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唐
代
に

お

け
る

商
業
発

展
の

一

側
面

中
国
史
に

お

け

る

都
市
と

商
業
の

発
展
に

つ

い

て

考
え

る

ば
あ

い
､

私
た

ち
が

ま

ず
ほ

じ

め

に

び

も

と

き
､

い

つ

ま

で

も

く

り
か

え

し

熟
読
し
な

お

さ

ね

ば

な

ら

な
い

も

の

は
､

故
加

藤
繁
氏
の

大

著
『

支

部

経
済
史
考
証
』

上

下
二

巻
に

お

さ

め

ら

れ

た

諸

論
文
で

あ
る

､

と
い

っ

て

よ

い

で

あ

ろ

う
｡

そ

こ

に
､

緻
密
な

考
証

を

経

て

よ

み

が

え
ら

さ

れ

て

あ

る
､

滋
大

な

史
実
の

､

ど
の

一

つ

か

ら

も

反

駁
を

こ

う
む

る

こ

と

な

く
､

し
か

も
そ

れ

ら
の

す
べ

て

を
以

て

し
て

も

お

お

い

つ

く

し

え

ぬ

ま

ま
の

こ

さ

れ

た

重

要

な

史

料

を
､

み

ず
か

ら
の

研

究
の

中

核
に

す

え

置
い

て
､

そ

れ

を

こ

そ

重

要
と

観
ず
る

み

ず
か

ら
の

視
角
を
つ

ら
ぬ

き

通

す
こ

と
に

よ

り
､

同
一

.
の

主

題
に

関
す

る

あ

ら

た

な

別

個
の

歴

史
像
を

描
き

出
す
こ

中

ノ

学

と

は
､

た

し

か

に

困

難
な

作
業
に

は

ち

が

い

な
い

も
の

の
､

研
究

者
の

生

き

る

世

界
も

変
化
し

､

研

究
水

準

旦
向

ま

り

つ

つ

あ

る

今

日
､

む

し

ろ

当

然
に

し
て

必

然
の

仕
事
に

属
す
る

､

と

考
え

な

く

て

は

な

る

ま
い

｡

そ

の

当

然
の

作
業
を

､

私
は

､

客
戸
の

概
念
を

中

核
と

さ

だ

め

て
､

つ

み

重

ね

つ

づ

け
よ

う
と

考
え
て

い

る
｡

又

し
て

も

客
戸
な

の

で

あ

る

が
､

こ

の

客

戸
の

概

念
を

､

唐
･

宋
両

代
の

荘
園
の

な

か

に

封
じ

こ

め
て

お

い

て

は

な

ら

な

い
､

と
い

う

当

初
の

判

断
が

変
動
し

な
い

以

上
､

そ

の

概
念
が

､

考

え

能
う
か

ぎ
り

の

す
べ

て

の

具

象
性
を

そ

の

内

容
と

し
つ

つ

適
正

な

場
に

位
置
づ

け

ら

れ

る

ま

で

は
､

同

じ

主

題
を

異
な

る

面
か

ら

掘
り

さ

げ
つ

づ

け

る

ほ

か

は

な
い

｡

そ

の

よ

う

な

意
味
に

お

い

て
､

｢

客

家
+

と
か

｢

流
庸
+

と
か

㍑
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の

表
現

を

介
し
て

､

客
戸
の

実
体

を

よ

み

と

ろ

う
と

こ

こ

ろ

み

つ

つ

あ

る

作

業
の

一

環
と

し

て
､

こ

こ

で

ほ
､

唐
代
に

お

け

る

｢

浮

食
+

と
い

う

史
料
用
語
の

な

か

み

を

た

ず
ね

て

そ

の

社

会

経
済

史

的
背
景
に

ち

か

づ

く

努
力
を

し

て

み

た

い

の

で

あ

る
｡

そ

う

す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

唐
代
に

お

け
る

都
市
と

商

業
の

す
が

た

を
､

商

業
発
展
の

一

つ

の

担
い

手
の

動
向
と
い

う
一

側
面
か

ら
､

照
ら

し

だ

し
て

､

｢

荘
園
+

概

念
そ

の

も

の

を

再

構
成

す

る

い

と

ぐ

ち
を

つ

か

ん

で

お

き

た

い
､

と

考
え
る

｡

二

唐
会

要
巻
八

五
･

逃
戸

･

天
宝

八

載
正

月

勅
に

､

｢

流
庸
之

輩
(

1
)

は

漸
く

亦
た

帰

復
す

る

も

浮
食
は

未
だ

還
ら

ず
+

と

あ

り
､

流
庸

と

区

別
盲

れ

る

別

種
の

客

戸
の

存
在
形

態
と

し

て

｢

浮

食
+

の

語

が

用
い

ら
れ

て

い

る
｡

こ

の

よ

う
に

流
庸
か

ら

区

別

さ

れ

る

浮
食

と

は
､

ど

の

よ

う
な

も

の

な

の

で

あ

ろ

う
か

｡

こ

の

間
い

に

答
え

て

く

れ

る

史
料
の

一

つ

と

し
て

､

旧

居

書

巻
一

四
･

惹

宗

本

紀

上
･

元

和
五

年
(

∞

-

○

)

六

月
の

中

書
門

下

奏
言
に

よ

れ

ば
､

国
家

､

天

宝

自
り

己

後
､

中

原
に

兵
を

宿
し

､

見
在
の

軍

士
の

使
う

可

き

者

ほ

八

十

余

万
､

其

の

余
は

､

浮
し

て

商
版

を

為

レ
､

度
し

て

僧
道
と

為
り

､

色

役
に

庶
入

し
､

貞
桑
に

帰

せ

ざ

る

者
､

又

十
に

五

六

有
り

｡

則
ち

是
れ

天

下
は

､

常
に

三

分
の

湖

労
筋
苦
骨
の

人

を

以
て

､

七

分
■の

坐

衣

待
食
の

輩
に

奉
ず

｡

と

あ
っ

て
､

｢

浮
し
て

商
販
を

為
す
+

こ

と

が

挙
げ
ら

れ

て

い

る
｡

浮
食
の

古
典
的

用

例
を

た

ず
ね

れ

ば
､

漢
書
巻
二

四

下
･

食
貸
志

下

お

よ

び

史
記

巻
三

〇
･

平

準
書
に

､

元

狩
四

年
(

ロ
や

出
C
)

､

大

農
塩

鉄
丞
の

孔

僅
･

成
陽
が

塩
の

国
家

管
理
を

提
議
し

た

上

言
の

0

0

0

0

0

な

か

で
､

｢

浮

食
の

奇
民

､

捏
に

山

海
之

貨
を

管
し
て

以

て

富

羨

を

致

し

細
民

を

役
利
せ

ん

と

欲

す
+

と
い

っ

て

い

る

｢

浮

食
の

奇

民
+

と
い

う

用
例
が

あ

り
､

滝
川

氏
の

史

記

会

注

考

証

に

よ

れ

ば
､

｢

奇
民

と

は
､

寄
邪
の

民
な

り
+

と
さ

れ
､

ま
た

､

加
藤
繁

氏

が

｢

浮

食
の

奇

民
は

､

着
実
な

る

生

活

を

為

さ

ざ

る

不

正

な

る

民
｡

主

と

し
て

商
人
を
い

ふ
+

と

訳

話
さ

れ

る

ご

と

く
､

商
人
の

こ

と

を

い

う
｡

ち

な
み

に
､

漢
書

食
貨
志

上
･

亀

錯
の

上

言
に

､

｢

商
貿
の

大

な
る

者
は

積
貯
し

て

息

を

倍
し

､

小
な

る

者
は

列
に

坐
し

て

販

売
し

､

其
の

奇
最
を

換

り
､

日

び

都
市
に

渉
ぶ
+

と

あ

り
､

顔
師
古

ほ

｢

師
盲
日

く
､

行
売
す

る

を

商
と

日

い
､

坐

販
す

渇

を

質
と

日

う
｡

+

｢

師

盲
日

く
､

奇
鼠
と

は
､

余
財
有
り

而
し

て

奇
異
之

物
を

蓄

来

す
る

を

謂
う

｡

一

説
に

､

奇
と

は

残
余
の

物
を

･

謂
う

也
+

と

注

し
て

お

り
､

大

商
人

は

高
利

貸
を
い

と

な

ん

で

利

息
を

と

り
､

小

商
人
は

市

内
の

商
店
街
に

坐

し
て

販
売
し

て

利
潤
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を

あ

げ
､

都
市
に

溝
ぶ

の

で

あ
る

｡

い

い

か

え

れ

ば

｢

浮
食
+

ほ

｢

洪
食
+

と

も

表
現

さ

れ

る

の

で

あ

り
､

や

は

り

漢
書

食
貨
志

上

の

質
誼
の

上

言
に

､

｢

今
､

民
を

散
り

､

而
し
て

之

れ

を

急
に

帰

し
て

皆
な

着
け
る

に

本
に

於
て

し
､

天

下
を

し

て

各
お

の

其
の

力

0

0

0

0

0

0

を

食
し

､

末
枝
防
食
之
民

を

転
じ
て

南
晦
に

縁
ら

し

め

れ

ば
､

則

ち

畜
横
尾
り

て

而
し

て

人

其
の

所
を

楽
し

ま

ん
+

と

い

い
､

末
枝

の

業
た

る

商
業
に

よ

っ

て

生

活
す

る

民

を

批
判

し
て

い

る
｡

同
じ

ょ

う
に

､

唐
大

詔

令
集
巻

一

一

一

･

田

貞
･

｢

置

勧
農

便

安

撫
戸

口

詔
+

(

開

元
一

二

年
五

月
)

は
､

頃
歳
己

来
､

棺
や

豊

稔
す
る

と

雄
も

､

猶
お

地
に

遺
利
有
ら

ん

0

0

0

0

こ

と

を

恐

る
｡

人
は

多
く

業
を

廃
し

､

溝
食
之

徒
は

未
だ

尽
く

は

帰
ら

ず
､

生

穀
之

噂
は

未
だ

均
し

く

は

墾
せ

ず
｡

と
い

い
､

｢

浄
食
之

徒
は

未
だ

尽

く
は

帰
ら

ず
+

と

指
摘
し
て

い

る

点
､

天
宝
八

載
正

月

勅
に

い

わ

ゆ
る

｢

浮
食
ほ

未
だ

還
ら

ず
+

と

同

義
で

あ

る
｡

離

農
し
て

雇
庸
労
働
に

つ

い

た

｢

流
庸
+

ほ

条
件

さ

え
と

と
の

え

ば

帰
点
し
て

く
る

の

で

あ

る

が
､

離
農
し
て

商
人

化

し
た

も
の

は
､

な

か

な
か

帰
農
し
な

い
､

と
い

う
の

で

あ

る
｡

そ

の

よ

う
な

浮

食
の

徒
と

し
て

の

商
人
が

荘
園
の

な

か

の

客
坊

に

住
ん

で

い

る

こ

と

も

あ
っ

た

例
と

し
て

､

よ

く

知
ら

れ

て

い

る

太

平

広
記
巻

一

六

五
･

著

者
･

王

里
の

話
が

あ

る
｡

そ

の

大
意
ほ

こ

う
で

あ

る
｡

天

宝

年
間
の

こ

と
､

相

州

灘
城
に

住
む

王

曳
な
る

ヽ

者
は

､

児
女

に

め

ぐ

ま

れ

ず
､

妻
と
二

人

ぐ

ら

し
で

､

財
富
を

た

く

わ

え
､

そ

の

粟
の

蓄

積
は

一

万

斜
に

も

お

よ

ぶ

ほ

ど

で

あ
っ

た
｡

そ

の

筈

裔
節
倹
ぶ

り

の

す
さ

ま

じ
い

こ

と
､

ふ

る

く

な
っ

た

食
物
を

す
こ

し

し

か

食
べ

な
い

､

と
い

う
ほ

ど

で

あ
っ

た

が
､

そ

の

荘
宅
は

き

わ

め

て

広
大
で

､

客
を

二

百

余
戸
も

擁
し

て

い

た
｡

あ

る

日
､

客
坊
を

巡

視
し

て

い

た

三

豊

は
､

ふ

と
一

人
の

客
が

食

事
を

と

ろ

う

と

し
て

い

る

の

を

目
に

し
た

｡

そ

の

お

皿

に

は

豪
勢

な
ご

馳

走
が

た
っ

ぷ

り

盛
ら

れ

て

い

る
｡

不

思

議
に

思
っ

て
､

そ

の

仕
事
を

た

ず
ね

た

と

こ

ろ
､

客
ほ

､

た

だ

洗

粉
香
薬
を

売
っ

て

い

る

だ

け
で

す
よ

と

答
え

た
､

と
い

う

話
で

あ

る

が
､

客
坊
に

住

む

荘
客
の

な

か

に

は
､

こ

の

よ

う
に

商
人

的

存
在
の

も
の

も

い

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

玉

里
の

荘
宅
は

､

相

州
都
城
の

市
の

中
に

あ

っ

た

と

考
え

ら

れ
､

そ

の

客

坊
に

住
む
二

百
戸
の

客
と

王

曳
と

の

関

係
は

､

こ

れ

だ

け
で

ほ

不

詳
で

あ

る

が
｢

粟
を

積
む
こ

と

万

斜
に

至
る

に

近

し
+

と
い

う
か

ら
に

は
､

そ

の

蓄
積
を

も

と
で

と

し
て

倍
息
の

い

と

な

み

を

し
て

い

た

の

で

あ

り
､

そ

の

利
息
に

よ

っ

て

広
大
な

荘
宅

を

築
い

た

の

で

あ

ろ

う
｡

そ

し

て
､

そ

こ

に

居
停
さ

せ

る

｢

客
二

百
余

戸
+

の

な
か

に
､

井
粉
香
薬
の

販

売
商
人
が

ふ

】

∂

く

ま
れ

て

い

る

と

な

る

と
､

そ

の

よ

う
な

客
か

ら
､

宿
泊
費
な

り
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家

賃
を

徴

収

す
る

､

と

い

う
こ

と

も

考
え

ら
れ

る

の

で

あ
っ

て
､

広
大

な

荘

宅
の

維
持
経

営
じ

た

い

商
業
的
に

い

と
な

ま

れ

た

可

能

性
も

あ

る
｡

も
し

そ

う

で

あ

る

と

す

れ

ば
､

こ

の

王

里
の

｢

荘

宅
+

は
､

す
で

に

邸

店
と

同

様
の

実
質
を

そ

な

え

つ

つ

あ

る

こ

と

に

も

な

る

で

あ

ろ

う
｡

勿
論

､

こ

の

ば

あ

い

に

は
､

王

里
が

そ

の

客
に

む

か
っ

て

｢

里
､

其
の

業
を

問
う

､

客
云

わ

く
､

唯
だ

嫌
粉

香
薬
を

売
る

の

み
､

と
+

と

い

う

問
答
を

し

て

い

る

く

ら
い

で

あ

る

か

ら
､

そ

の

客
は

王

盟
の

荘
宅

客
坊
を

足

場
に

し
て

外
で

商
売

を

し
て

い

る

か
､

あ

る

い

は

荘
宅

内
の

同

客
を

も

顧
客
に

し

て

い

る

に

と
ど

ま

り
､

客
坊

が

店
に

は

な
っ

て

い

な
い

で

あ

ろ

う
｡

し

か

し
､

こ

の

客
は

､

こ

の

客
坊
に

定

着

し
っ

づ

け

る

と

は

か

ざ

ら

な
い

｡

む
し

ろ
､

｢

佑

客
は

住
着
す
る

な

く
､

身

を

利

す

る

有
れ

(

2
)

ば

則
ち

行

く
+

と
い

う
一

般
的

傾
向
の

よ

う
に

､

浮
動
的

な

も

の

と

考
え

ら
れ

よ

う
｡

そ

し

て

実
は

浮
動
的
に

移
動
す
る

の

で

な

く

て

は

存
立

し

え
な

い
､

と
い

う

泰
悼
も

あ
っ

た

と

考
え

ら

れ

る

の

で

あ

る
｡

た

と

え

ば
､

太

平

広
記

巻
三

四

六
･

孟

氏
に

､

蒲
湘

録
を

引

用

し

て
､

○

揚
州
の

万

貞
ほ

､

大

商
な

り
｡

多
く

外
に

在
っ

て
､

財
宝
を

運

0易
し

､

以

て

商
を

為
す

｡

と
い

う
よ

う
に

､

運
搬
し

て

交
易

す
る

こ

と

を

特

徴

と

し

て

お

ぉ
っ

J

り
､

ま

た
､

同

書
巻

一

七

二
･

麿

硯
に

､

唐
閲
史
を

引

用
し

て
､

佑
客

王

可

久
な

る

者
有
り

､

菅
朕
の

室
に

し
て

､

歳
に

署
を

江

.

渦
の

問
に

於
て

驚
ぎ

､

常
に

豊

か

な
る

利
を

獲
て

帰
る

｡

と

あ

り
､

河

南
の

人
で

あ

る

王

可
久
も

､

江

湖
へ

客
商
と

し

て

お

も

む

く
こ

と

に

よ

っ

て

｢

利
を

獲
て

帰
る
+

こ

と

が

可

能
に

な
っ

て

い

る
｡

さ

ら

に
､

材
木
商
人
の

例
で

あ

る

が
､

同

じ

く

太

平

広

記

巻
三

五

四
･

徐
彦
成
に

引

く

稽
神

録
に

､

軍

吏
徐

彦
成

は
､

恒
に

木
を

市
う
こ

と

を

業
と

す
｡

丁

亥
の

歳
､

信
州
の

油
口

場
に

往

く
に

､

木
の

市

う
可

き

も

の

無
く

､

舟
に

泊
す

る

こ

と

之

を

久

し

く

す

る

う

ち
､

一

晩
､

少

年
有

り
､

…

…

日

く
､

吾
､

木
有
り

て

山

中
に

在
り

､

明

ら
か

に

当

に

出
さ

し

む
べ

し
､

と
｡

居
る

こ

と
一

､

二

日
､

果
し
て

材
木

の

大
い

に

至

る

有
り

｡

良
に

し
て

価
親
し

｡

市
易

既
に

畢
り

､

往
き

て

少

年
に

辞
す

｡

少
年
ま
た

大

杉
板
四

枚
を

出
だ

し
て

日

く
､

さ

き

の

木
は

､

吾
が

売
る

所
に

し
て

､

今
は

此

れ

を

以

て

君
に

贈
ら
ん

｡

呉
に

至
っ

て

当
に

菩
提
を

獲
べ

し
､

と
｡

彦
成

廻
っ

て
､

始
め

て

秦
准
に

至
る

｡

呉

帥
の

組

に

会
い

､

杉
板
を

′

納
め

て

棺
を

為
る

｡

材
の

尤
も

異
な
る

を

以
て

､

銭
数
十

万

を
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獲
た

り
′｡

彦
成

大
い

に

珍
玩

な

る

も
の

を

市
い

､

復
た

油
口

に

往
き

､

以

て

少

年
に

酬
い

､

少

年
ま

た

与
に

交
易

す
｡

是
の

如
へ

だ

く
に

し
て

三

た

び

往
き

､

頗
る

其
の

利

を

獲
た

り
｡

一

歳
を

問

て

て

復
た

之

れ

に

詰
る

｡

と
い

う
よ

う

な
､

徐
彦
成
に

み

ら

れ

る

遠

隔
地

域
問
の

商
業
の

成

立

し

う
る

可

能
性
が

あ

っ

た
､

と
い

え

よ

う
｡

(

1
)

拙

稿

｢

唐

代
の

『

流

庸
』

に

つ

い

て
+

(

『

東
洋

史

研

究
』

二

六

ノ

二
､

一

九

六

七
)

｡

(

2
)

元

氏

長

慶
集

巻
二

三
･

信

者

彙
｡

な

お
､

鞠

清

遺

著

六

花

謙

哉
･

岡

本

牛
一

訳

『

唐

代

経

済

史
』

(

一

九

四
二
)

一

〇

九

頁

参
照

｡

三

遠

隔

地

域

間
の

商
業
が

成

立

す
る

た

め

の
一

条

件
と

し
て

､

物

資
の

局
地

的

偏
在

と

物

価
の

地

域
的
格
差
と

い

う

問

題
に

つ

い

て

考
え

る

こ

と

も

必

要
と

な
る

で

あ

ろ

う
が

､

そ

の

ば

あ

い
､

た

だ

ち
に

想

起
さ

れ

検
討
を

要
す
る

こ

と
は

､

唐
代
に

お

け
る

常
平

倉

の

存
在

と

そ

の

地

域
別

分

布
で

あ

る
｡

唐
朝
は

政

権
樹
立
の

直
後

､

高
祖
の

武
徳
元

年
(

巴
∞

)

九

月
二

十
二

日

に
､

｢

宜
し

く

常
平
監

官
を

置
き

て

以
て

天

下

之

貨
を

均

(

l
)

し

く

す
べ

し
+

と

の

詔

勅
を

発
し
て

い

る
｡

そ

の

後
､

貞
観

十

三

年

十

二

月
､

詔
し

て
､

雑
･

相
･

幽
･

徐
･

斉
･

芹
･

秦
･

蒲

等
の

州
に

於
て

常
平

倉
を

置
く

｡

(

2
)

と

さ

れ
､

太

宗
貞

観
十
三

年
(

巴
3

に
､

河

南

省
の

雑
･

相
､

河

北

省
の

幽
､

江

蘇
省
の

徐
､

山

東
省
の

斉
､

山
西

省
の

井
･

蒲
､

甘

粛
省
の

秦
､

あ

わ

せ

て

八

州
に

常
平

倉
が

置
か

れ
､

高
宗
の

永

徴
六

年
(

巴
G
)

八

月
二

十

九

日

に

は
､

｢

京
の

東
西
二

市
に

常

平

(

3
)

倉
を

置
き
+

､

顕
慶
二

年
(

a
O

十
二

月
三

日

に

は
､

｢

京
の

常
平

(

4
)

倉
に

常
平
署
官
員
を

置
く
+

こ

と

に

な
り

､

黄
河

流
域
の

八

州
お

よ

び

長

安
の

東
西

両

市
に

常
平

倉
が

開
設
さ

れ
､

と

く
に

長

安
に

は

常
平
署
官
員
が

置
か

れ

て

そ

の

管
理
に

あ

た

っ

た
｡

そ

の

他
の

地

域
､

と

く
に

江

南
地

方

に

は
､

開
元

初
年
に

い

た

る

も

な

お

常

平

倉
が

開
設
さ

れ

て

お

ら

ず
､

そ

の

理

由
は

､

開
元
二

年
九

月

戊

申
､

勅
す

｡

歳
稔
り

て

虔

を

傷

め

る

を

以

て
､

諸

州

を

し
て

常

平
倉
の

法

を

修
め

し

む
｡

江
･

嶺
･

准
･

新
･

餅
南
の

地
は

､

下

湿
に

し

て

貯
積
に

堪
え

ず
､

此

の

例
に

在
ら

ず
｡

(

5
)

と
い

う
よ

う
に

､

下

湿
と

い

う
地

理

的

条
件
を

克
服

し
て

貯
積
を

可

能
に

す
る

技
術
が

開

発
さ

れ

て

い

な

か
っ

た

か

ら
に

す
ぎ

な
い

の

で

あ
っ

て
､

貯
蔵
技

術
の

改

良
が

お

こ

な

わ

れ

さ

え

す
れ

ば
､

低
湿
地

と

い

え

ど

も

長

江

流
域
に

も

常
平
倉
を

開
設

す
る

必

要
ほ

3 3 7
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あ
っ

た

に

ち
が

い

な
い

｡

な
ぜ

な
ら

ば
､

そ

の

五

年
後
に

は
､

開
元
七

年
､

関
内

･

隠
右

･

河

東
･

河

南
･

河

北
の

五

道
､

及

び

剤
･

揚
･

塞
･

垂
･

綿
･

益
･

彰
･

萄
･

資
･

漢
･

剣
･

茂

等
の

州
に

勅
し

て
､

並

び

に

常

平

倉
を

置

か

し

む
｡

其
の

本

は
､

上

州
は

三

千

貫
､

中

州

は

二

千

貫
､

下

州

は
一

千

貫

と

す
｡

坪
す
る

毎
に

本

利
と

正

倉
帳
と

を

具

し

て

同

じ

く

申
せ

よ
0

(

6
)

と
い

う
ご

と

く
､

港
南
遣
(

楊

州
)

･

山

南

道
(

剤
･

裏
･

憂
)

･

剣

南
道
(

益
･

資
･

彰
･

濁
･

綿
･

剣
･

漠
･

茂
)

各
地
に

も

常
平

倉
が

置
か

れ

た

か

ら
で

あ

る
｡

む
し

ろ
､

長
江

流
域
に

お

け
る

常
平
倉

の

必

要
性
が

漸
増
し
っ

つ

あ
っ

た
､

と

も

考
え

ら
れ

る

の

で

あ
っ

て
､

安
史
の

乱

後
に

な
る

と
､

常
平
倉
は

長

安
･

洛

陽
の

南

都
と

長
江

流
域
に

重

点

的
に

配

置

す
る

こ

と

が

主

張
さ

れ

る

よ

う
に

さ

え
な
っ

た
｡

す

な

わ

ち
､

徳
宗
の

建
中

元

年
､

遊

資
の

上

言
に

､

軍
興
り

て

よ

り

常
平
倉
廃
れ

て

三

十

年
に

垂

ん

と

す
｡

凶

荒
に

あ

は

潰
敬
し

､

蓉
死
し

相

食
む

も

の

勝
げ
て

紀
す
る
ぺ

か

ら

ず
｡

陛
下

位
に

即
き

､

京
城
の

両

市
に

常
平
官
を

置
き

た

れ

ば
､

頻

年
雨

少

し

と

雄
も

､

米
は

騰
貴
せ

ず
｡

推
し
て

之
れ

を

広
む
べ

し
｡

宜

し

く

布
南
を

も

兼
ね

儲

う
ぺ

し
｡

請

う
､

南

都
･

江

陵
･

成

都
･

揚
･

汗
･

蘇
･

洪
に

於
て

常
平

軽
重
の

本

銭
を

置

き
､

上
は

百

万

婚
に

至

り
､

下

は

十

万

婚
に

至

り
､

米
菓
布

島

湖

糸
麻
を

積
み

､

貴
な

れ

ば

則
ち

価
を

下

げ
て

之
れ

を

出
し

､

賎

な

れ

ば

則
ち

佑
を

加
え

て

之
れ

を

収

め

ん
｡

(

7
)

と

述
べ

ら

れ

て

い

る

よ

う
に

､

藩
鏡
の

勢
力

を
お

さ

え

て

直

轄
支

配
下
に

つ

な

ぎ

と

め

て

い

る

両

都
と

長

江

流
域
に

お

け
る

物
価
の

安

定
を
｢

唐
朝
は

常
平

倉
に

よ

っ

て

確
保
し

ょ

う

と

こ

こ

ろ
み

た

の

で

あ
る

｡

し
か

し
､

常
平

倉
の

具
体

的

な

運

用
は

､

か

な

ら

ず
し

も

現

実

の

経

済

的

要
請
に

こ

た

え

る

よ

う

な
か

た

ち
で

は

実
施
さ

れ

な
か

っ

た

と

考
え

ら

れ

る
｡

す

な

わ

ち
､

す
で

に

今

堀

誠
二

氏
に

よ

っ

(

8
)

て

あ

き

ら
か

に

さ

れ

て

い

る

ご

と

く
､

唐
代
の

常
平
倉
は

､

物

価

の

時
間
的

な
い

し

季
節

的

変
動
を

､

そ

の

貯
穀
の

オ

ペ

レ

ー

シ

ョ

ン

に

ょ
っ

て

調

整

し
､

｢

常
平
+

を

実
現

し
ょ

う

と
し

た

の

で

あ
っ

て
､

物

価
の

空

間

的

な
い

し
地

域
的
格
差

を
､

全

国
各
地

の

常
平

倉
間
の

貯
穀
の

融
通
に

よ

っ

て

調

整
す
る

こ

と

は

お

こ

な

わ

れ

て

い

な
か
っ

た

の

で

あ

る
｡

国

家

財
政

制
度
の

う

え
で

重

安
な

府

州
に

設

置
さ

れ

た

常
平
倉

が
､

そ

の

分

布
は

全

国
に

わ

た

り

な
が

ら
も

､

各
常
平

倉
間
の

連

絡
を

欠

き
､

し
た

が
っ

て

物

価
の

地

域
的

格
差
を

調

整
す

る

機

能

を

果
た

さ

ず
､

ほ

と

ん

ど

専
ら

物

価
の

季
節
的

変
動
を

各
常
平

倉
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ご

と
に

そ

の

管
轄
地

域
内
の

み

に

お

い

て

調

整
す
る

に

と

ど

ま
っ

て

い

た
､

と
い

う
こ

と

は
､

あ

く

ま
で

も

制
度
と

し

て

の

問
題
な

の

で

あ
る

｡

制
度
の

枠
組
み

が

こ

の

よ

う
な

一

面

性
を

つ

よ

く

も

っ

て

い

る

こ

と

と
､

現

実
に

物
価
の

地

域
的
樽
差
が

存
在
し

た

か

香
か

､

存
在

し
た

と

す
れ

ば

そ

の

地

域
的
格
差

を
よ

り
ど
こ

ろ

と

す

る

遠

隔
地

商
業
が

ど

の

よ

う
に

展
開
し

た

か
､

と

い

う
こ

と

は

ま

た

別
の

問

題
な
の

で

あ
っ

て
､

い

い

か

え

る

な

ら

ば
､

さ

き

に

引
い

た

太

平

広
記
の

材
木
商
人

徐
彦
成
や

揚
州
の

大
商
万

貞
あ

る

い

は

河

南
の

佑
客
王

可

久
の

例
に

み

る

ご

と

き
､

遠
隔
地

域
間
の

商
業
が

成
立

す
る

の

は
､

物
資
の

局
地

的

偏
在
と

物
価
の

地

域

的

格
差
が

現

実
に

存
在
し

て

お

り
､

し
か

も
､

そ

の

偏
在
な

り

蒋
差

な

り

を

国
家

直
営
の

常
平
倉
が

制
度
と

し
て

調

整
し

え

な
い

で

い

る

か

ら
こ

そ
､

私
的
な

商
人
の

｢

運

易
+

に

よ

る

遠

隔
地

商
業
が

な

り

た
っ

て

く
る

こ

と

に

な

る

の

で

ほ

あ

る

ま
い

か
｡

国
家

制
度
と

し
て

の

常
平
倉
に

依
存
せ

ず
に

､

し
か

も

国

家
の

側
が

､

こ

の

よ

う
な

物
価
の

地

域
的
椅
差
に

着
目

し
て

行
動
し

た

例
は

す

く
な

く

な
い

｡

た
と

え
ば

､

劉
鼻
は

､

諸

道
各
お

の

知
院
官
を

置
き

､

毎
旬
月
に

州

県
の

雨

雪
豊

款
の

状
を

具
し

て

便
司
に

白
さ

し

め
､

豊

な
れ

ば

則
ち

貴
招
し

､

歎

な
れ

ば

則
ち
餞

探
す

｡

或
は

紛
糾

以

や

秒
針
即

斯
か

や

官
用
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

供
し

､

及

び

豊
処
に

於
て

之
れ

を

売
る

｡

と
い

う
よ

う

に
､

豊
作
の

ば
あ

い

に

ほ

穀
価
が

低
下

す
る

か

ら

高

く

買
入

れ
､

凶

作
の

ば

あ

い

に

は

穀
価
が

騰
貴
す

る

か

ら

貯
穀
を

安
く

売

出
し

て
､

物
価
の

平
準
を

促
す
の

み

な

ら

ず
､

豊
作
の

地

域
へ

運
ん

で

売
り

出
し

利
益

を

は

か

る

こ

と

も

お

こ

な
っ

た
｡

そ

の

た

め
に

は
､

全
国

各
地
の

物
価
変
動
に

通

暁
し
て

い

な

け

れ

ば

な

ら

ず
､

曇
は

精
力

あ

り
､

機
智
多
し

､

有
無

を

変
通

し
て

曲
さ

に

其
の

妙
を

尽
く

す
｡

常
に

厚
直
を

以

て

善
く

走
る

者
を

募
り

､

置
遁

0

0

0

0

0

相

望
み

､

四

方
の

物
価
を

脱
報
す

｡

遠
方

と

雄
も

数
日

な

ら

ず

し
て

皆
な

便
司
に

達

す
｡

食
貸
軽
重
の

権
は

悉

く

刺
し
て

掌
握

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に

在
り

｡

国
家

ほ

利

を

獲
て

天

下
に

は

甚

貴
甚
購
の

憂
な

し
｡

と
い

う
よ

う
に

､

｢

天
下

に

は

甚

貴
甚

餞
の

憂
+

が

元

来
あ
っ

た

の

で

あ

る

が
､

劉
暑
が

全

国
各
地
の

四

方
の

物
価
情
報
を

す

早

く
つ

か

ん

で

対

処

し
た

た

め

に
､

平

準

化
が

お

こ

な
わ

れ
､

国
家

が

利

(

9
)

益

を

獲
る

こ

と

も
で

き

た

の

で

あ

る
｡

商
業
交

易
の

可

能

性
を

劉

畳
は

国

家

財
政
の

た

め

に

利
用
し

た

の

で

あ
っ

て
､

私

的
な

遠
隔

地

商
人
の

活

動
の

場
も
こ

の

よ

う
な

か

た

ち
で

潜
在
し
て

い

た

の

で

あ

ろ

う
｡

唐
末
に

い

た

れ

ば
､

こ

の

よ

う
な

商
人
の

活

動
は

か

え
っ

て

国

3 3 9
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家

に

よ
っ

て

奨
励
さ

れ

る

よ

う
に

さ

え

な

る

の

で

あ

っ

て
､

た

と

え

ば
､

大

和
八

年
八

月

戊

申
､

詔
し

て

日

く
､

歳
に

は

款
穣
あ

り
｡

穀

ほ

か

に

は

貴
購
あ

り
｡

其
の

軽
重

を

権
り

て
､

通

流
せ

し
む
べ

し
｡

た

止

だ

災
を

救
う
の

み

に

非
ず

､

亦

た

為
に

物
を

利
せ

ん
｡

同

州

の

諸

県
よ

り

河

中
･

曹
･

緯
･

京
の

西

北
に

至
る

ま
で

､

豊
熟

0

0

0

0

0

0

0

の

処
に

て

は

宜
し

く
近

京
の

諸

道
を

し
て

､

商
の

輿
販

を

許

し
､

往

来
止

過
す
る

を

得
ず

｡

(

1 0
)

と

い

う
よ

う
に

､

豊
作
で

穀
物
の

安

価
な

地

域
か

ら

不

作
で

穀
物

の

高
価
な

地

域
へ

の

商
人
の

往
来

を

公

認

し
､

そ

れ

に

よ
っ

て

｢

常
平
+

を

実

現
し

ょ

う
と

し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

も

し

も
､

商

人
が

往

来

し

な

く
な

る

と
､

つ

ぎ
の

よ

う

な

事

態

が

生

じ

て

く

る
｡

大

和
三

年
九

月
､

詔
す

｡

河

南
･

河

北
の

諸

道
､

頻
年
水

草
あ

り
｡

重

ぬ

る

に

兵

役
を

以
て

し
､

徐
沖
の

管
内

水

溶
に

遭
う

｡

聞

く
が

如
く

ん

ば
､

江

准
の

詔

郡
は

所
在
に

豊
稔
に

し

て
､

甚

膿
に

困
し

み
､

貞
を

傷
め

る

こ

と

を

免
れ

ず
｡

州

県
の

長

吏
､

0

0

0

0

0

0

0

0

0

苛
も

白
か

ら

便
な

ら

ん

こ

と

を

思
い

､

条

約
し

て

界
を

出
で

し

0

0

0

0

0

0

0

め

ず
､

厳
模
の

詔

条
を

遅

く
る

な

し
と

雉
も

､

商

旅
通

ぜ

ず
､

0

0

0

0

0

0

0

0

0

米
価
懸

か
っ

て

異

な

り
､

水

草
の

処
を

し
て

種
食
の

資
無
か

ら

し

む
｡

(

]
)

と
い

う
ご

と

く
､

州

県
の

利
己

的

閉
鎖
性
の

弊
害
が

表

面

化
し

､

商
旅
の

往

来
が

停
止

す
る

た

め

に

地

域

的
格
差
が

激
化

す
る

こ

と

に

な
る

｡

こ

れ

が

い

わ

ゆ

る

閉
紹
の

弊
で

あ
っ

て
､

唐
会

要
巻
九

〇
･

閉
繹
の

条
を

見

れ

ば
､

閑
元
二

年
以

来
､

か

さ

ね

て

閉
確

禁

(

1 2
)

止

令
が

発
せ

ら
れ

て

い

る

こ

と

漣

知
り

得
る

の

で

あ

る
｡

(

1
)

唐
大

詔

令
集

巻

二
一

･

平

濯
､

冊

府

元

亀

巻

五

〇

二
･

常

平
｡

唐

大

詔

令

集
は
こ

の

詔

を

武

徳

九

年

九

月

と

す

る

が
､

｢

冊

府

元

亀
に

よ

れ

ば
､

｢

武

徳

五

年
十
二

月
､

常

平

監

官

を

廃

す
+

と

あ

り
､

又
､

旧

暦

書
･

新

唐

苔

お

よ

び

賢
治

通

鑑
等
に

よ

れ

ば
､

高
祖

が

秦
王

世

民
に

譲
位

し

た
の

は

武

徳

九

年
八

月

の

こ

と

で

あ

る

か

ら
､

同
九

年
九

月
に

高
祖

が

常

平

監

官
を

置
く
と

い

う

大

詔

令
集
に

は

従
い

難

く
､

冊
府

元

亀

に

従
っ

て

武

徳
元

年

九

月
と

考
え

る
｡

な

お
､

旧

唐

書
巻
四

九
･

食
貸

志
二

､

唐

会

要
巻

八

八
･

倉
及

常

平

倉

は
､

常
平

監
で

ほ

な

く

常
平

倉
と

す
る

｡

今

堀

誠
二

氏
が

説
か

れ

る

ご

と

く
､

こ

れ

は

常

平

監

が

正

し
い

と

考

え

ら
れ

る
｡

同

氏

｢

支

部

中

世
の

常

平

倉
+

(

『

歴

史
』

一

七

ノ
一

〇
･

一

二
､

一

八
ノ

二
､

一

九
四

二
･

四

三
)

参
照

｡

(

2
)

唐

会

要

巻
八

八
･

倉
及

常

平

倉
､

冊

府

元

亀

巻

五

〇

二
･

平

羅
･

常

平
｡

(

3
)

唐

会

要

巷
八

八

は

｢

京

東
二

市
+

と

す
る

が

冊

府

元

亀
巻
五

〇

二

に

従
っ

て

｢

京

東
西
二

市
+

と

考

え
る

｡

(

4
)

冊

府

元

亀

巻
五

〇
二

は

｢

京

西

常

平

倉
+

と

す
る

が
､

唐

会

要

3 4 0
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巷
八

八
に

従
っ

て

｢

眉

常

平

倉
+

す

な

わ

ち

長

安
の

東

西

両

市
の

常

平

倉
と

考

え
る

｡

(

5
)

資
治

通

鑑

巻
二

二
一

｡

(

6
)

冊

府

元

亀

巻
五

〇
二

､

唐
会

要
巻
八

八
｡

(

7
)

旧

唐
書

巻
四

九
･

食

貨

志
二

｡

こ

の

趨

賛
の

献
策
は

徳

宗
の

み

と

め

る

と
こ

ろ
と

な

り

実

行
に

う

つ

さ

れ

た
｡

し
か

し
､

｢

徳

宗
は

其
の

策
を

納
れ

る

も
､

軍

用

迫
蹴

し
､

亦

随
っ

て

耗
喝
し

､

常
平
の

積
を

備

う

る

能
わ

ず
+

と

い

う
｡

(

8
)

今

堀

誠
二

｢

支

部

中

世
の

常

平

倉
+

(

『

歴

史
』

一

七

ノ
一

〇
･

一

二
､

一

八
ノ

二
､

一

九
四

二
･

四

三
)

｡

(

9
)

資

治

通

鑑
巷
二

二

六
｡

こ

の

問
題
に

関
し
て

は
､

日

野

開
三

郎

｢

両

税

法

以

前
に

お

け
る

唐
の

権
塩

法
+

(

『

社

会

経

済

史

学
』

二

六

ノ

二
､

一

九

六

〇
)

参

照
｡

(

1 0
)

冊

府

元

亀

巻
五

〇
二
･

平

稽
･

常

平
｡

(

1 1
)

同

前
｡

(

1 2
)

今

堀

氏

は

前

掲

論

文
に

お

い

て
､

｢

尤
こ

の

閉
経
に

は
､

『

州

県

長

吏
､

筍

思

便

条

約
､

不

令
出

界
』

『

米

商
不

行
､

潜

有

約

勒
』

と

記
さ

れ

て

居

る

様
に

､

商
人

問
に

条

約
が

あ

つ

て
一

定
の

縄
張

を

互

に

相
犯

さ

な
い

事

に

な
っ

て

居

た

と

言
ふ

事

情

も

あ

る

の

で

あ

る

が
､

こ

の

条
約

邑
身

が

各

地

方

経

済
の

封

鎖

性
に

よ

る

も
の

で

あ
つ

て

見
れ

ば
､

各

地

域

間
の

貨
物
の

人

為
的
な

流
通

の

如
き

は
､

殆

実

行

不

能
の

問
題
で

あ

る

か

の

様
に

息

は
れ

る
｡

各

常

平
倉

問
の

連

絡

に

閲
し

何
の

記

述

も

な

く
､

又

融
通
の

行
は

れ

た

記

録
の

全

く

存
し

な
い

事
は

､

こ

の

地

方

経

済
の

封

鎖

性
を

一

応

尊
重

し
､

そ
の

郷

土

意
識
の

基

礎
の

上

に

常

平

倉
を

安

定

せ

し

め
る

方

針
で

あ
つ

た

と

考

へ

得

ら
れ

な

い

で

あ

ら

う

か
｡

+

と

論

じ
て

お

ら
れ

る
｡

こ

れ

は

重

要

な

指

摘
で

あ

り
､

さ

き
に

み

た

常

平

倉
の

分

布
に

つ

い

て
､

各

倉

の

各

設

置
地

点

が
､

そ

れ

ぞ

れ
一

応
独

立

し
た

地

域

的
経

済

圏
の

中

核
に

な
っ

て

い

る

の

か

香

か

を
､

実

証

的
に

調
べ

て

み

る

こ

と

が

今

後
の

研

究

課

題
と

し

て

残

さ

れ

る

で

あ

ろ

う
｡

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

大

和

八

年
に

は
､

こ

の

よ

う

な

封

鎖

性
よ

り

も
､

む
し

ろ

商

旅
の

往

来
に

よ
る

融

通
の

方

を
こ

そ
､

国

家
が

重

視

し
､

そ

の

よ

う
な

商
流

の

活

動
に

あ

る

程

度

依

存
す

る

途

を

選
ん

だ
､

と

い

う
点

に
､

遠

隔

地

域

間

商

業
の

発

展
の

趨

勢
を

よ

み

と
る

必

要
が

あ

る
､

と

私
は

考

え
て

い

る
｡

な
お

､

関
澤
を

藩

鎮
の

自

立

化

傾

向
と

の

関

連
に

お

い

て

と

ら

え
る

､

日

野

閲
三

郎

｢

唐

代
の

閑
擢
と

禁
銭
+

(

史

潤
一

九
､

一

九
三

八
)

に

も

多
く
の

貴
重

な

示

唆
が

ふ

く

ま
れ

て

い

る
｡

五

代

十

国
の

割
拠
状

況
を

予
想

し

な

が

ら
､

唐
代

中

期

以

来
の

藩
鋲
の

分

立

を
､

各

藩

鎮
の

支

配
地

域
の

社

会

経

済

史
的

意
味
に

お

け
る

地

域

的

特

殊

性

と
の

関

連
に

お

い

て

整

理

し

な

お

し
､

そ
れ

ら

諸
地

域

間

に

お

け

る

商
業
の

発

展
を

､

宋
に

よ

る

統
一

過

程
の

な
か

に

位

置
づ

け

て

み

る

こ

と
が

必

要
と

な
る

の

で

は

あ

る

ま
い

か
｡

浮

動
し

流
動
し

っ

つ

商
販
を

い

と

な

む

｢

浮
食
+

的
商
人

は
､

前

述
の

よ

う
に

｢

借

客
は

往

著
す
る

な

く
､

身
を

利

す
る

有
れ

ば

則
ち

行
く
+

の

で

あ
っ

.
て

､

物
資
の

種
類
や

物
価
水

準
に

差

異
の

あ

る

諸

地

域
間
の

移
動
を

そ

の

商
業
成
立
の

た

め
の

必

須
の

条
件

別
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と

す
る

も

の

で

あ

る
､

と

考
え

ら

れ

る
｡

そ

の

よ

う
な
い

わ

ば

行

商
人

が

族
生

し

て

き

た
､

と
い

う
こ

と

自

体
､

経
済
発
展
の

地

域

差
が

生

じ

て

き
た

こ

と

の

あ

ら

わ

れ

な
の

で

も
あ

ろ

う
が

､

そ

の

具
体

像
を

描
き

出
す

準
備
の

と

と

の

っ

て

い

な
い

現

段
階
に

お

い

て

は
､

さ

し

あ

た
っ

七

整

理
の

可

能
な

財
政

制
度
上
の

問
題
を

､

右
の

よ

う
な

浮
食
的

行
商
人
の

族
生
と

い

う

現

象
に

照

ら

し
て

解

釈
し

な
お

し
て

お

く
こ

と

に

と

ど

め
ざ

る

を

え

な
い

｡

こ

の

よ

う

な

行
商
人

の

増
加
現

象
を

前

提
と
し

て
､

楊
炎
の

両

税
法
が

､

つ

ぎ
の

よ

う
な

行
商
へ

の

課

税
規
定
を

付

帯
的
に

設

定

せ

ざ

る

を

え

な

く

な
っ

た

の

で

は

あ

る

ま
い

か
｡

す
な

わ

ち
､

資

治
通

鑑
巻
二

二

六
･

建
中

元

年
正

月
の

条
を

は

じ

め
､

旧

居
書
巻

一

一

八

楊
炎
伝

､

新
唐
書
巻

一

四
五

同
伝

､

冊

府
元

亀

巻
四

八

八

賦

税
､

お

よ

び

唐
会
葉
巻
八

三

租
税
上
に

よ

れ

ば
､

居

処
せ

ず
行
商
す
る

者
は

､

在
所
の

州

県
､

三

十

之
一

を

税

し
､

取
る

所
を

反
り

て
､

居

着
と

均
し

く

し
､

僚
利
無
か

ら

し

む
｡

と
い

う
よ

う
に

､

土

着
せ

ず
に

行

商
す
る

商
人
の

み

を

対

象
と

す

る

特
別

課

税
が

､

い

わ

ゆ
る

夏
秋
の

両

税
と

は

別
体

系
と

し

て
､

必

要
に

な
っ

て

き

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
滋

特
別

課
税
が

､

億

(

1
し

中
二

年
五

月
に

は
､

｢

軍
の

興
る

を

以

て

十
一

に

し
て

商
に

税
す
+

(

2
)

と

か

｢

軍
の

興
る

を

以
て

商
税
を

増
し
て

什
一

と

為
す
+

と
い

わ

舶3

れ

る

よ

う
に

増
額
さ

れ
､

ひ

い

て

は

五

代
お

よ

び

北

宋
の

商
税
へ

発
展
し
て

い

く
と
い

う
こ

と
が

日

野
開
三

郎

氏
に

よ
っ

て

あ

き

ら

(

3
)

か

に

さ

れ

て

い

る
｡

こ

の

よ

う

な

制
度
史
的
展
開
を

た

ど

る

こ

と

に

な

る

商
税
が

､

ど
の

よ

う

な

社

会
経

済
史
的
実
体

を

対

象
と

㌧

て

あ

ら

わ

れ

拡
充
さ

れ

て

い

く
の

か

を

私
は

た

ず
ね

て

み

た

い

の

で

あ

り
+

そ

の

た

め
に

､

ま

ず
強
調

し
て

お

き
た

い

こ

と

は
､

こ

の

よ

う
な

商
税
が

､

は

じ
め

は

唐
の

両

税
法
の

な
か

の

付

帯
規
定

と

し
て

あ

ら

わ

れ

な

が

ら

も
､

あ

く
ま

で

も

付

帯
的
た

る

に

と

ど

ま

り
､

し
だ

い

に

分

離
独

立

し
て

､

宋
代
に

い

た
っ

て

は
､

両

税

と

相

並

ぶ

別

個
の

税
目
に

な
っ

て

ゆ

く
､

と

い

う

制

度
史
的
事
実

の

う

ち

に
､

す
で

に

唐
の

両

税
法
の

限

界
と

､

し

た

が
っ

て

ま

た

そ

の

特

質
と

を

よ

み

と

る

必

要
が

あ

る

の

で

は

な
い

か
､

と
い

う

こ

と

な

の

で

あ

る
｡

す
な

わ

ち
､

唐
の

両

税
法
に

お

い

て
､

商
税
規
定
が

付

帯
事
項

た

る

に

と

ど

ま
っ

た

と
い

う
こ

と

は
､

逆
に

い

え

ば
､

両

税
法
の

主

対

象
が

農
業
で

あ
っ

た

こ

と

を

意
味
す
る

の

で

あ
っ

て
､

し
か

も
､

戸
に

土

客
の

区

別
な

く

資
産
対

応
の

戸
等
を

規
準
と

し

て

課

税
す
る

､

と
い

う
ば

あ

い

の

資
産
は

､

実
質
的
に

は

土

地

を

主

と

せ

ざ

る

を

え

な

か
っ

た

の

で

あ
っ

て
､

動

産
は

掌
握
し
き

れ

な
い
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と
い

う

事

情
が

あ
っ

た
｡

周

知
の

こ

と
で

は

あ

る

が
､

陸

蟄
の

奏

議
に

､

両

税
の

立
つ

や

斯
れ

に

異
な

り
､

唯
､

資

産
を

以

て

宗

と

為

し
､

丁

身
を

以
て

本
と

為
さ

ず
｡

資
産
少
き

者
は

則
ち

其
の

税

少
く

､

資
産
多
き

者
は

則
ち

其
の

税
多
し

｡

曾
て

悟
ら

ず
､

資

産
の

中
､

事

情
一

な

ら
ざ

る

を
｡

襟
懐
嚢
優
に

蔵
す
る

有
り

､

物
貴
し

と

雄
も

而
も

人
の

能
く

窺
う

美
し

｡

場
圃
因

倉
に

積
む

有
り

､

直
軽
し

と

雉
も

而
も

衆
以

て

富
め

り

と

為
す

｡

流
通

蕃

息
の

貸
有
り

､

数
寡
し
と

雄
も

而
も

日

を

計
り

て

鼠
を

収

む
｡

度
合
器

用
の

資
有
り

､

価

高
し

と

雄
も

而
も

歳
を

終
え

て

利
無

し
｡

此
の

如
き
の

此
､

其
の

流
実
に

繁
し

｡

一

築
に

佑
を

計
り

精
を

算
す
れ

ば
､

宜
し

く

其
れ

平
を

失
い

偽
を

長

ず
べ

し
｡

是

に

由
り

て

軽
費
を

務
め

て

転
徒
を

楽

し

む

者
は

､

恒
に

格
税
を

脱
し

､

本

業
を

敦
う
し
て

居
産
を

樹
つ

る

者
は

､

毎
に

徴
求
に

困

し

む
｡

と

あ

る

の

が

何
よ

り

も

雄

弁
に

そ

の

こ

と

を

も

の

が

た
っ

て

い

(

4
)

る
｡

土
地

や

農
産
物
の

ご

と

く

白
日

の

も

と

に

存
在
し

誰
の

目
に

も

明

ら
か

で
､

し
か

も

量
の

わ

り
に

は

価
椅
の

安
い

資
産
は

､

課

税
の

対

象
と

な

り

且

つ

過

大

評
価
さ

れ

る

傾
向

を

免
れ

が

た

い

の

に

た

い

し

て
､

｢

数
嘉
し

と

雄
も

而
も
日

を

計
り

て

最
を

収

む
+

る

こ

と
の

で

き
る

｢

流
通

蕃
息
の

貨
+

を

用
い

､

貨
幣
を

媒
介
に

し

て

｢

軽
費
を

務
め

て
+

物
資
を

移
動
し

運

易
し

っ

つ

｢

転
社
を

楽

し

む

者
+

､

す

な

わ

ち
あ

の

浮
食
的
行

商
人

は
､

こ

の

課

税

方

法

に

よ
っ

て

は

把

握
し

き

れ

な
い

の

で

あ

る
｡

し

た

が
っ

て

商
税
規

定
を

付

帯

事

項
と

し
て

ふ

く
み

な

が

ら
も

､

両

税
法
の

基

本
的

諸

原
則
に

よ
っ

て

は
､

そ

の

商
税
を

確
実
に

徴
収

す
る

こ

と

は

現

実

問
題
と

し

て

不

可

能
に

ち
か

い

の

で

あ

っ

て
､

だ

か

ら
こ

そ
､

両

税
法
か

ら

分

離
し
て

独

自
の

方

途
を

も

と

め

て

ゆ

く
こ

と
に

な
る

の

で

あ

る

が
､

農
業
の

次

元
に

お

い

て

は

両

税
法
の

基

本
原

則
が

苛
酷
に

適
用

さ

れ

る

こ

と

に

な

る
｡

い

い

か

え

れ

ば
､

浮
食
的

行

商
人

を

そ

の

存

在
形
態
と

す
る

と
こ

ろ
の

一

つ

の

実
体

概
念
と

し

て

の

客
戸
は

､

両

税
法
の

付

帯
事
項
と

し
て

の

商
税
の

対

象
に

は

な

り

得
る

が
､

両

税
法

本

来
の

基
本

原

則
を

以
て

し

て

は

掌
握
し

得
な

い

の

で

あ

る
｡

ま

た

は
､

両
税
法

本
来
の

基
本
原
則
に

よ
っ

て

担
税
戸
と

し

て

把

握

さ

れ

得
る

も
の

は
､

土

地

と

農
産

物
お

よ

び

家

屋

等
を

所

有
す

る

土

戸
と

､

逃
棄
田

の

承

佃
を

通

じ
て

制
度

(

5
)

的
に

合

法

化
さ

れ

た

有

産
の

制

度
的

客
戸
と

に

か

ぎ

ら

れ

て

し

ま

ぅ
の

で

あ

る
｡

さ

ら
に

い

い

な

お

せ

ば
､

種
々

の

存
在
形

態
を
と

る

客
戸
の

出
現

は
､

そ

れ

が

制
度
化

さ

れ

て

い

く

過

程
に

お

い

て

両

税
法
の

成

立

を

も

た

ら

す
と

同

時
に

､
.

そ

の

両

税
法
の

基
本

原

淵
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則
に

よ
っ

て

ほ

掌
握

困

雄
な

､

実
体

概

念
と

し
て

の

客

戸
の

一

形

態
で

あ

る

浮
食
的

行

商
人
を

､

そ

の

重

要
性
の

ゆ

え

に

課

税
対

象

と

す
る

た

め
に

､

国

家
ほ

両

税
法
の

付

帯
事

項
と

し
て

商
税
規
定

を

採
用
し

､

や

が

て

独

立
の

商
税
制

度
を

確
立

し
て

ゆ

く
の

で

あ

っ

て
､

農
業
の

次

元
に

お

い

て

も
､

ま

た

商

漂
の

領
域
に

お

い

て

も
､

そ

し
て

い

わ

ゆ
る

雇

傭
労
働
と

し

て

交

通
や

土

木
工

事
や

手

(

6
)

工

業
の

領
域
に

お

い

て

も
､

客
戸
の

出
現
は

新
た

な

転
換
期

的

課

(

7
)

題
を

国

家
と

社
会
に

た

い

し
て

投
げ
か

け
て

い

る

の

で

あ

る
｡

(

1
)

冊

府

元

亀

巷
五

〇

四
･

邦
計

部
･

閑
市

｡

(

2
)

資
治

通

鑑
巻
二

二

六
｡

(

3
)

日

野

開
三

郎
｢

唐

代

商
税
考
+

(

『

社

会

経

済
史

単
』

三

〇
ノ

六
､

一

九

六

五
)

｡

(

4
)

陸

宜

公

奏

議

六
･

均

節

賦

税

他

百

姓
英

一

｡

(

5
)

拙

稿

｢

唐

代
の

客

戸
に

よ

る

逃

棄
田

の

保

有
+

(

『

一

橋
論

叢
』

五

三

ノ
ー

､

一

九

六
五
)

お

よ
ぴ

｢

租
庸
調

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
』

一

〇
､

一

九

六

六
)

｡

(

6
)

拙
稿

｢

唐
代
の

『

流

庸
』

に

つ

い

て
+

(

『

東
洋

史

研
究
』

二

六

ノ

二
､

一

九

六

七
)

｡

(

7
)

客

戸
の

な

か

の

エ

リ

ー

ト

が

も

た

ら

す

新
た

な

問

題
に

関

し
て

は
､

拙
稿

｢

華
南

客

家

史
研

究

序
説
+

(

『

一

橋
論
叢
』

五

七

ノ

六
､

一

九
六

七
)

お

よ

ぴ

｢

唐

未
発

初

華
南
の

客

戸
と

客

家

産
氏
+

(

『

社

会

経

済

史
学
』

五

三

ノ

五
､

一

九

六

七
)

参

照
｡

さ

い

ご

に
､

こ

の

よ

う
な

浮
食
的

行

商
人
を

､

唐
朝
は

ど
の

よ

う
に

し
て

商
税
の

負
担

者
と

し

て

制
度
的
に

把

握

し

ょ

う
と
こ

こ

ろ

み
､

し

た

が

っ

て
､

浮

食
的

行
商
人

が

ど

の

よ

う
に

し

て

制
度

的
客

戸
の

な

か

に

組
み

入

れ

ら

れ

て

い

っ

た

の

か
､

と
い

う

問
題

に

つ

い

て

考

え

て

み

ょ

う
｡

こ

の

問
題
に

関

し
て

も
､

す
で

に
､

日

野

氏
は

､

建
中
両

税
法

の

な

か

の

商

税
規

定
に

先

行

し
て

諸

道
･

藩
鋲
が

港
内
へ

の

搬
入

商
品
に

商
税
を

か

け
て

い

た

事
実
を

あ

き

ら

か

に

さ

れ
､

そ

の

商

税
徴
収

権
を

唐
朝

が

独

占
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

抑

藩
振
朝
政

策
の

(

1
)

貫
徹
を

こ

こ

ろ

み

た
､

と

論
じ
て

お

ら

れ

る
｡

そ

の

ば

あ

い

に

考

察
の

対

象
と

な
っ

て

い

る

の

は
､

い

わ

ば

徴
税
機
構
の

制
度
史
的

側
面
な

の

で

あ
っ

て
､

た

と

え

ば
､

准

西

節

度
使
の

李
忠

臣
が

､

安
史
の

乱
の

末
期

以

来
､

中

央
の

法
律

に

従

わ

ず
､

｢

防
戌

を

設

け
て

商
質
に

税
し
+

そ

の

収
入
に

よ

っ

て

軍
閥
的

成

長

を

と

げ
よ

(

2
)

う

と
し

た

こ

と
､

あ

る

い

は
､

安

史
の

乱

後
､

｢

諸

道
節
度
使

･

観
察
便
は

多
く

商
賞
に

率

税
し

以
て

軍
資
の

兼

用
に

充
つ

｡

或
は

津
済

要
路
及
び

市
韓
の

問
･

交
易
之

処
､

銭
を

計
え

る

こ

と
一

千

以

上
に

至
れ

ば
､

皆
な

分

数
を

以

て

之
れ

に

税
す
+

と
い

う

通

典

34 4
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巻
一

一

･

楚
税
の

記

事
か

ら
､

過

税
(

津
済
要

路
の

率

税
に

あ

た

る
､

通

過

税
)

と

住
税
(

市

韓
交

易

之

処
の

率

税
､

住
売

税
)

と
の

系
列
を

抽
出
し

て
､

そ

の

課
税
方

法
を

論
じ

て

お

ら

れ

る
｡

こ

の

よ

う

な

事
実
を

､

制
度
の

側
と

は

別
の

側
面
か

ら

観
察
す

る

こ

と

も

ま

た

必

要
で

あ

る

と

す

れ

ば
､

課
税
対

象
と

さ

れ

る

担

税
者
と

し
て

の

商
人
の

側
面
に

即

し
て

観
察
す
る

必

要
が

生

じ

て

く
る

｡

私
の

視

角
か

ら

す
る

な

ら
ば

､

実
体

概
念
と

し
て

の

客

戸

に

属
す
か

浮

食
的

商
人
が

､

た

と

え

ば

李
忠

臣
の

防
戌
に

入
っ

た

り
､

藩
鍍
内
の

津
済

要
路
や

市

壁
父

易
の

処
へ

入

っ

た

り

す

る

こ

と

に

よ
っ

て
､

国

家
な
い

し

藩
鎮
の

権
力
と

の

関

係
が

ど
の

よ

う

に

変
化

す
る

の

か
､

と
い

う

問
題
の

た

て

か

た

が

要
請
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

こ

と

を
､

別
の

素
材
を

用
い

て

考
え

て

み

よ

う
｡

そ

れ

は
､

さ

き
に

常
平

倉
に

関
し

て

引
い

た

史
料
で

あ

り
､

日

野

氏
も

用
い

ら

れ

た

も
の

で

あ

る

が
､

唐
会

要

巻
八

四
･

鹿
税

･

.

建

中
元

年
九

月
の

条
に

､

戸

部
侍
郎

超

賛
､

請
う

､

常
平

軽
重

本
銭
を

置
か

ん

こ

と

を
｡

之
れ

に

従

う
｡

賛
､

是
に

予
て

条
奏
す

ら

く
､

諸

道
の

津
要
都

会
の

所
に

は
､

皆
な

吏
を

置
き
て

商
人

の

財
貨
を

閲
し

銭
を

計

り
､

貫
毎
に

二

十

文
を

税
せ

よ
､

云

云

と
｡

と

あ

る
｡

す

な

わ

ち
､

浮
食
的
行

商
人

は
､

一

道
一

薄
か

ら

地

道

他

藩
へ

行

商
に

入

る

と
､

そ

れ

ぞ

れ

の

道
･

藩
の

津
要

都
会
の

所

に

お

い

て

検
閲
を

受
け

､

い

わ

ゆ

る

商

税
を

徴
収

さ

れ

る

こ

と
に

な

る
｡

こ

の

津
安
部
会
の

所
と

い

う
の

は
､

青
山

定
雄
氏
の

詳
論

し
て

お

ら
れ

る

ご

と

く
､

関
･

津
で

あ
っ

て
､

そ

の

通

過

税
と
い

ぅ
か

た

ち
で

課
せ

ら
れ

る

商
税
は

､

い

わ

ば
一

種
の

関

税
な

の

で

ぁ

る
｡

そ

し
て

そ

の

通

関
に

あ

た
っ

て

は
､

公

験
･

退

所
と
い

う

(

3
)

証
明

書
が

必

要
と

さ

れ

た

の

で

あ

り
､

そ

の

よ

う
な

公

験
･

退

所

に

つ

い

て

は
､

仁

井
田

陛
･

駒

井
義
明

両

氏
も

円

仁
の

使
用

し

た

(

4
)

実

物
等
を

例
と

し

て

論
じ
て

お

ら
れ

る
｡

と

こ

ろ
で

､

農
業
の

次

元
に

お

い

て

も
､

客
戸
が

寄
寓
地

に

お

い

て

逃

東
田

を

承

佃
し

そ

れ

を

永
美
化

し
て

い

こ

う
と

す
れ

ば
､

州

魔
の

所
由
と

郷

村
の

土

(

5
)

豪
を

介
し
て

公

験
の

給
付
を

受
け

ね

ば

な

ら

な
か
っ

た
｡

こ

の

事

実

と

あ

わ

せ

考
え

る

な

ら

ば
､

実
体

概
念
と

し
て

の

客
戸
は

､

国

家

官
僚
機
構
の

支

給
す

る

公

験
と
い

う

証

明

書
を

受
理

す

る

こ

と

に

よ

っ

て
､

貴
業
の

ば

あ

い

は

両

税
の

担
税
戸
と

し

て
､

商
業
の

ば

あ

い

に

は

商
税
の

担
税
戸
と

し

て
､

い

ず
れ

も

制
度
的
客

戸
と

し
て

国

家
権

力
の

掌
握

下
に

編
入
さ

れ

た

こ

と

に

な
る

､

と

い

っ

■

て

よ

い

で

あ

ろ
う

｡

で

は
､

浮

食
的

行

商
人

は
､

す
べ

て

こ

の

よ

う

な
か

た

ち
で

関

津
の

通

過

税
と

し
て

の

商
税
を

課
せ

ら

れ

公

鹸
を

給

付

せ

ら

れ

減
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て
､

制
度
的

客
戸
に

さ

せ

ら

れ

て

し

ま
っ

た

の

で

あ

ろ

う
か

｡

も

し

そ

う
で

あ

る

と

す
れ

ば
､

最
初
に

み

た

ご

と

く
､

｢

浮
食
は

未

だ

還
ら

ず
+

と

か

｢

洋
食
之
徒
は

未
だ

尽
く

は

帰
ら

ず
+

と
一

い

う

問
題
は

お

こ

ら

な

か
っ

た

で

あ

ろ

う
｡

｢

未
だ

尽
く

ほ

帰

ら

ず
+

と

い

う
の

は
､

一

部
分

は

右
の

よ

う
な
コ

ー

ス

を

た

ど
っ

て

国

家

の

商

税
的

把

握

下
に

回

帰
せ

し

め

ら

れ

た

か

ら
で

あ

ろ

う
｡

そ

し

て

お

そ

ら

く
そ

の

よ

う
な

制
度
的
客

戸
と

し
て

の

行
商
人
な

い

し

客

商
が

､

諸

道
･

諸

藩
鎮
の

問
を

､

遠
隔
地

商

業
の

担
い

手

と

し

て

往
来
し

て

い

た
､

と

考
え
て

よ

い

の

で

ほ

あ

る

ま
い

か
｡

し
か

し
､

そ

の

よ

う
な

客
商
は

､

浮
食
的
行

商
人
の

な

か

の

一

部
分
に

す

ぎ

ず
､

国
家
を

し
て

｢

未
だ

還

ら

ず
+

と

切

歯
細
腕
せ

し

め

る

が

ご

と

き
､

浮
食

中
の

浮
食
と

も

称

す
べ

き

商
人

た

ち

が
､

広
い

天

下
の

ど
こ

か

に

潜

伏
し

て

い

た

に

ち
が

い

な

い

の

で

あ
る

｡

あ

の

相

州
都

城
の

王

里
の

客
坊
に

寄

寓
し

て

い

た

商
人

､

は
､

果
た

し

て

ど

ち

ら
の

タ

イ

プ

に

属
す
る

の

か

判
別

し
が

た

い

の

で

あ

る

が
､

た

と

え

ば
､

材

木
商
人
と

し
て

活
動
す
る

軍

吏
徐

彦
成
の

ば

あ

い

は
､

も

し

も

軍

吏
で

な

い

よ

う

な

徐
彦
成

的

存
在

が

あ
っ

た

と

す

れ

ば
､

江

酉

省
の

信
州
か

ら

秦
准
の

閉
ま
で

を

往

来
す
る

客

商
､

い

い

か

え

れ

ば

公

鹸
を

給
付
さ

れ

て

諸

道
間
の

遠

隔
地

商
業
に

従

事
す
る

制
度
的

客

戸
と

し
て

の

商
人

と
い

う

タ

イ

プ

に

属
す
る

の

で

あ

ろ

う

し
､

こ

の

徐
彦
成

的
な

客
商
に

材

木
を

淵

売
る

､

山

中
の

少
年
は

､

山

中
と

山

麓
の

市

場
と

の

問
だ

け
で

商

業
的

に

生

計

を

た

て

る
､

局
地

的
な

商
人

と

し
て

の

浮
食
的

商
人

の

あ

り

か

た

を

暗
示

す
る

例
に

な

る

の

で

は

あ
る

ま
い

か
｡

辺
地

の

草
深
い

農
村
に

､

国
家

権
力
に

よ

る

制

度
的
把

握
の

圏

外
に

あ
っ

て
､

あ

る

い

ほ

半
農
半
商
的
に

､

あ

る

い

は

半
樵
半

商

的
､

半
猟

半

商
的
に

､

浮
食
的

商
人
の

一

員
と

し
て

商
業
を
い

と

な

む

客
一

戸

層
が

す

く
な

か

ら

ず
存
在
し

て

い

た
､

と

考
え

る

こ

と

を

不

可

能
な

ら
ざ

ら

し

め
る

よ

う
な

事

例
を

､

私
た

ち
は

知
っ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

た

と

え
ば

､

唐
代

後
半
期
の

華

南
山

間
地

帯

に

お

い

て
､

行
政

権

力
の

お

よ

ば
な

い

山

塞
や

山
洞
に

拠
点

を
か

ま

え

て

衆
住
し

､

伐
木
や

狩
猟
に

よ

っ

て

生

計
を

維
持
し
て

い

た

(

6
)

客
戸

集

団

を

想

起

す
る

な

ら

ば
､

か

れ

ら
が

伐
木

･

狩
猟
に

依
存

し
な

が

ら

し
か

も

日

常
必

需
の

衣

顆
や

食
塩

を

入

手

す
る

通
が

び

ら

け
て

い

な

け

れ

ば

な

ら

ず
､

山
薦
の

土

着
農
民

と
の

交

易
を

可

能
な

ら
し

め

る

局
地

的

市

場
の

形
成

発
展
が

不

可
欠
に

な
っ

て

く

る

で

あ

ろ

う
｡

そ

の

よ

う

に

考
え

て
､

寧
化

県
志
を

播
け

ば
､

唐

(

7
)

末
､

黄
巣
の

乱
に

さ

い

し

て

客

戸
が

集

結
し

て

き

た

石

壁

村
に

(

8
)

は
､

石

壁
山
の

ふ

も
と

に

石

壁
墟
の

存
在
が

伝
え

ら

れ

て

い

る
｡

た

だ

し
､

そ

の

ば

あ

い

の

石

壁

墟
は

清
代
の

こ

と
で

あ
っ

て
､

唐
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代
に

関
し
て

は

不

明
で

あ

る

が
､

周

藤
吉

之

氏
の

研

究
に

よ

れ

ば
､

長
汀
県
に

は

唐
代

に

虚

市
が

存
在
し

､

当

塗

県
に

は

同

じ

く

唐

代
に

青
山

市
と
い

う

虚
市
の

あ
っ

た

こ

と

が

証

明

さ

れ

て

い

(

9
)

る
｡

(

1 0
)

こ

の

よ

う
に

､

虚
市
ま

た

は

草
市
が

､

山

間
の

客
戸
と

農
村
の

土

戸
と

の

局

地

的
分

業
に

も

と
づ

く

局

地

的
市
場
と

し

て

成

立

し

て

い

た

ば
あ

い

も

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

そ

の

ば
あ
い

､

こ

の

局

地

的
市
場
の

秩
序
を

維
持
し

管
理

し

て

い

た

鳩

の

が

誰
で

あ

る

の

か
､

と
い

う
こ

と

を

調
べ

る

必

要
が

あ

る
｡

そ

れ

は

今
後
の

研
究

課

題
と

し
て

､

別
の

機
会
に

展
開
し
て

み

た

い

の

で

あ

る

が
､

革

市
に

関
す
る

従

来
の

研

究
史
の

な

か

か

ら
､

き

わ

め
て

大
づ

か

み

に
､

び

と
つ

の

展
望
を

こ

こ

ろ

み

て

お

く

な

ら

ば
､

ま

ず
第

一

に

注

目

す
べ

き
ヒ

ン

ト

は
､

す

で

に

斯
波

義
信

氏
に

よ

っ

て

あ

た

え

ら

れ

て

い

る
｡

す
な

わ

ち
､

氏
に

よ

れ

ば
､

｢

墟
市
の

推
持
と

管

理

(

商
業
統

制
と

保

安

維

持
)

は
､

建
設

企

画

者
で

あ

り

租
税
請
負

人
で

あ

る

在
地

土

豪
商
人

と
､

保
安

と

徴
税
面
か

ら

関
与

す

る

官

府
と

の

双

方
の

利
害
の

一

致

に

お

い

て

成

立

す
る
+

と

さ

れ

て

い

(

]
)

る

の

で

あ
っ

て
､

宋
代
の

虚
市
に

お

け
る

土

豪
層
の

秩
序
維
持
者

と

し
て

の

役
割
が

重

視

さ

れ

て

い

る
｡

つ

ぎ

に
､

第
二

の

問
題
点

は
､

自
然
発
生

的
な

草
市
や

虚
市
が

地

方

行

政
の

末
端
機
構
と

し

て

制
度
化

さ

れ

て

い

く

過

超
に

も

と

め

ら

れ

る

の

で

あ
っ

て
､

梅

原
郁
氏
に

よ

れ

ば
､

草
市
や

虚
市
は

州

県

と

は

別

系
統
の

鎮
と

し

て

制
度
化
さ

れ
､

そ

の

過

程
に

お

い

て

場
務
が

商
税
徴
収

機

関
と

し
て

設
置
さ

れ

る

の

で

あ
っ

て
､

こ

の

よ

う
に

し
て

宋
代
の

商
税

(

1 2
)

制
度
が

確
立

し

て

く
る

､

と
い

う
｡

こ

れ

ら
二

つ

の

問
題
点
を

統

一

的
に

と

ら

え

て

ゆ

く

た

め
に

は
､

地

域
社

会
の

自
律
的

秩
序
の

維
持
者
と

し

て

の

土

豪
の

す
が

た

を
､

単
に

農
業
の

次

元
に

お

い

て

の

み

な
ら

ず
､

商
業
の

領
域
に

お

い

て

も
､

草
市
や

虚
市

､

あ

る

い

は

店
･

歩
･

埠
の

形
成

過

程
の

な

か

で

明

確
に

位
置
づ

け
て

(

1 3
)

み

る

こ

と
が

必

要
に

な

る

の

で

は

あ

る

ま
い

か
｡

(

1
)

日

野
氏

前
掲

論

文

｢

唐
代

商

税

考
+

｡

(

2
)

旧

唐
書
巻

一

五

五
･

穆

寧

伝
｡

(

3
)

青
山

定

雄

｢

唐
･

五

代
の

関

津
と

商

税
+

(

同

氏

著
『

唐

宋

時

代
の

交

通
と

地

誌
地

図
の

研

究
』

第
一

篇
第
四
)

お

よ

び

同

書
所

収

の

関

連
語

論
文

を

参

照
｡

青

山

氏
は

退

所
が

全

国
的

性

格
を

も
つ

も

の

で

あ

る

の

に

く

ら
ぺ

れ

ば
､

公

験
は

州

府
の

み

な

ら

ず
下

叔
の

県

に

お

い

て

も

随
処
に

お

い

て

支

給
さ

れ

た

と
い

う
意

味
で

い

ず
れ
か

と

い

え

ば

地

方

的

性

格
を

も
つ

､

と
さ

れ

る
｡

(

4
)

仁

井
田

陛

『

唐

宋
法

律
文

書
の

研

究
』

第

三

編

第
六

革
･

退

所

及

び

公

鹸
｡

駒

井
義

明

｢

公

験
と

退

所
+

(

『

東
洋
学

報
』

四

〇
､

一

九
五

七
)

｡

(

5
)

前
掲

拙

稿

｢

唐

代
の

客

戸
に

よ

る

逃

棄
田

の

保

有
+

八

〇

頁
参

3 4 7
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照
｡

(

6
)

前
掲
拙
稿

｢

租

庸

調

法
か

ら

両

税
法
へ

の

転
換

期
に

お

け

る

制

度
的

軍
戸

の

租
税
負
担
+

お

よ

ぴ

｢

庸

末

梁

初

華

南
の

客

戸
と

客

家

慮

氏
+

参
照

｡

(

7
)

前

掲

拙

稿

｢

華
南

客
家

史
研

究

序

説
+

お

よ

び

羅

香
林
｢

寧

化

石

壁

村

考
+

(

同

氏

著
『

客

家

史
料

匪
編
』

所
収

､

附
篇
)

参

照
｡

(

8
)

一

橋
大

学
附
属

図

書

館

所

蔵
､

康
阻
仙

二

十

三

年

版

『

寧

化

県

志
』

｡

(

9
)

周

藤
吉

之

｢

末

代
の

郷

村

に

お

け

る

店
･

市
･

歩

の

発

展
+

■

(

同

氏

著
『

唐
宋

社

会

経

済

史

研

究
』

一

五
､

一

九

六

五
､

原

載

『

史
学

姫

誌
』

五

九
ノ

九
･

一

〇
､

一

九
五

〇
)

｡

長

汀

県

八

四

二

頁
､

青
山

市

八

三

七

頁
参

照
｡

(

10
)

客

戸
に

山

間

民

も

多
い

こ

と
は

､

客

家
の

民

間

文

学
の

代

表

例

と
し

て

｢

客

家

山

歌
+

が

よ

く

挙

げ

ら
れ

る

こ

と

に

も

あ

ら

わ

れ

て

い

る
｡

郭
寿

筆

者
『

客

家

凍

涜

新

志
』

(

増

訂

本
､

附
客

家

｢

山

歌
+

｢

童

謡
+

､

一

九

六

四
)

参
照

｡

な

お
､

未

見

文

献
に

､

張
探

究

｢

客

象
山

歌
的

社

会

背

景
+

(

中

山

大

学

『

民

俗
』

一

ノ
一

･

二
､

一

九

三

六

二
二

七
)

が

あ

る
｡

(

1 1
)

斯
波

義

信

｢

末

代

江

南
の

村
市
(

日
当
訂
t
)

と

廟

市
(

監
r
)

+

淵

(

『

東
洋

学

報
』

四

四
ノ
一

二
一

､

一

九
六

一

)

上

七

二

-
七

五

頁

参
照

｡

(

1 2
)

加

藤

繁
｢

宋
代

商
税

考
+

(

『

支

部

経

済
史
考

証
』

下

巻
所

収
)

お

よ

び

梅

原

郁
｢

宋
代

商
税

制

度
補

説
+

(

『

東

洋

史
研

究
』

一

八

ノ

四
､

一

九

六

〇
)

な

ら

び

に

同

氏

｢

宋
代

地

方

小

都
市
の

一

面
T
-
-

鋲
の

変

遷
を

中

心
と

し

て

ー
+

(

『

史

林
』

四
一

ノ

六
､

一

九

五

八
)

｡

(

1 3
)

唐
代
の

市
に

関
し

て
､

従

来
の

諸

研

究

を

充

分
に

ふ

ま
え

て
､

そ
の

制
度
の

全

体

像
を

整
然
と

叙
述

し

た

労

作

に
､

P

C
･

→
宅

i

t
･

〇

F
e
t

什
}

｡

→
F
e

づ
中
ロ

g

呂
賀
訂
t

∽

y
∽

t
2

m
㌔

A
巴
P

呂
且
○

♪

已
T
N

(

-

票
e

が

あ

る
｡

そ
こ

で

ト

ゥ

イ

チ

ェ

ッ

ト

氏
も
い

わ

れ
る

ご

と

く
､

草

市

な

ど
の

新

展
開
の

社

会

経

済

史
的

原

因
は

､

現

在
の

研

究

水

準
に

お

い

て

は

ま

だ

明

ら
か

に

し

難
い

の

で

あ

り
､

私

が

こ

の

小

稿
で

問

題
に

し

た

こ

と

も

そ
の

解

明
へ

の

一

視

角
の

提
示

に

と

ど

ま

る
｡

(

一

橋
大

学

講

師
)

由
一




