あ

る
｡

例
え

ば
､

一

七

八
二

年
は

､

｢

豊
作
の

た

め
に

粗
米
が

非
常
に

安
価
で

あ

り
､

(

3
)

(

し

か

も
)

容
易
に

は

換
金
で

き

な
い
+

と
い

う
状
態
で

あ
っ

た
｡

こ

の

際
に

､

ザ
､

､

､

ン

テ
ー

ル

は

現
物
を

受
納
す
る

こ

と

か

ら

生

じ

る

損
失
を

回

避
す
る

た

め

に

一

律
に

ビ

ガ

当

り
一

二

ア

ン

ナ

の

割
合
で

貨
幣
年
貢

(

4
)

(
t

E
好
打

【
e

芝
)

を

要
求
し

､

そ

れ

を

強
制
的
に

徴
収
し

た
の

で

あ
る

｡

な

お
､

一

ビ

ガ

は

約
三

分
の

一

エ

ー

カ

で

あ

り
､

一

ア

ン

ナ

は
一

六

分
の

一

ル

ビ

ー

で

あ

る
｡

翌

年
は

平
年
作
で

あ
り

米
の

価

樽
も

平
常
に

戻
り

､

支

払
形
態
も

物
納
に

復
し

た
｡

し
か

る

に
､

一

七

八

四

年
は

逆
に

強
度
の

不

作
で

米
の

価
蒋
が

高
騰
し

た
の

で

あ

る
｡

す
る

と

今
度
は

農
民
の

側
が

ビ

ガ

当
り
一

三

ア

ン

ナ
の

割
合
で

金

納
と

す
る

こ

と

を

要
請
し

､

ザ
､

､

､

ン

ダ
ー

ル

は
こ

れ

を

了
承
し

た
｡

こ

う

し
て

､

農
民
ほ

｢

前
年
は
ビ

ガ

当
り

(

5
)

八

ア

ン

ナ
の

収
益
し
か

生

じ

な

か
っ

た

が
､

(

今
年
は
)

そ

の

倍
+

を

得

る

こ

と

が

で

き
て

､

高
価
蒋
の

恩
恵
に

浴
し
た

の

で

あ

る
｡

次
に

訳
出
す

る

同
県
収

税
官
の

一

七

八
七

年
の

報
告
は

右
の

点
を

確
認
す
る

も
の

で

あ

ア

ヴ
ア

部岳山
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る
｡

古
来
か

ら
の

慣
行
に

よ

り

(

物
納
地
に

お

け

る

年
貢
形
態
の
)

選
択
は

政
府
(

こ

こ

で

は

ず
､

､

､

ン

ダ
ー

ル

の

こ

と
)

の

特
権
と
し

て

確
立
さ

れ

て

い

る
｡

他
方

､

農
民

ほ

穀
物
の

大
き

な

需
要
な

ど
の

理

由
で

(

金
納

が
)

有
利
な

時
に

は
､

貨
幣
で

払
う
こ

と

が

許
さ

れ
て

い

る
｡

そ
の

時
､

更
に

郡
に

お

け

る

穀
物
価
蒋
の

四

分
の

一

(

に

凝
当

す
る

金

額
)

が

(

8
)

(

年
貢
か

ら
)

控
除
さ

れ

る

と
い

う
優
遇
措
置
が

与
え

ら

れ

る
｡

さ

て
､

以

上
か

ら
こ

の

県
に

若
干
の

折
半
刈
分
の

物
納
地

が

存
在
し

､

更
に

そ

れ

は

大
き

な

価
格
変
動
に

応
じ
て

一

時
的
に

金
納
化
す
る

と

い

う

代
替
性
を

有
し
た

こ

と

が

明

ら
か

に

さ

れ

た
｡

と
こ

ろ
で

､

右
の

場
合
に

お

け

る

代
替
性
の

含
意
を

理

解
す
る

こ

と

は

必

ず
し

も

容
易
で

は

な
い

｡

こ

の

た

め
に

は
､

少
く

と

も

次
の

三

点
を

念
頭
に

置
く
こ

と

が

必

要
で

あ

ろ

う
｡

す
な

わ

ち
､

第
一

に
､

こ

こ

で

は

考
証
す
る

紙
幅
は

な

い

が
､

当

時
の

こ

の

地

方
で

は

土

地
が

豊
富
で

あ

り

労
働
力
は

相
対

的
七

不

足
し
て

い

た

こ

と

で

あ

る
｡

第
二

に
､

折
半

刈
分
地
の

存
在
が

確
認
さ

れ
る

県
の

西
南
に

は

川
沿
い

の

低
地

(

邑
)

が

多
く

､

そ

し
て

そ

こ

は

し

ば

し
ば

水

(

ァ
)

害
を

蒙
む

る

不

安
定
な

条
件
下
の

土

地
で

あ
っ

た
こ

と

で

あ
る

｡

右
の

刈

分
地

ほ
こ

の

低
地
に

み

ら

れ

た

と

考
え
て

誤
り

あ

る

ま
い

｡

第
三

に
､

こ

の

刈
分
点
民
は

､

近

辺
に

貨
幣
年
貢
を

払
う
安
定
し

た

耕
地

を

も
つ

か

他

に

主
た

る

収
入

海
を

も

ち

-
彼
等
は

し

ば

し

ば

織
工

で

も
あ
っ

た

ー
､

従

っ

て

こ

こ

か

ら
の

収
入

は

付
加
的
な

性
格
が

強
か
っ

た

と

考
え

ら
れ

る

こ

と

で

あ
る

｡

以
上
の

条
件
を

考
え
れ

ば
､

こ

の

不

安
定
な
土

地

に

労
働
力

を

得
る

た

め
に

は
､

ず
､

､

､

ン

ダ
ー

ル

は

相
当
の

譲
歩
を

余
儀
な

く
さ

れ

た

戯

の

は

当
然
で

あ

る

と
い

え

る
｡

こ

の

県
に

お

け

る

代
替
性
は

､

か

く
て

､

低
価
櫓
の

年
に

は

ず
､

､

､

ン

ダ
ー

ル

に

収
入
の

最
底
保

障
.(

一

二

ア

ン

ナ
)

を

与
え

る

も
の

で

あ
っ

た

が
､

高
価
格
の

年
に

は

ず
､

､

､

ン

ダ

ー

ル

ほ

生

産

物
の

売
却
か

ら

生

じ
る

高
収
益
を

農
民
に

譲
り

自
分
は

通
常
の

収
入

(

一

三

ア

ン

ナ
)

で

満
足
す
る

と
い

う
も
の

で

あ
っ

た

と

理

解
さ

れ

る
の

で

あ

る
｡

次
い

で

州
西
部
の

山
沿
い

の

台
地
に

連
な

る

平
野
部
に

あ
っ

た
ビ

シ

ュ

ヌ

プ
ル

(

出
訂
F

ロ
仁

苫
ユ

領
(

政
府
地

租
約
四

〇
万
ル

ビ

ー
)

の

事
例

を

み

る
こ

と

に

し

よ

う
｡

こ

こ

で

は
､

カ

マ

ル

(

打

F
恥

m
賢
)

と

サ

ジ

ャ

ー

(

監
工

旨
)

と
い

う
二

種
類
の

物
納
形
態
が

見
い

出
さ
れ

る
｡

ま

ず
カ

マ

ル

と

呼
ば

れ

る

形
態

を

検
討

し

ょ

う
｡

こ

れ

は

ク

ー

ト

(

打

き
)

と

ク

ー

ト
･

カ

マ

ル

(

打

告

打
F

中

日
賢
)

の

二

つ

の

亜
種
形
態

に

分
か

れ

た
｡

ま

ず
最
初
に

ク

ー

ト

と
い

う
形
態
か

ら

見
よ

う
｡

こ

れ

は
､

｢

田
の

産
出
量
推
定
(

毛
見
)

の

こ

と
で

あ

る
｡

こ

の

毛
見
は

村
の

五

名

以

上
の

有
力
者

､

(

ザ

ミ

ン

ダ
ー

ル

の
)

差
配

(

g
仁

m
訂
冨
且

､

そ

し

て

当
の

農
民
が

田

に

赴
い

て

行
わ
れ

る
｡

そ
の

農
民
は

､

彼
等
が

推
定
す

る

産
出
量
の

半
分
を

､

損
得
に

拘
ら

ず
､

政
府
(

ザ
､

､

､

ン

ダ
ー

ル

)

に

納
め

(

8
)

な

く
て

は

な

ら

な
い

+

の

で

あ

る
｡

次
い

で
､

も

う
一

つ

の

ク

ー

ト
･

カ

マ

ル

と

い

う

形
態
を

見
る
こ

と

に

す
る

｡

こ

れ

は
､

脱
穀
場
に

積
み

上

げ

ら
れ

た

個
々

の

稽
の

山
か

ら

差
配
が

両
手
で

引
き

抜
け

る

だ

け
の

分
量
を

ザ

ミ

ン

ダ
ー

ル

の

追
加
取
分
(

2
ユ
F

寛

邑
く

甲
ロ
t

品
①
)

と

し

て
､

そ

し

て

そ

れ

よ

り
や

や

少
量
を

自
分
の

役
得
と
し

て
､

粗
生

産
か

ら

予
め

控
除

す
る

も
の

で

あ
る

｡

そ

し

て

こ

の

後
に

､

残
さ

れ

た

稽
が

､

農
民
と

ザ
､
､

､

′

】
r

巾

七

卜

▲
り

げ

P

か
,

､
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ン

ダ
ー

ル

の

間
で

折
半
さ

れ

た
｡

と

こ

ろ

で
､

年
貢
と

し
て

取
り

分
け

ら

れ
た

稲
ほ

先
の

控
除
分
を

も

含
め
て

直
ち
に

脱
穀
さ
れ

た

の

で

あ

る

が
､

(

9
)

こ

の

時
に

藁
は

農
民
の

取
分
と
し

て

彼
に

与
え

ら

れ
た

の

で

あ

る
｡

さ

て
､

も

う
一

つ

の

サ
ジ

ャ

ー

と
い

う

形
態
で

は
､

農
民
は

､

｢

作
柄

の

如
何
を

問
わ

ず
､

例
え

全
く

産
出
の

な
い

時
で

も
､

同
+

量
を

納
め
る

｡

こ

の

納
入

量
は

土

壌
に

応
じ

て

定
め

ら

れ
て

お

り
+

年
間
に

ビ

ガ

当
り

一

マ

ン

半
(

約
五

六

5
か

ら

五
マ

ン

(

約
一

八

六
k g
)

で

あ

る
｡

…

㌃

し

あ

る

土
地
が

二

毛
を

産
し

て

も
､

例
え
ば

米
に

加
え
て

綿
花
な

ど

の

裏
作

(

10
)

が

あ
っ

て

も
､

そ
れ

に

対
し

て

ほ

年
貢
は

全
く

要
求
さ

れ

な
い
+

の

で

あ
､

る
｡

と

こ

ろ
で

､

こ

の

史
料
ほ

､

サ
ジ

ャ

ー

の

形
態
で

二

毛
作
地

を

保
有

す
る

農
民
は

非

常
に

裕
福
で

あ

る

と

述
べ

て

い

る
が

､

後
で

触
れ

る

よ

う

に
､

こ

れ
が

こ

の

形
態
全
般
に

関
し

て

も

妥
当
す
る

と

考
え

る
ぺ

き
で

は

な
い

こ

と

を

付
け

加
え

て

お
こ

う
｡

右
の

ビ

シ
ュ

ヌ

プ

ル

領
で

､

一

七

九

〇
年
に

実
物
年
貢
と

し

て

収
取
さ

れ

た

粗
米
は

八
､

六

〇
九
マ

ン

(

約
三

二

〇
ト

ン
｡

時
価
で

､

二

〇
〇

〇

(

n
)

ル

ビ

ー

強
)

で

あ
っ

た

か

ら
､

こ

れ
が

全
年
貢
高
に

占
め

た

割
合
は

〇
･

五

%

ほ

ど

と

微
々

た

る
も

の

で

あ

り
､

年
貢
の

殆
ど

全
て

ほ

金

納
さ
れ

て

い

た

訳
で

あ

る
｡

ピ

シ

ュ

ヌ

プ

ル

領
の

東
側
に

位
置
す
る
パ

ル

ダ
マ

ン

(

B

胃

旨
p

日
野
ロ
)

県
で

も
二

種
類
の

実
物
年
貢
の

形
態
(

正

確
に

は

そ
の

亜

種
)

が

見
ら
れ

た
｡

一

つ

ほ
､

サ

ジ

ャ

ー
㍉

ヵ
マ

ル

(

且
旨
打

g
ヨ

賢
)

と

呼
ば
れ

､

保

有
す
る

各
ビ

ガ

に

付
き

､

一

定
量
の

親
米
に

相
当
す
る

金
額
を

､

｢

支
払
日

の

市
場
価
格
で

換
算
L

㌘
払
う
と
い

う
も
の

で

あ
っ

た
｡

こ

の

支
払
い

は

稽
が

収
穫
さ

れ

る

状
態
に

な
っ

て

か

ら
一

カ

月
以

内
に

一

括
し
て

な

さ

れ

な

く
て

は

な

ら

ず
､

も
し

遅
滞
す
る

と
一

カ

月
に

付
き

二

%
の

罰
金
が

追
.

徹
さ

れ

た
｡

も

う
一

つ

は
､

バ

ー

グ
･

カ
マ

ル

(

g
倉
打

g
ヨ

賢
)

と

呼
ば

れ
､

｢

耕
作
が

行
わ

れ

て

か

ら

村
の

有
力
農
民

と

村
長
(

ヨ

賀
d

巴
)

(

13
)

が
､

農
民
の

面
前
で

平
均
収
量
を

推
定
し
+

そ

れ

の
一

定

割
合
に

相
当
す

る

金

額
を

払
う
と
い

う
も

の

で

あ

る
｡

こ

の

換
算
も

､

恐
ら

く
､

市
易
価

格
を

基
準
に

し
て

な

さ

れ

た

と

思
わ

れ
る

｡

ま

た

支
払

期
日

､

罰
金
の

規

定
に

つ

い

て

は
､

サ

ジ

ャ

ー
･

カ

マ

ル

と

同
一

で

あ
っ

た
｡

以
上
の

二

例
で

は

生

産
物
を

基
準
に

し

な
が

ら
､

実
際
の

支
払
は

価
格

代
納
で

な
さ

れ

た
の

で

あ

る

が
､

こ

の

県
に

お

い

て

も
､

右
の

パ

ー

グ
･

カ

マ

ル

の

形

態
で

実
際
に

物
納
が

行
わ

れ

た

事
例
も
み

ら

れ

る
の

で

あ

る
｡

こ

れ

を

示

す
､

一

七

八
八

年
の

史
料
を

訳
出
し

ょ

う
｡

カ

マ

ル

地
に

は

固
定
し

た

農
民
(

s
2

t
t
-

e

d

t

e

ロ

冒
t

且

は

居
ら

ず
､

そ

れ

は

契
約
に

よ
っ

て

耕
作
さ

れ
て

い

る
｡

そ
の

条
件
は

県
内
各
所
に

お

い

て

様
々

で

あ

る
｡

し
か

し
､

一

般
的
に

請

負
人
(

ザ
､

､

､

ン

ダ

ー

ル
)

は
､

最
寄
り

の

村
の

農
民
と

耕
作
契
約
を

結
ん

だ
｡

そ

し
て

収
穫
後
に

生

産
物
ほ

慣
行
的
な

割
合

-
半
分
か

ら
三

分
の

一

-
で

分
割
さ

れ

た
｡

或
い

は
､

い

く
つ

か

の

場
合
に

ほ
､

耕
作
者
が

全
生

産
物
を

受
け

取
り

､

そ
の

一

定
の

分
量
に

等
し
い

金
額
を

､

近

隣
市
場
の

価
格
を

基

準
に

し

(

1 4
)

て
､

支
払

っ

た
｡

右
か

ら
､

こ

の

県
で

も
バ

ー

グ
･

カ

マ

ル

地
に

お

い

て

物
納
が

行
わ

れ

た

場
合
の

あ
っ

た
こ

と
が

確
認
さ

れ

る
の

で

あ

る

が
､

こ

こ

で

更
に

注
目

さ

れ

る

の

ほ
､

･
カ

マ

ル

地
に

は

｢

固
定
し

た

農
民
ほ

居
な
い
+

と
い

う
記

湖
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述
で

あ

る
｡

こ

れ

は
､

カ

マ

ル

地

と

呼
ば

れ

る

実
物
年
貢
地

(

価

希
代
納

地
を

含
め

て
)

が

起
源
的
に

ザ
､

､

､

ン

ダ
ー

ル

の

い

わ
ば

日
常
地

と
で

も

呼

び

う
る

も
の

で

あ
っ

た
こ

と

を

推
察
さ

せ

る
の

で

あ

る
｡

こ

の

点
は

次
の

ラ

ン

グ

プ
ル

(

河
中
ロ
g

p

亡

ユ

県
の

事
例
に

お
い

て

よ

り

明

際
に

看

取
さ

れ

る
｡

州
北
部
の

ラ

ン

グ
プ

ル

県
の

西
南
に

位
置
し

た
ス

ワ

ル

プ

ル

(

∽

毛

賀
･

亡

p

勺
亡

ユ

儲
は

百

余
村
か

ら

な

り

政
府
地

租
四

五
､

0
0
0
ル

ピ

ー

内
外

の

所
領
で

あ

る
が

､

こ

こ

に

は

八

力

村
に

散
在
す
る

七

-
八

〇
〇
ビ

ガ

の

カ
マ

ル

地

(

打

監
r

m

賢
N

p

邑
ロ
)

と

呼
ば

れ

る

免
租
地

(
】

叫

打

E
r

軍

政

府
地

租
が

賦
課
づ

れ

な
い

土
地
)

が

存
在
し

た
｡

そ

し

て
､

そ

の

大
半
ほ

､

生
計
を

維
持
す
る

た

め
の

奉
公
地

を

別
途
に

与
え

ら

れ

た

労
働
者
(

F

苧

-

喜
)

に

よ
っ

て

耕
さ

れ
､

残
り

ほ

近

辺
の

農
民

が

金
納

を
■
条
件
に

耕
作

し
て

い

た
｡

右
の

八
力

村
に

は

各
一

名
の

管
理

人
(

打

琵
ヨ
賢
亡
)

が

置
か

ハ

ル

ー

ア

れ
､

そ
の

下
で

働
く

五

-
六

名
の

労
働
者
か

ら

全
生

産
物
を

受
納
し

て

倉

庫
(

村
F

恥

m

賢

笥
-

古

に

保
管
し
､

ザ
､

､

､

ン

ダ

ー

ル

役
所
町

指
令
に

応
じ

(

1 8
)

て

そ
れ

を

売
却
し

代
金
を
こ

れ
に

送
っ

た
の

で

あ
る

｡

こ

の

事
例
に

お
い

て

ほ
､

カ
マ

ル

地
が

ザ
､
､

､

ン

ダ
ー

ル

の

特
別
な

管
理

下
に

あ
っ

た

い

わ

ば

白
骨
地
で

あ

り

政
府
も

免
租
地

と

す
る

こ

と

に

よ
っ

て

こ

れ

を

公

認
し

て

い

た
こ

と
ほ

､

殆
ど

疑
問
の

余
地
は

な

い

で

あ

ろ

う
｡

こ

う
し
て

､

ベ

ン

ガ
ル

州
で

こ

の

時
期
に

見
い

出
さ
れ

た

実
物
年
貢
地

に

ほ

起
源
的
に

二

種
類
が

あ

り
､

一

つ

は

不

安
定
な

土

地
の

耕
作
を

行
わ

せ

る
た

め
の

も
の

で

あ

り
､

他
の

一

つ

-
主
に

カ
マ

ル

地

-
は

､

ザ

ミ

ン

ダ
ー

ル

の

白
留
地

に

お
い

て

行
わ
れ

た

も
の

で

あ
っ

た

こ

と

が

ほ

ぼ

明

き

ら

か
に

さ

れ

た
｡

後
者
に

お

け
る

耕
作
ほ

農
民

と
の

物
納
ま

た

ほ

金
納
の

短
期
契

約
あ

る
い

は

直
属
の

労
働
者
に

よ
っ

て

行
わ

れ

た
の

で

あ
る

か

ら
､

こ

れ

ら
の

耕
作
者
は

､

こ

の

土

地

に

対

し
て

保
有
棒
を

主

張
し

え
な

か

っ

た

と

考
え

ら
れ

る
｡

い

ず
れ

に

し
て

も
､

ベ

ン

ガ

ル

で

は

実
物
年
貢
地
は

極
め

て

小

規
模
で

局
地

的
に

存
在
し

た
こ

と

を

改
め

て

述
べ

て

お
き

た

い
｡

(

1
)

出
e

n

笥
-

望
製
革
口

t

河
e

c

O
r

計
.

R
甲
口
心

弓

弓
-

(

p
【

F
t

e

e
-

七
d
-

･

N
.

含
F

-

p
n

亡

賀
叫

-

謎
N

-

宅
○
●

N

毛
･

(

2
)

勺

岩
C

e

e

已
日
羽
∽

○
{

t

F
O

C
O

m

邑
t

t
e

e

O
h

河
e

く
e

ロ

与
0

-

許
F

句
e

b
.

-

叫

血
中

.

2
〇
.

已
.

(

3
)

u
e

ロ
g

巴

じ
ふ
の
t

r
-

c
t

河
O

C

O

昆
s
･

河
p

ロ
加

弓

弓
､

く
○
-

･

N
-

告
F

-

甲

日
日
p

l

y

-

記
N

.

2
〇
･

N

も
･

(

4
)

叫

監
札
.

(

5
)

勺
r

O

宕
e

d

F
g

O
f

t

F
①

C
O

ヨ
m

き
0

0

0
汁

R
望

1

e

ロ

喜
-

詮
F

句
O

F

-

ヨ
W

牟
.

宅
〇
.

か
い

.

(

6
)

切
e

n

g

巴

じ
訂
t
r
i

〔
t

R
e

c

O

邑
甲
ロ

ー

ロ

且
勺

宍
､

(

p
l

i

ロ
t

空
-
)

.

く
○
】

.

N
-

N

00
t

F

句
e

b
.

-

り

由
N

.

宅
〇
.

ロ
ヰ

.

(

7
)

】

芦

〇
一

C

寛
t

¢
r

､

勺
訂
已

知

尽
Q

a

Q

蕃

"

訂

h

葛
e

卓

聖
邑

切
払

恵
訂
慧

h

菖
≠

Q

甘
…
㌻
○

莞
丸

連

旨
b

b
訂
叫

3

岩
≠

阜
ら
q

已
乱

き

岩
山

恥

-

岩
恕

.

-

巴
¢

.

勺

p
.

N

-
山

･

(

8
)

勺

岩
C
O

O

d
i

n
g
s

O
{

t

F
①

U
O
p

邑
O
h

知
①

く

中
ロ

亡
e

-

ぎ
F

冨

賀
の

F

-

3
0

､

Z
〇
.

巴
1

.

(

9
)

一

計
礼
-

(

1 0
)

～

監
礼
･

(

1 1
)

～

巴
乱
･

-

2
〇
･

浣
･

(

1 2
)

ト

訂
軋

■

-

ロ
t

F

O

註
-

-

3
0

-

望
○
-

-

h
,

息ヲ4

r

M

叫

せ

｢

⊥

叶

げ

r

粁

､
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∵
ト

ト
イ

･
､

･
-

娘
"

▼

.

･
り

､一

.

止
ワ

1

.

㌧

→

′
〝

も

l-

1
ト
1

Q
-
1 く一

丸. ⊆l .

N

含
F

盲
n
e

-

記
加

-

Z
O
.

N

千

～

監
礼
･

-

N

N

ロ

d

E

胃
旨
-

3
0

-

A
p

勺
e

n

巴
舛

E
･

三

ビ

ハ

ー

ル

州
東
部
の

事
例

こ

の

州
で

は
二

十
世
紀
初
頭
に

お
い

て

も
､

州
の

中
央
を

東
西
に

流
れ

る

ガ

ン

ジ

ス

河

以

南
の

諸
県
で

は

物

納
(

価
格
代
納
を

含
め

て
)

が

大
き

(

l
)

な

割
合
を

占
め

て

い

た

の

で

あ

る
が

､

本
稿
の

対

象
と

す
る

州
東
部
で

ほ

十
八

世
紀
後
期
に

は

既
に

貨
幣
年
貢
が
一

般
的
で

あ

り

局
地

的
に

残
存
し

た

実
物
年
貢
地

も

急
速
に

減
少
し
っ

つ

あ
っ

た
の

で

あ

る
｡

ま

ず
､

ベ

ン

ガ

ル

州
と

境
を

接
し
ガ

ン

ジ

ス

河
以

北
に

位
置
す

る
プ

ル

エ

ア

(

付

与
ロ
e

且

県
に

お

け
る

状
況
を

､

一

七

九
〇
年
に

県
内
の

各
部

を

踏
査

し
た

収
税
官
補
コ

ー

ル

ブ

ル

ッ

ク

(

芦
C

O
】

①

b

岩
○

打
①
)

の

報
告

に

依
り
つ

つ

み

る

こ

と

に

し

よ

う
｡

彼
に

よ

れ

ば
､

県
内
の

大
半
の

郡
で

既
に

貨
幣
年
貢
が

一

般
的
と

な
っ

で

お

り
､

僅
か

に

県
西
商
の

ダ

ラ
ム

ブ

ル

(

ロ

訂
岩
日
勺

弓
)

領
-
G
｡
ロ

d

弓

賀
P

.

空
言
p

g
p

r
､

U
O

毛

呂
i

七

亡
H

の

三

部
か

ら

成
る

-
に

お
い

て

実
物
年
貢
が

な

お

重
要
な

部
分
を

占
め
て

い

た
が

､

そ
れ

も

桁
減
傾
向
に

あ
っ

た

こ

と

が

知
ら

れ
る

｡

や

や

長
文
に

わ

た
る

が

彼
の

報
告
か

ら
こ

の

点
を

示
す
部
分
を

訳
出
し

ょ

う
｡

か

つ

て

ほ

(

ダ

ラ
ム

ブ

ル

領
の
)

全

部
で

物
納
が

行
わ

れ

た
｡

古
く
は

生

産
物
を

実

際
に

分
割
す
る
こ

と

に

よ
っ

て
､

そ
し

て

近

時
は

毛
見
に

ょ

る

推
定
収
量
を

市
場
価
格
で

換
算
す
る
こ

と
に

よ
っ

て
｡

…

(

更
に

そ

の

後
､

各

郡
に
)

貨
幣
地

券
が

様
々

な

時
期
に

導
入

さ

れ
て

い

っ

た
｡

ゴ

ン

ド

ワ

ラ

(

郡
)

で

は

貨
幣
年
貢
(
t

E
打
p

r

賢
①
S
)

が

(

一

七

六

五

デ
イ

ワ

ニ

-

年
の
)

会
社
の

徴
税
権
獲
得
の

以

前
か

ら
一

般
的
で

あ
っ

た
｡

…

そ

し

て

ビ

ル

ナ

ガ

ル

(

郡
)

に

お

い

て

は
､

貨
幣
地

券
(
t

F
i

打
P

p
P
{

t

ヱ

の

発
給
が

開
始
さ

れ

た
の

は

(

ゴ

ン

ド

ワ

ラ

と
)

ほ
ぼ

同
じ

時
期
で

あ

っ

た
が

､

一

七
六

九

年
に

至
っ

て

も

耕
地
の

半
分
は
バ

タ

イ

(

b

邑
巴
)

制
即
ち

物
納
で

あ

り
､

(

金
納
が
)

一

般
的
と

は
い

え

な

い

状
況
で

あ

っ

た
｡

し
か

し
､

一

七

七
二

年
に

全
耕
地

が
.
貨
幣
年
貢
(

t

E
打
p
)

に

転
換
し
た

｡

…
ポ

ワ

ニ

ブ

ル

(

郡
)

で

の

み

今
日

な
お

物
納
制
が

残
存

し

て

い

る

が
､

こ

こ

で

も

貨

幣
年
貢
が

相
当
に

展
開
し
て

き

て

い

る
｡

か

つ

て

そ
れ

は

綿
花
生

産
に

対

し
て

の

み

行
わ

れ

た
が

､

一

七

七
二

年

以

後
は

そ
の

他
の

生

産
物
に

対
し

て

も

貨
幣
地

券
が

発
給
さ

れ

る

よ

う

に

な
っ

た
｡

し

か

し
､

一

七

七
七

年
に

お
い

て

も

貨
幣
に

よ

る

契
約
額

は
一

万
ル

ピ

ー

に

す

ぎ

な
か

っ

た
｡

だ

が

昨
年
(

一

七

八
九

年
)

に

は
､

そ
れ

畑

払
郡
の

年
貢
捻
額
の

約
半
分
の
)

二

三
､

0
0
0
ル

ビ

ー

に

達

し
て

い

た
｡

こ

の

よ

う
に

ポ

ワ
ニ

プ

ル

郡
に

お
い

て

実
物
年
貢
が

最
も

根
強
く

残
っ

て

い

た

訳
で

あ
る

の

で
､

そ
こ

に

お

け

る
こ

れ
の

あ

り

方
を

も

う
少
し

詳

し

く

検
討
す
る
こ

と
に

し

よ

う
｡

こ

の

点
に

つ

い

七
最
も

具
体
的
な

史
料

の

得
ら

れ
る

の

は
一

七

七

七

年
に

つ

い

て

で

あ

る
｡

こ

の

年
､

プ

ル

ニ

ア

県
は

会
社
政
府
の

直
営
下
に

お
か

れ
､

こ

の

郡
に

も

管
理

役
人

(

呂
臥
･

弓
已
)

が

派
遣
さ

れ

た
｡

在
来
慣
行
を

尊
重

せ

よ

と
い

う
政
府
の

命
令
を

(

3
)

受
け
た

の

で
､

･｢
私
(

管
理

役

人
)

ほ
､

実

物
に

よ

る

査

定

(

d

F

ぎ
苧

r

∂

ぎ
ロ

d
-

)

を

行
わ

せ

る

た

め

に

査
定
役
人

(

m

宏
F

ユ

8

と

商
人
(

m
p
F

㌣

鮎
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j

甲
ロ

)

を

任
命
し

ま

し

た
｡

…
こ

の

郡
の

慣
行
に

よ

れ

ば

実
物
年
貢
を

払

う
農
民
は

(

査
定
役
人

が

計
測
し

､

選
定
し
た

政

府
の

取
分
地
の

産
出
物

耶
㌦

計
量
し

､

役
人
(

叶

邑
且

に

引
き

渡
し

ま

す
｡

彼
は

そ

れ

を

小

穀

(

5
)

物
商
人
(

す
e

息
.
丘

に

売
却
し

､

代
金
を

受
け

取
り

ま

す
｡

+

と
こ

ろ
が

､

査

定
役
人
が

郡
に

到
着
し

て

み

る

と
､

｢

物
納
の

農
民
ほ

良
質
の

稲

を

全

て

刈
り

取
っ

て

了
い

､

田

に

は

劣
質
の

稲
だ

け
を

残
し

て

い

ま

し

た
｡

…

当
郡
の

慣
行
に

よ

れ

ば
､

(

こ

の

よ

う
な

時
ほ
)

ビ

ガ

当

り
一

〇
マ

ン

の

割
合
で

(

実
物
年
貢
)

を

納
め

る
こ

と
に

な
っ

て

お

り

ま

す
｡

…

(

若
干

の

村
の

農
民
ほ

そ

れ

に

異
議
を

唱
え

た
の

で
)

､

私
は

(

彼
等
に

は
)

扱

米
の

代
価
と
し

て

昨
年
と

同
℃

割

合
で

あ
る

ビ

ガ

当
り
二

ル

ビ

ー

半
を

支

払
え

と

命
じ

ま
し

た

が
､

彼
等
は

聞
き

入

れ

ず
､

プ

ル

ニ

ア

市
ま
で

訴
え

(

6
)

に

行
き

ま

し
た
+

｡

右
の

引
用
の

記
述
は

必

ず
し

も

明

確
で

は

な
い

が
､

こ

の

郡
で

は

査

定

役
人
は

物
納
地
の

一

部
を

政
府
取
分
地

と

し
て

指
定
し
､

そ

こ

か

ら
の

収

穫
物
を

年
貢
と
し

て

取
り

､

そ

れ

を

参
集
す
る

小

商
人
に

売
却
し

て

換
金

し

た

よ

う
で

あ

る
｡

管
理

役
人

が

商
人
を

任
命
し

た

と

あ

る

の

は
､

こ

の

売
却
の

際
の

実
務
を

行
わ

せ

る

た

め
で

あ

ろ

う
｡

な

お
､

こ

の

方
法
で
∴

は
､

米
価
の

下

落
し

た

年
に

ほ

ザ
ミ

ン

ダ

ー

ル

は

大
き

な

収
入

減
を

蒙
る

こ

と

(

7
)

が

あ
っ

た
の

で

あ

る
｡

右
に

一

端
が

示

さ

れ

た

農
民
の

抵
抗
に

つ

い

て

は
､

後
に

述
べ

る

こ

と
に

す
る

｡

さ

て
､

先
に

み

た
よ

う
に

､

こ

の

ダ

ラ
ム

プ

ル

領
で
■
も

金
納
制
へ

の

移

行
が

進
行
し
て

い

た

の

だ

が
､

そ
の

理

由
と

⊥
て

少
く
と

も

次
の

二

点
を

指
摘
で

き

る
｡

第
一

に
､

詳
述
す
る

余
裕
は

な
い

が
､

一

七

七
二

年
に

会

社
政
府
が

五

年
間
の

地

租
請
負
制
を
こ

の

州
に

導
入
し

た

際
に

､

政

府
が

(

8
)

こ

の

移
行
を

積
極
的
に

推
進
し
た

こ

と
で

あ

る
｡

こ

れ
ほ

､

一

七

七

〇
年

胱

の

飢
饉
に

よ

り

人
口

が

減
少
し
た

結
果

､

こ

の

年
に

は

穀
物
が

相
対

的
に

供

給
過
剰
と

な

り
､

そ
の

価
格
が

暴
落
し

て

い

た
の

で
､

そ
こ

か

ら

生

じ

る

で

あ

ろ

う
損
失
を

回

避
し

ょ

う
と

し
て

強
行
さ

れ

た

措
置
で

あ
っ

た

と

(

9
)

理

解
さ

れ

る
｡

先
の

引
用
で

み

た
よ

う
に

､

こ

の

年
に

ビ

ル

ナ
ガ

ル
､

ボ

ワ

ニ

プ

ル

両
部
で

金
納
へ

の

移
行
が

急
展
開
し

た
こ

と

は
､

こ

れ

に

よ
っ

て

説
明
で

き
る

の

で

あ

る
｡

第
二

に
､

そ
の

後
､

特
に

一

七

八

四

年
の

全

般
的
穀
物

臥
離
を

契
機
と

し

て

米
価
格
が

高
水
準
で

推
移
し

､

更
に

一

七

(

1 1
)

八

七

-
八

八

年
の

凶
作
で

そ

れ

が
一

層
上

昇
す
る

と
い

う
価
格
動
向
の

中

で
､

農
民
が

著
し

く

有
利
に

な
っ

た

貨
幣
年
貢
を

強
く

望
ん

だ
こ

と

で

あ

る
｡

こ

の

際
､

ザ
､
､

､

ン

ダ
ー

ル

の

側
ほ

当
然
に

物
納
制
を

維
持
し

ょ

う
と

(

田
)

努
め
た

が
､

次
の

コ

ー

ル

ブ

ル

ッ

ク

報
告
か

ら
の

引
用
が

示
す
よ

う
に

､

こ

の

ボ

ワ
ニ

プ

ル

郡
の

農
民

は

様
々

な

手
段
を

用
い

て

こ

の

移
行
を

進
め

た
の

で

あ
る

｡

第
一

に
､

一

部
を

金

納
で

耕
作
し
て

い

る

農
民
は

､
.

検
地
の

時
に

､

欺

瞞
や

馴
合
で

､

最
も

生

産
性
の

高
い

土
地

を

貨
幣
年
貢
地

と
し

､

産
出

の

な
か

っ

た

そ

れ

を

実
物
年

貢
地

と

し
て

測
量
し

て

も

ら

う
｡

第
二

に
､

農
民

は

借
地

人
(

1
e

已
e

〔

こ

こ

で

は

ず
､
､

､

ン

ダ
ー

ル

の

こ

と
)

が

金

納
を

認
め

ざ
る

を
え

な

く

す

る

た

め
に

､

し

ば

し

ば

実
物
年
貢
地
の

耕

作
を

怠
る

｡

田

を

十
分
に

鋤
き

返
さ

ず
､

僅
か

し

か

種
子
を

蒔
か

ず
､

更
に

除
草
を

全
く
せ

ず
に

ほ
っ

て

置
く
の

で

あ

る
｡

や

が

て
､

借
地

人

が

産
出
の
■
乏
し
い
.
の

を

見
て

(

そ
の

土
地
に

対

し

て
)

低
率
の

貨
幣
地

(

13
)

券
を

喜
ん
で

与
え
る

こ

と
を

期
待
し
て

い

る

の

で

あ

る
｡

l

†
∴
･
叶

.

叫
..
七

′

僻
･
ド

軒

′

ヂ

ふ
ゃ

?
∵

7

ト
ナ

ち

誠

一
｢
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可
｡

メ

当
山

も

.｡

弓

⊥

A

野
パ

叫

吋

1

ナ

胡
ソ
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( 1 1 3) 研 究 ノ ー

ー
I

車
た

､

他
の

史
料
に

よ

れ

ぼ
､

こ

の

郡
で

は

｢

荒
薦
地

(

打

E
-

)

を

開

墾
し

た

場
合

､

そ
の

半
分
を

金
納
で

､

残
や

の

半
分
を

物
納
で

払

う
こ

(

14
)

と
+

が

許
さ

れ

て

お

り
､

ま

た
､

｢

大
規
模
に

耕
作
す
る

者

を

奨

励

す

る

た

め

に
､

実
物
年
貢
地
二

〇
ビ

ガ

に

付
き

貨
幣
年
貢
地

二

ビ

ガ

を
､

ビ

ガ

(

旭
)

当
り

一

ル

ビ

ー

半
の

定
率
で

与
え

る
+

と
い

う
慣
行
が

み

ら

れ

た
｡

多
数

の

農
民

は
､

右
に

例
示
し

た

よ

う
な

手
段
を

用
い

て
､

貨
幣
年
貢
地

を

増

大
さ

せ

て

い

っ

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

状
態
を

み

て
､

一

.
七

八

九

年
に

県
収

税
官
は

､

｢

ザ
､

､

､

ン

ダ
ー

ル

吏
員
の

腐
敗
し
た

行
為
に

よ
っ

て
､

物
納
か

(

18
)

ら

金

納
へ

の

転
換
が

広
汎
に

生

じ

て

い

る
+

と

報
告
し

た

ほ

ど

で

あ
っ

た
｡

以
上
よ

り
､

先
の

長
文
の

引
用
に

示

さ

れ
て

い

た
､

一

七

七

七

-
八

九
年

の

痔
期
に

生

じ

た
ボ

ワ

ニ

プ

ル

郡
に

お

け
る

大
規
模
な

金
納

化
は

､

こ

の

与
つ

な

農
民
の

意
図
的
行
動
に

よ
っ

て

も

た

ら

さ
れ

た

も

の

で

あ
っ

た
■

と

結
論
し

て

よ
い

で

あ

ろ

う
｡

さ

て
､

次
い

で
､

物
納
と

金
納
の

経
済
的
負
担
度
に

関
し

て

若
干
の

比

較
を

試
み

ょ

う
｡

一

七

八

四

-
八

八

年
に

は
一

般
的
に

米
価
格
が

高
水

準

に

あ

り
､

特
に

一

七

八

七

-
八

八

年
ほ

凶
作
で

商
人
が

米
の

大
量
貫
占
に

狂

奔
し
た

こ

と

は

既
に

ふ

れ
･
た

と
こ

ろ
で

あ

る

が
､

こ

の

背
景
に

た

て

ば

(

汀
)

チ
冒

-

ド

リ

ー

氏
が

重

要
な

論
拠
と
さ

れ

て

い

る
ー

七

八

九
年
の

県
収
税

官
の

報
告
-
物
納
地

の

年
貢
は
ビ

ガ

当
り

四
ル

ビ

ー

に

相
j
対
る

の

に

対

し

て

金
納
地
の

そ

れ

は
一

ル

ビ

ー

半
で

あ

る

と

い

う
も
の

-
も

一

面
の

真

実
を

伝
む
る

と
い

え

る

が
､

し

か
し

､

′
右
の

顕
著
な

蒋
差
は

価
蒋
の

一

時

的
な

高
騰
に

よ

る

も

の

で

あ
っ

た
こ

と
は

見
逃
さ

れ

て

は

な

ら

な
い

の

で

あ

る
｡

そ

れ
で

は
､

こ

う
し

た
一

時
的
趨
勢
を

除
去
し

た

時
の

､

両
者
に

お

け

る

負
担
打

大
き

さ

を

比

較
す
る
こ

と

を

試
み
ょ

う
｡

一

七

七
一

年
と
い

う

の

は

前
年
の

飢
饉
と

翌
年
の

米
価
暴
落
に

挟
ま

れ

た

年
で

あ

り
､

価
格
水

準
は

ほ
ぼ

平
年
並
で

あ
っ

た

と

考
え

ら
れ

る

の

だ

が
､

こ

の

年
に

つ

い

て
､

ダ

ラ

ム

プ

ル

領
内
の

あ

る

上

層
農
民
の

年
貢
負
担
が

知
ら

れ

る
｡

そ
れ

に

ょ

る

と
､

彼
は

平
均
す
る

と

貨
幣
年

貢
地
を
ビ

ガ

当
り

一

ル

ビ

ー

で
､

そ

し

て

実
物
年
貢
地
を

一

ル

ビ

ー

三

ア

ン

ナ
で

保
有
し

て

い

る
の

で

あ
り

､

(

19
)

両

者
に

大
差
は

認
め

ら
れ

な
い

｡

次
い

で
､

豊
作
と

先

年
の

過
剰
な

男
占

で

米
価
が

沈
静
し
て

い

た
一

七

九
〇
年
の

コ

ー

ル

ブ
ル

ブ

タ

報
告
に

よ

れ

ば
､

ポ

ワ
ニ

プ

ル

郡
の

実
物
年

貢
は

平
均
し

て

ビ

ガ

当
り

一

ル

ビ

ー

三

ア

ン

ナ
で

あ

り
､

そ

れ

に

対
し
て

貨
幣
年
貢
は

彼
の

採
何

し

た

基
準
値

(

勺

幹
九

F
r

且

に

つ

い

て

み
る

と
､

一

ル

ビ

ー

七
ア

ン

ナ

で

あ

り
､

む

し

(

加
)

ろ

後
者
の

方
が

高
い

の

で

あ

る
｡

こ

う
し
て

価
格
変
動
か

ら

比

較
的
自
由

で

あ
っ

た

と

考
+

ぇ

ら
れ

る
二

時
点
に

つ

い

て

は
､

両
者
に

顕
著
な

格
差
ほ

見
い

出
せ

な
い

の

で

あ

る
｡

た

だ

し
､

右
の

コ

ー

ル

ブ

ル

γ

ク

の

基
準
値

の

意
味
す
る

所
は

慎
重
な

検
討
を

要
す
る
の

で

あ

り
､

本
稿
で

ほ

ふ
れ

え

な

い

が
､

他
の

史
料
を

見
る

と
こ

の

時
期
に

農
民
の

抵
抗
の

結
果
と
し

て

貨
幣
年
貢
の

率
が

一

般
的
に

低
減
し

て

い

た

こ

と
は

明
白
で

あ

る
｡

従
っ

て
､

先
の

一

七

八

九
年
の

事
例
は

ど

顕
著
で

は

な
い

に

し

て

も
､

徐
々

に

両
者
の

年
貢
負
担
の

差
が

拡
が

り
つ

つ

あ
っ

た
こ

と
は

香
定
し

え

な
い

の

で

あ

る
｡

最
後
の

事
例
と

し

て
､

州
東
南
部
に

あ

り
､

ガ
ン

ジ

ス

河
の

以

南
に

位

置
し
た
バ

ガ

ル

ブ
ル

(

出
F
臥

最
巴
p

弓
)

県
の

そ

れ

を

挙
げ
る

｡

ま

ず
､

一

■7

般
約
に

指
摘
で

き

る
の

ほ
､

こ

■
こ

で

ほ
､

実
物

年
貢
と

柴

野
年
貢
が

双

方

朋
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と
も

広
く
行
わ

れ

て

い

た

が
､

そ

の

前
者
に

お

い

て

価
格
代
納
形
態
が

増

(

2 1
)

大
し

て

い

た
■こ
と
で

あ

る
｡

こ

れ

ほ
､

す
で

に

み
て

き

た

よ

う
に

､

こ

の

県
に

限
ら

ず
一

般
的
に

み

ら
れ

た

傾
向
で

あ
る

と

い

え

る

が
､

こ

の

含
意

に

つ

い

て

の

考
察
は

鮨
言
に

譲
る
こ

と
に

す
る

｡

さ

て
､

そ

れ
で

は

同
県
に

ぉ

け

る

生

産
物
の

分
割
方

法
を

み

る
こ

と
に

表 1 バ ガ ′レ ブ ル 県 に 別 ナる 放米 1 マ ン 当 り の サ ミ ン ダ ー

ル

農民 , 共 通 経費 の 各 取 分 此

新 開 墾 地中 間 地! 安 定 的壷耕 地

シ ェーーノレ

1 3- 4 3 3 ユ %

2 3- 1 2 5 9 .4

3 7 ..5

シ
ェ ーノレ

.
1 6 4 0 .0 %

2 0 5 0 . 0

4 1 0 .
0

シ
ェ ー･ ノレ

2 0 5 0 .0 %

1 5 3 7 .5

5 1 2 .5

ザ ミ ン ダ ー

ル 取 分

農 民 取 分

共 通 軽 費

注: 1 マ ン 三 4 0 シ エ
ー

ル = 阜2 L b ヰ 3 7 .2 k g .

出所 : p r O e e 由i n g s of t b e I】o a r d of R e ∇ en u e
,
1 st F e b . 1 7 9 0

,
N o . 1 3 .

し

ょ

う
｡

こ

こ

で

は
､

耕
地

ほ

安

定
し

た

既
耕
地
(

p
p

F
)

､

新
開
墾

地

(

打
】

邑
)
､

及
び

そ

の

中
間
段

階
と

考
え

ら
れ

盲

耕
地

(

打
F

亡

ロ
･

打

已
)

と
い

う
三

種
顆
に

分

類
さ

れ

て

い

た
｡

そ

し

て
､

表
1

が

示

す
よ

う
に

､

土

地
の

粗
生

産
物
は

､

そ
の

土

地
が

右
の

ど

れ

で

あ

る
か

に

応
じ
て

定
め

ら
れ

た

特
定
の

比

率
に

従
っ

て
､

ザ
､
､

､

ン

ダ
ー

ル

取

分
(

日
巴
明
仁
N

賢
8

､

農
民
取
分

､

共
通
経
費
(

巴
ユ

と

呼
ば

れ
､

村

長
(

m
亡
β

P

旦
P

ヨ
)

､

村
書
記
(

p

苧

t

弓
賢
-

)

､

村
入

用

(

皇
F
{

打

F

賀
･

〔

F
p
)

等
か

ら

な

る
)

の

三

部
分

(

22
)

に

分
割
さ

れ

た
の

で

あ

る
｡

と
こ

ろ
で

､

こ

の

県
で

も
､

実

物
年
貢
と

貨
幣
年
貢
が

代
替
性
を

有
す
る

事
例
が

見
ら

れ

た
｡

特
に

､

毛
見
(

匡
g
邑
i

)

に

基
付
い

て

年
貢
額
が

決
定
さ

れ

た

い

く
つ

か

の

一
湖

地

域
で

は
､

｢

ザ
､

､

､

ン

ダ
ー

ル

は

金

納
(

ロ

ぷ
邑
仙

)

か

物
納
(

J

g
O
-

-

)

か

を

任
意
に

選
ん
で

年
貢
を

徴
収
す
る
こ

と
ぷ

で

き

る
｡

当
然
に

､

彼
は

豊

作
の

年
に

は

前
者
を

､

そ

し
て

穀
価
が

上

昇
す
る

不

作
の

年
に

は

後
者
を

(

23
)

選
択
す

る
+

の

で

あ
っ

た
｡

前
節
で

検
討
し
た

デ

ィ

ナ
ジ

プ

ル

県
の

事
例

と
ほ

異
な

り
､

こ

こ

で

ほ

通
常
の

耕
地
に

お

い

て

も

物
納
が

行
わ

れ
て

い

た

の

で
､

ザ
､

､

､

ン

ダ
ー

ル

は

右
に

引
用
し
た

よ

う
に

自
分
の

利
益
の

み

を

考
慮
し

て
､

こ

の

代
替
性
を

振
作
す
る
こ

と
が

可
能
で

あ
っ

た
の

で

あ

ろ

う
｡

し

か

し
､

時
に

は
､

こ

れ
が

災
害
時
の

甚
大
な

打
撃
か

ら

ザ
､

､

＼

ン

ダ

ー

ル

と

農
民
の

双

方
を

救
う
た

め
に

利
用
さ

れ

る
こ

と

も

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

例
え

ば
､

一

七
八

三

年
に

､

こ

の

県
が

全
域
に

わ

た
っ

て

辛
苦
に

襲

わ

れ

極
度
の

不

作
に

陥
っ

た

時
､

当
時
の

県
収
税
官
は

次
の

よ

う
な

措
置

を

講
じ

て

こ

れ
に

対
処
し

た
の

で

あ
る

｡

収
税
官
ほ

､

ザ
､

､

､

ン

ダ
ー

ル

と

請
負
人
か

ら
の

次
の

提
案
-
そ
し

て

そ

れ

に

は

農
民

も

異
議
を

さ

し

鋏
ま

な
か

っ

た

1
に

同
意
し

た
の

で

あ

る
｡

そ

れ

ほ
､

そ
の

年
の

年
貢
支
払
い

に

お

い

て
､

従
来
の

金
納
制
を

中
止

し
､

最
上

地
に

つ

い

て

農
民

一

六

シ

ュ

ー

ル

(

四

〇
%
)
､

政
府
二

四

シ
ュ

ー

ル

(

六

〇
%
)

と
い

う

慣
行
的
な

比

率
で

物
納
と

す
る

と

い

う

も
の

で

あ
っ

た
｡

こ

の

調
整
に

よ
っ

て
､

そ

れ

以
降
に

現
物
で

納
め

ら

れ

る
こ

と
に

な
っ

た

秋
湯
米
(

b

ど
P

年
p
-

)
､

春
湯
米
(

⊇
E
)

に

つ

け

ら

れ
る

で

あ

ろ

う
有
利
な

価
希
に

よ
っ

て

〔

…

原
文
判
読
不

能
…
〕

､

(

別
)

政
府
地

租
の

滞
納
は

全
く

回

避
さ

れ

た

と

思
わ

れ

る
｡

ぃ
ぃ

ト
ト
ト

ト

ト
㌧

㌣
.

+

禽
.

小

一

T
.

.′

.

F

い

.
P

も
V

戸

‥

∵
√
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( 1 1 5) 研 究 ノ ー

ト

こ

れ
は

､

主
穀
(

冬
場
米
)

の

著
し
い

不

振
の

た

め
に

貨
幣
年
貢
の

完

納
が

達
成
さ

れ

難
い

時
に

､

支
払
形
態
を

臨
時
に

物
納
化
し

て
､

そ
の

後

の

収
穫
(

春
場
米

､

秋
湯
米
)

が

う
る
で

あ

ろ

う
高
価
格
に

よ
っ

て
､

先

に

生
じ

た

不

足
を

補
填
す
る

と
い

う
巧

妙
な

方
法
で

あ
っ

た

と
い

う
こ

と

が

で

き

る
｡

(

1
)

甲

C
F
O

宅
d
F

宍
¥

:

呂
｡
く
O

m
O

ロ
t

O
≠

知
b
臼

ナ
‥

:
.

p
.

い

O

甲

高
島
稔

前

掲
論
文

〓
ハ

七

頁
｡

(

2
)

勺

岩
C
e

e

d
小

n
恥
ひ

○
≠

t

F
e

切
O

P

昆

河
e

く
0

ロ
亡
〇

.

旨
t

F

O
巾
t

.

-

3
〇

.

宅
〇
.

合
.

(

3
)

勺
r

O
〔

g
d

旨
g
¢

O
h

筈
e

勺

岩
5 .

ロ
〔
i

巴

C
O

声
ロ
0

日

O
一

声
¢

く

昌
亡
0

賢

ロ
F
且
p

弓
.

-

含
F

-

已
叫

-

ヨ
㍗

(

4
)

ヽ

巴
丸
.

.

許
'

ロ
e

P

-

ヨ
γ

(

5
)

ヽ

g
札
.

､

-

-

t

F

宅
○

く
.

-

ヨ
γ

(

6
)

ヽ

訂
恥
こ

許
F

ロ
e

P

-

ヨ
γ

(

7
)

勺

岩
n

①
e

d

ど

笥
○
-

t

F
O

C
O

ヨ
m

宣
汀

e
①

○
-

C
i

言
已
t

p
t

勺

宅
･

ロ
e

P
.-

(

p
【

F
t

e

e
､

七

d
-

■

く
Ⅰ

-
-

ワ

ー

○
令

(

A

訂
t
t

e

ニ
岩
ヨ

ー

O

F

ロ

G

旨
F

p

m
-

d
p
t
e

d

t

F
O

旨
t

F

甘
口

亡
p
r

y

-

ヨ
い
)
.

(

8
)

叫

巴
礼

.

(

9
)

守
○

宕

乳
】

ロ

笥
｡

:
訂

知
e

言
n
亡
e

せ
｡

駕
d

C
O

ロ

巴
s
t

訂
g

O
h

t

F
e

W
F
O

訂

C
O

亡

⊇
U

芦

-

諾
F

宅
○

く
一

-

ヨ
N

-

Z
O

P

-

り

二

紆

N

〇
.

(

1 0
)

勺

岩
C
e

e

d
i

ロ
粥
S

O
代

言
巾

C
O

m
m

吉
悪

○
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岩
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コ

慧
○
叫

t
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○

寛
仁
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村
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宏
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含
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○
の

t

い
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訟
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ヽ
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礼
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H

賢

A
勺

邑
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宅
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一

行

わ

れ
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調
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の
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○
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四

結

言

最
後
に

､

本
文
を

要
約
し

､

ま

た

そ

れ

と

同
時
に

そ

こ

で

は

様
々

な

制

約
か

ら

触
れ

え

な
か

っ

た

問
題
を

も

含
め
て

､

実
物
年
貢
に

関
す
る

概
観

を
与
え

る

こ

と

を

試
み

て

こ

の

小
稿
を

結
ぶ

こ

と

に

し

た
い

｡

9

実
物
年
貢
の

存
続
の

諸
条

件
､

そ
の

機
能
な

ど

を

考
察
す
る

に

当
っ

て
､

朋
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ま

ず
注

意
さ

れ
ね

ば

な
ら

な
い

の

は
､

そ

れ
が

生
産
物
の

一

定
割
合
を

分

割
す
る

定
率
制
と

単
位
面
積
当
り

に

固
定
量
を

納
め

る

定

量
制
と
に

大
別

さ

れ
､

更
に

各
々

に

つ

い

て

価
格
代
納
制
と
い

う
亜
種
が

み

ら

れ

た

と
い

ぅ
こ

と

で

あ

る
｡

例
え
ば

､

最
も

単

純
な

形
態
で

あ

渇

か

に

見
え

る

定
率

制
は

､

実
は

､

収
穫
と

価
格
の

変
動
が

逆
方
向
の

相
関
性
を

有
す
る

こ

と

を

巧
み

に

組
み

合
わ
せ

て
､

こ

れ

ら
の

変
動
が

年
貢
負
担
に

及
ぼ

す
影
響

を

抑
制
す
る

機
能
を

果
し

た

の

で

あ

る
｡

具
体
的
に

述
べ

れ

ば
､

そ

れ

は

一

方
で

､

不

安
定
な

条
件
に

あ

る

耕
地

や

辺

境
地

域
に

お

け

る

農
民
経
済

を
.
守
り

維
持
す
る

役
割
を

果
し

､

他
方
で

､

ザ
･

､

､

ン

タ
ー

ル

の

実
質
収
入

の

極
端
な

下
落
を

防
止

す
る

作
用
を

有
し

た
の

で

あ
る

｡

そ
の

金

納
形
態

へ

の
一

時
的
な

代
替
ほ

､

こ

れ

ら
を

達
成
す
る

た

め
に

と

ら
れ

た

補
助
的

機
能
で

あ
り

､

定
率
制
の

柔
軟
性
を

示

す
顕
著
な

事
例
で

あ
っ

た

と
い

え

よ

う
｡

こ

れ

に

対

し

定

量
制
に

お
い

て

ほ
､

豊
年
に

は

年
貢
負
担
度
が

相

対

的
に

低
下
す
る

が
､

不

作
の

年
に

は

そ

れ

が

著
し

く

増
大
し

農
民

経
済

を

極
度
に

圧
迫
す

る
こ

と
に

な
っ

た

の

で

あ

る
｡

こ

れ

は
､

筆
者
に

よ

る
､

複
数
の

モ

デ
ル

例
に

お

け

る

定
量
制
と

定
率
制
の

両

者
に

つ

い

て

の

年
貢

負
担
の

試
算
と

そ

れ

ら
の

比
較
か

ら

結
論
さ

れ

る
こ

と
で

あ

る
が

､

許
さ

れ

た

紙
幅
は

も

は

や

尽
き
て

い

る

の

で
､

詳
細
は

省
略
す
る
こ

と
に

す
る

｡

次
い

で
､

実
物
年
貢
が

代
替
的
に

で

は

な

く
､

不
可
逆
的
に

移
行
す
る

た

め
の

条
件
を

考
察
し

ょ

う
｡

本
文
中
で

示
唆
さ

れ

た
よ

う
に

､

物
納
は

主
に

米
作
に

お
い

て

成
立
し
て

い

た

の

で

あ

る

か

ら
､

こ

の

移
行
の

基
礎

条
件
と

し
て

､

十

分
な

規
模
の

米
穀
市
場
が

形
成
さ

れ
､

か

つ
､

都
市
と

農
村
の

間
に

貨
幣
と

物
資
■(

米
穀
)

の

循
環
構
造
が

成
立

し

な

く
て

は

な

ら

な
い

こ

と
ほ

自
明
で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

市
場
構
造
は

一

日

に

し
て

成

る

も
の

で

は

な
い

が
､

こ

う
し
た

需
要
の

拡
大
に

大
き

な

刺
戟
を

与
え

た

純

一

因
と

し
て

､

会
社
政
府
が
ベ

ン

ガ
ル

管
区

(

ベ

ン

ガ
ル

､

ビ

ハ

ー

ル
､

オ

リ
ブ

サ
の

三

州
)

を
､

イ
ン

ド
に

お

け
る

そ

の

商
業
的

､

軍
事
的
活
動

の

主
要
な

補
給
源
と

し
た

と
い

う
歴
史
的
事
実
を

指
摘
し

て

お

き
た

い
｡

さ

て
､

右
の

市
場
条
件
は

年
貢
形
態
の

転
換
の

可
能
性
を

用
意
し
た

と

し
て

も
､

■
そ

れ
が

現
実
化
す
る

に

当
っ

て

ほ
､

人
間
に

よ

る

主
体
的
行
動

が

と
ら

れ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

こ

の

よ

う
な

行
動
と

し
て

､

本
文
で

指

摘
し

た

よ

う
に

､

少
く

と

も
二

つ

を

挙
げ

る
こ

と
が

で

き
る

｡

第
一

は
､

支
配

者
側
が

価
格
の

低
落
期
に

､

そ

れ

に

よ

る

損
失
を

回

避
し

ょ

う
と

し
て

強

引
に

貨
幣
年
貢
制
に

転
換
さ

せ
､

そ

れ

が
､

そ
の

後
の

状
況
の

変
化
に

も

拘
ら

ず
永
続
し

た

場
合
で

あ
る

｡

第
二

は
､

逆
に

､

農
民
が

､

穀
価
が

高

水
準
で

推
移
し

た

時
期
に

､

そ
の

恩
恵
に

与
か

る
ぺ

く

様
々

な

手
段
を

通

し

て

こ

の

転
換
を

推
進
し

た
こ

と
で

あ
る

｡

そ
し

て
､

こ

れ

ら
の

底
流
と

し

て
､

本
稿
で

ほ

殆
ど

内
容
に

入

れ

な

か
っ

た

の

で

あ

る

が
､

十
八

世
紀

後
期
の

ほ

ぼ

全

期
間
に

わ
た
っ

て

ベ

ン

ガ
ル

､

ビ

ハ

ー

ル

両
州
の

ず
､

､

､

ン

ダ
ー

ル

支
配
が

動

揺
を

続
け

､

そ

の

所

領
支
配
が

弱
体
化
し

た

と
い

う
事

態
が

存
在
し

､

そ

し
て

そ
の

中
で

､

貨
幣
年
貢
の

率
が

農
民
の

継
続
的
抵

抗
に

よ
っ

て

低
減
し
て

い

っ

た

と
い

う
歴

史
的
状
況
が

存
在
し

た
の

で

あ

る
｡

さ
て

､

最
後
に

､

貨
幣
年
貢
と

価
格
代
納
制
と

の

相
違
点
を

一

つ

だ

け

指
摘
し
て

お

き

た

い
｡

結
論
か

ら

述
べ

る

な

ら
､

経
済
史
上
の

周

知
の

定

式
で

あ

る
､

傾
向
的
な

価
蒋
上

昇
と

い

う

条
件
の

存
在
す

る

時
､

貨
幣

｢

地
代
+

地
に

お

い

て

農
民

的

剰
余
の

増
大
が

み

ら
れ

る

と
い

う
関
係
が

､

前
者
に

お
い

て

は

成
立
す
る

が
､

後
者
に

お
い

て

ほ
､

定
率
制
で

あ
っ

て

叫

∴
.

∴

叫

･

や
ト

廿

軒

を

も
F

ト

､

γ
;

′

シ



如

こ

∴
叫

･

吟
叫

､
叫

†

も

定

量
制
で

あ
っ

て

も
､

き

わ

め

て

成
立

し
に

く
い

と
い

う
こ

と
で

あ

る
｡

こ

れ

ほ
､

農
産
物
価
格
の

傾
向
的
上

昇
､

土
地

生

産
性
の

相
対

的
な

停
滞

､

そ

し

て

貨
幣
｢

地

代
+

の

驚
く
べ

き

固
定
性
(

一

七

九
三

年
当
時
の

年
貢

率
と
二

十
世
紀
初
頭
の

｢

地

代
率
+

と
が

ほ
ぼ

同
一

水

準
に

保
た

れ
て

い

た
)

と
い

う
三

つ

の

要
因
の

相
互

連
関
の

結
果
と

し

て

も

た

ら
さ

れ

る

こ

と

で

あ

る
｡

と
こ

ろ

で
､

こ

こ

で

是
非
付
記
し

て

お
か

ね

ば

な

ら

な
い

の

は
､

貨
幣
｢

地

代
L

地

で

発
生

し

た

右
の

一

定
の

剰
余
が

､

特
殊
イ
ン

ド

叫

-

.

､

■1

止
ワ

■ヤ

一

～

一
.

J
㌧

的
条
件
の

下

で

は
､

殆
ど

農
業
発
展
の

方
向
に

向
け

ら
れ

ず
に

､

多
数
の

中
間
的
取
分
棒
者
(

i

n
t

O
l

m
e

已
胃

-

e

∽
)

を

発

生

さ

せ

る

と

い

う

帰

結

(

岩
b
i

已
e

亡

計
t
i

O
ロ
)

を

み
､

そ
の

中
で

費
消
さ

れ
て

了
っ

た
こ

と

で

ぁ

る
｡

だ
が

､

こ

う
し

た

点
の

実
証
作
業
ほ

本
稿
の

課
題
を

遠
か

に

こ

え
る

も
の

で

あ

る
｡

(

一

橋
大

学

専
任

講
師
)
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