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楊
炎
の

財
政
改
革
の

基
調
に

つ

い

て

一

序

言

唐
代

中

期
に

お

け
る

描

戸
政

策
に

閲
し

､

私

は

こ

れ

ま
で

に

す

こ

し

く

小

論
文

を

ま
と

め
て

き

た

が
､

本

稿
に

お

い

て

は
､

そ

れ

ら

に

お

い

て

論
及

し
え

な
か
っ

た

問
題

を
､

宇
文

融
の

析

戸
政

策

に

た

い

す
る

反
対
論
の

検
討
を

手
が

か

り

と

し
て

提
起

し
､

そ

の

よ

う
な

反

封
論
と
の

関
連
に

お

い

て

楊
炎
の

財
政

改

革
の

基

調
に

つ

い

て

考
え
て

み

た

い
｡

私
の

前
稿
｢

唐
代
に

お

け
る

括
戸

貴
行

方

式
の

牽
化

に

つ

い

て

-
両
税

法
的
権
衡
原

則
に

よ

る

客

戸
の

制
度
化

-
+

(

『

中

国
古

代

史

研

究
･

第
二
』

所

収
､

一

九
六

五
)

は
､

李
崎
と

宇
文

融
と

の

括

戸
貴
行

方

式
の

相
違

を

論
じ

､

そ

れ

を

も

と

に

し

て

｢

唐
代
の

客
戸
に

よ

る

逃
棄
田

の

保

有
+

(

『

一

橋

論
叢
』

五

三

の

一

､

一

九

六

五
)

は
､

両

税

法
施
行

後
に

お

け

る

客
戸
の

権

衡
原

則
に

よ

る

｢

自
立
+

が

郷
村
の

豪
張

的

勢
力

に

よ
っ

て

規
制

中

ノ

豊
丁

さ

れ

つ

つ

逃
棄
田

を

保

有
す
る

こ

と

に

も

と
づ

い

て

可

能
と

な
っ

て

い

る

こ

と

を

指
摘
し

た
｡

そ

こ

で

は

字
文

融
と

楊
炎
と
の

政

策

の

連

蔑
性
を

｢

権
衡
+

原
則
に

も

と

め
た

の

で

あ
る

が
､

の

こ

さ

れ

た

問
題
と

し
て

､

お

な

じ

く

｢

権
衡
+

を

は
か

る

原
則
で

あ
っ

て

も

字
文

融
の

ば

あ
い

と

楊
炎
の

ば

あ
い

と
で

は

資
現
の

し

か

た

に

重

大

な

欒
化
が

あ
り

､

字
文

融
の

括
田

税

客
の

方

式
と

､

土

戸
･

客
戸
の

直
別

な

く

封
等
に

課

税
し

ょ

う

と

す
る

楊
炎
の

南

棟
法
と

の

相

違
に

つ

い

て

も
､

考
察
す
る

必

要
が

あ
る

｡

そ

こ

で

本
稿
で

は
､

そ

の

両

者
の

相
違
を

､

字
文

融
反

封
論
と

楊
炎
の

財
政
改

革

の

基

調

と
の

関
連
に

お

い

て
､

な

お

素
描
に

と

ど

ま
る

が

あ

き

ら

か

に

し
て

み

た

い

の

で

あ

る
｡

二

皇
甫
憬
お

よ

び

楊
相

加

玄
宗
の

開
元

年
間
に

､

宇
文

融
が

括

戸
政

策
を

強

行

し
は

じ

め
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紬

如

紳

た

と

き
､

啓
唐
書

巻
一

〇
五

･

字
文

融
俸

に

よ

れ

ば
､

｢

議
す
る

お

も

さ

わ

が

者
､

頗
る

以

負
え

ら

く
､

人

を

擾
せ

て

便
な

ら

ず
､

と
｡

陽
雀
尉

皇

甫
憬

､

上

疏
し
て

日

く
､

(

云
L

こ
｡

左

拾
遺
楊
相

如
､

上

苦

し
､

み

士

さ

成
な

､

客

を

持
す
る

を

陳
ぺ

て
､

便
な

ら

ず
と

為
す

｡

上
､

方
に

融
に

任
じ

､

…

…

乃

ち

損
を

放
し

て

盈

川

尉
と

為

す
｡

+

と

さ

れ

て

い

る
｡

皇
甫
憬

(

環
)

と

楊
相

知
､

こ

の

二

人
の

反
封

論

者

に

つ

い

て

仔
細
に

検
討
す
る

こ

と

か

ら

着
手
し

ょ

う
｡

皇

甫
憬
(

環
)

の

経
歴
に

つ

い

て

は
､

右
の

記

事
よ

り

以

上

に

く
わ

し

く

知
る

こ

と

が

で

き

な
い

で

い

る
｡

全

唐
文

竜
三

九
七
･

皇
甫

嶺
に

も

｢

環
､

開
元

中
､

官
は

陽
雀

尉
､

上

疏

し
て

､

動
員

判
官
を

置
く
こ

と

を

諌
め

､

盈

川

尉
に

乾
せ

ら

る
｡

+

と

し

る

す

だ

け
な
の

で

あ

る
｡

か

れ

が

上

疏
し

た

と

き

に

騒
尉
を

つ

と

め
て

い

た

陽
雀

牌
は

､

漢

代
に

は

穎
川

郡
に

属
し

､

唐
初
に

は
甘
仙

州
に

､

貞
観
中
は

許
州
に

､

そ

し
て

開

元

中

は

河

南
府
に

属
し

て

い

る

畿

(

1
)

麻
で

あ
っ

て
､

こ

の

畿
内
の

地

に

お

い

て
､

｢

又
､

出

使
の

輩

は

未
だ

大

慣
を

識
ら

ず
､

所
由
は

殊
に

陛
下
の

人

を

愛
す
る

こ

と

至

深
な
る

を

知
ら

ず
､

務
め

て

刻
剥
を

以
て

計
と

為
す
に

因
り

､

州

騒
は

罪
を

慣
れ

､

牒
に

揺
り

て

即
ち

逃
亡
の

家
に

徹
し

､

郡

保
は

(

2
)

代
出
し

､

鄭

保
済
ま
さ

ざ

れ

ば

又

便
ち

更
に

逃

げ

る
､

+

と

い

う

事
態
に

た

ち
い

た
っ

た

た

め
､

か

れ

は

あ

え

て

上

疏
し

た
の

で

あ

る
｡

天

下
一

般
に

つ

い

て

抽
象
的
に

訴
え

た

の

で

は

な

く
､

通
鑑

0

0

0

が

｢

陽
雀

願
尉
皇

甫
憬

､

上

疏

し
て

其
の

状
を

言

う
､

+

と

明

記

し
て

い

る

ご

と

く
､

そ

こ

に

は

切

茸
な

陽
雀

牌
と

そ

の

隣

接
州

願

の

苦
情
が

あ
っ

た
､

と

い

わ

ね

ば

な

ら

な
い

で

あ

ろ

う
｡

こ

の

皇

甫
憬
の

｢

諌
置
勧
農
判

官

疏
+

は
､

使
者
と

州

原
の

所
由
が

徴
税

成
績

を

あ

げ

よ

う

と

し
て

苛

敷
誅

求
を

お

こ

な
っ

て

い

る

こ

と

を

厳
し

く

批
判
し
た

も

の

で

あ

る

が
､

こ

の

批
判
の

意

味
を

理

解

す

る

た

め
に

､

こ

こ

で
､

動
員
判
官
の

構
成
を

検
討
し
て

お

こ

う
｡

開
元

十
一

年
か

ら

十
二

年
に

か

け
て

字
文

融
の

も

と

に

任

命
さ

れ

た

勧
農
判
官
は

合

計
二

十

九

名
で

あ

り
､

教
程
の

史
書
に

俸
え

ら

れ

る

人

名
の

異

同
に

関
し
て

は
､

す
で

に

鈴
木
俊
氏
が

考

謹
し

(

3
)

て

お

ら

れ

る
｡

こ

こ

で

は
､

居
合
要
奄
八

五
･

逃
戸
お

よ

び

新

府

元

亀
巷

一

六

二
･

帝
王

部
･

命
優
に

よ
っ

て
､

二

十

九

名
の

動
員

判
官
を

そ

の

任
命
時
の

官

職

別

且

つ

地

域
別
に

排
列
し

､

人

名

表

記
の

異
な

る

ば

あ

い

に

は

鈴

木
氏
の

考

讃
に

も

と
づ

い

て

括
弧
内

に

附
記
す
る

と
､

つ

ぎ
の

よ

う
に

な
る

｡

中

書
省

右
拾

遺

徐
楚
璧

門
下

省

左

拾

遺

王

忠

巽

大
理

寺

大

理

寺
丞

王

誘

β0 3
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大

理

許
事

同

右
前
大
理

評
事

関
内

道

長
安

願
尉

同

右
同

右
同

右

長
安

圭

簿

萬
年
牒
尉

成
陽
願
尉

三

原

願
紆

富
平

願
尉

奉
天

願
尉

華
州

銀
事
参
軍

洞
南
願
尉

同

州

司

法

河

南
道

河

南
府
法

曹

洛
陽
願
尉

河

南
願
尉

伊

関
煩
尉

宋
殉

(

宋

詞
)

班
景
情

感

慎
(

成

業
)

王

泳
(

王

水
)

裳
寛

重

責
(

王

寿
)

李
登

(

李

憧
)

葦
利
渉

火
｢

希
逸
(

雀
希
逸
)

庫
狭

履
温

喬

夢
松

虞
伯
(

塵
恰
)

何

千
里

慕
容
埼

(

慕

容

殉
)

貫

音

速
仲

寂
(

連

沖

寂
)

元

将
茂

劉
目

貞
(

劉

自
正

､

劉
日

正
)

子

持

卿

梁
勧

告

成
牒

尉

氾

水

願
尉

河

東
志

太

原

司

鐘

大

原

兵

曹

扮
州

故
事
参

軍

檎
次

願
尉

徐
鍔

葎
侃
(

醇

偏
)

張
均

(

張

鞠
)

宋
希
玉

章
拾
(

葦

治
)

郭
庭
侍

(

郭

廷

備
､

都
塵
)

6 0 4

す
な
わ

ち
､

中

書

省
､

門

下

省
､

大
理

寺
か

ら

六

名

任
命
さ

れ

た

ほ

か

は
､

関
内

､

河

南
､

河

東
の

輔
畿
三

遥
か

ら

願
尉
十

六

名
､

圭

簿
一

名
､

州
･

府
の

司

鐘
蓼
軍
事

･

兵
曹
参
軍
事

･

法

曹
参
事

事
･

司

法

参
軍
事
各

一

名
､

線
事
蓼
軍

事
二

名
が

抜

擢
さ

れ

て

お

(

4
)

り
､

正

七

晶

上
か

ら

従
九

晶
下

に

い

た

る

地

方

官
が

勧
農
判
官
す

な

わ

ち

使
者
の

職
を

帯
び

て

各
地
の

州

願
を

巡

察
す
る

こ

と

に

な

っ

た

の

で

あ

る
｡

皇

甫
憬
の

陽
雀

牌
の

近

隣
､

合

成

願
･

伊

関
原

お

よ

び

氾

水

騒
か

ら

も
､

ま

た

洛
陽
願

･

河

南
騒
か

ら

も
､

憬
と

同

じ

官
晶
の

螺
尉
が

あ

わ

せ

て

五

名
も

出
使
し

て

お

り
､

河

南
府

の

法

曹
参
軍

事
も

使
者
に

登

用
さ

れ

た
｡

か

れ

ら

は

｢

皆
な

昔
時

(
･

D

)

の

名
士

､

判
官
に

人

を

得
た

り
+

と
い

わ

れ

る

ほ

ど

で

あ

る

か

ら
､

自
己
の

所
属
し
た

府
･

州
･

願
の

括
戸
の

賓
績
に

つ

い

て

は

と

く

に

つ

よ

い

関
心

を

寄
せ

､

所

由
で

あ

る

同

僚

部
下

を

督

励

▲
仙

.

噸
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ゆ

_
町

し
､

上

官
で

あ
っ

た

刺

史
･

燥

令
に

た

い

し
て

も

歴

力
を

く

わ

え

た
､

と

考
え

ら
れ

る
｡

お

の

ず
か

ら

逃
戸
の

租
庸
調
を

隣
保
の

戸

に

代
納
せ

し

め
る

弊
風
が

つ

よ

ま

り
､

皇

甫

憬

と

し
て

は

使

者
と

所
由
を

指
揮
せ

ず
に

は
お

れ

な

く

な
っ

た

の

で

あ

ろ

う
｡

か

れ

は

官
界
の

綱
紀
粛
正
を

主

張
し

て

い

る

の

で

あ

る

が
､

そ

の

ば

あ

い

に
､

膨
脹

し

た

官
員
数
の

縮
減
を

要
求
し

て

い

る
｡

す
な
わ

ち
､

そ

の

上

疏

に

お

い

て
､

き

き

こ

｢

今
の

具

寮
は

､

向
ご

ろ

常
数
を

通
え

､

府
庫
を

慧

食
し

､

黎
民

を

侵
害
す

｡

園
に

数
載
の

儲
と

て

絶
え

､

家
に

経
月
の

畜
と

て

も

無
し

｡

検

を

厚

く

す
る

こ

と

有
り

と

雄
も

､

亦
た

供
す
可
か

ら

ず
｡

戸
口

の

逃
亡

す
る

は
､

此
れ

に

由
ら

ざ
る

美
し

｡

:

…

東
海
南
山

を

遍

く

し
て

粟
崗
と

烏
づ

ん

も
､

亦

は

か

た

恐

ら

く
は

足
ら

ざ

ん
｡

山

豆

に
､

田

を

量
り
(

通
典
と

合

要
は

(

田
を

括
し
)

と

す
)

､

客

に

祝

す
る

も
､

能
く

周

ね

く

給
せ

ん

や
｡

+

と

皇

甫
憬

は

論
じ

て

お

り
､

逃
亡

が

頻
餞
す
る

原
因
は

､

官

員
数

が

膨
脹

し
､

俸
給
を

ま
か

な

う
た

め
の

徴

税
が

苛
酷
に

な
っ

て

き

て

い

る

こ

と
に

あ
る

､

と

み

な

し
て

い

る
｡

こ

こ

で

想

起
し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

の

は
､

こ

れ

よ

り

さ

き
､

中

宗
朝
に

お

い

て
､

中

書
侍
郎
葦
嗣

立
が

､

｢

遂
に

員
外
に

官
を

置

く
こ

と
､

教
､

正

閑

サ

に

倍
す

る

に

至

る
｡

曹
署

典
吏
は

砥
承
に

困

し
み

､

府
庫
倉
儲
は

資
奉
に

鳩

く
｡

+

(

酋
唐

書

巻
八

八
･

葦
嗣

立

俸
)

と

指

摘

す
る

､

員

外

官
の

増
大
で

あ

っ

て
､

通

典
巷

一

九
･

職
官

一

の

本

文
に

は
､

両
龍
二

年
(

七

〇

六
)

｢

三

月
､

又
､

員
外

官
二

千

飴
人

を

置

き
､

お

よ

是
に

於
て

遂
に

員
外

槍

校
試
横
列
知
の

官
有
り

｡

景
寵
に

逮
び

て

こ

こ

官
紀

大
い

に

薫
れ

､

復
た

斜

封
･

無

坐

魔
の

詞
､

焉
に

興
る

有
り

｡

+

と

あ

る

ご

と

く
､

中

宗

朝
の

紳
龍

･

景
龍

年
間
に

は

員
外

官
･

斜

封
官
が

み

だ

り
に

檜
置
さ

れ

た
｡

な

お
､

通
典
の

杜
佑
の

原
注
に

ょ

れ

ば
､

,

も

｢

園
初

､

膏
と

員
外

官
有
り

､

此

に

至

り
て

大
い

に

増
加

も

ろ

す
｡

兼
ね

て

諸
も

の

間
官
に

授
け

て

員
外

官
と

為
す
者
亦
た

0

0

よ

千

絵
人

を

超
ゆ

｡

中

書
令
李
崎

､

初
め

地

官
尚
書
自
り

通
州

刺
史
に

妃
せ

ら

れ
､

是
に

至
り

て

召

し

て

吏

部

侍

郎
を

弄

し
､

奏
し

て

大
い

に

員
外

官
を

置
か

ん

こ

と

を

請
う

｡

多
く

勢
家

･

親

識
を

引

用

す
｡

･

…
=

鎗
衡

､

序
を

失
い

､

官
員
倍

多
し

､

府
庫
は

走
れ

に

由
り

て

減
耗
す

｡

+

(

6
)

と
い

う
ご

と

く
､

府
庫
の

減
耗
を

も
た

ら

し

た

員
外

官
の

檜
置
は

(

7
)

李
囁
に

よ

っ

て

強
行
さ

れ

て

い

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

濫
官

(

8
)

政

策
は

､

玄
宗
朝
に

入
っ

て
､

｢

先

天
以

来
､

始
め
て

其
の

弊

を

(

9
)

5

懲
す
+

こ

と

と

な

り
､

｢

元

宗
御
極
し

､

宰
相

桃
元

崇
･

宋
窺

､

即
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吏
部
尚

書
を

兼
ね

､

大
い

に

姦
濫
を

革

め
､

十

に

其
の

九

を

去

(

m
)

る
｡

+

と
い

わ

れ

る

ほ

ど

粛
正

さ

れ

て

ゆ

く
の

で

あ

る

が
､

畠
田

憬
が

上

疏

し

た

嘗
時
は

ま
さ

に

そ

の

よ

う
な

濫
官
を

廃
止

す
る

改

(

1 1
)

革
政

策
の

進
行

中
で

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

以

上
の

事
賓
に

よ
っ

て
､

私
た

ち
は

つ

ぎ
の

よ

う
に

考
え

る

こ

と

が

で

き
る

の

で

は

な
か

ろ

う
か

｡

す
な

わ

ち
､

陽
雀

牌
尉
皇

甫

憬
の

｢

諌

置
勒
農
判
官
疏
+

は
､

直
接
的
に

は

河

南
府

一

帯
に

お

け

る

動
員
判
官
と

所
由
の

苛

欽
誅

求
に

封
す
る

批
判
と

し

て

上

言

さ

れ

た

の

で

あ

る

が
､

そ

の

よ

う

な

批

判
の

蟄

想
を

さ

さ

え

て

い

る

も
の

は
､

さ

な

き

だ

に

過

剰
の

官
員
数
を

｢

使
者
+

等
の

任
命

に

よ
っ

て

更
に

増
大
さ

せ

る

こ

と

に

封
す
る

抵
抗

感
と

も

い

え

る

の

で

あ
っ

て
､

賓
際
に

は

二

十

九

名
に

す
ぎ

な

い

勧
農

判

官
の

任

命
が

､

河

南
府
に

お

け
る

皇

甫

憬
白

身
と

同

叔
の

麟
尉
た

ち

の

判

官
抜
擢

と

か

れ

ら

の

暴
威

､

し
+

い

う
現

賓
に

よ

っ

て

撰
大

的
且

つ

反
撥

的
に

認
識
せ

ら

れ
､

そ

の

認
識
が

同

時
に

前
代
以

来
の

濫
官

政

策
に

た

い

す
る

同

時
代
的

批
判

傾

向

と

重

な

り

あ
っ

て
､

強
硬

な

反

封
論
を

上

言

さ

せ

る

こ

と

に

な
っ

た

の

で

あ

ろ

う
｡

そ

し

て
､

そ

の

よ

う
な

抵
抗
感
の

現

賓
的

基
盤
は

､

安
治
適

左
巻
二

一

三
･

玄
宗

開

元

十
七

年
八

月
の

條
に

､

｢

字
文

融
､

…

…

始
め

て

磨
く

諸

侯
を

置
き

､

競
い

て

緊

敷
を

為
す

｡

是
れ

に

由
り

て

百

官
は

其
の

職
を

浸
失

し
､

而

据

お

ご

6

し

て

上
の

心

は

益

ま

す
移
り

､

百

姓
皆
な

之

れ

を

怨
み

苦
し

む
｡

+

と

厳

し

く

批
評
さ

れ

て

い

る

ご

と

く
､

使
職
の

設

置
が

従
来
の

百

官
す
な

わ

ち

正

規
の

州

願
官
の

職
権
を

侵
害
す
る

よ

う
に

な
っ

た

こ

と
に

根
ざ

す
の

で

あ

り
､

だ

か

ら
こ

そ

｢

使
者
+

は
､

従
来
の

｢

正

閑
に

倍
す
る
+

員
外

官
と

同

じ

系
列
の

も
の

と
し

て

批
判
さ

れ

る

に

い

た

っ

た

の

で

あ

ろ

う
｡

し

か

も
､

こ

の

よ

う

な

使

職

は
､

字
文

融
の

時
に

創
設
さ

れ

た

わ

け
で

は

な

く
､

す
で

に
､

杜

備
に

よ
っ

て

濫
官
政

策
の

責
任

者
と
み

な
さ

れ

て

い

る

李
暗
が

括

戸
政

策
を

提
案
し

た

こ

と

の

結
果
と

し

て
､

武
周

期
に

お

い

て

も

(

1
.
2
)

採
用
さ

れ

て

い

た

の

で

あ
る

｡

す
な

わ

ち
､

括

戸
政

策
を

苦
行
す

る

た

め

に

武
周

期
か

ら

す
で

に

採
用
さ

れ

る

よ

う
に

な
っ

た

使
職

(

1 3
)

と

い

う

臨
時
の

｢

令
外
の

官
+

に

封
し
て

､

尚
書
省
直

属
の

正

規

の

州

原
官
の

な
か

か

ら

反

封
論
が

唱

え

ら
れ

た

の

で

あ

る
､

と
い

え

よ
>

つ
｡

皇

甫

憬
の

他
に

も
､

｢

左

拾
遺

楊
相

加
が

並

び

に

上

疏

し

て

盛

ん

に

煩
擾
不

便
な

る

を

陳
べ

+

た
､

と

い

う

通

典

巷

七
｡

食

貿

七
･

歴

代
盛

衰
戸

口

所
載
の

記
事
も

そ

の

意

味
に

お

い

て

注

目

す

る

必

要
が

あ

る
｡

楊
相

加
に

関
し
て

ほ
､

は

じ

め

に

引
い

た

蕾
唐

由

L
叩
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●

サ

み

書
字
文

融
俸
に

も
､

｢

左

拾

遺

楊

相

加
､

上

害
し

､

成
な

､

客
を

拝
す
る

こ

と

を

陳
べ

て
､

便
な

ら

ず
と

為
す

｡

+

と

あ

る

だ

け
で

､

塁
甫

憬
と

同

意

見
で

あ
っ

た

こ

と

し
か

明

ら
か

で

な
い

の

で

あ

る

が
､

全

唐

文

名
三

〇

三

に

は
､

楊
相

如
の

｢

陳
便
宜

疏
+

一

篇
を

輯
録
し
て

､

そ

の

略

歴
を

､

｢

相

加
､

洪
州

南
昌
の

人
｡

紳
寵
の

初
め

､

進

士
〕

雷
塗

尉
に

禰
せ

ら
れ

､

青

陵
･

陸
揮
に

従
る

｡

召

し
て

右

拾

遺
を

拝
す

｡

開
元

末
､

出
て

懐
州
別

駕
と

為
る

｡

+

と

記
し
て

い

る
｡

こ

れ

に

よ

れ

ば

楊
相

如
は

江

南
酉

道
洪

州

南
昌

牌
の

出
身
で

､

中

宗
の

紳
寵
初

年
に

進
士

に

及
第
し
て

の

ち
､

江

南
西
道

宣

州

嘗
塗
願
の

尉
を

は

じ

め

と

し

て

江

南
東
道

常
州

青

陵

解
､

つ

い

で

河

南
府
陸
揮
騒
の

お

そ

ら

く
は

尉
を

歴

任
し
て

､

中

書
省
右

拾
遺
と

な

り
､

字
文

融
に

反
封
し

た

結
果

､

河

北

道

懐
州

の

別

駕
に

左

遷
さ

れ

た
｡

全

唐
文
に

は

右
拾
遺
と

記
さ

れ

て

い

る

が
､

後
述
す
る

｢

陳
便
宜

疏
+

の

内

容
か

ら
み

て
､

啓
唐
害
お

よ

び

通
典
に

し

た

が
っ

て

門
下

省
左

拾
遺
と

あ

ら
た

め

る
べ

き

で

あ

ろ

う
｡

と
も

あ

れ
､

江

南
地

方

お

よ

び

河

南
府
の

願
尉
を

歴

任
し

た

の

ち

門
下

省
に

入
っ

て

左

拾
遺

と

な

り
､

そ

こ

で

陽
覆

麻
尉
皇

甫

憬
と

同
じ

趣
旨
の

反

封
論
を

以

て

宇
文

融
に

挑
戦
し
た

の

で

あ

る
■｡

さ

き
に

み

た

ご

と

く
､

右
拾
遺

も

左

拾

遺
も

各
一

名
が

抜

擢

さ

れ

て

宇
文

融
の

も

と

に

勧
農
判

官
と

な
っ

て

お

り
､

楊
相

加
は

皇
甫

憬
と

相

似
た

心

情
か

ら

｢

令
外
の

官
+

た

る

使
者
に

抵
抗
し

た

の

で

あ

ろ

う
｡

し

か

も

相

加

は

門

下

省
に

お

り
､

そ

の

｢

陳
便

宜

疏
+

に
ー

イ
l

¢

い

て
､

よ

｢

…

国
家

､

垂

扶
自
り

以

後
､

近

年
に

至
る

ま
で

､

冠

賎

し

は

慶
し

ば

興

り
､

兵

革
数
し

ば

動

き
､

適
齢

潰
喪

す
｡

目

び

に

つ

い費
え

泣
く

多
し

｡

加

う
る

に

観
寺
の

修

営
と

錫
賓
の

数
を

繁

た

み

く

す
る

を

以
て

､

郡

牌
の

吏
は

､

未
だ

雲

霞
の

頓
を

侵
漁
す

ち

か

ご

ろ

る

を

息

め

ず
､

…
…

近

着
､

人
､

直

言

を

献
じ

､

時
に

切

諌

亡

つ

い

す
る

こ

と

有
る

も
､

徒
だ

謀
議
を

聞

き

て

責
に

施
行
せ

ず
｡

営
造

に

至

り

て

は

未
だ

甚
し

く

は

休
息

せ

ず
｡

是
れ

国
儲
を

し

て

足
ら

ず
人

畜
を

し
て

久
し

く
室

な

ら

し

む
｡

…

…

孤
環

の

寡
授
な

る

者
は

小

罪
も

必

ず
罰
し

､

貨
賭
し

朋
嘉
す
る

者

は

大

慰
も

縄
せ

ず
､

栄
断
の

獄
は

審
に

せ

ず
､

安
中
の

罪
は

未
だ

粛
せ

ざ

る

な

り
｡

…

…
+

｢

H
)

と
の

べ
､

上

官
の

侍
中

や

諌

議
大

夫
の

職
掌
に

属

す
る

奏
渾

･

諌

言
が

用
い

ら

れ

て

い

な
い

現

状
を

憂

慮
し

､

正

規
の

職

種

回

復
を

要
求
し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

ま

た
､

｢

郡

騒
の

吏

は
､

未
だ

寅

直

の

囁
を

侵
漁
す
る

を

息

め

ず
+

と
い

っ

て

い

る

が
､

こ

れ

は
､

使

～

′

著
し
+

協
同

す
る

所
由
と

し

て

の

郡

牒
の

吏
が

管
轄
直

域

内
の

編
戸

紺
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の

民
に

苛

敷
誅

求
を

く

わ

え
て

い

る

こ

と

を

批
判
し
た

も

の

で

あ

る
､

と

考

え

ら

れ

る
｡

と
こ

ろ

で
､

解
尉
で

あ

る

皇
甫

憬
と

牒
尉
出
身
の

左

拾
遺
で

あ

る

楊
相

如

と

が
､

使
者
に

よ

る

｢

持
田

税

客
+

に

つ

よ

く

反

封
し

た

の

は
､

か

れ

ら

自
身
に

あ

た

え

ら

れ

て

い

る

筈
の

正

規
の

職
権

が

そ

れ

に

よ

っ

て

侵
害
さ

れ

る

か

ら
で

あ
っ

た

の

で

あ

る

が
､

逆

に
､

中

央
政

府
に

お

い

て

急
速
に

賓
樺
を

掌

握
し

っ

つ

あ
っ

た

宇

文

融
の

観
鮎
か

ら

す
る

な

ら

ば
､

新
居
書
奄

一

三

四
･

宇
文

融
備

に
､

け
ゼ
ノ

｢

時
に

天

下
の

戸

版
は

刷
ら
れ

宿
れ

､

人

は

多
く

本

籍
を

あ
わ

去
り
て

閃
里

に

浮

食
し

､

裔
威
を

詭
脱

す
｡

豪
易
は

相
い

井

よ

せ
､

州

願
は

能
く

刺
す
る

美
し

｡

+

と

強
調
さ

れ

て

い

る

ご

と

く
､

従
来
の

州
願
機
構
を

通
じ

て

徴

税

す
る

こ

と
が

困

難
に

な
っ

て

き

て

お

り
､

だ

か

ら
こ

そ

州

願
の

命

令
系
統
の

内

部
か

ら
､

国
家
権
力

に

と
っ

て

有
能
と
お

も

わ

れ

る

｢

昔
時
の

名

士
+

を

勧
貞
則
官
に

抜
擢
し

､

別
の

命
令
系
統

に

よ

っ

て

天

子
に

直

結
す
る

使
職
の

構

成
員
と

し
て

あ

ら
た

な

強

権

を

賦
興
し

､

か

れ

ら
の

在
地

勢
カ

と
の

関
係
を

利
用
し

て

願
の

内

部

に

ま
で

支

配
を

貫
徹
し

ょ

う

と

し

た

の

で

は

あ

る

ま
い

か
｡

な
ぜ

な
ら

ば
､

さ

き

に

掲
げ
た

勧
貞
判
官

一

覧
表
か

ら

明

瞭
に

看
取

し

う
る

よ

う
に

､

勧
負
債
ま

た

は

諸
色

安

輯
戸
口

使
と

し
て

㈹月
じ

の

字
文

融
は

､

そ

の

部
下

と

し
て

の

勧
農
判
官
を

前
述
の

ご

と

く

願
尉
や

願
主

簿
な

ど

中

央
政

府
の

任

命

振

達

す
る

最
下

級
の

官
員

の

な
か

か

ら

抜

擢
し

て

お

り
､

決
し
て

州
の

刺
見
や

豚
の

令
･

丞

を

登

用

し
て

は

お

ら

ず
､

尉
･

壬

簿
等
は

､

最
下

級
の

品

官
で

あ

る

こ

と

に

よ
っ

て

在
地
の

背

吏
や

里
正

た

ち

と

最
も

緊
密

な

関
係

を

保

持
し

て

い

た

で

あ

ろ

う
､

と

考
え

ら

れ

る

か

ら

な

の

で

あ

る
｡

か

れ

ら

は

地

方

行

政
の

賓
務
に

通

暁
し

て

い

た

で

あ

ろ

う
か

ら
､

使
者
と

し
て

各
地
を

巡

察
し

た

ば

あ
い

､

そ

の

槍
括
は

鋭
い

手

腕
に

よ

る

的
確
な
も

の

で

あ
っ

た

と

思

わ

れ

る
｡

国
家
権
力
に

と
っ

て

は
､

｢

判
官
に

人

を

得
た

り
+

と

大

書
す
る

に

あ

た

い

し

た

で

あ

ろ

う

し
､

｢

州

願
は

罪
を

慣
れ

､

牒
に

接
り

て

即

ち

逃

亡

の

家
に

徴
+

し
た

､

と
い

う

皇
甫
憬
の

指
摘
も

事
茸
で

あ
っ

た

と

い

え
よ

う
｡

し
か

し
､

逆
に

い

え

ば
､

陽
雀

牌
尉

皇
甫
憬
の

反

封
論
の

背
景

に

も

ま
た

､

願
尉
と

し

て

の

立

場
､

す
な

わ

ち

背

吏
や

里

正

と

し

て

も

活

躍
し

て

い

る

で

あ

ろ

う

在
地

勢
カ
と
の

密

接
な

関
係
に

よ

っ

て

規
制
さ

れ

る

立

場
が

あ

っ

た
､

と

考
え

ら

れ

る

の

で

あ

り
､

そ

の

立

場
が

賓
は

､

｢

田

を

量
り

客
に

検

す
る

も
､

豊

に

能
く

周

ね

く

給
せ

ん

や
｡

+

と
い

う

反
論
と

な
っ

て

表
明

さ

れ

て

い

る
､

抑

一

吋
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紬
と

い

え
る

の

で

は

あ

る

ま
い

か
｡

こ

の

問
題
に

つ

い

て
､

よ

り

く

わ

し

く
理

解

す
る

た

め
に

､

宇
文

融
に

た

い

す
る

そ

の

他
二

人

の

反

封
論
者

､

す
な

わ

ち

楊
場
と

慮

従
患
に

つ

い

て

調
べ

て

お

く
こ

と

と

し

た

い
｡

(

1
)

地

名

に

関
し
て

は

菖

唐
音
お

よ

び

新

唐
書
の

地

理

志
､

元

和

茄

螺
志

､

な

ら

び

に

平

岡

武

夫
･

市

原

幸
吉

『

唐

代
の

行

政

地

理
』

(

一

九
五

四
)

に

依

捜

し
､

重

大

な

問
題
の

な

い

か

ぎ

り

註

は

省

略

す
る

｡

(

2
)

全

唐

文

名
三

九

七
･

皇

甫

嶺
･

諌

置

物
畠

判

官

疏
｡

(

3
)

鈴

木
俊
｢

字

文

融
の

括
戸
に

つ

い

て
+

(

『

和

田

博

士

還

暦

記

念

東

洋
史

論
叢
』

一

九
五

一

)

｡

(

4
)

大

唐
六

典

省
三

〇
･

京

兆

河

南
大

原
三

府

官

吏
～

京

願

畿

煤

天

下

諸

係

官

吏
｡

(

5
)

唐
禽

要
雀

八

五
･

逃

戸
､

通
典
奄
七

･

食
貨
七

･

歴

代

盛

衰

戸

口
｡

(

6
)

膏

唐

書
巻

九

四
･

李

幡
俸

｡

(

7
)

し

か

し

李

幡
は

そ

れ

を

自

己

香
志
し

ょ

う
と

し

た
｡

安

治

通
鑑

巷
二

〇

八
･

中

宗

紳
寵
二

年
九

月
の

備
に

､

｢

眈
に

し

て

相

と

為
る

｡

鍵

衡
は

序
を

失
い

､

府

庫

は

減
耗
す

｡

乃

ち

更
に

表
し

て

濫

官
の

弊

を

言
い

､

且
つ

遜

位
せ

ん

こ

と

を

請
う

｡

上
､

慰

諭
し

て

許

さ

ず
｡

+

と

あ
る

｡

(

8
)

谷

川

道

雄

｢

武
后

末

年
よ

り

玄

宗

朝

初

年
に

い

た

る

政

争
に

つ

い

て

1
-
唐

代

貴
族
制

研

究
へ

の

一

成

角

-
+

(

『

東
洋

史

研

究
』

一

四
の

四
､

一

九
五

六
)

参
照

｡

(

9
)

通
典

零
一

九
･

職

官
一

･

序
｡

(

1 0
)

通
典

竜
一

九
･

職

官
一

･

序
･

杜

註
｡

(

1 1
)

菖
庸

書

巻

九
六

･

宋
環
俸

｡

(

1 2
)

唐

長

露

｢

関
干

武

則

天

統

治

末

年

的

浮

遊

戸
+

(

『

歴

史

研

究
』

一

九

六
一

年

六

期
)

参
照

｡

(

1 3
)

礪
波

護

｢

三

司
使
の

成

立
に

つ

い

て
･

-
唐

宋
の

欒

革

と

使

職

-
+

『

史

林
』

四

四
の

四
､

一

九

六
一

､

同

｢

唐
末
五

代

の

欒

草

と

官

僚

制
+

『

歴

史

教

育
』

一

二

の

五
､

一

九

六

四

参

照
｡

な
お

､

甲

G
.

勺

已
-

e

y

空
p

出

汁

∴
へ

づ

訂

b

莞
雷
⊇
ま

さ
乳

且
っ

叶

訂

出

払

塾
㌢
さ

戸
｢

ゝ
さ

ト

苧

鼓

§
､ ｡

○

已
〇

.1
邑

q
ロ

才
e

諾
-

首

勺
→

e

漂
r

忘
訟
.

は
､

財
政

専

門

官

僚
の

榛

東
と

し

て

使

職
の

創
設
に

も

論

及
し

た
｡

(

1 4
)

大

唐

六

典

奄

八
･

門
下

省
｡

三

楊
場
お

よ

び

慮

従
感

ま

ず
楊

場
の

こ

と

な
の

で

あ

る

が
､

右

に

引

い

た

楊

相

如
の

｢

陳
便
宜

疏
+

の

な
か

に
､

｢

加

う
る

に

観
寺
の

修
営
と

錫

賓
の

敷
を

繁
く

す
る

を

以
て

､

郡
騒
の

吏
は

､

未
だ

宏
直
の

囁
を

侵
漁

す
る

を

息

め

ず
､

+

と

い

う
一

文
が

あ
っ

た
｡

そ

こ

に

い

わ

ゆ

る

道
観

･

寺
院
の

修

営
は

玄
宗
朝
に

お

け

る

そ

れ

を

指
し

て

お

り
､

そ

の

よ

う
な

道

観
･

寺
院
の

造

営
修

築
は

武
周

期
に

お

い

て

と

く

に

盛

行
し

､

以

後
び

き

つ

づ

き

お

こ

な

わ

れ

て

き
た

｡

春
宗
の

景

雲
二

年
(

七
一

一

)

五

月
に

は
､

金

仙
公

主

と

玉

眞

公

主

の

た

め

9

に

二

親
を

造
営
し

､

｢

民

居
を

逼
奪
す
る

こ

と

甚
だ

多

く
､

功
を

即
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(

1
)

用
い

る

こ

と

数
百

萬
+

に

お

よ

び
､

鏡
百

徐
婚
を

費
や

し

た
｡

こ

の

時
､

総
指
揮
に

あ

た
っ

た

御
史
大

夫

葺
懐
貞
に

た

い

し
て

､

徴

蔑
を

拒

絶
し

て

ゆ

ず
ら

な
か

っ

た

の

が
､

近

隣
の

麟
遊
鯨
の

令
､

(

2
)

楊
場
で

あ
っ

た
｡

牒
令
と

し
て

民
の

側
に

立
っ

た

楊
場
の

態

度
に

ま

ず
注
目

し

て

お

き

た

い

の

で

あ

る
｡

こ

の

態

度
が

か

え
っ

て

さ

い

わ

い

し

て

黄
懐
貞
に

高

く

評

慣
さ

れ
､

楊
場
は

殿

中

侍
御
史
に

擢
拝
せ

ら

れ
､

開

元

初
年
に

は

侍
御

史
に

昇
任

し
､

京

兆

中

腰
日

知
の

｢

食

暴
に

し
て

法
を

犯

す
+

の

を

糾

弾
す
る

｡

す
な
わ

ち
､

膏
俸
は

､

と

も

｢

場
､

御

史
大

夫

李
傑

と

興
に

､

将
に

之
れ

を

糾
劾

せ

ん

か

え

と

す
｡

傑
､

反
っ

て

目

知
の

為
に

構
え

る

所
と

な

り
､

揚
､

も

廷

奏
し

て

日

く
､

糾

弾
の

司
､

若
し

遭
い

て

脅
を

恐

れ
､

以

て

姦
人

の

謀
を

成

す

な

ら

ば
､

御
史
墓

､

固
よ

り

廃
す

可

し

夫
､

と
｡

上
､

共
の

言
の

切

直
な

る

を

以

て
､

…

…

場
､

御

史
中
丞

･

戸
部
侍
郎
に

靂

選
せ

ら
る

｡

+

と
い

い
､

御

史
茎
の

機
能
が

お

か

さ

れ

な
い

よ

う

に

努
力

し
て

い

(

3
)

る

こ

と

も

注

目

す
べ

き
で

あ

ろ

う
｡

さ

て
､

戸
部
侍
郎
楊
場
は

字

文

融
と

封
決
し
て

左

遷
さ

れ

る
｡

す
な

わ

ち

奮
俸
の

つ

た

え

る

ご

ま

七-

と

く
､

｢

時
に

､

融
､

方
に

権
要
に

在
り

､

公

卿
己

下
､

多
く

融

ひ

と

と

も

の

議
に

雷

同

す
｡

場
､

濁
り

興
に

理

を

表

し
て

之
れ

と

争
い

､

尋

(

4
)

い

で

出
て

華

州

刺
史
と

為
る
+

の

で

あ

る

が
､

こ

の

時
か

れ

が

主

紺

張
し

た

反

封
論
は

､

膏
庸
書
字
文

融
停

に

よ

れ

ば
､

お

も

｢

戸
部
侍
郎
揚
場

､

濁
り

建
議
し
て

以

え

ら

く
､

客
を

括

す
る

は

居
人

を

利
せ

ず
､

紫
外
の

田

を

徹
し
て

検

す
れ

ば

百

■し

姓
を

し
て

困

弊
せ

使
め

､

得
る

所
は

失

う

所
を

補

わ

ざ

ら

ん
､

と
｡

+

と
い

う
こ

と
で

あ

り
､

ま

た

新
居

苔
字
文

融
俸
は

､

お

も

｢

唯
だ

戸
部
侍
郎
楊
場
の

み

以

窺
え

ら

く
､

籍
外

に

税

を

取
れ

ば

百

姓
は

困

弊
し

､

得
は

失
に

酬
い

ざ

ら

ん
､

と
｡

+

と
つ

た

え
て

お

り
､

こ

こ

で

も

楊
場
は

｢

居
人
+

｢

百

姓
+

の

利

益

を

眉
に

と
っ

て
､

字
文

融
に

反
封
し

て

い

る
｡

か

れ

が

ど
の

よ

う

な

意
味
を

こ

め

て

｢

居
人
+

｢

百

姓
+

の

語

を

使
用

し

て

い

る

の

か
､

と
い

う
問

題
に

つ

い

て

考
え
る

ば

あ

い

に

看
過

し

え

な
い

こ

と

は
､

か

れ

が

左

遷
さ

れ

て

赴
任
し

た

地

が

華
州
で

あ
っ

た
､

と

い

う

蕾
唐
苔

揚
場

停
の

前
掲
記
事
で

あ

る
｡

新

居
書
楊
場

倦
も

葦
州

別
史
と

し
て

い

る
｡

閲
元

十
三

年
正

月

以

前
に

葦
州
刺
史
に

左

遷
さ

れ

た

楊
場
は

､

啓
俸
に

よ

れ

ば
､

同
十

六

年
に

は

園
子

祭
酒
に

遣
り

､

明

経
･

左

氏
の

撃
を

重

ん

ず
べ

き
こ

と

を

力

説
し

､

同
二

十
三

年
に

左

散
騎

常
侍
と

な
っ

た

の

ち
､

全

唐
文

巻
三

九

八
･

楊
場
に

よ

れ

ば

六
十

腑

､

抽
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血
･

外

(

6
)

八

歳
で

卒
し

､

戸
部
尚
書
を

追

贈
さ

れ

て

い

る
｡

と
こ

ろ
で

､

葦

州
と

い

う
■
の

は

か

れ

の

本

籍
地

な
の

で

あ
っ

て
､

全

唐
文
と

新
俸

は

｢

場
､

字
は

穏

光
､

華
州

華
陰
の

人
｡

+

と

し
､

曽

倦
も

｢

楊

場
､

葦
陰
の

人
｡

+

と

す
る

｡

そ

の

組
先

に

関
し

て

は

新

俸

が

も

っ

と

も

詳
細
に

つ

た

え

て

お

り
､

そ

れ

に

よ

れ

ば
､

五

世

覿
(

高

粗

父
)

の

繹
は

陳
の

中

書
舎
人

､

そ

の

子
の

林
甫
は

都
督
を

領
し

､

隋
に

陳
が

滅
ぼ

さ

れ

て

か

ら

三

年
を

経
て

す
な

わ

ち

開
皇
十
二

年

(

五

九
二
)

に

降
っ

て

江

左
よ

り

長

安
へ

従
屈

し
､

柳
城
の

太

守

と

な

り
､

唐
高
租
の

挙
兵
に

参
加
し

て

終
州

刺
史

･

宜
寿
都

公
と

(

7
)

な
っ

た
｡

そ

の

子
(

場
の

阻

父
)

環
は

秦
王

世

民
(

唐

太

宗
)

の

王

府
参

牢
と

し
て

特
に

恩
寵
を

受
け

､

汚
･

綬
二

州
の

刺
史
を

歴

任

し

た
｡

父

に

つ

い

て

は

俸
を

軟
く
の

で

あ

る

が
､

陳
以

来
の

士

族

と

し

て

明

経
･

左

氏
の

畢
を

重

ん

じ
､

唐
朝
に

仕
え

て

は

高

祖
･

太

宗
の

恩

寵
を

受
け
て

き
た

の

で

あ

る

か

ら
､

あ

ら

た

な

郷
里
で

あ
る

葦
州
華
陰

煤
に

お

い

て

も

指
導

者
的
な

勢
力

を

築
い

て

い

た

で

あ

ろ

う
｡

し

か

し

な
が

ら
そ

の

勢
力
は

､

葉
陰
の

地

に

古

く
か

ら

定

住
し

き

た
っ

た

土

豪
的

な

有
力

者
と

の

協
調
に

よ
っ

て

で

な

け
れ

ば

維
持
で

き

ず
､

し

た

が

っ

て
､

そ

の

よ

う
な

土

着
の

有
力

者
の

社
食
的
規
制
力
が

お

よ

ん

で

い

る

範
囲

内
の

住
民

に

た

い

し

て

分

断
的

な

歴

カ
を

外

側
か

ら
か

け
る

と

ど
の

よ

う
に

｢

便
な

ら

粁

ざ
る
+

事
態
が

生

ず
る

か
､

揚
場

は

よ

く

洞
察
し
て

い

た

の

で

あ

ろ

う
｡

し
か

も

狭
郷
の

華
陰
解
に

お

い

て
､

有
力

な

｢

居
人
+

の

所
有
す
る

｢

紫
外
の

田
+

を

没
収
す
る

こ

と

は

弱
小

農
民
を

困

弊

せ

し

め
る

に

い

た

る

の

で

あ
っ

て
､

字
文

融
の

方

針
と

し
て

は
､

括
籍
し

た

客
戸
に

た

い

し

て

は

｢

軽
く

祝

す
る
+

原
則
を

う
ち
だ

し

て

い

た

の

で

あ
る

か

ら
､

官
収
さ

れ

た

｢

籍
外
の

田
+

に

立
地

し

て

編
戸
の

農
民

と

な
る

こ

と

を

望
む

他

郷
か

ら
の

移
住
者
が

増

加
し

あ
る

い

は

顕
在
化
し

て

く
る

で

あ

ろ

う
｡

そ

う

な

れ

ば
､

そ

の

よ

う
に

｢

軽
く

祝

す
る
+

か

ぎ

り
､

｢

客
を

括

す
る
+

こ

と

は

有
力

な

｢

居
人
+

に

と
っ

て

不

利
と

な

ら

ざ

る

を

え

な
い

､

と

思

わ

れ

る
｡

ま

た
､

在
束
の

貧
農
に

と
っ

て

も
､

狭
郷
に

お

い

て

甚

だ

し
い

受
田

額
の

不

足
分
を

｢

籍
外
の

田
+

に

お

け
る

傭
耕
に

よ

っ

て

補
充
す
る

道
が

大

き

く

制
約
さ

れ

て

く
る

こ

と

に

も

な
る

の

し

で

あ

る

か

ら
､

ま
こ

と

に

｢

百

姓
を

し

て

困

弊
せ

使
め
る
+

と
い

わ

ね

ば

な

る

ま
い

｡

こ

の

よ

う
に

｢

人

を

擾
が

せ
+

る

括
戸
政
策

に

敢
然
と

し
て

反
封
し

た

楊
場
が

､

も

し

も

賓
際
に

そ

の

あ

ら
た

な

郷
里

華
州
の

刺
史
に

左

速
さ

れ

て

蹄
っ

た

の

で

あ

る

と

す
れ

ば
､

か

れ

は

非
常
に

困

難

な
立

場
に

お

か

れ

て

し

ま
っ

た

わ

け
で

あ
り

､

そ

の

意

味
に

お

い

て

厳
し
い

虞
分
を

受
け

た

こ

と
に

も
な

る
､

と
い

え

る

で

あ

ろ

う
｡

6 J J
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と
こ

ろ
で

､

揚
場
は

御
史
中

丞

と
し

て
､

京
兆

声

優

日

知
の

暴

虐
を

断
固
糾

弾
し

御
史
基

本

来
の

職
能
を

守

り
ぬ

き
､

戸
部
侍
郎

に

遮
っ

て

は

字
文

融
の

便
職
に

よ

る

専
権
を

阻
止

せ

ん

と
し

て

却

っ

て

戸
部
を

逐
わ

れ

た

の

で

あ

る

が
､

同

じ

時
に

､

刑

部
尚

書
と

し
て

､

字
文

献
の

慈

意

的
な

人

事
権
の

支

配
に

た

い

す
る

抵
抗
を

お

こ

な
っ

た

の

が
､

慮

従

患
で

あ
っ

た
｡

蕾
唐
書

奄
一

〇

〇
･

虞

従
患
侍
に

は
､

｢

御
史
中

丞

字
文

融
､

恩
を

承

け
て

事
を

用
い

､

田

戸
を

括

獲
す
る

の

功
を

以
て

本
司
の

枚

考

の

上

下

を

為

す
｡

従

と

も

患
､

抑
そ

も

之
れ

と

輿
に

せ

ず
｡

融
､

頗
る

以
て

恨
み

と

為

し
､

従
感
は

良
田

を

虞
占
す
る

こ

と

百

飴

頃

も

有

る

に

至

る
､

と

密

奏
す

｡

其
の

後
､

上
､

腎
て

､

宰

相

と

為
る

に

堪

え

る

者
を

揮
ぶ

｡

或
び

と

従
患
を

上

に

薦
め

て

日

く
､

従
窓

は

田

園
を

虞
占

す
､

是
れ

廉
な

ら

ざ

る

也
､

と
｡

遂
に

止

ま

り

て

用
い

ず
｡

+

と

あ

り
､

新

居
書
奄

一

二

九
･

慮

従
感
俸

は
､

ま

さ

｢

御

史
中

丞

字
文
融

､

方
に

事
を

用
い

､

将
に

田

戸
を

括

す
る

の

功
を

以
て

上

下
の

考

を

為
さ

ん

と

す
｡

従

患
､

許
さ

+

.℃
く
ノ

ず
｡

融
､

之
れ

を

恨
み

､

乃

ち

密
か

に

白
す
ら

く
､

従
塵
は

よ

盛
ん

に

殖

産
し

､

良
問

数
百

頃

を

占
す

､

と
｡

帝
､

此
れ

自

り

之

れ

を

薄
ん

じ
､

目
し

て

多
田

翁
と

為
す

｡

後
､

用
い

て

β

つ

い

β

相

と

為
さ

ん

と

欲

す
る

こ

と

慶
し

ば

な
る

も
､

卒
に

是
れ

を

以
て

止

む
｡

+

と

し
て

い

る
｡

す
な

わ

ち
､

慮

裾
患
が

反
封
し

た

の

は
､

宇
文

融

が

｢

括
獲
田

戸
之

功
+

を

以
て

属
僚
の

勤
務

評
定

を
お

こ

な

う

と

し

た

こ

と

に

た

い

し
て

で

あ
っ

た

の

で

あ

る

が
､

こ

こ

に

い

わ

ゆ

る

｢

田

戸
+

と

は
､

前
掲
の

皇
甫
憬
の

い

わ

ゆ
る

｢

括
田

税

客
+

｢

量
田

税

客
+

､

お

よ

び

楊
場
の

い

わ

ゆ

る

｢

客
を

括

す

る

は

居

人

を

利
せ

ず
､

籍
外
の

田

を

徹

し
て

祝

す
れ

ば

百

姓
を

し

て

困

弊

せ

し
め

､

+

｢

籍
外

に

税

を

取

れ

ば

百

姓
は

困

弊
す
+

と

い

う
こ

と

に

照
ら

し

て

考
え

る

な

ら

ば
､

田

と

戸
､

す
な

わ

ち

籍
外
の

田

と

客
と

の

両

者
を

意
味
す
る

も

の

で

あ

ろ

う
｡

籍

外

の

田

を

摘

馨

し
､

客
を

括
し
て

客

戸
と

な

し
､

そ

れ

ら

に

税

を

課
す
る

こ

と

に

成
蹟
を

あ

げ
た

｢

使
者
+

｢

所

由
+

｢

郡

願
の

吏
+

を

昇

任

さ

せ

る
､

と
い

う

宇
文

融
の

人

事
考
課

を
､

慮
従
庖
は

非
と

し

た

の

で

あ
る

｡

と
こ

ろ

が
､

宇
文

融
は

慮

従
患
の

百

除
頃
(

な
い

し

数
百

飴

頃
)

に

お

よ

ぶ

大

土

地

所
有
を

指
摘

す
る

こ

と

に

よ
っ

て

復

讐

を

く
わ

だ

て
､

そ

の

発
進

を

は

ば

む
こ

と

に

成

功

し

た

の

で

あ
っ

た
｡

時
に

慮
従

葱

は

刑

部
尚
書
正

三

晶
で

あ
っ

た

か

ら
､

す
く

な

く
と

も

そ

の

官
人

永
業
田

二

十
五

頃
は

世

襲
的
私

有
を

公

認
さ

れ

¢

■
峨
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め

心

(

8
)

て

い

た

の

で

あ

る
｡

し

た

が
っ

て
､

も

し

百

餞
頃
以

上
の

良

田

を

虞
占
し
て

い

る

こ

と

が

事
資
で

あ
っ

た

と

す
る

な
ら

ば
､

多
数
の

簿
外

田

が

あ
っ

た

こ

と

に

な

り
､

ま

さ

に

字
文

融
に

と
っ

て

は

恰

好
の

攻

撃

目

標
と

な
っ

た

で

あ

ろ

う
｡

そ

し
て

茸
は

そ

の

よ

う

な

攻

撃
を

可

能
な

ら
し

め

る

要
素
が

慮
氏
に

は

あ
っ

た

の

で

あ
る

｡

問
題
は

慮
従

患
の

出
自
で

あ

り
､

ま

ず
蕾
俸
を

み

る

と
､

｢

慮
従

患
､

相

川

臨
繚
の

人
｡

後
貌
の

慶
安

尚
書
粥
の

六

ょ

こ

こ

よ

代
の

孫
な

り
｡

苑
陽
自
り

徒
り

て

焉
に

家
す

｡

世

よ

山

東
の

た

膏
姓
為
り

｡

+

エ

と
あ

り
､

新

倦
も

ほ

ぼ

同

じ

く
､

一

部
分
を

｢

苑
陽
自
り

臨
樟
に

徒
る
｡

故
に

従
患
は

臨
撞
の

人

と

為
る
+

と

い

い

か

え

て

い

る
｡

従

患
の

六

世

祖

頑
の

俸
は

親
書
奄
四

七
･

慮

玄
備
に

輯
線
さ
れ

て

い

る
｡

慮

玄
は

頑
の

租
父
で

あ

り
､

｢

慮

玄
､

字

は

子

眞
､

氾

陽

の

漆
の

人

な
り
+

と

明

記

さ

れ

て

い

る
｡

す

な
わ

ち

有
名

な

花
陽

_

の

慮
氏
な
の

で

あ

る
｡

玄
の

曾
祖
父

諺
は

晋
に

仕
え

､

玄
の

剋

父

侶
､

お

よ

び

父
遡

は

北
晩
の

郡

太

守
と

な

り

｢

皆
な

儒
雅

を

以
て

科
せ
+

ら

れ

た

と

い

う
｡

慮

玄

は

北

魂
大

武

帝
の

神
威
四

年
(

四

三
一

)

に

辟
召

に

よ
っ

て

中

書
博
士
と

な
っ

た
｡

玄
の

子
(

朗
の

父
)

度
世
も

｢

畢
行

を

以

て

時
流
の

重
ん

ず
る

所
と

為

り
+

､

度
世
の

三

男
で

あ

る

湘
も
.
｢

畢
は

経
史
に

捗
り

､

早
く

時
馨
有
り
+

と

さ

紳

れ

て

い

る
｡

東
の

子
に

関
し
て

は
､

親
書
に

所
停
の

あ

る

の

は
､

｢

要

吉
を

渉
歴

し

…

…

進

退
の

観
る

可
き

あ

り
+

と

い

わ

れ

中

書

侍
郎
を

弄
し

た

五

男
の

元

明
､

好
酒

凶

暴
で

あ
っ

た

が

輔

園

将

軍
･

司

徒
司
馬

と

な
っ

た

六

男
の

元

揖
､

｢

他
に

才

能

無

く
+

高

租
の

女
･

義
陽
長

公

圭
を

侍
し

て

尉
馬
都
尉
等
を

拝
し
た

長
男
の

元

幸
だ

け

で

あ

る

が
､

新

居
書
奄
七

三

上
･

宰

相

世

系
表

三

上

は
､

元

隆
･

元

徳
の

二

子
の

み

を

載
せ

て

お

り
､

そ

れ

に

よ

れ

ば
､

従
患
は

元

徳
の

五

世

孫
で

あ
る

｡

元

徳
の

官
職

は

不

明
､

次

代
に

な
っ

て

高
租
父

･

士

撤
は

願
令
と

州

別

駕
を

つ

と

め
､

曾
租

父
･

彰

寿
は

太

常
寺
奉

祀

郎
で

あ
っ

た
｡

い

ず
れ

も

和
ま
で

の

世

代
に

く
ら
ぺ

て

低
い

官
位
に

と

ど
ま

っ

て

お

り
､

租

父
･

尚
卿
と

父
･

敬
一

の

官
職
は

世

系
表
に

は

記
さ

れ

て

い

な
い

｡

た

だ

し
､

敬
一

が

吉
陽
丞
で

あ
っ

た

こ

と

は
､

蕾
唐
書
慮

従
患
俸
に

､

｢

乃

ち

其
の

父

吉

陽
丞

敬
一

に

磨

り

て

鄭
州
長
史
と

為
す
+

と

あ
る

の

に

よ
っ

て

あ

き

ら
か

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

み

て

く
る

な

ら

ば
､

山

東
の

膏
姓
で

あ

る

慮
氏
の

特

徴
は

､

高
官
顕
職
に

あ

る

と

い

う
よ

り

は

む

し

ろ

そ

の

家

撃
と

し
て

経
史
の

畢
を

重

ん

じ
て

き

た
､

と

い

う
文

化

的

俸
統
に

あ
る

の

で

あ
っ

て
､

親
書
慮

玄
俸
が

､

｢

史
臣
日

く
､

慮

玄
､

緒

菜

箸

は

じ

上

り

J

し

く

聞
こ

え
､

首
め

に

旋

命
に

應

ず
｡

子

孫
､

迩
を

楷
ぎ
て

世
よ

朗



一

橋 論叢 第 五 十 三 巻 第 五 号 ( 6 4 )

盛
門
馬
り

｡

其
の

文
武
の

功
烈
は

殆
ど

絶
す
る

に

足
る

無
き

ち

而

ら

も

時
に

重

ん

ぜ

見

れ
､

聾
高
く

冠

帯
す
る

は
､

蓋

し

徳
業

儒
素
の

人

に

過

ぐ
る

者
有
れ

ば

な
り

｡

+

と

許
し

て

い

る

の

は

適
切

で

あ

る

と

思

う
｡

い

い

か

え

る

な

ら

ば
､

字
文

融
が

摘
覆

し
ょ

う
と

し

て

い

た

｢

籍
外
の

田
+

に

屈
す
る

､

世

襲
的

な

大

土
地

の

籍

外
に

お

け
る

所
有
と

そ

の

規
模
が

､

盛

雄
悉
の

代
に

お

い

て
､

字
文

融

一
▼

の

主

張
す
る

ほ

ど

多
大
で

あ
っ

た

か

ど

う
か

は

疑
問
と

し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

の

で

あ

る

が
､

し
か

し

そ

の

よ

う
な

籍
外
の

田

を

所

有
し
て

い

た

可
能
性
は

あ

り
､

｢

多
田

翁
+

と
い

わ

れ

る

素

地

が

塩

氏
の

家
系
に

は

あ
っ

た
｡

宇
文

融
は

そ

の

側
面
に

着
目

し

た

の

で

あ
る

｡

し

か

し

な
が

ら
､

氾
陽
に

出
る

山

東
の

菖
姓
と

し

て

の

慮

氏
が

と

く

に

重

ん

じ

た

の

は
､

そ

の

家
畢
で

あ
っ

た
｡

そ

の

よ

ぅ
な

家
畢
の

俸
統
の

な
か

で

育
っ

た

慮
従
患
が

､

｢

弱

冠
に

し

て

(

9
)

明

経
に

畢
げ

ら
れ

､

緯
州

夏
麟
尉
を

授
け

ら

れ
+

た
､

と
い

う

事

賓
は

､

楊
場
が

明

経
を

重
ん

じ

た

こ

と

を

想

起
さ

せ

る

も
の

で

あ

る
｡

そ

れ

が

何
を

意
味
し

て

い

る

の

か

に

つ

い

て

び

と

つ

の

理

解

を

得
る

た

め
に

も
､

こ

こ

で

節
を

あ

ら

た

め
て

楊
炎
の

ば
あ

い

に

関
し
て

考

え
て

み

る

こ

と

と

し

た

い
｡

(

1
)

安
治

通
鑑

巷
二

一

〇
･

蓉
宗

該

年

嘩
∪

曹
唐

書
巻

一

〇
一

な

ら

び

に

新

唐

書

名
一

一

八
･

辛

替

香

侍
｡

(

2
)

(

3
)

膏
唐

書

巻
一

八

五

下
･

良

吏

列

俸

下
･

楊

場

俸
｡

新

唐
書

出
β

り

竜
一

三

〇
･

楊
葛

俸
｡

(

4
)

(

5
)

戸

部

侍

郎
か

ら

華

州

潮

見
に

左

遷
さ

れ

た

の

は
､

閲
元

十

三

年
正

月
ま

た

は

前

年
の

冬
の

未
で

あ
っ

た
｡

十
三

年
正

月

に

は

李

元

紘
が

戸

部

侍

郎
と

な

り

(

膏

庸

書

巻

九

八
･

李

元

紘
俸
)

､

同

年

二

月
に

は

字
文

融
が

戸
部

侍

郎
と

な

る
｡

巌

耕

望

『

唐

僕

筒

丞

郎

表
』

(

中

央

研

究

院
歴

史

語

言

研

究

所

専

刊
之
三

十

六
､

一

九
五

六
)

六

八
三

頁
参

照
｡

(

6
)

仝

唐
文

奄

三

九

八
･

揚
場
の

序
に

よ

れ

ば
､

国

子

祭

酒
の

つ

ぎ

に

は

大
理

卿
に

還
っ

た
｡

(

7
)

啓
侍

は

窃
を

降

州

刺

史

と

す
る

が
､

詳
細
な

新

俸
の

記

述
に

し

た

が

う
｡

(

8
)

大

唐
六

典
竜
三

･

偽
書
戸

部
の

｢

凡

官
人

受
永

業

田
+

の

條
に

よ

る
｡

(

9
)

啓
唐

書
巻

一

二

九
･

虞

従

患

侍
に

よ

る
｡

新
居

書
巻

一

〇

〇
･

慮

従

庖

侍
に

は
､

｢

明

経
に

擢
ん

で

て
､

夏
尉
と

為
る

｡

+

と

あ
る

｡

四

楊

炎

楊
炎
に

よ

る
一

連
の

財
政

改

革
の

こ

こ

ろ

み

が
､

劉
量
と

封
決

す
る

か

た

ち
で

推
進
さ

れ

た

こ

と

は

よ

く

知
ら

れ

て

い

る

と

お

り

で

あ

り
､

新
居
書
奄

一

四
二

･

葺
虞
厚

俸
は

そ

の

こ

と

を
､

｢

建

中
の

時
､

山

東
の

乱
興
る

や
､

宰
相
は

朋
薫

す
｡

楊
炎
は

元

載
の

蔑
め

に

復
併
し

､

慮

杷
は

劉
暴
の

蔑
め

に

怨
み

を

償
う

｡

兵
は

蓮

小

ふ

輔
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ヰ

←

な

り
､

鯛
は

結
び

､

天
下

騒

然
た

り
｡

+

と

簡
潔
に

描

出
し

て

い

る
｡

こ

の

よ

う
な

楊
炎
と

劉

暑
と

の

封
立
を

楊

炎
の

立

場
に

印

し

て
､

民

間
の

地

域
祀
禽
に

濁
自
の

勢
力

を

も
っ

て

い

る

と

考
え

ら

ら

れ

る

張
建
封
の

動
き

に

照
ら

し

て

観

察
し
て

み

よ

う
｡

張
建
封

に

つ

い

て

は
､

す
で

に

谷
川

道
雄

氏
の

す
ぐ

れ

た

論
考
が

あ

る

か

(

1
)

ら
､

こ

こ

で

は
､

膏
唐
書
巻

一

四

〇
お

よ

び

新

居
書
巻

一

五

八

の

張
建

封
倖
と

谷

川

氏
の

論
文
に

も

と
づ

い

て

張
建

封
と
そ

の

父

張

所
の

す
が

た

を

管
見
し
っ

つ
､

建
封
の

劉

姜
お

よ

び

主

と

し
て

楊

炎
と
の

関
係
を
.

調
べ

て

み

る

こ

と

に

す
る

｡

張
建
封
は

山

南
道
都
州

南
陽
の

人
で

あ

る

が
､

｢

客
と

し

て

究

わ

か

州
に

隠
れ
+

て

い

た
｡

そ

の

父
張
所
は

､

｢

少

く
し

て

任

侠
+

(

新

わ

か

倦
)

ま

た

は

｢

少
く

し
て

豪
侠

､

財
を

軽
ん

じ

士

を

重

ん

ず
+

(

曹

博
)

と
い

わ

れ
､

安
藤
山
の

反
乱
が

勃
覆

す

る

や
､

威
牌
李

庭

偉

を

魯
郡

太

守
韓
揮
木
が

歓
待
し
た

の

を

憤
慨

し
､

｢

郷
豪
(

新

俸
･

豪
傑
)

の

張
貴

･

孫
邑

･

段
終
等
を

率
い

兵
を

集
め
+

(

膏
倦
)

､

員

外

司

兵
張
字
の

協
力
を

得
て

､

庭
偉
と

そ

の

景

教

十

人

を

殺

し

た
｡

し
か

し
､

功
貴
は

揮
木
と

字
に

し

か

興

え

ら

れ

ず
､

｢

所
､

因
り
て

江

南
に

遊
蕩
し

､

其
の

功
を

言
わ

ず
+

(

膏
俸
)

に

居
た

と

い

う
｡

そ

の

子

張

建
封
も

ま
た

｢

憤
慨
束
を

負
い

､

功
名
を

以
て

叫

(

3
)

己

れ

の

任
と

為
す
+

(

膏

俸
)

と

い

わ

れ
､

や

は

り

豪
快
と

い

え

る

人

物
で

あ
っ

た

こ

と

は
､

つ

ぎ
の

俸
記
に

よ
っ

て

あ

き

ら
か

で

あ

る
｡

す
な

わ

ち
､

代

宗
の

賓
應
年
間
に

､

江

南
の

蘇
州

･

常
州
に

お

い

て

｢

草
賊
が

郡

邑

を

冠

掠
し

た
+

(

蕾

俸
)

と

き
､

建
封
は

､
ま

み

そ

の

瑛
歴
に

中

央
か

ら

派

遣
さ

れ

て

き

た

官
官
の

鳥
目

新

に

｢

見

え

白
か

ら

賊
徒
を

説

診
せ

ん

こ

と

を

請
う

｡

日

新
､

之

れ

に

従

う
｡

遽
に

虎
窟

･

蒸
里

等
の

賊
常
に

入

り
､

利
害
禍
頑
を

以

て

之

れ

を

喩

す
｡

一

夕
に

し

て

賊
真
数
千

人
､

並

び

に

日

新
に

詣
り

降

を

請
う

｡

遂
に

悉

く

放
ち
て

田

旦

に

蹄
す
+

(

膏

俸
)

と

い

う

功
績

を

た

て

た

の

で

あ

り
､

｢

草

城
+

の

人

心
を

張
建

封
が

つ

か

ん

で

い

た

か

ら

平
定
に

成
功
し
え

た

の

で

あ

ろ

う
｡

こ

れ

に

よ

っ

て

名

を

知
ら

れ

た

張
建

封
は

､

大

暦

初

年
に

､

湖
南
観
察
便
葦
之

晋
に

辟
せ

ら

れ

て

参
謀
と

な

り

左

清
造

兵

曹
を

授
け

ら

れ

る

が

｢

吏
役

を

発
し

ま

ず
+

(

膏

俸
)

､

去
っ

て

滑
毛

筋
度
使

命
狐

彰
に

辟
せ

ら

れ

る

が
､

彰
が

朝
祝
し

な
い

の

を

悦
ば

ず
､

｢

之
れ

を

非
と

し

て

ま

み

往
き

て

樽
運
便
劉

暴
に

見

ゆ
｡

量
､

大
理

評
事
に

奏
試
し

､

漕
務

-し

を

莞
せ

使
む

｡

歳
徐
に

し
て

罷
め

る
+

(

新

俸
)

こ

と

に

な
っ

た
｡

こ

れ

は

蕾
俸
に

よ

れ

ば
､

｢

遂
に

刺
を

樽
運

使
劉

曇

に

按
じ

､

白

か

ら
､

其
の

志
､

彰
に

仕
え

る

を

願
わ

ざ

る

こ

と

を

述
べ

る

や
､

′

八J

卓
､

大

理

評
事
に

奏
試
し

､

軍
務
を

勾

首
す

｡

歳
徐
に

し

て

復
た

"
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寵
め
て

蘇
る
+

と

さ

れ

て

い

る

が
､

.
そ

の

昔
時

､

東

都
港
南

斬
江

(

4
)

東
西

湖
南
山

南
東
逆

襲
銭

便
乗

樽
運

使
で

あ
っ

た

劉
妾
の

も

と

で

お

そ

ら

く

漕
務

を
一

年
間

あ

ま

り

管
理
し

て

い

た

の

で

あ

ろ

う
｡

し
か

し

自

螢
的
に

登

用

を

願
っ

た
に

も
か

か

わ

ら

ず
､

張
建

封
は

劉
量
の

も

と

を

去
る

｡

つ

い

で

馬
燵
の

判

官
と

な

り

監

察
御

史
に

抜
擢
さ

れ
､

李
塞
擢
の

討

伐
に

参
軍
し

て

功
を

た

て
､

侍
御

史
を

授
け

ら

れ

る
｡

そ

し
て

､

膏
停
に

よ

れ

ば
､

｢

建

中
の

初
め

､

燵
､

之
れ

を

朝
に

薦
め

､

楊
炎

､

牌
に

用
い

て

度
支

部
中
と

為
さ

ん

と

す
｡

慮

杷
､

之
れ

を

恵
む

｡

出
て

岳
州

刺
史
と

為
る

｡

+

と
い

い
､

新
停
は

｢

楊
炎

､

将
に

任
ず
る

に

要
職
を

以
て

せ

ん

と

す
｡

慮
杷

､

喜
ば

ず
｡

出
て

岳

州
別
史
と

為
す

｡

+

と

し

て

い

る
｡

す
な
わ

ち
､

楊
炎
は

､

豪

伐
と

し

て

聞
こ

え

た

張
建

封
を

､

度
支

郎
中
と

い

う

｢

要
職
+

に

登

用

し

ょ

う

と
し

た

の

で

あ

る

が
､

劉

量
の

真
に

あ
っ

て

楊

炎
と

正

面
か

ら

封
決
し

最
後
に

は

楊
炎
を

失

(

5
)

脚
せ

し

め

る

虞

杷
が

､

そ

の

登

用
に

反

封
し

た

た

め
､

張
建

封
は

(

6
)

岳
州

刺
史
に

出
さ

れ

て

し

ま

う
｡

劉
皐

･

虞

杷
の

異
に

阻
止

さ

れ

て

賓

現

し

な

か

っ

た

と

は

い

え
､

楊
炎
が

張
建

封
を

度
支

郎
中
に

登

用
し

ょ

う

と

意

囲

し
た

こ

と
は

か

な

り

重

要
な

意

味
を
も

つ
､

と

い

え

よ

う
｡

な

ぜ

な

ら

ガ
ハ

ーU

ば
､

度
支
は

楊
炎
の

三

次
に

わ

た

る
一

連
の

財
政

改

革
の

辟
趨
を

決
す
る

重

要
な

位
置
を
し

め
､

そ

の

度
支

郎

中
の

職

は

ま

さ

に

｢

要
職
+

だ

か

ら
で

あ
る

｡

周

知
の

ご

と

く

楊
炎
は

､

ま

ず
第

一

(

7
)

に
､

大

暦

十

四

年
(

七
七

九
)

十
二

月

に
､

そ

れ

ま
で

第
五

埼
よ

り

こ

の

か

た

天

子
の

私

寂
庫
で

あ

る

大

盈

内

座
に

入

れ

ら
れ

宵
宮
の

専
横
に

ゆ

だ

ね

ら
れ

て

い

た

｢

天
下
の

租
賦
+

歳
入

を
､

正

規
の

管
轄

系
統
に

復
し
て

､

｢

凡

そ

財
賦
は

､

皆
な

左

痺
庫
に

節

す
る

も

よ

こ

と
一

に

蕾
式

を

用
っ

て

し
､

毎
歳

､

数
中

於
り

三

五

十

萬
を

進

(

8
)

め

て

大

盈
に

入

れ
､

而
し

て

度
支
は

先

ず
其
の

全

数
を

以

て

聞
+

す
る

こ

と

に

改

め
た

｡

つ

い

で

第
二

に
､

建
中

元

年
(

七

八

〇
)

正

こ

(

9
)

月
､

両

税

法
を

制
定
し

､

｢

尚
書
度

支

を

以

て
､

焉
れ

を

総
統
+

す
る

こ

と

に

統
一

し

た

の

で

あ

る
｡

そ

し
て

第
三

に
､

同

年
正

月

〔

1 0
)

八

日

以

後
二

十
八

日

以

前
に

､

劉
畳
の

東
都
河

南
江

准

山
南
東
道

樽
蓮

租
唐
音
苗

盤
銭
使
を

罷
め
さ

せ

て
､

尚
書
省
の

管
轄
権
を

同

(

1 1
)

復
し

ょ

う
と
こ

こ

ろ

み

た
｡

か

く

し
て

建

中

元

年
二

月

十
一

日

の

起
請
備
に

よ
っ

て

尚

書
省
度
支

･

金

部
･

倉
部

･

此

部
を

中

心

と

(

1 2
)

す
る

両
税

法

髄

系
が

制
度
的
に

整
備
さ

れ

た

の

で

あ
る

｡

こ

の

よ

う

な

慶
安
の

郎
中
に

豪
快
的
な

張
建

封
を

登

用

す
る

こ

と

は

楊
炎
の

と

き
に

は

つ

い

に

賓
現
し

な
か

っ

た
が

､

す
で

に

谷

瓜
r
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軒

(

1 3
)

川

氏
が

詳
論
せ

ら

れ

た

ご

と

く
､

張
荏

封
は

そ

の

後
徐
潤

濠
三

州

節
度
使
と

し

て
､

唐

朝
に

起

用
さ

れ
､

反

唐
的
な

河

北

諸
藩
と

平

底
節
度
使
の

勢
力

摸
大

を

阻

止

し
て

ゆ

く
こ

と

に

な

る
｡

こ

こ

で

想
起
さ

れ

る

の

は
､

劉
鼻
が

楊
炎
の

た

め
に

諸
使
を

解
任
さ

れ

た

直
後

､

平
底

節
度
使
李
正

己
が

､

そ

の

解
任
の

理

由
を

説

明

す
る

(

1 4
〕

よ

う

楊
炎
に

要
求
し
て

き
た

､

と

い

う
尊
書
で

あ

る
｡

そ

の

ば

あ

い

に

楊
炎
は

､

代
宗
の

妃
濁
孤
氏
を

皇

后
に

擁
立

し

そ

の

子

韓
王

週
を

皇
太

子

に

立

て

よ

う
と

す
る

陰
謀
に

劉
暑
が

加

わ
っ

て

い

た

た

め
､

代
宗
の

皇
后

沈
氏
の

子
で

あ
る

徳
宗
が

白
か

ら

劉
量
を

排

斥
し

た

の

で

あ
る

､

と
い

う
噂
を

び

ろ

め

た
｡

こ

れ

に

よ
っ

て
､

第
一

に
､

李
正

己

と

劉
量
と

が

密
接
な

関
係

を

も
っ

て

お

り
､

楊
炎

･

張
建

封
と

は

封
立

し

て

い

た

こ

と

が

わ

(

1 5
)

か

る

の

で

あ

る

が
､

楊
炎
を

登

用
し

た

麿

砧

甫
も

ま
た

李
正

己
と

(

1 6
)

封
立

し

て

い

た
こ

と
を

考
え

あ

わ

せ

る

な

ら

ば
､

劉
妾

･

李
正

己
･

慮
杷
と

楊
炎

･

張
建
封

･

麿

祓
甫
と
の

薫
汲

的

封
立
は

根
づ

よ

い

も
の

で

あ
っ

た

こ

と

が

推
察
さ

れ

る
｡

そ

し
て

第
二

に
､

濁

孤
氏
は

す
で

に

陳
寅
烙
氏
が

一

般
的
に

明

ら
か

に

さ

れ

た

よ

う
に

(

1 7
)

胡
族
出
身
で

あ

り
､

沈
氏
は

､

啓
唐
書
奄
五

二
･

后

妃
列
俸
下

に

よ

た

｢

代

宗
暮
眞
皇
后

沈
氏

､

呉

奥
の

人
､

世
よ

冠
族
為
り
+

と

あ

り
､

沈
氏
が

冠
族
と

し
て

代
々

勢
力
を

張
っ

て

い

る

湖
州

呉

興
こ

そ
､

代
宗
初

年
に

草
賊
が

郡
邑

を

攻

掠
し

張
建
封
の

平
定

す
る

に

い

た

っ

た

あ
の

蘇
･

常
二

州
の

隣
州
で

あ
っ

た
､

と
い

う
こ

と

に

注
意

す
れ

ば
､

あ
る

い

は
､

劉
畳
の

薫
が

濁
孤

氏
と

､

そ

し

て

楊
炎
の

菜
が

沈
氏
と

結
合
し

た

の

は

偶
然
で

は

な

か
っ

た

か

も

し

れ

な

い
｡

し

か

し
､

猫
孤
氏

擁
立
の

く

わ

だ

て

に

関
し

て

私
に

は

ま

だ

理

解
で

き

な
い

問
題
が

の

こ

っ

て

い

る

た

め
､

こ

こ

で

は

論
じ
て

は

な

ら

な
い

｡

そ

こ

で
､

本

稿
に

お

い

て

は

第
一

の

問
題
の

み

に

つ

い

て

考
察

す
る

わ

け
で

あ

る

が
､

そ

の

ば

あ
い

に

お

い

て

も
､

不

明
の

要
素

の

残
さ

れ

て

い

る

劉
委
の

黒
は

あ

く
ま

で

も

楊
炎
の

真
に

よ

る

財

政

改

革
の

基

調

を

理

解

す
る

た

め
の

一

助
と

し

て

言

及
す
る

に

と

ど

め
､

字
文

融
に

封
す
る

反
封
論
と

の

関
連

を

理

解
す
る

た

め
に

楊
炎
の

薫
の

特
質
を

抽
出
す
る

こ

と

に

限

定

す
る

｡

さ

て
､

本

節
冒

頭
に

引
い

た

貴
慮
厚

備
に

い

う
ご

と

く

｢

楊
炎

は

元

載
の

蔑
め
に

復
傑
+

す
べ

く

劉
蜃
を

失

脚
さ

せ

た

の

で

あ

る

(

出
)

が
､

そ

れ

は

新

府

元

亀
奄
凹

八
二
･

墓

省
部
二

六
･

朋
附
に

｢

楊

炎
は

…

…

元

載
の

薫
な

り
｡

炎
は

我
と

同

郡
､

又
た

元

氏
の

出
に

し

て
､

載
を

謂
い

て

舅
と

為
す

｡

+

と

あ

る

よ

う

に

楊

炎
の

母

が

(

1 9
)

元

氏
の

人
で

あ
っ

た

こ

と

に

由
来
す
る

｡

な
お

､

朋
附
の

條
に

元

載
の

黒
と
し

て

あ

げ

ら

れ

て

い

る

む

の

は
､

韓
掴

二
土

足
･

包

び
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2 0
)

倍
･

徐
妨

惧

･

去

巽
･

王

妃
･

韓

合
･

超

縦
･

王

昂
で

あ

る
｡

ま

た
､

資
治

通

鑑
奄
二

二

四
･

代

宗
大

暦
八

年
三

月
の

條
に

｢

吏
部

侍
郎
徐
潜

･

辞
畠
は

､

皆
な

元

戟
･

王

糟
の

某
な

り
+

と
い

う
ご

と

く
､

王

繹
も
こ

の

真
の

一

方
の

中
心

人

物
で

あ

り
､

か

れ

は

新

居
書
巻
七

二

中
･

宰

相

世

系
表
に

よ

れ

ば

大

原
の

王

氏
の

出
身
で

あ

る
｡

膏
･

新
両

唐
書
元

載
備
に

よ

れ

ば
､

元

載
の

妻
は

王

氏
で

(

2 1
)

あ
り

､

さ

ら
に

､

楊
炎
を

登

用
し

た

凝

縮

甫
の

妻
は

二

房
大

原
の

(

2 2
)

王

氏

な
の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

､

楊
炎
の

票
は

そ

の

中
心

人

物
の

元

載
･

王

緒
･

凝

縮
硝
の

三

人

が

大

原
の

王

氏
を

核
と

し

て

姻
戚
関
係
に

よ

っ

て

結
束
し

て

お

り
､

し
か

も

礫

祓
甫
は

僅

汚
を

父

と

す
る

､

あ
の

博

陵
の

麿

氏
で

あ
っ

て
､

蕾
唐

吉
名

一

一

九
･

麿

蕗
甫
俸
に

､

｢

家
は

清
倹
祀
法
を

以

て

士

流
の

則

と

為
る

｡

‥

=

‥

常

夏
､

国
に

常
り

､

節
賦
を

以
て

登

科
す
る

者
に

非
ざ

れ

ば

得

て

進
用

す
る

莫
し

じ

祓
甫

､

真
に

代
る

に

及
び

て
､

薦
延

推

挙
し

､

復
た

凝

滞
す
る

無
し

｡

‥

…
･

+

(

2 3
)

と
い

う
｡

す
で

に

陳
寅
恰
氏
が

指
摘

す
る

ご

と

く
､

こ

の

博
陵
の

選

民

柘
甫
は

家
畢
頑
法
を

重

ん

じ
る

山

東
士

族
の

典
型
と

も

い

え

る

の

で

あ
っ

て
､

そ

の

両

唐

書
の

列

停
に

は

清
倹

穫
法
を

以

て

常

香
と

し

ば

し

ば

封
立
し

た

こ

と

が

つ

た

え

ら

れ

て

い

る
｡

常

衰
が

叔

､

功

進

士

科

出
身
者
し
か

登

用
し

な

か
っ

た

の

に

た

い

し
､

健

妬
甫
は

畑
ハ

ーU

進

士
に

拘
泥
せ

ず
､

穏

法
を

重

ん

じ
て

人

材
を

抜
擢
し

た

の

で

あ

り
､

楊
炎
は
そ

の

よ

う
な

尺
度
に

か

な

う

人

材
で

あ
っ

た

と
い

え

る
｡

す
な

わ

ち
､

楊
炎
が

初
め

て

仕
官

し

た

の

は
､

｢

河

西

節
度

使
呂

崇
貢
が

掌
書
記
に

辟
し

た
+

(

新

俸
)

こ

と
に

よ
っ

て

な
の

で

あ
っ

て

そ

の

後
も

進
士

科
を

受
け

て

い

な
い

｡

し
か

し

楊
炎
の

家

は

父

祖

以

来
､

節
を

持
し

祀
法
を

ま

も
っ

た

こ

と
に

よ

っ

て

知
ら

れ

て

い

る
｡

い

ま

膏
偉
か

ら

摘
記
す
る

な

ら

ば
､

骨
組

父
･

大

貴

は

武
徳

初

年
に

龍
門
令
と

し

て

劉
武
周

に

抗

戦

し
､

｢

降
ら

ず
､

城
破

れ

て

筈
を

被
む
る

｡

全

節
侯
と

褒

贈
+

さ

れ
､

叔

父
･

哲
は

｢

孝
行
の

具
有
る

を

以
て

其
の

門
間
を

旋
+

せ

ら

れ
､

父
の

播
は

進
士

に

及
第
し

た

が

｢

隈
居
し

て

仕
え

ず
､

玄
宗
の

と

き

徹
さ

れ

て

諌
議
大

夫

と

な
っ

た

が

｢

官
を

棄
て

て

養
に

就
き

､

亦
た

孝
行

の

群
祓
を

以

て

其
の

門
間
を

表
+

せ

ら

れ
､

楊

炎
自

身
も

､

李
光

弼
の

判
官
に

す
す
め

ら
れ

た

が

｢

徽
に

應
ぜ

ず
､

起
居

舎
人
を

拝

す
る

も
､

緑
を

新
し

て

養
に

就
き

､

岐
下

に

丁

憂
し

､

墓
前
に

於

て

度
し

､

親
泣
し

て

聾
を

絶
た

ず
､

…
…

又

た

其
の

門

間

を

表

あ

ら

す
｡

孝
､

三

代
に

著
わ

る
､

+

と

さ

れ

た
｡

こ

の

よ

う
に

孝
養
の

程
を

ま

も

り

う
る

た

め

に

は

た

と

え

清
倹

を

重

ん

じ

官
藤
を

軽
ん

ず
る

と

は

雄

も
､

躍
居
し

て

仕
官

せ

ず
に
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･
沖

さ

生

活

す
る

こ

と

を

可

能
な

ら

し

め

る

経
済
的

基
盤
は

確
保
さ

れ

て

い

た

と

考
え
る

べ

き

で

あ
ろ

う
｡

ま

ず
､

楊
炎

は
､

｢

是
れ

よ

り

先
き

､

炎
､

将
に

家
廟
を

営
ま

ん

と

す
｡

宅

の

東

都
に

在
る

有

よ

り
､

河

南
の

草

道

志
伯
に

憑
り

て

之
れ

を

要
る

｡

志
伯
買

っ

て

以

(

2 4
)

て

官
麻
と

為
す
+

こ

と
の

で

き

る

ほ

ど
の

｢

宅
+

を

東
都
に

も
っ

て

い

た
｡

そ

し
て

こ

の

賓
買
に

お

い

て

炎
に

羨
利
が

あ
っ

た
､

と

い

う
口

賓
に

も

よ
っ

て

虞
杷
は

楊
炎
を

失

脚
さ

せ

る

の

で

あ

る
｡

ま

た
､

元

載
は

､

長
安
の

｢

城
南
に

､

膏
肢
の

別

壁
､

麗
を

連
ね

(

㍑
)

珍
を

接
す
る

こ

と
､

凡
そ

数
十

所
+

と

い

わ

れ
､

王

緒
の

弟
､

王

推
の

荘
園
も

有
名
で

あ

り
､

尾
燈
の

田

園
･

第
宅
も

大

規
模
の

も

(

2 6
)

の

で

あ
っ

た
｡

(

1
)

谷

川

道

雄

｢

『

安

史
の

乱
』

の

性

格
に

つ

い

て
+

(

『

名

古

屋

大

学
文

学
部

研
究

論

集
』

八
､

一

九
五

四
)

お

よ

び

同

｢

腐

別
の

乱
に

つ

い

て
+

(

『

名

古

屋

大

草

文

学

部

研

究

論

集
』

一

二

一

九

五

五
)

｡

(

2
)

新

居

書
巻

一

五

八
･

張

建

封

侍
に

よ

る
｡

膏

唐

書
名

一

四

〇
･

張

建

封

俸
は

､

｢

張

建

封
､

字
は

木

立
､

充

州

の

人
+

と

す
｡

充

州

は

河

南

道
､

魯
の

地
｡

究
州
に

客

し

て

幾
年
か

経
つ

う

ち

に
､

｢

究

州
の

人
+

と

な
っ

た

の

で

は

あ

る

ま
い

か
｡

時

期
的
に

は
､

現

住

地

附
籍
を

原

則
と

す
る

両

税

法
の

制

定

期
前

後
に

か

け
て

充
州
に

住

ん

で

い

た
｡

(

3
)

漠

代
に

つ

い

て

櫓

淵

龍
夫

先

生

が

明

ら

か

に

せ

ら

れ

た

問

題

ほ
､

唐
代
の

ば
あ

い

に

も

重

要

な

意

味

を

も
っ

て

唐

代

的
な

相
に

お

い

て

存

在

す
る

と

私
は

考
え

て

い

る

が
､

現

在
は

ま

だ

充

分
な

資

料

を

蒐
集

し

え
て

お

ら

ず
､

し

た

が
っ

て

こ

こ

に

｢

豪

快
+

と
い

う

語

を

用
い

る

の

は
､

張

玲
に

つ

い

て

の

表

現

と

同

じ

用

法
に

お

い

て

で

あ

り
､

し
か

し

な
が

ら

半

面
､

谷

川

氏
の

樹

立
せ

ら
れ

た

僻

轍
に

み

ち

ぴ

か

れ

て

の

こ

と

な
の

で

あ

る
｡

(

4
)

居
合

要
巻

八

八
･

堕

絨

使
｡

日

野

閲
三

郎

｢

両

税

法
以

前
に

於

け

る

唐
の

権
堕

法
+

『

社

食
経

済
史

撃
』

二

六
の

二
､

一

九

六

〇

お

よ

び
､

D
e

n
-

∽

C
.

→
弓
旨
c

F
e
t

t

一
h

→
F
e

∽

巴
t

C
O
一

日

m
-

詮
-

○

ロ
e

H
∽

A
巾
t

e

→

A
ロ

J

苧
巴
}

P
ロ

､

∽

声
e

訂
】

-

6
.

ロ
､

(

』
監
P

長
Q

→
}

く
○
-

一

ヂ

ヨ
〇
.

-
〉

-

茂
吉

参
照

｡

(

5
)

膏

唐

書

省
一

三

五

お

よ

び

新

居
書

巻
二

二

三

下
･

姦

臣

列

侍

所

載
の

慮

杷

俸

参

照
｡

(

6
)

そ
の

後
､

平

底

節

度

使

李
正

己
の

子
･

李

納
の

節

度

使

就

任
を

め

ぐ

る

河

北

諸

銭

と

平

鹿

軍
の

反

乱
を

銭

定

し

た

の

ち
､

唐

朝
は

､

平

底

軍

牽

制
の

た

め
に

､

貞
元

四

年
(

七

八

八
)
､

徐

洞

濠
三

州

節

度

使
を

創

置

し
､

張

建

封
が

任

命
さ

れ

る
｡

谷

川

氏

は

｢

腐

敗
の

乱

に

つ

い

て
+

(

前

掲
)

に

お

い

て
､

｢

か

れ
の

徐

洞

濠

節

度

使
に

は
､

こ

う
し

た

建

封

父

子
の

郷

里

充

州
に

お

け

る

豪

快
的

勢
力
が

考
慮
さ

れ

た

の

で

は

な
い

か

と
お

も

わ
れ

る
｡

+

(

六

頁
註
三
)

と

論
じ
て

お

ら

れ

る
｡

(

7
)

安
治

通
鑑

巷
二

二

六
･

代

宗

下
の

編
年
に

し

た

が

う
｡

(

8
)

膏
唐

書
巻

一

一

八
･

楊

炎
俸
に

よ

る
｡

(

9
)

曹
唐

書
楊

炎
停
に

よ
る

｡

な

お

唐
禽

要
奄

八
三

･

租

税
上

､

筋

府

元

亀
奄

四

八

八
･

既

視
､

新

唐

芋

奄
一

四

五
･

楊

炎
倦

､

資
治

通

9

鑑

巷
二

二

六
･

徳

宗

同

年

僚
､

全

唐

文
巻

四
二
一

･

楊

炎
･

諸

行

繭

朗
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税

法

奏

参
照

｡

●

●

(

1 0
)

安
治
通
鑑

螢
二

二

六
･

建
中

元

年
正

月

甲

子

保
｡

但

し

同

年

正

月
に

は

甲
子
の

日

は

な
い

｡

平

岡
武

夫

編

『

唐

代
の

暦
』

参
照

｡

通

鑑
張

本
は

甲

午

(

二

十

八

日
)

､

胡
注

は

内

子

(

十

日
)

ま

た

は

成

子

(

二

十
二

日
)

に

作
る

べ

し

と

す
る

｡

そ

の

他
､

甲

戌

(

八

日
)

､

甲

申

(

十
八

日
)

の

ば

あ
い

も

あ

り

う
る

｡

要
す

る

に

八

日

以

後
二

十

八
日

以

前
で

あ
っ

て
､

両

税

法

創
始
の

赦
が

く

だ

さ

れ

た
正

月
五

日

以

後
､

二

月
の

起

請

條
以

前
の

こ

と

で

あ
る

｡

(

1 1
)

膏

停
に

よ

る
｡

(

12
)

居

合
要
巷

八
三
･

租
税

上
｡

な

お
､

唐
代

中

期

以

後
､

戸

部

か

ら

慶
安
へ

財
政

上
の

質

権
が

移

動
し

た
こ

と

に

つ

い

て

は
､

P

C
･

→

弓
-

t

O

訂
t

t
､

L

ヨ
3

P
ゴ

岩

訂
h

ゝ
丸

∋
ぎ
訂
へ

→

已
叫

3

空
き

軒
ヽ

註
Q

づ
ー

P
3

q

b
世

き
P

監
苧

C
P

m

訂
i

倉
e

亡

2 .

d

d
→

賢
叫

咄

イ
e
s
s

)

-

諾
い

参

照
｡

(

1 3
)

註
6

.

参
照

｡

(

1 4
)

両

唐
書

楊

炎
侍
に

詳

記
さ

れ

て

い

る

と

こ

ろ
に

よ
っ

て

要
鮎
の

み

略

記

す
る

｡

(

1 5
)

劉

暑
が

節
度

使
李
正

己
の

勢
力

と
の

協
調
の

上

に

そ

の

盤

法

を

樹

立

し
て

い

た

の

で

あ

ろ

う
､

と
い

う
こ

と

は
､

金

井
之

息

｢

唐
の

療
法
+

(

『

文

化
』

五

の

五
､

一

九
三

八
)

に

よ
っ

て

指
摘
さ

れ

て

い

る

が
､

堕
法

そ
の

も
の

が

そ

の

よ

う
な

勢
力

基

盤
の

上
に

成

立
し

て

い

た

と

考
え

る

た

め
に

は
な

お

詳
考
を

要
す

る
｡

(

1 6
)

資
泊

通
鑑
参
照

｡

(

17
)

陳
象
恰

『

唐
代

政

治

史

述

論

考
』

(

一

九
五

六
)

参
照

｡

(

1 8
)

膏
居

着
元

載
停

お

よ

び

劉

暑

侍
に

よ

れ

ば
､

劉

鼻
は

常
発

と

と

も
に

元

載
の

屏
を

裁
い

て

左

遷
さ

せ

た
｡

h
籾

一

(

1 9
)

春

秋

公

羊

博

文

公

十

四

年

｢

饉
且

奔
出
也
+

の

注
に

｢

出
､

外

孫
也
+

と

あ

り
､

某

氏
の

出
で

あ

る

と

は
､

そ
の

外

孫

す

な
わ

ち

他

家
に

嫁
し

た

娘
の

子

と
い

う

意

味
で

あ

り
､

舅
に

は

母
の

兄

弟
の

意

味
が

あ

る

か

ら

で

あ

る
｡

(

2 0
)

韓

渦
は

楊

炎
の

失

脚
後

に

戸

部

侍

郎
･

列

度
支
と

な

る

が
､

そ

の

と

き

｢

既
に

し

て

省

職

久

し

く

磨
れ

､

…
‥

･

天

下
の

餞

穀
､

総
領

す
る

所

無
し

｡

+

と
い

わ

れ
､

杜

佑

を

江

潅

水

陸

樽

運

便
に

任

命
し

､

結
局

｢

皆

な

膏

制
の

如

く
す
+

る

に

い

た

る
｡

安

治

通

鑑

巷

二

二

六
･

建

中

元

年
三

月
の

候
参

照
｡

な

お
､

韓

曾

は
､

通

鑑

奄
二

二

五
･

代

京

大

暦

十
二

年
四

月

契

未
の

條

に

よ

れ

ば
､

南

陽
の

人
､

す

な

わ

ち

張
建

封
の

本

発

と

同

じ
で

あ

る
｡

(

2 1
)

王

忠

嗣
の

女
｡

(

2 2
)

守
屋

美
都
雄

『

六

朝

門

閥
の

一

研

究

1
大

原

王

氏

系

譜

考
-

-
』

(

一

九

五
一

)

八

〇

-
八
五

頁
参

照
｡

(

2 3
)

陳
氏

前
掲

書
八

九

頁
参

照
｡

(

2 4
)

資
治
通

鑑
巷
二

一

七
･

徳

宗

建

中
二

年
八

月

債
､

普

唐

書
お

よ

び

新

居

書

楊

炎
俸

､

同

じ

く

慮

杷

俸
｡

(

2 5
)

蓄
唐

書
巻

一

一

八
･

元

載

俸
､

新

居

書

巻
一

四

五

二
刀

載

倦
｡

な
お

､

す
で

に

周
藤

吉

之

氏

が

使

用

し
て

お

ら
れ

る
｡

同
氏

『

中

国

土

地

制

度
史

研

究
』

(

一

九

五

四
)

一

､

唐
末
五

代

の

荘

園
制

､

一

四

頁
｡

(

2 6
)

膏
唐

書

巻

二
二

田

馬

熔
停

､

新

居

書
巻

一

五

五
･

馬

燵
俸

､

筋

府

元

亀
奄

八
一

二
･

絶
壕

部
･

官
､

な

お

周

慮

氏

前

掲
書

参

照
｡

ββ0

ヾ
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▲

叩

止
叶

五

結

語

楊

炎
の

薫
は

､

昔
時

一

般
の

趨
勢
の

一

端
と

し
て

､

大
土
地

所

有
者
を

中
心

と

し

て

構
成
さ

れ

て

い

た

と

い

え

る

の

で

あ
っ

て
､

か

れ

ら

の

制
定
し

た

両

税

法

は
､

均
田

法
的

制
限

を

う
ち

破
っ

て

資
産
と

戸
等
に

應
じ
て

課
税

す
る

こ

と

を

原

則
と

し

た

の

で

あ

る
｡

と

こ

ろ

で
､

そ

J

｢

戸
に

土

客
と

無
く
+

(

楊
炎
俸
)

現

住
地

に

よ
っ

て

課

税

す
る

､

と

い

う

両

税

法
の

原

則
は

､

均
田

法
の

維

持
を

意

園
し

な

が

ら

両

税

法

的
現

住
地

課

税
の

先

駆
と

し
て

の

性

椅
を

も
つ

権
衡
原

則
を

導
入

し

そ

れ

に

よ

っ

て

｢

括
田

税
客
+

を

お

こ

な
っ

た

字
文

融
の

方
式

と

は
､

ど
こ

が

異
な

る

の

で

あ

ろ

う

か
｡

そ

の

相

違
は

い

う
ま

で

も

な

く
､

｢

税

客
+

の

貴
行

方

式
に

あ

る
｡

す
な
わ

ち
､

字
文

融
の

ば

あ
い

に

は
､

本

籍
地

以

外
の

偽

郷

に

寄
寓
し
て

い

る

浮

客
を

､

そ

の

寄
寓

地
に

お

い

て

附
籍
し

て

客

戸
と

な

し
､

そ

の

｢

新

附
の

客
戸
は

則
ち

其
の

六

年
の

賦
調

を

免

じ
､

但
だ

軽
く

検

し

て

官

に

入

れ

る
+

(

通
典

奄
七
)

の

で

あ
っ

て
､

一

般
の

土

戸
よ

り

祝

負
婚
を

軽
く

さ

れ

て

い

た

の

で

あ
る

｡

そ

れ

が

代
宗
の

賓
應
二

年
(

七

六
三
)

に

は
､

居

人

す
な

わ

ち

土

戸

に

此

較
し

て

客
戸
の

差
科

負
培
は

年
分

､

と

定

め

ら

れ

(

居

合
要

や

巷

八
五

･

籍

帳
)

､

あ

の

有
名

な

大

層

四

年
(

七

六

九
)

正

月

詔
に

よ

っ

て
､

戸
等
封
應
の

原

則
が

､

一

部
分

､

客

戸
に

も

適
用
さ

れ

て

客

戸
は

八

等
戸
ま
た

は

九

等
戸
の

土

戸

と

同
一

に

あ

つ

か

わ

れ
､

臥

じ

戸
等
の

な
か

で

は

土

戸
･

客

戸
と

も
に

同

額
の

戸
税
を

課
せ

ら

れ

る

こ

と

と

な
っ

た
｡

こ

の

よ

う
に

､

漸
次

､

客
戸
に

た

い

す

る

課
税

は

土

戸
と

同

率
の

方

向
に

引

き

あ

げ

ら
れ

､

つ

い

に

楊
炎

の

両
税

法
の

提
案
に

い

た

っ

て
､

そ

れ

ま
で

に

附
籍
さ

れ

た

客

戸

は

土

戸
と

区
別

な

く
､

し

か

も

大

暦
四

年
の

ば

あ
い

の

よ

う
に

単

に

八
･

九
雨

等
戸
に

か

ぎ

ら
れ

る

の

で

は

な

く
て

一

般
的
に

､

戸

等
に

封
應
し

て

両

税

を

課
せ

ら
れ

る

原
則
が

う
ち

だ

さ

れ

た

の

で

あ
る

｡

そ

の

提
案
者
で

あ
る

楊
炎
の

某
は

大

土
地

所
有
者
を

主

髄
と
し

て

い

た

の

で

あ

る

が
､

そ

の

よ

う

な

大

土
地

所
有
は

均
田

法
の

も

と
で

は

官
人

永

票
田

お

よ

び
一

般
の

永
業
田

の

規
定

額
を

超
過
す

る

ば

あ
い

に

は

｢

籍
外
の

田
+

と

し
て

非
合

法
と

み

な

さ

れ
､

ま

さ

に

字
文

融
に

よ
っ

て

槍
括
の

封
象
と

さ

れ

た

も

の

な
の

で

あ
っ

た
｡

そ

し
て

､

そ

の

よ

う
な

字
文

融
の

持
田

税

客
に

反

封
し

た

も

の

と

し
て

私
た

ち
は

皇

甫
憬

･

楊
相

加
･

揚
場

･

慮

従
患
の

四

人

に

つ

い

て

調
べ

る

こ

と

が

で

き

た

の

で

あ

り
､

そ

の

う

ち
慮
従

恵

一
.

⊥

は

苑
陽
の

慮
氏
に

出
自

す
る

山

東
士

族
で

あ

り
､

楊
場
は

陳
の

な

朗
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が

れ

を

く

む

名

流
で

あ
っ

て
､

と

も
に

､

大

原
の

王

氏
を

中

核

と

す
る

楊
炎
の

其
の

宰
相

礫

砧

甫
お

よ

び

楊
炎
と

同
じ

く
､

俸

統

的

家
撃
と

し

て

の

明

躍
･

左

氏
の

争
お

よ

び

祀

法
を

重

ん

ず
る

士

族

で

あ
り

､

い

わ

ば

士

族
的

大

土

地

所
有
者
で

あ
っ

た
｡

そ

し
て

そ

の

大

土
地

所
有
に

も

と

づ

く
か

れ

ら

の

立

場
が

､

均
田

法
の

有
無

に

よ
っ

て

別
の

封
應

を

し

め

す
こ

と

に

な
っ

た

の

で

あ
っ

て
､

前

の

段
階

す
な

わ

ち

均
田

法
時
代
の

字
文

融
の

と

き

に

お

い

て

は
､

｢

税

客
+

が

土

戸
よ

り

軽
い

税
を

客
戸
に

課
す

る

と
い

う

方

式
に

ょ
っ

て
､

籍
外

田

の

没
収
と

並

行
し

て

賓
行

せ

ら
れ

た

が

ゆ

え

に

か

れ

ら
に

と
っ

て

不

便
と

な

り
､

か

れ

ら
の

立

場

を

離
れ

え

な
い

皇

甫
憤
ら

煤
尉
と

呼
應
し

あ
っ

て

激

し
い

反

封
論
を

主

張
す
る

に

い

た
っ

た

の

で

あ
る

｡

し

か

も

そ

の

ば

あ

い

に

か

れ

ら
は

自
己
の

在
地

的

勢
力
と

官
僚
機
構
と

の

結
接
鮎
で

あ

る

州

煤
の

機
能
が

､

あ

ら

た

な

別
の

命
令
系
統
に

属

す
る

使
者
に

よ

っ

て

侵
奪
さ

れ

る

こ

と

に

も

同
じ

立

場
か

ら

反

封
し

た

の

で

あ
っ

て
､

そ

の

反

封
論

が

皇
甫
憬
お

よ

び

楊
相

如
に

よ
っ

て

さ

け

ば
れ

た
､

と
い

え
る

で

あ

ろ

う
｡

そ

の

後
､

｢

籍
外
の

田
+

と

い

う
均

田

法

的

概
念
が

常

夫

し

大

土
地

所

有
に

封
す
る

制
約
が

打
破
さ

れ

て

く
る

段
階

に

お

い

て
､

楊
炎
に

よ
っ

て

代
表

さ

れ

る

右
の

士

族
的

大

土

地

所

有

者
の

某

他

端

は
､

国
家
に

掌
握
さ

れ

る

客
戸
す
な

わ

ち

制

度
的

客

戸
に

､

土

戸

.

㍊
〟

U

と

同

額
の

栓

を

課
す
る

こ

と
に

よ
っ

て
､

土

戸
が

逃

亡
し

て

税

額

の

低
い

客
戸

に

な

ろ

う

と

し

｢

浮
し

て

蕩
表
す
る
+

(

楊

炎
俸
)

が

ご

と

き

弊
風
を

防
止

し
ょ

う
と

し
た

の

で

は

あ

る

ま
い

か
｡

い

い

か

え

る

な

ら

ば
､

現

住
地

附
第
を

戸
籍
作

製
の

原

則
と

す
る

と

い

う

鮎
に

お

い

て

は
､

お

し
と

ど

め

る

こ

と
の

で

き

な
い

逃
亡

現

象

へ

の

封
應
策
と

し
て

､

楊
炎
も

字
文

融
の

方

式

を

楷
承
し

た

の

で

あ

る

が
､

か

く

し
て

寄
寓
地

に

お

い

て

附
薄
さ

れ

る

こ

と

と

な
っ

た

制
度
的

客
戸
に

た

い

す
る

課

税
方

式
に

関
し

て

は
､

楊
炎
は

､

む

し

ろ

字
文

融
に

た

い

す
る

反

封
論
者
た

ち
の

立

場
と

お

な

じ

士

族
的

大

土

地

所
有

者
の

立

場
に

た
っ

て
､

制
度
的

客

戸
へ

の

租

税

軽
減
を

否
定

し
､

土

戸
･

客

戸

封
等
の

戸
等
に

も

と

づ

く

課

税

を

賓
現

す
る

た

め

に

あ

の

一

連
の

財
政

改

革
を

お

こ

な

う
に

い

た
っ

た
､

と

考
え
ら

れ

る

の

で

あ
る

｡

し
か

も
､

そ

の

よ

う
に

し
て

国

家
に

把

握
さ

れ

る

制
度
的

客

戸
の

｢

自

立
+

を

賓
現

す
る

ば

あ
い

に

お

い

て

も
､

か

つ

て

論
じ
た

ご

と

く
､

在
地

勢
力
の

規
制
の

も

と
に

逃

棄
田

を

客
戸
に

承

佃
さ

せ

る
､

と

い

う

方
法

を

と
っ

た

の

で

あ

り
､

そ

こ

に

も

楊
炎
の

財
政

改

革
の

右
に

み

た

よ

う

な

基

調

が

つ

ら
ぬ

か

れ

て

い

る
､

と

い

え
る

の

で

は

あ

る

ま
い

か
｡

(

一

九

六
五

年
二

月
)

(

一

橋

大

学

講

師
)

ザ




