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一

関
題

-
G
亡
e
∽
t

雷
O

p
-

e

と

い

う
こ

と

さ

り

げ

な
い

会
話
の

な
か

で
､

研

究
の

核
心

に

ふ

れ

る

発
想

と

出
会

う
こ

と

が

あ

る
｡

先

般
､

は

じ

め
て

訪
問
し

た
パ

リ

の

中

国

研

究
セ

ン

タ

ー

で
､

中
国

人

司

書
の

陳
女

史
と

雑
談
し

て

い

た

と

き

の

こ

と
､

｢

ふ

つ

う
客

家

H
p

k
k
P

の

こ

と

を

英

語
で

→
F
e

口
亡
e

S

t

勺
e

O

勺
】

e

と
い

う
よ

う
で

す

け
れ

ど
､

わ

た

し

た

ち

故

郷

を

離
れ

て

外

国
に

住
ん

で

い

る

中
国
人

ほ
､

福
建
出
身
で

あ

ろ

う

と

広
東
出
身
で

あ

ろ

う
と

､

多
か

れ

少

な

か

れ

の

莞
S

t

P
e

O

p
-

e

と

い

う
感
じ

を

も

つ

も
の

な
の

で

す
よ
+

と
い

わ

れ

て
､

虚
を

衝

か

れ

た

よ

う
な

気
分
に

な
っ

た
｡

た

し

か

に
､

華
僑

○
<
の

記
2

冨

C
F

訂
2
S

e
‥

C
F

ぎ
e

s
e

p
b
r

O

邑

の

日

常
に

あ

っ

て

ほ
､

嘗
家

常
の

人
に

か

ぎ

ら

ず
福
建
常

･

広
東

中
･

ノ

学

対
等
い

ず
れ

の

封
に

属
す
る

人
も

､

あ

る

い

は

封
意
識
を

超
越
し

て

い

る

人

で

あ

っ

て

も
､

そ

れ

ぞ

れ

の

生

活
領
域
に

お

い

て
､

微

妙
に

織
り

な

さ

れ

る

客
分

感
覚
を

実

感
さ

せ

ら
れ

る

こ

と
で

あ

ろ

う
｡

そ

の

よ

う

な
生

活

実
感
を

も
つ

人
が

､

の
亡
e
∽

t

勺
e

O

勺

訂

と

い

う
凄
現

を

耳
に

す
れ

ば
､

そ

れ

は

な
に

も

客
家
だ

け
の

こ

と

で

は

な
い

の

だ
､

と
ロ

を

つ

い

て

出
る

も
の

が

あ
る

に

ち
が

い

な
い

｡

こ

と
に

よ

る

と
､

そ

れ

は

客
家
に

た

い

す

る

特
別

視
へ

の

静
か

な

抗

議
を

秘
め
て

い

る

の

か

右
し

れ

な
い

｡

し

か

し
､

そ

う
し

た

討

と

討
と
の

対

抗
関
係
に

肩
入
れ

す
る

よ

う
な

受
け
と

め

か

た

は

し

た

く
な
い

の

で

あ

っ

て
､

私
と

し
て

は
､

客
家
の

ゲ
ス

ト

性
が

､

客

家
に

お

い

て

強

く

あ

ら

わ

れ

た

も
の

で

あ

る

け
れ

ど

も

決
し

て

客
家
だ

け
の

問
題
で

は

な

く

華

僑
ぜ

ん

た

い

の

問
題
で

も

あ

る

こ

と
､

と
い

う
よ

う
に

受
け
と

め
て

み

た

い
｡

.
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い

い

か

え

て

み

れ

ば
､

葦
僑
が

外

国
で

置
か

れ

て

き

た

客
分

状

態

を
､

客
家
の

ゲ

ス

ト

性
と
い

う
拡

大

鏡
で

観

察
す
る

､

と

い

う

ぐ

あ

い

に

問
題
を

た

て

よ

う
と

思

う
｡

そ

う

す
る

こ

と
に

ょ

っ

て
､

華
僑
が

そ

の

客
分

状
態
を

克
服
し

､

あ

ら

た

な

華
人

と

し
て

の

生

(

1
)

活
を

構
築
し

ょ

う
と

努
め

る

動
向
に

た

い

す
る

理

解
の

糸
口

を

つ

か

め
れ

ば
､

開
魔
の

目

的
は

達
せ

ら
れ

る
｡

た

だ

し
､

本

稿
で

ほ
､

(

2
)

客
家
の

ゲ

ス

ト

性
を

客
戸
と

の

歴
史
的

関

連
の

面
で

検
討
す

る

こ

と
に

と

ど

め

て

お

く
｡

(

1
)

戴
国

輝
氏
の

讃

論
考

､

た

と

え

ば
､

｢

私
の

華
僑
小

試

論
+

(

『

日

本

人
と

の

対

話
』

､

社

会

思

想

社
､

一

九

七
一

年

所

収
)

､

｢

東

南
ア

ジ

ア

の

華
人

系
住

民
+

(

『

日

本

人

と
ア

ジ

ア
』

､

新
人

物
往

来

社
､

一

九

七

三

年
所
収

､

も

と

放

本

重

治

編

『

東

南
ア

ジ

ア

=

ハ

ン

ド
ブ

ッ

ク
』

､

毎

日

新

聞

社
､

一

九

七
二

年
所

収
)

参
照

｡

(

2
)

試

買
∽

亡

甘
ロ

∴
-

T
F
｡

C
H

i

p
勺

訂
d

T

岩
e
‥

C
F

F
ヂ

望
O
g
【

ぢ
F

y
.

H
小

賢
0
1

¥

A
亡
t

O

b
i

O

雫
p

p

F

†
-

U
P
ロ
t

P

ヨ

出
0
0

打
.

宅
e

w

ぺ
○

蒜
.

-

冨
山
い

l

O
ロ

邑
F
p

ロ

C
P

勺
e

-

｢
0

邑
○

ロ

こ
岩
山

.

ハ

ン

･

ス

ー

イ
ン

署

長

尾

喜
又

訳

『

悲

傷
の

樹
』

､

春
秋

社
､

一

九

七

〇

年
｡

お

そ

ら

く
､

客
家

を

ゲ
ス

ト

ピ

ー

プ

ル

と
い

う

概

念
で

描
い

た

代

表
作
と
い

え
よ

1

フ
0

二

客

家
の

側
か

ら

客
分

状

態

な
い

し

ゲ

ス

ト

性
が

客
家
に

は

集

中

的
に

あ

ら
わ

れ

舶

て

き

た
｡

こ

の

こ

と
は

､

客
家
の

歴
史
に

関
し
て

､

い

わ

ば

通

念

と

な
っ

て

い

る
｡

し
か

し

な
が

ら
､

そ

の

よ

う
な

状

態

な

り
､

史

的

性
椿
な

り
が

具
体

的
に

､

い

つ
､

ど
の

よ

う
に

し
て

形

成
さ

れ

て

き

た

の

か
､

と

開
き

な
お

っ

て

問
わ

れ

る

と
､

こ

た

え

に

窮
す

(

1
)

る

の

が

研

究
界
の

現

状
で

あ

る
｡

と
こ

ろ
で

､

客
家

出
身
の

文

人

や

歴

史
家
の

な
か

に

は
､

客
家

の

前
身
を

､

唐
･

宋
両

王

朝
支

配
下
の

客
戸
と

結
び

つ

け
て

考

え

る

人
が

す

く

な

く
な
い

｡

そ

こ

で
､

客

戸
と

客
家
を

結
ぶ

も
の

が

あ

る

と

す
れ

ば

そ

れ

は

何
で

あ

る

の

か
､

そ

の

史
的

連
関
を

た

ず

ね

て

み

ょ

う
｡

ま

ず
最
初
に

､

テ

ィ

ピ

カ

ル

だ

と

思
わ

れ

る

見

解
を

紹

介
し

た

い
｡

原
文

が

日

本
で

ほ

入

手

し
に

く
い

た

め
､

す
こ

し

長
く

な

る

が
､

関
係
あ

る

部
分

を

訳

出
す
る

｡

張
白
銘
氏
の

｢

客
人
が

嘉
応

(

2
)

に

遷
居

し
て

き
た

時

代
と
そ
.
の

路
線
+

で

あ

る
｡

ジ

ャ

カ

ル

タ

に

住

む

張
氏
が

､

あ

る

晩
､

友

人

達
と

客
家
の

源

流
に

つ

い

て
､

と

り

わ

け

客
家
が

嘉
応
州
に

遷
居
し

て

き

た

問
題
に

つ

い

て

問
答
を

し

た

-

｢

問

嘉
応
州
は

今
の

梅
県

だ

が
､

も

と

の

属

県

で

あ

っ

た

興

寧
･

蕉
嶺

･

平

遠
･

五

華

と

合
計
し

て
､

人
口

ほ

ど

れ

く

ら
い

な
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の

?答

精
確
な

統
計
は

な
い

け
れ

ど
､

伝

え

ら

れ

る

と

こ

ろ
で

は

約
百

万

人

あ

ま

り
｡

そ

の

う

ち

四
～

五

割
が

県

外
へ

出
て

生

計

を

営
ん

で

い

る
｡

問

五

県
の

人

口

分

布

と

人
口

密
度
は

?

答

梅
県
が

約
五

十

万

人
､

興

寧
が

約
三

十

余
万

人
､

蕉
嶺

･

平
遠

･

五

葦
の

各
県
は

約
十

余
万

人

ず
つ

で
､

人

口

密
度
に

つ

い

て

は

調
査

が

な
い

｡

問

嘉
応
の

人

士
は

ど

う

し
て

｢

客
+

と
称

す

る

の

か

ね
｡

答

西

南
の

各

省
に

は

｢

客
人
+

が

多
く

散
居
し

て

お

り
､

福

建
･

四

川
･

湖
南

･

広
西
の

各
省
に

客
人
が

す

く
な

く
な
い

こ

と

は

確
か

だ

し
､

広

東
に

つ

い

て

い

え

ば
､

大

輔
･

楽

昌
･

紫
金

･

曲

江
･

河
源

･

始
興

･

連
平

･

恵
陽

･

和
平

･

博
羅

･

竜
川

な

ど

の

各

県
に

は

客
人
の

釆
居

し

て

い

る

地

区
が

多
い

の

で

あ
っ

て
､

な
に

も

嘉
応
州
だ

け

が

｢

客
+

な
の

で

は

な
い

さ
｡

問

い

や
､

き

き

た

い

の

は
､

客
人
が

ど
の

県
に

ど

う
分

布

し

て

い

る

か

と
い

う
こ

と

で

ほ

な

く
て

､

｢

客
人
+

と
い

う

よ

び

名

の

由
来
に

つ

い

て

な
ん

だ

よ
｡

答

字
義
に

従
っ

て

い

う

な

ら

ば
､

｢

客
+

と

は

賓
の

こ

と
､

主
の

対

語
だ

ね
｡

先
に

や

っ

て

き

た

も
の

が

主

と

な
れ

ば
､

後
か

ら
や

っ

て

き

た

も
の

は

客
と

な
る

｡

今
日

で

こ

そ

客
人
の

来
居

す

る

と
こ

ろ

と

な
っ

た

地

域
に

も
､

先
き

に

土

着
し

た

人
が

い

た

わ

け
で

､

わ

れ

わ

れ

の

祖

先
が

中

原
か

ら

や

っ

て

き

た

際
､

土

着
の

人
々

は

わ

が

先

代

を

客
人

と
よ

び
､

代
々

よ

び

な

ら

わ

し
て

一

つ

の

名

詞
に

か

た

ま
っ

た

わ

け
だ

｡

わ

が

先

代
た

ち

は
､

は

じ

め

て

西

南
の

各
地
へ

や

っ

て

き
た

頃
､

土

着
の

人
々

と

凍
居
す
る

よ

う

に

な
っ

た
｡

そ

の

こ

と

は
､

太

平

憲

字
記
に

も

書
い

て

あ

る

よ
｡

そ

こ

に

記
さ

れ

た

梅
州

と
い

う
の

が

嘉
応
の

こ

と

だ

け

れ

ど
､

戸

口

に

は

す
で

に

主

戸
と

客
戸
の

区

別
が

あ

り
､

こ

の

客
人

と
い

う

よ

び

名
の

由
来

す

で

に

久

し

き
を

見
る

ぺ

し
､

と
い

い

た

く

な
る

ね
｡

問

わ

れ

わ

れ

の

祖
先

は

中
原
か

ら

移
住
し

て

き

て
､

開
墾

し

て

農
耕
に

従

事
し

､

行

業
を

立
て

､

市

集
を

建
て

､

今
日

の

大

を

成
し

た

わ

け

だ

け
れ

ど
､

い

つ

の

時

代
か

ら

移

住

し

は

じ

め

た

の

?答

い

ろ
ん

な

説
が

あ
る

ね
｡

一

説
で

は
､

晋

代
に

五

胡
の

乱

を

避

け
て

か

ら

だ

と
い

う
し

､

一

説
で

は
､

唐
代
に

責
巣
の

乱
を

避

け
て

か

ら
だ

と
い

う
し

､

ま

た
一

説
に

ょ

れ

ば
､

金
･

元
の

乱

を

避
け
て

か

ら

と
も
い

う
｡

け
っ

き
ょ

く
､

こ

れ

ら

各

時
代
に

わ

た

り
､

前
後
し

て

南
下

し

た

こ

と

は

疑
え

な
い

ね
｡

晴
夫
の

詩
人

､
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黄
公

庭

先
生

の

諸
に

､

｢

中

原
に

旧

族

有
り

､

遷
徒
し

て

客
人

と

名
づ

け
､

江
を

過
り

八

開
に

入

り
､

展
転

と

し

て

海

浜
に

来
れ

り
+

と

い

う

句
が

あ

る

の

も

根

拠
が

あ

る

の

さ
｡

(

以

下

略
)

+

こ

こ

で

重

要
な
の

は
､

第
四

答
で

あ

る

か

ら
､

念
の

た

め
に

原
文

を

転
載
さ

せ

て

も

ら
お

う
｡

｢

答
‥

従

字

義

言

之
,

｢

客
+

者

賓
也
,

主

之
対

也
,

先

至

為

主
,

後
室

為
客

,

今
日

客
人

衆
居
之

地
･

‥

先

有
土

著
,

吾
人

之
上

代
,

来
自
中

原
,

土

著

称
之

為
客
人
,

遂

相

沿

襲
成

一

名

詞
,

吾

人

之

上

代

初
至

西
南
各
地
,

与

土

著

准
居
‥

太

平
憲
字
記

載

梅
州

!
梅
州
即

嘉
応

二
戸

口

己

有
主

戸
与

室
戸

之

分
,

可

見
客
人

一

詞
,

由
来
己

久

夫
･

+

つ

ぎ
に

､

も

う
一

つ
､

客
家

研

究
の

古

典
と

さ

れ

る

黄

香

鉄

(

3
)

『

石

窟
一

徹
』

巻
一

･

征

撫

清
か

ら

引
い

て

お

か

ね

ば

な

ら

な
い

｡

｢

南
宋
以

来
､

皆

な

塵
賊
の

侵
擾
す
る

に
､

則
ち

此
の

地

の

害

を

受
け
る

こ

と

独
り

酷
く

､

遺
民
の

存

す

る

者
､

固
よ

り

亦
た

僅

か

な

り
｡

太

平

裏
字
記
に

載
せ

る

に
､

梅
州
の

戸
は

､

圭
一

千
二

百
一

､

客
三

百

六

十
七

｡

而
し

て

元

豊

九

域
志
に

載
せ

る

に
､

梅

州
の

戸
は

､

主
五

千

八

百
二

十
四

､

客
六

千
五

百

四

十

八
｡

元

祐

以

前
の

客
戸
の

増
盛
を

見
る

可
し

｡

+

こ

の
一

節
は

､

も

と
よ

り

客
家

兄
の

び

と

こ

ま

と

し

て

記
さ

れ

た

も

の

で

あ

る
｡

も

っ

と
は

っ

き

り

い

え

ば
､

同

書
影

印

本
の

序

舶

(

4
)

に
､

陳
奨
氏
が

明

記

す
る

よ

う
に

ー

｢

震

宇

記
､

九

域
志
に

所
謂
る

｢

梅
州

戸
主
+

し
+

は
､

即

ち

北

宋
以

前
の

土

著
､

所
謂
る

｢

客
+

と

は
､

即
ち

我
が

客
族

な
り

｡

是
れ

に

拠
れ

ば

則
ち

我
が

客
族
の

梅
州
を

開
聞
せ

る

こ

と
､

室

晩

に

し
て

も

亦
た

北

宋
の

世
に

肇
基
せ

り
｡

+

-
こ

の

よ

う

な

と

ら

え

か

た

が

客
家
の

あ

い

だ

に

定

着
し
て

い

る

の

で

あ

る
｡

も

し

も
､

右
の

よ

う

な

見
か

た

に

立
つ

の

で

あ

れ

ば
､

客

家
の

形
成

史
は

､

唐
･

宋
両
王

朝
支

配
下

に

お

け
る

客
戸
制

度
の

問
題

に

し

ぼ

っ

て

考
え

る

こ

と
が

可

能
に

な
っ

て

く

る

で

あ

ろ

う
｡

し

か

し
､

だ

か

ら

と
い

っ

て
､

客
家

と

客
戸
と
が

ま
っ

た

く

同

じ

も

の

と

し
て

接
続

す
る

の

で

も

な
さ

そ

う
な

印
象
が

の

こ

る
｡

し
L

い

う
の

は
､

た

と

え

ば
､

清
光

緒
二

九

年
(

一

九

〇

三

年
)

に

温

仲

和
の

編

纂
し

た

『

嘉
応
州

志
』

の

影
印
版
(

台
北

市

梅
県

同

郷

会
､

一

九

六
二

年
)

序
文
に

､

李
巽
中

氏
の

引
く

『

客
人

対
』

を

み

る

と
､

つ

ぎ
の

よ

う

な
一

文
が

あ

る
｡

古
直
の

著
し

た

『

客
人

対
』

原
文

を

見
る

こ

と
が

で

き

な
い

の

で
､

重

引
を

す

る

ほ

か

な
い

の

で

あ

る

が
､

客
人
が

尊
へ

来
た

の

は

東
晋
に

始
ま

る
､

と

し

た

後
､

｢

諸

夏
場

湯
､

一

時
横
流

､

尽

宝

投

奔
､

斉
指
江
左

､

朝
廷

特
置

僑
治

､

以

処

博
徒
之
民

､

僑
､

寄
也

､

客

也
､

寄
客

為

僑
､

於

是
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衣

冠

之

族
､

充

牧
場
州

臭
+

と
い

う
｡

こ

の

見
か

た

に

ょ

れ

ば
､

晋
朝
の

東
遷
に

と
も

な
っ

て

南
下

し

た

衣

冠
の

族
が

客
家
の

中
心

で

あ

る

と
い

う
こ

と

に

な

る
｡

概
し
て

､

従

来
の

客
家

史
研

究
が

一

致
し

て

主

張
す
る

の

も

ま

さ

に

こ

の

こ

と

な

の

で

あ

り
､

感
熱

の

祖
先

は
､

周

か

ら

秦
･

湊
･

曹
魂
に

い

た

る

中

原

諸
王

朝
の

官

人
､

衣

冠
の

族
に

は

か

な

ら

ず
､

晋

朝
の

と
き

､

五

胡
十
六

国
の

中

原
侵
入

か

ら

逃
れ

て

大
挙

南

遷
し

た

の

だ
､

と
み

る

の

が

通

説

で

あ

る
｡

事
実

､

客
家
の

族

譜
の

は

と
ん

ど

す
べ

て

が
､

こ

の

通

説
に

沿
っ

た

記
事
を

伝
え
て

い

る

の

で

あ

る

か

ら
､

族
譜
の

史
料

批
判
に

よ

る

根
本
的

な

書
き
か

え

で

も
生

じ

な
い

か

ぎ

り
､

正

史

の

所
伝
と

も

合

致

し

て

組
み

た

て

ら
れ

た

こ

の

通

説
を

､

大
き

く

変
え

る

こ

と

は

困

難
で

あ
る

に

ち
が

い

な
い

｡

と

す

る

と
､

客
家
の

側
か

ら

客
家

史
を

見
れ

ば
､

一

方

で

は
､

晋
朝
ま

で

の

歴
代
中
原
王

朝
の

官
人

･

支

配
者
層
が

そ

の

源
流
を

な

す

と
い

う

通

説

と
､

他

方
で

は
､

唐
朝

か

ら

宋
朝
に

か

け
て

国

家
の

戸
籍
制

度
に

姿
を

見
せ

る

客
戸
か

ら

後
世
の

客
家
が

発
展
し

て

く
る

と
い

う

了

解

と
､

こ

の

二

つ

の

次

元

を

異
に

し
､

時
代

を

異
に

す

る

海
流
問
題
が

提
起
さ

れ

て

い

る

こ

と
に

気
づ

く
の

で

あ

る
｡

す

な

わ

ち
､

こ

こ

で

の

問
題
は

､

旧

中

原
諸

王

朝
の

支

配
者

層
の

後

裔
と

､

唐
･

宋
両
王

朝
の

被
支

配
者

層

｢

客

戸
+

と

が
､

ど

の

よ

う
に

関

連
し

あ
っ

て
､

後
世
の

客
家
を

形
成

し
て

い

く
の

か
､

と
い

う

問
い

に

整
理
し

な
お

さ

れ

る

で

あ

ろ

う
｡

(

1
)

も

ち

ろ

ん
､

羅
香

林

氏
は

じ
め

多
数
の

人
々

に

よ

り

さ

ま

ざ

ま

な

研

究

が

な

さ

れ
て

い

る
｡

そ

の

研

究

史
は

､

持
田

利

貞

｢

客

家

民

族
の

研

究
+

『

南
方
』

四

巷
六

､

七
､

八
､

十

号
､

一

九

四

二

年
､

に

詳
述
さ

れ

て

い

る
｡

し

か

し
､

当

面
の

問

題
に

た
い

し

中

国

社

会

経

済
史
の

構

造

的

把

握
に

立
っ

て

答
え

る

こ

と
の

で

き
る

作
品
は

ま

だ

得
ら
れ

て

い

な
い

｡

そ

の

よ

う

な

研

究

状

況
の

反

省
と

展

望
に

つ

い

て

は
､

中

川

学

｢

葦
入

社

会
と

客

家
史
研

究
の

現

代

的

課

題
+

戴

国

輝
編

『

東
南
ア

ジ

ア

華
人

社

会
の

研

究
』

ア

ジ

ア

経

済

研

究

所

研

究

参
考

資
料

､

一

九

七

四

年
､

上

巻
第

一

部
所

収
を

参
照

さ

れ

た
い

｡

(

2
)

張
自

銘
｢

客
人

遷
居
嘉
応
之

時
代

与

路

線
+

同

氏

窮

『

客

族
文

献
砕
金
』

､

那
加

達

天

声
日

報

社
､

ジ

ャ

カ

ル

タ
､

一

九
五

六

年

(

ケ

ン

ブ

リ

ッ

ジ

大

学
中

央

図

書

館

蔵
書
F

B

三

ニ
ー

二
ハ

四

に

よ

る
)

｡

(

3
)

黄
香
鉄

(

真
剣
)

『

石

窟
一

徹
』

清

宜

統

元

年
重

印

本

の

影

印

版
､

台

湾
学

生

書

局

『

中

国

史
学

叢

書
･

続

編
･

十
一

』
､

台

北
､

一

九
七

〇

年
所

収
｡

本

書
は

､

巻
一

｢

方

城
･

征

撫
+

､

巻
二

二
二

｢

教
養
+

､

巻
四

｢

礼
俗
+

､

巻
五

｢

天

時
･

日

用
+

､

巷
六

｢

地

志
+

､

巻
七

･

八

｢

方

言
+

､

巻
九

｢

人

物
･

芸
文

･

雄

記
+

か

ら

成

り
､

客

家
の

全

体

像

を

知
る

た

め
に

必

要
な

基
本

知
識

を

提
供

し
て

く
れ

る
｡

と

く
に

｢

方

言
+

編
は

､

客

豪
語

研

究
の

古

典

と

し
て

知

ら
れ

る
｡

引

用

箇

所

は
､

影

印

本
二

四

ペ

ー

ジ
｡

(

4
)

陳
輿
｢

影

印

石

窟
一

散

序
+

､

同

前
書

､

二

ペ

ー

ジ
｡

4 9



一 橋論叢 第 七 十 二 巻 第
一

号 ( 5 0 )

三

中

原
出
身
者
の

商

運
と

自
籍

旧

中

原
王

朝
の

構
成
メ

ン

バ

ー

で
､

中
原
地

帯
を

本

貫
と

し
て

い

た

人
々

が
､

避

難
し

南
遷
し

た

ば

あ
い

､

も

と

呉
の

支

配
領
域

に

本

貫
を

も

つ

｢

帝
人
+

に

対

比

し
て

､

｢

北

人
+

と
い

わ

れ
､

(

1
)

北

人

と

商
人
の

あ

い

だ

に

対

立

と

同

化
の

渦
が

巻
き

お

こ

さ

れ

た
｡

北

人

対

商
人
の

ぶ

つ

か

り

あ
い

の

な
か

で
､

南

遷
し
て

王

朝
を

再

建
し

た

東
晋

ほ
､

中

原
か

ら
の

南
方
へ

の

流
亡

者

を

白

籍
と

よ

ば

れ

る

戸
籍
に

附
し

､

中
原
以

外
の

者
を

登

録

し

た

黄
籍
と

区

別
し

て

処
理

し

た
｡

こ

の

白
籍
に

は
､

中

原
の

故
郷

で

あ

る

本

郡
の

名

が

挟
注
し

て

あ

る

こ

と
が

､

花

車
の

大

元
一

四

年
(

三

八

九

年
)

建
議
に

も

と
づ

い

て

増
村
広

･

越
智
重

明

両

氏
に

ょ

り

明
ら

か

に

(

2
)

さ

れ

て

い

る
｡

こ

の

自

籍
と

黄
籍
と
の

相
互

関
係
な

ら

び

に

い

わ

ゆ
る

士

断
政

策
の

も

と
で

の

処
理
の

さ

れ

か

た

に

つ

い

て

は
､

増
村
広

･

越
智

重

明

両

氏
の

説
と

､

矢

野
主

税
氏
の

説
と

の

あ

い

だ

に

対
立

が

あ

(

3
)

る

が
､

今
､

確
か

な
こ

と
ほ

､

中

原
か

ら

江

南
に

う
つ

り

住

ん

だ

者
ほ

､

そ

の

流
寓
し
て

い

る

現

住
地

に

お

い

て

戸
籍
に

附
さ

れ

て

い

る

こ

と
､

そ

し
て

､

そ

の

戸
籍
が

そ

の

地

を

本
籍
扱
い

に

す
る

の

か

香
か

に

つ

い

て

は

見
解
が

対

立
し

て

い

る

が
､

そ

の

戸
籍
が

白

籍
と

よ

ば

れ

て

責
籍
か

ら

区

別

さ

れ
､

自
籍
に

は

中

原
の

本

郡

紬

(

4
)

が

ど
こ

で

あ

る

か

を

挟

注
し
て

あ

る

こ

と

だ
､

と
い

っ

て

よ

い
｡

自
籍
に

本

郡
を

挟
注

す
る

理

由
ほ

､

汚
賓
の

建
議
に

ょ

れ

ば
､

｢

む
か

し
､

中

原
の

喪
乱
の

た

め
､

江

左
に

流
寓
し

た

が
､

旋
反

こ

い

ね

か

の

期
の

有
ら

ん

こ

と
を

庶
う
が

故
に

其
の

本
郡

を

挟

注

す
る

を

許

す
+

と
い

う

よ

う
に

､

中

原
の

本

郡
に

ふ

た

た

び

帰
還

す
る

希
望

を

無
視
で

き

な
か

っ

た

た

め
で

あ

る
｡

す

な

わ

ち
､

四

世

紀
末
の

こ

の

段
階
で

は
､

中

原
か

ら

江

南
に

避
難
し

流
寓
し

た

人
々

ほ
､

な

お

故
郷
へ

の

帰
還

を

希
望
す
る

方
が

む

し

ろ

普

通
で

あ
っ

た
｡

だ

か

ら
こ

そ
､

苑
寛
が

建
議
し
て

｢

今
宜
し

く

其
の

封
垂
を

正

し
､

以
て

人

戸
を

土

断
し

､

考
課
の

科
を

明
ら

か

に

し
､

間
伍
の

伝

を

修
む
ぺ

し
+

と

主

張
す

れ

ば
､

反
対

し

て

非
難
す

る

者

ほ
､

き
っ

も

と

｢

君
子

な
れ

ば

則
ち

士

風
の

慨
を

有
ち

､

小

人
な

れ

ば

則
ち

下

役
の

慮
を

懐
う
+

に

ち

が

な
い

と

反
論
す
る

で

あ

ろ

う
こ

と
が

予

憩
さ

れ

た

の

で

あ

る
｡

故
郷
へ

の

帰
還
を

あ

き

ら

め

さ

せ

て

現
住
地

に

定

住
さ

せ

よ

う

と

の

意
図
を

も
っ

て
､

土

断
政

策
を

強
行
す
る

な

ら
ば

､

か

な

ら

ず
や

､

君

子

す

な
わ

ち

官
人

･

衣

冠
の

族
は

望
郷
の

念
た

ち

が

た

く

反

対

し
､

小

人

す

な
わ

ち

民

衆
は

｢

役
に

下
る
+

負
担
の

強
化

を

お

そ

れ

て

反
対

す
る

で

あ

ろ

う
､

と
い

う
の

で

あ

る

か

ら
､

こ
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の

文

脈
か

ら

判

断
す
れ

ば
､

白

籍
に

本

郡

を

挟
注

さ

れ

て

い

た

の

は
､

官
人

･

衣

冠
の

族
の

み

な
ら

ず
民

衆
も

含
む

と

考

え

な

く
て

は

な

ら

な
い

｡

こ

の

点
に

つ

い

て
､

矢

野
氏
の

見
解

は
､

｢

恐

ら

く

白

籍
を

も

っ

庶

民

は
､

越
智

氏
が

指
摘
さ

れ

て

い

る

よ

う
に

､

絡
役
と

兵
役

と

を

免
ぜ

ら
れ

て

い

た

の

に
､

自

籍
廃

止
に

と

も

な
っ

て
､

そ

れ

ら
の

役
を

負
う

状
態
が

発
生

す

る

(

越
智

氏
､

同

上

書
)

と
い

う

こ

と

な
の

で

あ

ろ

う
+

と
の

か

ぎ

り

で

越
智
氏
の

説
と

一

致
し

て

い

る
｡

両

氏
の

見
解
が

対

立

す
る

の

は
､

｢

君
子

則
有
士

風
之

慨
+

の

内

容
に

つ

い

て

な
の

で

あ

る

が
､

当

面
､

見

解
の

一

致
し

て

い

る

範
囲

内
で

の

問
題
を

､

私

な

り

に

ま

と

め

て

お

け

ば
､

､
白

籍
に

ー

附
せ

ら

れ

た

戸
は

､

｢

役
に

下
る
+

義
務
の

な
い

民

衆
を

含
ん

で

い

る
､

と
い

う
こ

と
で

あ

る
｡

自
籍
に

附
せ

ら

れ

て

い

る

か

ぎ

り
､

現

住
の

流
寓
地

以

外
に

本

郡
を
み

と

め

ら
れ

た

ゲ

ス

ト

的
存

在
で

あ

り
､

格
役
か

兵
役
か

何

ら
か

の

役
を

免
除
さ

れ

た

民

衆
は

､

自
籍
の

者
､

白
籍
の

民
､

自

籍
の

家

と

し

て
､

黄
籍
の

着
か

ら

区

別
さ

れ

て

い

た

と

考
え

ら

れ

る
｡

実
は

､

こ

の

自
籍
の

1
-

者
､

民
､

家
､

等
々

の

用

語

例
に

っ

い

て

未
だ

調

査
を

す

ま
せ

て

い

な
い

た

め
､

確
か

な
こ

と

は

言

え

な
い

し
､

言
う
ぺ

き

で

も

な
い

が
､

今

後
の

課
題
の

び

と
つ

と

し

て
､

た

と
え

ば

｢

白

T
+

と
い

う
用
語
と

の

異
同

を

明

ら
か

に

し
て

い

く
べ

き
で

あ

る

と

考
え

て

い

る
｡

国

家
に

と
っ

て

重

要
な

任

務
に

就
い

て

い

な
い

｢

白
+

の

状
態

と

い

う

も
の

を

見
き

わ

め

て

い

き

た
い

か

ら
で

あ

る
｡

ま

た
､

い

さ

さ

か

笑
止
の

き

ら
い

が

あ

る

か

も

し
れ

な
い

が
､

自

籍
の

家

を
､

自
家

と

通

称

す
る

例
が

出
て

く
れ

ば
､

そ

の

当

時
の

音
で

｢

自

家
+

を

ど

う

発
音
し

た

か
､

そ

の

こ

と

と
､

｢

客

家
+

を

今
日

一

般
に

｢

ハ

γ

カ
+

と

発

音
し

て

い

る

こ

と

と
は

､

音
韻
史
的
か

ど

う
か

か

わ

り

あ
っ

て

く
る

の

か
､

と
い

う
こ

と

も

検
討
だ

け
は

し
て

み

る

必

要
が

生

じ
る

で

あ

(

5
)

ろ
>

フ
｡

さ

て
､

ハ

ッ

カ

と
い

う

発
音
の

な

ぞ

と

き

は

別

と

し
て

も
､

白

籍
の

民

は
､

ど

う
や

ら

後
世
の

｢

客
戸
+

に

接
続
す
る

性
格
を

も

つ

と

見
て

よ

さ

そ

う
で

あ

る
｡

従

来
､

客

家
の

側
か

ら
､

源

流
を

東
晋

支

配

期
に

求

め
る

ば
あ

い
､

あ

ま

り

に

も

中

原

旧
王

朝
の

支

配
を

に

な
っ

た

官

人
･

衣

冠
の

族
の

後
裔
で

あ
る

､

と

い

う
一

面

が

強

調
さ

れ

す

ぎ
て

､

同
じ

く

中

原
か

ら

江

南
へ

流
寓
し
て

き

た

被
支

配
の

白
籍
の

民
の

姿
が

見
す
ご

さ

れ

て

い

た

と
い

え

よ

う
｡

む

し

ろ
､

康

計

規

模
の

零
細
な

白

籍
の

｢

小

人
+

こ

そ
､

客
戸
と

客
家

を

結
ぶ

も

の

か

も

し

れ

な
い

｡

こ

の

こ

と
に

関
し
て

､

越
智

氏
の

つ

ぎ
の

一

文
は

き

わ

め

て

示

唆
に

富
む

-
｢

ち

な
み

に
､

朗
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六

朝
に

お

い

て

ほ
､

戸
､

家
の

語
は

い

ろ
い

ろ

な

意
味
を
も
つ

｡

戸
籍

制

度
上

の

｢

戸
+

と
一

致

す

る

も

の

を

意
味
す
る

こ

と
も

あ

れ

ば
､

三

族

制

的
な

構
成

を

も
つ

も
の

を

意
味

す
る

こ

と
も

あ

り
､

ま
た

､

核
家

族

的
構
成
を

も
つ

(

=

夫

婦
と

未
成

年
の

子
か

ら

な

る
)

家

を

意
味
す
る

こ

と
も

あ

る
｡

『

晋
書
』

食
貨
志

な

ど

に

見

え
る

客

戸
の

戸
は

最
後
の

も

の

で

あ

る
｡

な

お
､

南
土

で

は

経
済

生

活
の

単
位
が

核
家

族

的

構
成
を

も

つ

家

で

あ

る

こ

と

が

多
か

っ

た
｡

こ

れ

は
､

小

農
民
が

数
多
く

没

落
し

て

客
と

な
っ

た

こ

と

と

(

6
)

関
係
を

も

つ
｡

+

こ

の

よ

う

な
い

わ

ゆ
る

没

落
小

農
民

型
の

客

戸
と

､

衣

冠
の

族

と
し

て

の

プ

ロ

ト

客
家

(

客

家
の

先

民
)

と
は

､

一

緒
に

中

原
を

脱
出
し

て

そ

の

行
を

共
に

し
た

ば

あ

い

も

あ
っ

た

に

ち
が

い

な
い

｡

プ

ロ

ト

客
家

の

官
人
は

､

江

南
へ

移
住

し
､

東
晋

王

朝
の

支

配
機

構
の

な
か

で

そ

の

地

位
を

維
持
し
っ

つ
､

び

と

し

く

白
籍
に

つ

け

ら
れ

た

同
郷
の

小

農
民

を

佃
客

タ

イ

プ

の

客
戸
と

し
て

吸

収
し

使

役
す
る

こ

と
も

可

能
で

あ
っ

た

わ

け
で

あ

り
､

こ

の

よ

う

な

視

角

(

7
)

か

ら
､

客

家

汲

流
史
と

六

朝
支

配
期
の

客
戸
研

究
と

を

結
合
す
る

必

要
が

､

今

後
の

課
題
と
し

て

の

こ

さ

れ

る

で

あ

ろ

う
｡

(

1
)

北

人
が

魂
の

平
呉

以

前
の

西

晋
地

域
に

本

貫
を

も
つ

の

に

た
い

し
､

帝
人
が

呉
の

境
域
に

本

籍
を
も

つ

こ

と

ほ
､

越
智
重

明

氏
の

定

義
に

よ

る
｡

越
智

重

明

『

魂

晋

南

朝
の

政

治

と

社

会
』

､

吉

川

弘

文

㍊

館
､

一

九

六
三

年
､

第
二

貨

第
二

革

参
照

｡

商
人

と

北

人
の

対

立
と

同

化
の

問
題
に

つ

い

て

は
､

守

屋

美

都

雄

｢

商
人

と

北

人
+

同

氏

著

『

中

国

古
代
の

家

族

と

国

家
』

､

東
洋

史
研

究

叢
刊

之

十

九
､

一

九

六

八

年
､

第

四

章

な

ら

び

に
､

矢

野

主

税
｢

東
晋
に

お

け

る

南

北

人

対
立

問

題

-
そ
の

政

治

的

考

察

-
+

『

東
洋

史
研

究
』

二

六

巻

三

号
､

一

九
六

七

年
､

同

｢

束
晋
に

お

け
る

南
北

人

対
立

問
題

-

そ

の

社

会
的

考

察

-
+

『

史
学

媒

誌
』

七

七

編
一

〇

号
､

一

九

六

八

年
等
を

参
照

｡

(

2
)

増

村

宏

｢

黄
白

籍
の

新
研

究
+

『

東

洋

史
研

究
』

二

巻

四

号
､

一

九

四
三

年
､

越

智
重

明

｢

劉

裕

政

権

と

義

鞘

土

断
+

『

重

政

党

生

首

稀

記

念
九

州

大

学

東

洋
史

論
叢
』

､

一

九
五

七

年
､

同

『

魂

晋

南

朝
の

政

治

と

社

会
』

前

掲
､

第
二

篇
第
二

革
｡

(

3
)

矢

野

主

税
｢

土

断
と

白

籍

-
南

朝
の

成

立

-
+

『

史

学

雑

誌
』

七

九

編

八

号
､

一

九
七

〇

年
｡

(

4
)

な

お
､

ど
の

論

文
に

も

引
か

れ

る

基

本

史
料
と

し
て

､

『

晋

書
』

巻
七

五
､

苑

琵

伝

冷
に

収
め

ら
れ

た

建
議
の

全

文

を

摘
録

し
て

お

く
｡

｢

古

着
､

分

土

剖

境
､

以

益

百

姓
之

心
｡

聖
王

作

制
､

籍
無

黄

白

之

別
｡

昔
､

中

原

喪

乱
､

流

寓

江
左

､

庶

有

旋
反

之

期
､

故

許

其

挟

注

本

部
｡

自
爾

漸

久
､

人

安

其

業
､

丘

墾

墳
柏

､

皆
己

成

行
｡

錐

無

本

邦
之

名
､

而

有

安

土

之

実
｡

今

宜
正

英

封

蛋
､

以

土

断

人

戸
､

明

考

課
之

科
､

修

間

伍

之

伝
｡

難

者

必
日

､

人

各

有

桑

梓
､

俗
自
有

南

北
｡

一

朝

属

戸
､

長
為

人

隷
､

君

子

則

有

士

風
之

慨
､

小

人

則
懐
下

役
之

慮
｡

+
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)

｢

客
+

の

客

家
語

音
は

､

F

ぎ
ハ

ク
｡

ま

た
､

｢

自
+

の

古
音
が

ハ

ク
､

ビ

ヤ

ク
､

ヒ

ヤ

ク

等
で

あ

る

こ

と

は

と

も

か

く
､

客
家

現

代

語

音

は

勺
-

許

パ

タ

で

あ

る
｡

満

思

謙

ほ

か

編

『

英
客

字

典

(

E
2
G
J
-

S

エ
･

エ
A

只
只
A

D
H

C
T
I

O
Z
A
河
ぺ
)

』

光

啓
出

版

社
､

台

中
､

一

九
五

九

年
｡

(

6
)

越

智

重

明

｢

南

朝
の

国

家
と

社

会
+

『

岩

波

講

座
･

世

界

歴

史

5

･

古

代
5

･

東
ア

ジ

ア

世

界
の

形
成

Ⅱ
』

岩

波

書

店
､

一

九
七

〇

年
､

一

八

六
ペ

ー

ジ
｡

(

7
)

越

智

重

明

｢

晋

南

朝
の

戸
籍
と

客

戸
+

『

社

会

経

済

史

学
』

三

二

巻
五

･

六

号
､

一

九
六

七

年
､

浜
口

重

国

『

唐
王

朝
の

臓

人

制

度
』

東
洋

史

研

究

叢
刊

之

十
五

､

一

九
六

六

年
｡

四

客
戸
か

ら

客
家
へ

中

原
旧

王

朝
の

支

配

者

層
が

そ

の

被
支

配
民

衆
を

び

き
い

て

南

遷
す
る

､

.
と

い

う
や

や

極
端
な
イ

メ

ー

ジ

を

あ

え

て

設
定

し

た

の

は
､

た

ん

に

問
題
の

本

質
を

見
や

す

く

す
る

た

め
ば

か

り

で

は

な

く
､

実
際
に

そ

の

よ

う
な

ケ

ー

ス

が

あ
っ

た

か

ら
で

も

あ

る
｡

そ

の
一

例
は

､

故

守
屋
美
都
雄

氏
に

ょ

っ

て

活
写
さ

れ

た
､

大

原

王

(

1
)

氏
の

南
渡
の

ば
あ

い

で

あ

る
｡

詳
細

ほ

原

著
参
照
の

こ

と

と

し
て

､

こ

こ

に
一

節

を

引

き

考
え

て

お

き

た

い

問

題
が

あ

る
｡

そ

れ

は
､

王

沢

家
の

南

遷
に

つ

い

て

記
さ

れ

た

つ

ぎ
の

解

釈
で

あ

る
｡

｢

元

来
こ

の

甫

遷
は

華
北
に

お

け

る

王

氏
の

一

切
の

も
の

の

喪

失
を

意
味
す
る

ば

か

り
か

､

ま

た
一

家
を

あ

げ

て

の

移
動
は

そ

れ

自
体

非

常
な

苦

難
を

伴
ふ

も
の

で

あ
っ

た

が
､

玉

東

は

家

人

近

習

に

対

し

て

も

そ

の

憂
色

を

示

す
こ

と

な

く
､

他

家
に

さ

き

が

け
て

南
遷
を

敢
行
し
た

｡

当

時
東

晋
王

朝
は

南
遷
し

た

諸

名
家

と

の

協

力
の

形
で

､

江

南
へ

の

勢
力

扶
植
を

試
み

て

い

た

よ

う
で

あ

る
｡

し

た

が

っ

て

こ

の

時
王

朝
に

協
力

し

た

家
の

人
々

は
､

新
王

朝
の

(

2
)

下
に

お

け
る

貴
族

的
地

位
を

保
ち

得
る

に

い

た

っ

た
+

と
､

守
屋

氏
の

い

わ

れ

た

よ

う
に

､

東
晋
の

ば

あ

い

は

南
遷
に

利
が

あ
っ

た
｡

問
題
は

､

そ

の

さ

き
に

あ

る
｡

も

し

も
､

つ

っ

か

え

棒
が

と
り

除

か

れ

た

ら

ど

う

な
る

か
｡

東
晋
が

倒
れ

､

や

が

て

門

閥
の

さ

さ

え

が

効

力
を

発
揮
で

き

な

く

な
る

政

治
環
境
に

時
代

が

か

わ

っ

た

ら

ど

う
な

る

か
｡

ま

さ

に

そ

の

よ

う

な

時
代
に

､

支

配
体
制
の

外
に

斥
出
さ

れ

て
､

協
力

関
係
を

保
ち

え

た

と
し

て

も

不

安
定

な

客

分

状
態
に

立

た

さ

れ

る

旧

支

配
者
集

団
が

自
衛
の

工

夫
を

す
る

よ

う

に

な
る

で

あ

ろ

う
｡

唐
朝
支

配
の

後
半

期
に

は
､

そ

の

よ

う
な

状

況
が

沸
点
に

達
し

は

じ

め
た

の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

｡

そ

う

し

た

例
と
し

て
､

い

ま
一

つ

指

摘
し
て

お

き

た

い

の

は
､

(

3
)

か

つ

て

私
の

と

り

あ

げ
た

一

群
の

逃

戸
集

団
の

存
在
で

あ

る
｡

あ

の

開

元

末
年
以

来
の

尤
渓
県
や

江

川
や

沙
県

､

あ

る

い

は

太

平

県

お
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や

石

壁
山

､

粛
宗
期
の

四

川

漁
州

壁
山

県
に

雲

集
し

た

逃
戸
や

流

亡

民
の

動
向

を

想

起
し

､

尤
渓
の

｢

賊
高
伏
等

一

千

余

戸
+

と
い

､ 1

.

享
√

1

1

･
′

/

わ

れ

る

団

結
の

つ

よ

さ

を

考
え

て

み

る

な

ら

ば
､

牙

配
体
制
の

外

に

打
で

自
衛
し
っ

つ

軋

獄

中
か

心
か

な

ぐ

卑
す

､

村
数
ガ
の

一

端
に

ふ

れ

る

こ

と
が

で

き

る
｡

ま

た
､

そ

の

よ

う

な

状
況
の

な
か

で

中

原
に

唐
を

倒
し
て

創
建
さ

れ

た

後
染
王

朝
と

の

協
力

を
こ

こ

ろ

み

(

4
)

た

客

家

慮

氏
の

集
団
の

こ

と

も
､

同

じ

連
関
の

な
か

に

位
置
づ

け

る

こ

と

が

で

き

よ

う
｡

そ

れ

は
､

美
果
の

蜂
起
を

中
心

と

す
る

転

換
の

時

代
に

お

け
る

客

家

集
団
の

胎
動
に

ほ

か

な

ら

な
か

っ

た

の

で

あ

る
｡

た

と
え

ば
､

こ

の

客
家

産
氏
は

､

も

は

や

苑
陽
の

慮

氏

と

い

う

門

閥
の

政

治
勢
力
も

経
済
実
力

も

失
い

､

葦
南
山

地
に

展

転
と

し

つ

つ
､

か

つ

て

の

声
望

の

残
光

を

た

よ

り
に

､

そ

の

僻
地

の

貧
窮
農
民

や

小

商
人

･

手
工

業

職
人

･

鉱
夫

等
を

含
む

客
戸
層

の

結
集
の

軸
と

な
り

､

集
団

自
衛
の

道

を

追
求

し
て

い

た

の

で

あ

る
｡

そ

の

集
団
は

､

い

わ

ゆ

る

主

戸
と

し

て

唐

朝
に

つ

な

ぎ

と

め

ら

れ

て

い

た

者
に

ょ

っ

て

で

は

な

く
､

い

わ

ば

副
次

的
な

構
成

員

と

し
て

国
家

権
力
の

干

渉
を

受
け
て

い

た

客
戸
層
に

根
ざ

す
こ

と

に

ょ
っ

て
､

な
か

ば

国

家

機
構
に

ょ

り

か

か

り
､

残
光
と

は

い

え

門

閥
の

威
光
を

推
戴
し

て

成
り

立
っ

て

い

た
｡

そ

の

意
味
で

､

中

原
に

興

亡

す
る

王

朝
と

対

決
し

き

る

と
こ

ろ

ま

で

徹
底
で

き

な
か

っ

た
｡

唐
朝
支

配
の

中
期

､

宇
文

融
の

括
戸
政

策
以

来
､

国

家

制
度
と

し

て

動
き

は

じ

め

た

主

戸
･

客
戸

制
は

､

そ

の

成

立

期
に

関
す
る

か

ぎ

り
､

土

着
の

主

戸
を

主
た

る

経

済
基

盤
と

し
､

浮
動
す
る

洗

馬
の

客
戸
を

副

次

的
に

つ

な

ぎ

と

め
て

主
戸

層
の

拡

散
･

逃
亡

を

(

5
)

防
止

す
る

制
度
で

あ
っ

た
｡

こ

れ

を

継
承
し

､

整
備
さ

れ

た

両

税

制
と

か

み

合
わ

せ

て

運
用

し
た

宋
朝
は

､

そ

の

人

民

支

配
の

骨

組

を

戸
等
制
に

お

き
､

主

戸
層
の

完
全

掌
握
を

保
障
す

る

歯
止

め

と

(

6
)

し

て
､

主

戸
の

下

位
に

客
戸
を

設
定
し

た
｡

唐
･

宋
の

い

ず
れ

の

王

朝
に

と
っ

て

も
､

主

戸
な

く
し

て

は

存
立

の

基
盤
な

く
､

そ

の

主

戸
の

逃
亡

を

防
止

す
る

こ

と
が

困

難
と

な

り
､

逃
亡

民

が
一

挙

に

逃
戸
と

し
て

去
っ

て

し
ま

う
の

を

途
中
で

待
ち

か

ま

え
､

客
戸

と

し

て

プ

ー

ル

す
る

必

要
が

生

じ
た

｡

主

戸
と
い

う
城

を

守
る

た

め
に

､

客
戸
と

い

う

堀

を

つ

く
っ

た
｡

客

戸
ほ

防
波
埠
と

し

て

苛

酷
な
不

安
定

状
況
に

さ

ら

さ

れ

つ

つ

も
､

客
戸
で

あ

る

か

ぎ

り

国

家
の

求
心

力
に

吸
い

つ

け

ら

れ
､

さ

さ

や

か

な

免
税
措
置
に

ょ

っ

て

つ

な

ぎ

と
め

ら
れ

て

い

た
｡

そ

の

か

ぎ

り
､

客
戸
が

客
戸
と

し

て

国
家
を

倒
す

動
き
に

徹
す
る

こ

と
は

で

き

な
い

仕
組
み

で
､

隣

組
規
制
も

厳
し

く

加
え

ら
れ

た
｡

こ

の

よ

う
に

､

国

家

支

配
の

緩
衝

帯
と
し

て

客
戸
が

制
度
化

さ

5 4
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れ

て

い

る

こ

と

を
､

平
面
に

お

き

か

え

て

み

れ

ば
､

客
戸
の

地

理

的
分

布
が

辺

境
･

後
進
地

帯
に

厚
い

こ

と
も

偶
然
で

は

な
い

と
い

(

7
)

え

る
｡

は

じ

め

に

引
い

た

梅
県
の

例
で

､

客
戸
が

増
大

す
る

の

は
､

そ

れ

だ

け
そ

こ

に

矛
盾
が

集
中
し

､

緩
衝

機
能
を

強
化
し

ょ

う
と

す

る

政

策
努
力
が

ほ
た

ら
い

て
､

そ

れ

だ

け

多
く
の

人
口

を

客
戸

と

し
て

つ

な

ぎ

と

め
る

必

要
が

増
し

て

き

た

か

ら

で

あ

ろ

う
｡

と

こ

ろ

が
､

あ

ま

り
に

も

多
く

集
結
さ

れ

た

客
戸
は

､

量
的
な

結
集

カ
を

自
衛
力
に

転
じ
て

､

独

白
の

う
ご

き

を

は

じ

め

る

よ

う
に

な

る
｡

梅
県

は

そ

の

典
型
で

あ

り
､

こ

こ

に

い

ち

早

く
､

自
覚
度
の

高
い

客
家

集
団
が

県
ぐ

る

み

で

形
成
さ

れ

る
｡

そ

の

自
覚
の

核
に

な
っ

た

も
の

は
､

古
い

中
原
出
身
の

家

格
を

誇
る

､

幾
組
か

の

没

落
門
閥
の

同

族

集
団
で

あ
っ

た

で

あ

ろ

う
｡

以
上

､

き

わ

め

て

大
づ

か

み

に
､

客
戸
と

客
家
の

史
的
連
関
を

理

解
す
る

た

め
の

見
取

図
を

走
り

書
き

し
て

み

た
｡

ど

の

問
題
点

を

と
っ

て

も
､

そ

れ

ぞ

れ

高
度
に

専
門
的
な

詳
論
が

先

人
に

ょ

っ

て

つ

み

か

さ

ね

ら
れ

て

お

り
､

と

も

す
る

と
そ

の

一

々

の

考
証
と

論
争
の

森
に

深
入
り

し

す
ぎ
て

自
分
の

道
を

見
失

う
お

そ

れ

が

あ

る
｡

そ

う
な

ら

な
い

よ

う
に

､

と
に

も
か

く
に

も

ど
っ

ち
の

方

向

へ

､

ど

ん

な

所
で

踏
み

と

ど

ま
っ

て
､

ど

う
い

う

ぐ

あ

い

に

進
ん

だ

ら

よ

い

か

を
､

と
り

あ

え

ず
下

書
き

し

て

み

た

ま

で

で

あ

る
｡

(

1
)

守
星

美
都

雄

『

六

朝
門

閥
の

一

研

究

-
大

原

王

氏

系

譜

考

-
』

東

洋

大

学

学

術

叢
書

､

一

九

五
一

年
｡

(

2
)

同

前
､

五

七
ペ

ー

ジ
｡

(

3
)

中

川

学
｢

租
庸
調
法

か

ら

両

税
法
へ

の

転
換

期
に

お

け
る

制
度

的

客

戸
の

租

税
負

担
+

『

一

橋
大

学
研

究

年

報
･

経

済

学

研

究
1 0
』

､

一

九

六

六

年
､

八
一

-
八

七
ペ

ー

ジ
｡

本

稿
に

た
い

し
て

礪

波

護

氏

か

ら

批
判
が

な

さ

れ

た
｡

同

氏

｢

唐
の

律

令

体

制

と

字

文

融
の

括

戸
+

『

東
方

学

報
』

京

都
第
四

一

冊
､

一

九

七

〇

年
､

同

｢

両

税

法

制
定

以

前
に

お

け

る

客
戸
の

税
負

担
+

『

東
方

学

報
』

京

都

第

四

三

冊
､

一

九

七
二

年
｡

き

わ

め

て

興

味
深
い

論
点
が

盛

ら

れ
て

い

る

が
､

こ

こ

で

は
､

主

題
と

別
の

次

元
に

わ

た

る

た

め
､

あ

ら

た

め
て

別
の

機
会
に

こ

た
え

た

い
｡

(

4
)

中

川

学

｢

唐

末

梁

初

華
南
の

軍
戸

と

客

家
庭

氏
+

『

社

会

経

済

史
学
』

三

三

巻
五

号
､

一

九
六

七

年
｡

(

5
)

中

川

学

｢

唐

代
の

少

竺
戸

に

よ

る

逃
棄

田
の

保

有
+

『

一

橋
論

叢
』

五

三

尊
一

号
､

一

九

六
五

年
､

同

｢

唐
代
に

お

け
る

括

戸

実

行

方

式

の

変
化
に

つ

い

て

-
両

税

汝
的

権

衡
原

則

に

よ

る

客

戸
の

制

度

化
+

『

中

国

古

代

史
研

究

第
二
』

中
国

古

代

史
研

究

会
､

吉

川

弘

文

館
､

一

九

六
五

年

等
｡

(

6
)

柳

田

節

子

｢

末

代

国

家

権

力
と

農
村

秩

序

-
戸
等

制
支

配

と

客
戸

…
+

『

前
近

代
ア

ジ

ア

の

法
と

社

会
』

仁

井
田

陛

博

士

追

悼

論
文

集
･

第
一

巻
､

執
事

書

房
､

一

九
六

七

年
､

同

｢

郷

村
別
の

展

開
+

『

岩
波

講
座

･

世

界
歴
史
9

･

中

世
3

･

東
ア

ジ

ア

せ

界
の

展

開
Ⅰ
』

岩
波

書

店
､

一

九
七

〇

年
｡

∂5
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(

7
)

柳
田

節
子

｢

末
代

土

地

所

有
に

み

ら
れ

る

二

つ

の

塑

-
先

進

下
)

+

『

史
林
』

五

〇

巻
五

号
､

一

九

六
七

年
､

五
一

巻
一

号
､

一

九

甜

と

辺

境
+

『

東
洋
文

化

研

究

所

紀

要
』

二

九
､

一

九

六

六

年
､

同

｢

宋

六

八

年
｡

代
の

客

戸
に

つ

い

て
+

『

史
学

娃

誌
』

六

八

編
四

号
､

一

九

五

九

年
｡

佐

竹

靖
彦
｢

宋
代

四

川

萱

州

路
の

民

族

問

題
と

土

地

所

有

問
題
(

上
･

(

一

九

七

四

年

四

月
)

(

一

橋
大

学

助

教

授
)




