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唐
代
の

客
戸
に

よ

る

逃
棄
田
の

保
有

中

国
史
上

は

じ

め
て

､

国
家
の

戸
口

統
計

な
い

し

戸

籍
の

う
え

で
､

本
籍
地

に

居

住
す
る

上

戸
ま

た

は

圭

戸

と
､

本
籍
地
を

離
れ

て

他

郷
に

移
住
し

且

つ

そ

の

移
住
を

追

認
さ

れ

あ

ら
た

め

て

そ

の

寄
寓

地
に

お

い

て

登

録
さ

れ

た

客
戸
と
が

､

概
念
的
に

も

制

度
的

に

も

瞳
別
さ

れ

る

よ

う

に

な
っ

た

の

は
､

唐
代
の

中

期
に

お

い

て

で

あ

り
､

そ

の

直
別
は

末
代
に

い

た
っ

て

さ

ら

に

顕

著

と

な
っ

た
｡

こ

の

直
別

を

社

食
経
済
史

研
究
の

び

と

つ

の

手

が

か

り

と

す

る

こ

と

に

よ

っ

て
､

あ

る

い

は

逆
に

こ

の

直

別
の

社
食
経
済
史
的

意

味
を

た

ず
ね

る

こ

と

に

よ
っ

て
､

従
爽
主

と

し
て

わ

が

国
に

お

い

て

明

ら
か

に

さ

れ

て

き

た

こ

と

は
､

一

九
三

〇

年
前
後
よ

り

五

〇

年
代

前
牛
に

か

け
て

､

唐
･

宋
繭

代
の

土

戸
ま

た

は

圭

戸
は

地

中

ノ

塑
丁

重
を

意
味
し

､

客
戸
は

そ

の

荘
園
の

｢

小

作
人
+

を

意

味
す
る

と

(

l
)

い

う

加

藤
繁
氏
の

説
を

最
初
の

理

解
と

し
､

そ
の

後
一

九
五

〇

年

代
の

後
半
よ

り

こ

の

か

た
､

お

も

に

周

藤
吉
之

･

柳
田

節
子

両

氏

に

よ

る

前
記
の

批
判
的

裾
承

を

つ

う
じ

て
､

と

く

に

宋
代
の

客

戸

は
､

単
に

｢

小

作
人
+

に

と

ど
ま

ら

ず
荘
園
内
の

｢

雇
傭
人
+

を

(

2
)

ふ

く
み

､

さ

ら

に

｢

有
田

無
税

戸
+

も

存
在
す
る

こ

と

が

指
摘
さ

(

3
)

れ

る

に

い

た
っ

た
の

で

あ
る

が
､

最
近

､

草
野
靖
氏
に

よ

っ

て
､

土

戸
ま

た

は

主

戸
と

客
戸
と

は

と

も

に

両

税
の

課
税

封
象
と

な

る

土

地

を

所

有
し
て

両

税
お

よ

び

夫

役
を

負
揺
す
る

編
戸
の

民
で

あ

り
､

寄
寓

着
で

あ
る

か

香
か

に

よ
っ

て

囲
別
さ

れ

る
､

と
い

う
こ

(

4
)

と

が

明

ら
か

に

さ

れ

た
｡

と

こ

ろ
で

､

唐
代
の

客
戸
に

関
し

て

は
､

前
記
周

藤
氏
の

研
究

に

よ
っ

て

荘
園
の

｢

小

作
人
+

｢

屈
傭
人
+

の

存
在
が

指
摘

さ

れ

閃

妙

.
葡

ゼ
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や

朴

恥

て

い

る

以

外
に

は
､

そ

の

具

髄
像
に

関
す
る

理

解
は

戦
前
の

水

準

を

こ

え
て

お

ら

ず
､

そ

の

よ

う
に

理

解
の

進

展
を

さ

ま

た

げ
て

い

(

5
)

る

原

因
を

学
説

史

的
に

反

省
し
て

､

私
は

､

唐
朝
国
家
が

客
戸
を

公

認
し

制
度
化
し

ょ

う

と
こ

こ

ろ

み

る

ば

あ
い

の

権
力

意
固

を
､

さ

ま
ざ

ま
の

存
在

形
態
を

と

渇

で

あ
ろ

う

客

戸
の

安
倍
と

は
一

應

直
別
し

て

理

解
す
べ

く
､

ま

ず
唐
代
に

お

け

る

括
戸

政

策
の

貴
行

方

式
の

欒
化

を

あ

と
づ

け
た

結
果

､

ほ

ぼ

つ

ぎ
の

よ

う
な

結
論
に

達

し

た
｡

す
な

わ

ち
､

逃
亡

農
民

を

そ

の

本

籍
地
に

辟
遺
せ

し

め

て

遠
逃

戸

と

す
る

一

方
､

そ

の

逃
亡

さ

き
の

寄
寓

地
に

お

い

て

戸

籍
に

登

録
し

新
附
の

客
戸
と

す
る

こ

と

を

意

固

す

る

権

衡
原

則

は
､

両

税

法
の

現

住
地

課
税

原

則
の

先

駆
を

な

す
も

の

で

あ

り
､

字
文

融
の

括

戸
政

策
に

よ
っ

て

は

じ

め
て

賓
現
さ

れ
､

戸
口

統
計

な
い

し

戸
籍
の

う
え

で

土

戸

ま

た

は

圭

戸
と

客

戸
と

を

直
別

す
る

端
緒
が

ひ

ら
か

れ

た
､

と

考

え
､

そ

の

よ

う

な

権
衡
原

則
に

よ

る

客

戸
の

制
度
化
は

､

均
田

法

お

よ

び

租
庸
調

法

的
秩
序

に

か

わ

る

両

税

法

的
秩
序
の

あ

ら

わ

れ

で

あ

る
､

と

み

な
し

て
､

両

税

法
の

課

税

対
象
と

な
る

土

地

保

有
の

賓
現
が

､

逃
戸
の

放
棄
し

た

農
耕

地

を

客
戸
に

承
佃
さ

せ

た

の

ち

保
有
さ

せ

る
､

と
い

う

措
置
に

よ

っ

て

促
進
さ
ー

れ

よ

う
と

し
て

い

た

こ

と

を

も
､

国

家
の

側
の

意

囲

(

6
)

に

印
し
て

簡
畢
に

指
摘

し

た

の

で

あ
っ

た
｡

そ

こ

で
､

本

稿
に

お

い

て

は
､

逃
戸
の

放
棄
し

た

農
耕
地
の

虞

分
が

客

戸
の

制
度
化
に

封
應
し
て

欒
化

す
る

経
緯
を

よ

り

詳
し

く

検

討
し

､

そ

の

よ

う
に

し
て

自
己
の

保

有
地

を

獲
得
し

た

編
戸
の

民

と

し
て

の

客
戸
の

存
在
を

明

ら
か

に

す
る

と

と

も

に
､

か

か

る

客
戸
に

た

い

す
る

社
食
的
規
制
の

問
題
に

目

を

向

け
て

､

客
戸
の

具
髄
的
な

賓
慣
に

接
近

す
る

準
備
を

し
た

い
､

と

考
え
る

｡

(

1
)

加

藤
繁

｢

唐
宋

時

代
の

荘
園
の

組

織

並
に

其
の

衆

落
と

し

て

の

饅
達

に

就

き

て
+

(

『

狩

野

教
授

還
暦

記

念
支

部

畢

論

叢
』

一

九
二

八
､

の

ち

に

同

氏
の

『

支

部

経

済
史

考
讃
』

上

巻

に

収

む
)

､

同

｢

末
代

の

主

客
戸

統

計
+

(

史

孝
一

二

ノ

三
､

一

九
三

三
､

の

ち

に

同

『

支

部

経
済
史

考

謹
』

下

奄
に

収
む
)

等
｡

(

2
)

周

藤

吉

之

｢

末

代
の

佃

戸
､

佃

僕
､

傭
人

制

1
特
に

｢

宋

代

の

佃

戸

制
+

の

補
正

を

中

心

と

し

て

-
+

(

同

氏

『

中

国

土

地

制

度
史

研

究
』

一
九
五

四
､

終

章
)

等
｡

(

3
)

柳
田

節
子

｢

宋

代
の

客

戸
に

つ

い

て
+

(

史

学

雑
誌

六

八
ノ

四
､

一

九
五

九
)

等
｡

(

4
)

草
野
靖
｢

末
代
の

主

戸
･

客
戸

･

佃

戸
+

(

東

洋

学

報

四

六

ノ

一

･

二
､

一

九

六
三
)

｡

(

5
)

拙

稿

｢

唐
･

宋
の

客

戸
に

関
す
る

諸

研
究
+

(

東

洋

学

報

四

六

ノ

二
､

一

九

六
三
)

｡

(

6
)

拙

稿

｢

唐

代
に

お

け
る

括

戸

貴
行

方

式
の

牽
化
･･

･
･

両

税

法

的

権

衡
原

則
に

よ

る

客

戸
の

制

度

化

1
+

(

中

国

古

代

史

研

究

合

編

『

中

国

古

代

史

研

究
･

第
二
』

所

収
､

一

九

六
五

年

刊

行
の

予
定
)

｡

乃
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〓

客
戸
が

､

そ
の

未
定
籍
の

状
態
か

ら

国
家
の

戸
籍
の

う
え
に

槍

括
編
附
さ

れ

れ

ば
､

｢

人
の

役
を

逃
れ

る

者
､

多
く

間
里

に

浮

寄

(

l
)

す
｡

牒
､

其
の

名

を

収
め

､

之
を

客
戸
と

謂
う
+

と
い

う
ご

と

く
､

制
度
的
客
戸
と

な

る

の

で

あ

り
､

そ

の

耕
地

と

し

て

は
､

史
料
の

(

2
)

(

3
)

(

4
)

う
え

で

｢

承
前
逃

戸
業
田
+

｢

逃
人

物
業
+

｢

逃
人

田

宅
+

｢

逃
死

戸

(

5
)

(

6
)

(

7
)

田

宅
+

｢

所
在
逃
戸
見
在
桑

田

屋

字

等
+

｢

逃
亡
田

地
+

｢

逃
戸
田

(

8
)

(

9
)

(

1 0
)

(

]
)

宅
+

｢

逃
戸
荒
地
+

｢

逃
戸
桑
地
+

｢

逃
戸
産
業
+

等
の

表

現

の

な

か

に

ふ

く
ま

れ

て

い

る
､

逃
戸
の

放
棄
し

た

農

耕
地
(

以

下
こ

れ

(

1 2
)

を

主
と

し

て

逃
棄
田
と

よ

ぷ
)

が

充
嘗
さ

れ

た
の

で

あ

る
｡

元

来
､

逃
棄
田

は
､

玄
宗
期
以

前
に

お

い

て

は
､

官
権
に

よ

る

保
管
を

原

則
と

し
て

い

た
の

で

あ

る

が
､

し
だ

い

に

そ

の

原

則
が

く

ず
れ

､

代
宗
期
以

後
に

は

承
何

者
の

保
有
地

と
さ

れ

る

よ

う
に

な

り
､

玄

宗
期
以

後
に

お

け

る

客
戸
の

制
度
化
に

と

も

な
っ

て
､

そ
の

よ

う

な

承

何
者
と

し

て

客

戸
が

登

場
す
る

に

い

た

る

の

で

あ

る
｡

ま

ず
最
初
に

､

武

周

期
に

お

け
る

逃
棄
田

に
′

つ

い

て

み

る

な

ら

ば
､

大
谷
文
書
第
二

八
三

五

競
･

甘
涼
瓜
諸
所
居

停
沙
州

逃
戸
の

(

1 3
)

牒
に

､

た

ね

(

前
略
)

承
前
の

逃
戸
の

業
田

は
､

戸
を

差
し

子
を

出
し

て

営
種

+

ヽ

▲
■

せ

し

め
､

収
め

る

所
の

富

子
は

､

購
っ

て

租
厳
に

充
て

よ
｡

憤

し

餞
贋

有
れ

ば
､

便
ち

助

室
に

入
れ

よ
｡

(

中

略
)

又
､

今
季
の

逃
戸
の

有
す
る

所
の

田

業
は

､

種
子

を

官
貸
し

､

戸

を

付

し
て

螢
を

助

け

よ
｡

逃
空

若
し

辟
り

､

苗

保
見

在
す
る

な

ら
ば

､

課

ま

役
倶
に

免
じ

､

復
た

田

苗

を

得
し
め

よ
｡

(

後
略
)

と
あ

る

ご

と

く
､

数
年
前
か

ら
の

逃
棄
田

に

た

い

し
て

は
､

官
権

に

よ
っ

て

代
新
人

を

指
定

し
､

そ

の

収
穫
を

も
っ

て

租
賦
を

代
納

さ

せ
､

飴
剰
分
は

代

新
人
の

所
得
と
し

た

の

で

あ

り
､

ま
た

､

今

年
一

年
以

内
に

逃
亡

し

た

も
の

の

逃
棄
田

に

た

い

し
て

は
､

や

は

り

代
新
人

を

指
定

し
､

種
子

を

官
貸
し

て

耕
作
さ

せ

る

の

で

あ
る

が
､

も

し

年
内
に

そ

の

逃
戸
が

辟
遺
し

て

く

れ

ば
､

そ

の

道

逃
戸

の

本

来
負
揺
す
ぺ

き
で

あ
っ

た

課
役
を

全
免

す
る

の

み

な

ら

ず
､

さ

ら
に

代
新
人
の

助

力
に

よ

っ

て

得
ら

れ

る

収
穫
を

も

そ
の

退

逃

戸
の

所
得
と

す
る

こ

と

を

認
め
て

お

り
､

逃
棄
田

を

保

管
す
る

こ

と
に

よ

っ

て

逃

戸
の

辟
退
を

促
進

し
ょ

う
と

す
る

国
家
の

制
度
的

意

囲
が

う
か

が

わ

れ

る
｡

こ

れ

は

長
安
三

年
(

七

〇
三
)

の

西

域
に

お

け
る
一

例
で

あ
っ

た

が
､

畿
内
お

よ

び

全

国
一

般
に

関
す
る

同

じ

意
圏
を

も
つ

勅
令
が

そ

の

数
年
後
に

哉
布
さ

れ

て

い

る
｡

す
な

わ

ち
､

仁
井
田

陛

氏

に

よ
っ

て

｢

開
元

戸
部
蒋
断
簡
+

と

し
て

紹

(

1 4
)

介
さ

れ

た
､

ス

タ

イ

ン

敦
燵
文

戯
一

三

四

四

兢
に

よ

れ

ば
､

ま

ず

7 4

恥
り

裾
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叫

軒

争1

第
一

に
､

勅
す

､

｢

畿
内
の

逃
宿
戸
の

宅
地

は
､

王

公

百

官
等

及

び

外

州

の

人
は

､

蹄
ち

請
射

す
る

を

得
ず

｡

+

景
龍
二

年
三

月

廿
日

｡

と

あ

り
､

こ

の

ば

あ
い

に

は

逃
棄
宅
地
で

あ
る

が
､

そ

の

保
有

樺

の

王

公

百

官
等
お

よ

び

外

州
の

人
へ

の

移
動
を

禁
じ

､

逃
棄
宅

地

の

保
管
を

悪
因
し

て

い

る
｡

現

賓
に

は
､

逆
に

､

王

公

百

官
や

外

州
の

人
に

よ

っ

て

逃
棄
宅
地

が

表

面
上
の

請
射
は

経
ず
と

も

事
案

上

獲
得
さ

れ

る

事
例
が

す
く
な

く

な

か
っ

た

と

推
定

さ

れ

る

の

で

あ

り
､

こ

こ

で

と

く
に

｢

外

州
の

人
+

に

よ

る

請

射
を

禁
じ
て

い

る

こ

と

は
､

異
郷
に

生

活
す
る

客
戸
が

現

案
に

は

存
在
し

な
が

ら

も

な
お

未
だ

制
度
的
に

公

認
さ

れ

て

い

な
い

景
龍
二

年
(

七

〇

八
)

の

段
階
と
し

て

は

嘗
然
の

こ

と
で

あ
る

と

同

時
に

､

括
戸
政

策
の

観
鮎
か

ら

す
れ

ば

｢

恩
徳
+

中
心
の

本
薄
地
に

お

け
る

編
籍
原

則

の

貫
徹
を

も
の

が

た

っ

て

い

る
､

と
い

え
る

で

あ

ろ

う
｡

同

文
厳

に

は
つ

づ

い

て

第
二

に
､

ゆ

る

勅
す

､

｢

逃
人
の

田

宅
は

､

絆
ち

賛
買
を

容
す
を

得

ず
｡

其
の

地

は

郷
原

慣
に

任
俵
し

､

租
し

て

課
役
に

充
て

､

膿

有
れ

ば

官

収
せ

よ
｡

若
し

逃
人

に

し
て

三

年
内
に

辟
す
る

者
に

ほ
､

其
の

贋

物
を

過
せ

｡

其
の

田

宅

無
く

､

逃
げ
て

三

年
以

上

を

経
て

過

ら
ざ

る

者
は

､

更
に

隣
保
を

し
て

租
課
を

代
出
せ

し

む
る

を

得

ず
｡

+

唐
元

年
七

月

十

九
日

｡

と

あ
る

｡

｢

唐
元

年
+

は

中
京
の

｢

唐

隆

元

年
+

(

七
一

〇
)

の

こ

と
で

あ

ろ

う
｡

そ

の

理

由
は

､

仁
井
田

氏
の

指
摘
し

て

お

ら

れ

る

ご

と

く
､

唐
大

詔
令
集
竜

一

一

〇
･

政

事
･

誠
励
風
俗
救
が

右
と

ほ

ぼ

内

容
を

同

じ

く
し

､

且

つ

唐
隆
元

年
七

月

十

九
日

付
を

以

て

(

1 4
)

餞
令
さ

れ

て

い

る

か

ら
で

あ

る
｡

さ

て
､

こ

れ

に

よ

れ

ば

逃
東
田

(

1 5
)

は
､

そ

の

書
見

を

禁
ぜ

ら

れ
､

租
地

人

に

よ
っ

て

代
耕
さ

れ
Y

そ

の

地

租
を

逃
戸
の

課
役
に

振
り
あ

て
､

飴
剰
分
は

官
収
し

､

も

し

三

年
以

内
に

逃
戸
が

辟
遺
し
て

く
れ

ば

そ

の

餞
剰
分
を

遠

逃
戸
に

返

済
す

る
､

と
い

う
の

で

あ
る

か

ら
､

逃

棄
田

は
､

そ

の

代
耕
人

に

よ
っ

て

保

有
さ

れ

る

の

で

は

な

く

州
願
に

よ
っ

て

保
管
さ

れ
､

そ

れ

に

ょ
っ

て

国

家
は

逃
戸
の

辟
邁
促
進
を

悪

因
し

て

い

た
､

と

考
え

ら

れ

る
｡

こ

の

よ

う
に

､

則
天

武
后
か

ら

中
宗
に

い

た

る

時
期
に

お

い

て

は
､

逃
棄
田

の

費
買
が

制
度
上

は

禁
ぜ

ら

れ
､

州
願
官
衛
が

逃

棄

田

を

保
管
し

代
新
人
を

指
定
し

て

そ

の

耕
作
を

糖
鎖
せ

し

め
､

そ

の

収
穫
か

ら

課
役
相

嘗
額
を

徴
収
す
る

ほ

か
､

飴
剰
収
穫
物
は

可

能
な
か

ぎ

り

官
収
し
て

邁
逃
戸
へ

の

返

済
に

そ

な

え
る

こ

と
を

意

困
し
て

お

り
､

逃
戸
の

辟
遥
が

奨
励
さ

れ

た

の

で

あ

る
｡

し

か

し
､

そ

の

た

め
に

代
新
人
の

利
益
は

軽
視
な
い

し

無
税
さ

れ

る

傾

乃
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向
が

あ
っ

た
､

と
い

え

る
｡

い

い

か

え
れ

ば
､

従
来
の

均
田

制
的

生

産

秩
序
を

維

持
す
る

た

め

に
､

｢

恩
徳
+

原

則
的

括

戸

政

策
の

一

環

と

し

て
､

逃

戸

を

辟
還
せ

し
め

る

こ

と

に

つ

い

て

は

農

耕
地

と

租
庸
調

負
塘
に

関
し
て

可

能
な
か

ぎ

り

の

優
遇

措
置
を

講
じ

た

の

で

あ

る

が
､

そ

の

こ

と
か

ら

惹
起
さ

れ

る

租
庸
調

収
入
の

減
少

を

補
う
た

め
に

､

代

耕
人
に

過

嘗
の

歴

力

が

加

え

ら

れ

る

こ

と

と

な
っ

た
の

で

あ
る

｡

強
制
的
な

篠
役
に

も

び

と

し
い

労
働
を

し
い

ら

れ

る

こ

と
に

な
っ

た

代
耕
人

は
､

こ

の

時
期
に

お

い

て

は

｢

助

人
+

｢

租
地

人
+

な

ど

と
よ

ば

れ

て

い

た

の

で

あ

る

が
､

か

れ

ら

は

と

り

も

な
お

さ

ず
主
と

し
て

逃
戸
の

｢

隣
保
+

に

屈
す
る

戸
で

あ
っ

た
､

と

考
え

ら

れ

る
｡

な

ぜ

な

ら
ば

､

唐
隆
元

年
七

月

十

九

〇

〇

〇

目

敏
が

､

膚
大

詔
令
集
の

｢

誠
励
風
俗

赦
+

で

は

｢

租
地

人

を

し

て

租
課
を

代

出
せ

し

む

る

を

得
ず

｡

+

と

な
っ

て

い

る

の

に

た

い

0

0

し
､

同
じ
こ

と

を

｢

開

元

戸
部
格
断
簡
+

で

は

｢

隣
保

を

し
て

租

課
を

代

出
せ

し

む
る

を

得
ず

｡

+

と
い

い
､

｢

粗
地

人
+

は

｢

隣
保
+

(

1 6
)

と
も

換
言
で

き

る

か

ら
で

あ

り
､

ま

た
､

代
宗
期
以

後
に

お

け
る

逃
棄
田

の

承
佃
に

あ

た
っ

て
､

後
述
の

ご

と

く

隣
保
の

戸
が

重

大

な

関
係
を

も
っ

て

い

る

こ

と

も
､

玄
宗
期
に

い

た

る

時
期
の

逃
棄

田

の

代

耕
人

と

し
て

の

租
地

人
の

退

官
な

負
捨
を

､

玄
宗
期

以

後

と

く

に

激
化

す
る

隣
保
へ

の

灘
逃
の

弊
害
の

具

慣
的
な

あ

ら
わ

れ

と

し

て

と

ら
え

る

の

で

な

け

れ

ば

理

解
で

き

な
い

で

あ

ろ

う
｡

逃

摺

亡

し
て

三

年
以
上

に

も

な

る

逃
戸
の

租
庸
調

滞
納
分
と

賦
役
を
い

つ

ま
で

も

隣
保
の

租
地

人

に

代

出
さ

せ

て

い

る

か

ら
こ

そ
､

唐
隆

元

年
に

隣
保

代

出
の

禁
令
が

だ

さ

れ

た

の

で

あ

る

が
､

そ

の

賓
効

は

な

く
､

開
元

初
年
に

は
､

徴
税

官
が

｢

務
め

て

刻
剥
を

以
て

計

と

為
し

､

州

蝶
は

罪
を

慣
れ

､

牒
に

接
り

て

即
ち

徹

す
｡

逃
亡

之

家
は

､

隣
保
が

代
出
し

､

隣
保
は

済
ま

さ

ざ

れ

ば
､

又

便
ち

更
に

(

1 7
)

逃
げ
+

る

状
態
で

あ

り
､

天

資
八

載
に

は
､

｢

(

官

吏
は
)

楷
や

逃

逸
が

有
れ

ば
､

減
耗
を

言
う
を

恥
じ

て
､

籍
帳
之

間
に

虚
し

く

戸

口

を

存
し

､

賦

を

調

す
る

の

際
に

親

鄭

に

勇
及

す
｡

(

中

略
)

其
の

あ

ら

承

前
の

所
有
ゆ
る

虚
掛
せ

る

丁

戸
の

､

應
に

航
す
べ

き

租

庸

課
税

に

し
て

､

近

親

隣
保
を

し

て

代

輪
せ

し

め

た

る

者
は

､

宜
し

く
一

(

1 8
)

切

出

び

に

停
む
べ

く
､

應
に

除

則

す
べ

し
+

と
さ

れ

る

よ

う
に

､

い

つ

ま
で

も

逃
戸
の

滞
納

租
税

が

近

親
･

隣
保
の

戸
か

ら

徴

収
さ

れ

る

の

は
､

そ

の

逃

戸
の

戸

第
が

削
除

さ

れ

な

い

た

め

で

あ
っ

た
｡

こ

の

鮎
を

改

良
し

て

逃
戸
を

そ

の

逃
亡
さ

き

の

寄
寓
地

に

お

い

て

附
籍
し

､

原
籍
を

削
除
し

よ

う
と

こ

こ

ろ
み

た

も
の

が

宇
文

(

1 9
)

融
に

よ

る

客
戸
の

制
度
化
で

あ
っ

た

の

で

あ

る

が
､

逃

戸
の

す
べ

て

が

客

戸
と

し
て

再

把

握
で

き
る

わ

け
で

は

到
底
な
い

の

み

な

ら

ず
､

州

株
の

地

方

官
の

業
績
が

戸
口

教
の

増

減
に

よ
っ

て

許
慣
さ

咋

功

叫
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小

町

争

(

2 0
)

れ

て

い

た

た

め
､

客
戸
が

制
度
化
さ

れ

た

の

ち
に

お

い

て

も

天

資

八

載
勅
に

み

ら

れ

る

ご

と

く
､

依
然
と

し

て

｢

虚
掛
の

丁

戸
+

の

存
在
が

そ

の

近

親
･

隣
保
の

戸
へ

の

灘
逃
の

弊
害
を

も

た

ら

し
､

矛

盾
は

解

決
さ

れ

ぬ

ま

ま
の

こ

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

か

か

る

矛

盾
の

解
決
へ

の

一

着
手
と

し
て

位
置
づ

け
る

こ

と

が

で

き

る

政

策
に

､

逃
棄
田

の

代
耕
人
に

よ

る

承

佃
の

公

認
､

と
い

う
代

宗
期
以

後
の

こ

こ

ろ
み

を

挙
げ

う
る

で

あ

ろ

う
｡

逃
栗
田

を

官
権
に

よ
っ

て

保
管
す
る

と
い

う
原
則
は

､

そ

の

保
管
の

任
に

あ

た

る

こ

と

を

強
制
さ

れ

る

隣
保
の

代
新
人
へ

の

負
据
過

重
の

た

め

に
､

中

宗
な
い

し

玄
宗
の

こ

ろ
か

ら

動
揺
し

て

き

た

の

で

あ

り
､

つ

ぎ

の

粛
宗

･

代

宗
期
に

入

る

と
､

逃
棄
田

を

代
耕
人
の

篠
役
的

努
働
に

よ
っ

て

強

制
的
に

耕
作
さ

せ

る

の

で

は

な

く
て

､

代
新
人

に

｢

租
賃
+

し
､

あ

る

い

は

自
己
の

田

宅
を

責
り
つ

く
し
て

し

ま

っ

た

農
民
に

そ

の

丁

口

数
に

應
じ
て

逃
死

戸
の

逃
棄
田

宅
を

給

興

す
る

こ

と

と

な
る

｡

す
な

わ

ち
､

全

唐
文

巷
四
二
･

粛
宗

･

推
恩

所

澤
詔
に

､

戸
口

之

間
､

流
散
す
る

も

の

無

き
に

あ

ら

ず
｡

宜
し

く

州

牒
の

長
官
を

し
て

､

審
ら
か

に

勘
貴
を

加

え
､

且
つ

博
吉
を

立
て

､

見
在
戸
に

揺
り

て

課

税
を

徹

せ

し

む
べ

し
｡

其
の

逃
亡

せ

る

者

は
､

別

に

文

案
を

立

て
､

法

を

設

け
て

招
輯
せ

よ
｡

(

中

略
)

其

の

百

姓
の

己
に

逃
散
す
る

も

即
ち

能
く

過
る

者
は

､

並
び

に

毎

季
申

省
し

､

復
三

年
を

給

す
｡

其
の

逃
戸
の

田

宅

邸

店
■
を

有
し

課
椀
に

充
て

る

に

堪
え

る

者
は

､

宜
し

く

所
由
を

し
て

卸
ち

租

貸
を

為
さ

し

む
ぺ

し
｡

と

い

う
ご

と

く
､

逃
戸
を

戸
籍
に

虚
掛
す
る

こ

と

を

排
し

現
に

資

在
す
る

戸
か

ら

徴
税
す
る

よ

う
に

命
じ

､

一

方
で

は

三

年
間
の

免

税

と
い

う

優
遇
措
置
を

通
じ
て

遠

逃
戸
の

助

成

を

は

か

り
つ

つ

も
､

こ

の

粛
宗
乾
元
二

年
勅
で

は
､

辟
過
し

て

き

て

い

な
い

逃
戸

の

逃
乗
せ

る

田

宅

邸
店
を

所

由
の

手
に

よ

り

租
貸
せ

し

め

そ

の

代

償
を

以
て

課
税
に

あ

て

る

方

針
が

採
用
さ

れ

た
の

で

あ

る
｡

同

じ

よ

う
に

､

唐
合
要
奄
八

五
･

逃
戸

･

乾
元
三

年
四

月

勅
は

､

逃
戸
の

租
庸
は

､

帳
に

接
り
て

徴
納
す
る

か

ら
､

或
は

田

宅
を

貸
費
し

､

或
は

邦

人
に

灘
出
さ

せ
､

展
韓
と

し
て

誅

求
し

､

弊

よ

あ

ら

を

為
す
こ

と

亦

た

甚
し

｡

今
自
り

己

後
､

應
有
ゆ
る

逃
戸
の

田

宅
は

､

並

び

に

須
ら

く

官
が

粗
貸
を

為
し

､

其
の

債
直
を

取
り

て
､

以
て

課
税
に

充
つ

べ

し
｡

逃
人
が

辟
復
す
れ

ば
､

宜
し

く

並
び

に

卯
遺
す
べ

し
｡

所
由
も

亦
た

租
賦
を

負
映
す
る

と

解
し

て

別
に

徴
索

す
る

こ

と

有
る

を

得
ず

｡

と

し
て

､

逃
要
田

宅
の

保

管
は

､

そ

れ

を

租
貸
し

て

課
税

額
に

相

嘗
す

る

代

償
を

確
保
す
る

こ

と

が

主

目

的
と

な
り

､

還

逃
戸
へ

の

7 7
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返
還

は

や

む

を

得
ず
お

こ

な

う
か

の

ご

と

く
に

な

る
｡

さ

ら

に
､

(

2 2
)

代
宗
大

暦

元

年
(

七

六

六
)

に

な
る

と
､

其
の

逃
戸
の

復
業
す
る

者
は

､

宜
し

く

復
二

年
を

給
し

､

轍
ち

差

迫

す
る

こ

と

有
る

を

得
る

無
か

ら

し

む
べ

し
｡

如
し

百

姓
の

先
に

田

宅
を

貸

費
し
て

表
き

た

る

者
有
ら

ば
､

宜
し

く

本

州

騒

に

委
ね

て
､

逃
死

戸
の

田

宅
を

取
り

､

丁

ロ

を

量

り

充
給

せ

よ
｡

と
い

う
よ

う
に

､

逃
棄
田

宅
を

官
収
し
て

､

田

宅
の

な
い

百

姓
に

丁

口

数
に

應
じ
て

給
捜
す
る

こ

と

と

な

り
､

両

税

法
制
定
の

準

備

段
階

と

し
て

の

こ

の

時
期
に

お

い

て
､

税

産
た

る

土

地

を

そ

の

現

賓
の

耕
作
者
に

保
有
さ

せ

る

努
力
が

顕
著
に

な
っ

て

く
る

の

で

あ

る
｡

そ

の

ば

あ

い

に
､

遺
逃

戸

は

自
己
の

逃
棄
田

を

再

入

手

す
る

こ

と
が

困

難
に

な

る

わ

け
で

あ
る

が
､

そ

れ

は

逃
戸
の

蹄
退
が

稀

に

し
か

賓
現

せ

ず
国
家
の

租

税

収
入
の

親
鮎
か

ら

す
れ

ば

退
逃
戸

に

多
く
を

期

待
で

き

な

く

な
っ

た

か

ら

で

あ

ろ

う
｡

し
か

し
､

遠

逃
戸
が

腐
無
と

な
っ

た

の

で

は

な
い

以

上
､

国
家
の

側
で

は
､

開

元

年
間
以

来
､

た

と

え
ば

公

麻
田

以

外
の

内
外

百

官
の

職
田

を

官

(

2 3
)

収
し

て

退

逃
戸
に

輿
え

､

あ

る

い

は

｢

所
在
の

関
田
+

を

耕
作
さ

(

2 4
)

(

2 5
)

せ
､

屯

田

や
､

王

公

百

官
･

富
家

･

豪
族
の

令
式

規
定
以

上
の

庄

(

2 6
)

田

を

官
収
し
て

輿
え

､

ま

た

は

他
の

逃
戸
の

逃
棄
田

を

給

授
す
る

(

釘
)

こ

と
に

七

り
､

遠

逃
戸
の

耕
地

保
有
を
も

葦
現
し

ょ

う

と

し
て

い

乃

た
｡

こ

の

よ

う
に

散
螢

的
に

で

は

あ
っ

て

も

退

逃
戸
に

た

い

す
る

一

席
の

耕
地

保

護
が

な

さ

れ

て

き

た
こ

と

を

前
提
と

し
､

大

暦

元

年
に

は

辟
遺
の

み

こ

み

の

な
い

逃
死

戸
の

逃
棄
田

を

官
収
し
て

田

宅
の

な
い

百

姓
に

給
授
す
る

こ

と
と

な
っ

た

の

で

あ

り
､

そ

の

百

姓
の

な

か

に
､

す
で

に

制
度
上

公

認
さ

れ

た

客
戸
が

ふ

く
ま

れ
､

官
収
さ

れ

た

逃
棄
田

の

給
授
を

受
け

る
､

あ
る

意
味
で

は

中
心

的

な

存
在
と

し
て

登

場
し
て

く
る

の

で

あ
る

｡

す
な

わ

ち
､

第
一

に

は
､

新

府

元

亀
奄

四

九
五
･

邦
計

部
田

制

お

よ

び

居
合
要
奄
八

五
･

逃
戸

に
､

虞
徳
二

年
四

月
､

勅
す

､

｢

如
し

浮
客
の

編
附

を

情

願

し
､

逃

よ

人
の

物
業
を

請
射
す
る

者
有
ら
ば

､

便
ち

式
に

准
り

､

丁
口

に

揺
り
て

給
授
せ

よ
｡

如
し
二

年
己
上

種
植
し
て

､

家
業
の

成
業

(

出
)

す
る

者
は

､

本

主

到
る

と

雄
も

､

却
遺
の

限

り
に

在
ら

ず
｡

任

じ

て

別

に

給

授
せ

よ
｡

+

と
｡

と
あ

り
､

浮

客
が

も

し

逃
棄
田

を

入

手

し

た
い

と

申
請
す
る

な

ら

ば
､

そ

の

う
ち
の

戸
籍
に

編
附
す
る

こ

と

を

希
望

す
る

も
の

に

か

ぎ
っ

て
､

式
の

規
定
に

し

た

が

い

丁

口

数
に

應
じ

て

給
授
す
る

｡

か

く

し
て

耕
作
を
み

と

め

ら

れ

て

か

ら
二

年
以

上

た
っ

て
､

そ

の

収
穫
に

よ

っ

て

自
立

で

き

る

よ

う
に

な
る

も

の

が

い

れ

ば
､

そ

の

巾
,

.
や

ヾ
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紳

.
げ

牛

土
地

は

正

式
に

か

れ

の

保

有
地

と

し
て

公

認
さ

れ
､

か

り
に

も

と

の

保

有
者
で

あ
っ

た

逃
戸
が

縮
退

し
て

き

て

も
､

そ

の

土

地
は

も

は
や

返

還
す
る

必

要
は

な

く
､

遠
逃
戸
に

た

い

し

て

は
､

お

そ

ら

く

前
述
の

ご

と

き

さ

ま

ざ

ま
の

方

法
の

う
ち

適
宜
な

し
か

た

で

国

家
か

ら

別
の

土

地

を

給
授
す
る

､

と
い

う
の

で

あ

る
｡

い

い

か

え

れ

ば
､

浮

客
を

新

附
の

客
戸

と

し
て

自
立

ぎ

せ
､

そ

の

た

め
の

客

戸
保
有
地

に

充

嘗
せ

ら

れ

た

逃
棄
田

の

本

主
が

婦
道
し

た

ば

あ

い

に

は
､

別
の

土

地

の

給
授
に

も

と
づ

い

て

遠

逃
戸
の

自
立

を

も

茸

現

し

ょ

う

と

意

囲
し

て

い

る

の

で

あ
る

｡

ま
た

､

第
二

に

は
､

新

府

元

亀
奄
七

〇
･

帝
王

部
務
農
に

､

代
宗
永

大

元

年
正

月

朔
､

大

赦
し

､

制
し
て

白

く
､

｢

貞
は

政

は

じ

あ

た

の

本

な

り
､

食
は

人
の

天
な

り
｡

春
の

首
め
に

方
り

､

東
作
を

重

ん

ず
｡

軍

興
の

至

急
な

る

を

除
く
の

鰊
は

､

一

切

並

び

に

停

め

よ
｡

其
の

逃
戸
の

復
業
し

､

及

び

浮
客
の

編
附
を

情
願
す
る

者
は

､

州

願
の

長
吏
の

親
し

く

存
撫
に

就
く
を

仰
げ

｡

特
に

賦

役
の

全
て

済
ま
ざ

る

者
を

斡
れ

み
､

種
子

を

量
貸
し

､

務
め

て

安
集
せ

し

め

よ
｡

+

と
｡

と

い

う
ご

と

く
､

逃
戸
の

復
業
と

浮

客
の

編
附
と

を

茸
現
し

､

流

民
な
い

し

浮

客
を

遠
逃
戸
と

新

附
の

客
戸

と
の

両

方

面
に

お

い

て

再

把
握
す
る

た

め

に
､

唐
朝
国
家
は

､

賦
役
を

未
だ

完
達

し
て

い

な
い

も

の

に

は

と

く
に

春

作
の

種
子

を

量

貸
す
る

か

ら

逃
散
し

な

い

よ

う
に

､

と

よ

び

か

け
た

の

で

あ

る
｡

右
の

雨

史

料

に

お

い

て
､

代

宗
期
の

浮

客
に

関
し

て

共

通
の

問
題
と

な
っ

て

い

る

こ

と

は
､

逃
東
田

を
､

単
に

隣
保
の

代

耕
人

に

租
佃
さ

せ

た

り

官
権
に

ょ

り

粗
貸
し

た

り

す
る

の

で

は

な

く
て

､

一

歩
を

す
す
め
て

､

浮

客
の

編
籍

希
望
者
に

耕
作
さ

せ

や

が

て

は

そ

の

保

有
地

と

し

て

輿

え
て

し

ま

う
こ

と

に

ょ
っ

て
､

新

附
の

客
戸

を

獲
得
し

増
大
さ

せ

る
｡

一

方
､

意
囲

と

し
て

は
､

逃
戸
の

蹄
遺

者
に

た

い

し
て

別
に

土

地
を

給

授
し

､

あ

る

い

は

期
限
つ

き
の

免
税
特

権
や

種
子
の

貸

興
な

ど

耕
作
上
の

便
宜

を

付

興
す
る

こ

と
に

よ
っ

て
､

遠

逃
戸
の

充
ふ

貰

を

も
は

か

ろ

う
と

し
て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

し

か

し

な

が

ら
､

退

逃
戸
に

た

い

し

て

は
､

そ

の

翌

年
か

さ

ね

て

復
二

年
を

給

(

2 9
)

す

る

こ

と

を

よ

び

か

け

て

お

り
､

か

え
っ

て

そ

の

茸
現

が

は

か

ば

か

し

く

な
か

っ

た

の

で

は

な
い

か

と

推
測
さ

せ

る
｡

括
戸

貴
行

方

式
の

攣
化
に

照

ら

し
て

み

て

も
､

こ

の

時
期
に

お

い

て
､

退

逃
戸

よ

り

も

新

附
の

客
戸
の

増
大
の

方

に

重

鮎
が

う
つ

っ

て

き

た
､

と

い

っ

て

よ

い

で

あ

ろ

う
｡

そ

し

て

両

税

法
の

制
定
に

と

も

な
い

こ

の

よ

う

な

客

戸
の

地

位
が

確
立

さ

れ
､

か

れ

ら

を

も

ふ

く
め

た

意

味
で

の

逃
棄
田

の

承

佃

者
は

そ

の

土

地

を

自

己
の

保
有
地

と

す
る

こ

と

を

｢

公

験
+

の

給
付
に

ょ
っ

て

保

護
さ

れ

る

に

い

た

る
｡

す

乃
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な

わ

ち
､

唐

脅

要
奄
八

五
･

逃
戸

･

武
宗
禽

昌
元

年
(

八

四

一
)

正

月

別
に

､

(

前

略
)

長
吏
は

…

…

亦
た

逃
戸
の

桑
地
を

破

除

し

以
て

税

鏡
に

充
て

る

こ

と

有
り

｡

逃
戸
の

産
業
己

に

無
く

､

辟
過

す
る

も

得
上

ず
､

見
在
の

戸
は

毎
年
加

配
せ

ら

れ
､

流
亡

韓
た

多
し

｡

今

自

り

己

後
､

應

ゆ
る

州

願
の

､

開
成
五

年
己

前
に

､

観
察
使

･

刺

つ

か

わ

史
が

強
明
の

官
を

差
し

て
､

村

郷
に

就
き
て

指
賓
検
合
せ

し

め

た

る

桑
田

屋

字
等
は

､

仇
お

令
長
に

勤
し
て

槍
校
を

加
え

､

租

佃

し
て

人

に

輿
え

せ

し

め
､

荒
覆
せ

し

む
る

こ

と

勿
れ

｡

得
る

と

も

所
に

渡
り

て

共
に

戸
内
の

征

税

を

納
め

､

飴
り

有
れ

ば

即
ち

官

が

収
貯
を

為
し

､

辟
退

を

待
ち
て

給
付
せ

よ
｡

如

し

映
少

す
る

と
▼

も

も
､

即
ち

共
に

収
貯
し
て

､

蹄
還
の

日

に

至

り
､

須
ら

く

徽

理

エ

す
る
べ

か

ら

ず
｡

今
自

り

己

後
､

一

年
に

し
て

蹄
復
せ

ざ

る

者

は
､

即
ち

将
司
に

仰
ぎ

て
､

人

を

召
し

て

給
付

承

佃
せ

し
め

､

伐
ち

公

厳
を

給
し

､

任
じ

て

永
業
と

為
せ

｡

と

あ

る

ご

と

く
､

前
年
以

前
に

調
査

し

た

桑
田
･

異
字
等
の

株

屋

を

新

た

に

槍
校
し

､

逃
東
田

が

あ

れ

ば

人

に

租

佃
さ

せ

て

輿
え

､

そ

の

収
穫
を

征

税
に

充

嘗
し

て

徐
剥
が

あ

れ

ば

官

収

し

て

貯

蔵

し
､

退

逃

戸
へ

の

給
付
に

備
え

て

お

く
の

で

あ
る

が
､

も

し
二

年

た

つ

て

も

蹄

還
せ

ぬ

ば

あ

い

に

は
､

客

戸
を

も
ふ

く

め
て

で

あ

ろ

ぅ
と

お

も

わ

れ

る

が

承

佃

者
を

召

募
し

､

そ

れ

に

公

式
の

宮
司
の

郎

(

3 0
)

許
可

澄
で

あ

る

公

駿
を

給
す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

そ

の

承

佃
し

た

逃
棄
田

の

永

業
的

保

有
を

公

認
し

た

の

で

あ
る

｡

中
宗
期
ま
で

の

隣
保
の

粗
地

人

が
､

同

保
内
の

逃
東
田

の

番
役

的
代
耕
労
働
を

強
制
せ

ら

れ

て

い

た

の

に

く

ら
べ

れ

ば
､

玄
宗
期

以

後
､

粛
宗

･

代

宗
を

経
て

両

税
法
の

制
定

を

み

る

時
期
に

お

け

る

逃
棄

田

の

承

佃

者
は

､

新
た

に

制

度
化
さ

れ

た

客
戸
を

内
包
し

て
､

逃
東
田

の

永
業
的
保

有
を

み

と

め

ら

れ

る

ま
で

に

そ

の

土

地

へ

の

権
利
を
つ

よ

め

た

の

で

あ

る

が
､

こ

れ

を

国
家
の

側
か

ら

み

れ

ば

財
政

収
入

の

補
強
の

た

め
の

措
置
で

あ

り
､

民

間
の

承
佃

者

の

側
か

ら
み

れ

ば
､

逃
亡

形

式
に

よ

る

抵
抗
を

媒
介
と

し
て

､

自

己

保
有
地

の

獲
得
へ

の

要
求
を

つ

よ

め
､

そ

の

要
求
を

さ

さ

え

る

立

場
す
な

わ

ち

そ

の

社

食
的
勢
力
を

つ

よ

め

て

き

た

こ

と
の

あ

ら

わ

れ

で

あ
っ

た

と

も

考

え

ら
れ

る
｡

そ

こ

で
､

つ

ぎ

に
､

逃
棄
田

の

承

佃
が

､

ど
の

よ

う

な

社
食
関
係
を

介
し

て

お

こ

な

わ

れ

た

か

に

つ

い

て
､

考

察
す
る

端
緒
を

つ

か

ん

で

お

く
こ

と

に

し

た
い

｡

(

1
)

全

唐

文

名
三

七
二

･

柳

芳
･

食

貸
論

｡

(

2
)

大

谷

文

書

第
二

八
三

五

競
･

甘
涼

瓜

粛

所

居

停
汐

州

逃

戸
､

内

藤

乾
吉

｢

西

域

蔑

見

唐

代

官

文

書
の

研

究
+

(

西

域

文

化

研

究

合

編

『

西

域

文

化

研

究

第
三

･

敦

煙
吐

魯
番

社

食
経

済

資
料

･

下
』

一

九

六

〇
､

の

ち
に

同

氏
の

『

中

国
法

制

史

考

置
』

一

九

六
三

所

収
)

に

.
巾

-

名

ヾ
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印

材

牛

よ

る
｡

(

3
)

新

府

元

亀

奄
四

九

五
･

邦
計

部

田

制
､

居

合

要
奄

八

五
･

逃

戸
､

廣

徳
二

年
四

月

勅
｡

(

4
)

ス

タ

イ
ン

敦
短

文

戯
一

三

四

四

兢
･

開
元

戸

部
格

断
簡

､

仁

井

田

障

｢

唐
の

律
令

お

よ

び

椿
の

新

資
料

-
ス

タ

イ
ン

敦
短

文

麒

-

-
+

(

東

洋

文

化

研

究

所

紀

要
一

三
､

一

九

五

七
､

の

ち

に

同

氏

の

『

中

国

法

制

史

研

究
､

法
と

慣

習
･

法

と

道

徳
』

一

九

六

四

所

収
)

に

よ

る
｡

お

よ

ぴ
､

唐

大

詔

令
葉

巻
一

一

〇
･

政

事
･

誠

励

風

俗

赦
｡

な

ら
び

に

六

朝

隋

唐
五

代

研

究

曾
の

共

同

研

究
に

負
う

｡

(

5
)

肪

府

元

亀
奄
四

九
五

･

邦
計

部
田

制
､

唐

合

要
奄

八
五

､

逃

戸
､

大

暦

元

年
制

｡

(

6
)

居

合
要
巻

八

五
･

逃

戸
､

宝

宗
大

中
二

年
正

月
剃

｡

(

7
)

居

合
要
奄

八

五
･

逃

戸
､

蛮
宗

成

通

十
一

年
七

月

十

九

日

勅
｡

(

8
)

居

合
要
巻

八

五
･

逃

戸
､

粛
宗

乾

元
三

年
四

月

勅
｡

(

9
)

全

唐
文
名

六

五
一

二
冗

演
･

同

州

奏
均
田

状
｡

元
氏

長

慶
集

･

同
｡

(

1 0
)

(

1 1
)

全

唐
文

名
六

五
一

二
光

損
･

弾
奏

叡

南

東

川

節

度

使

状
｡

元

氏

長

慶
集

･

同
｡

(

1 2
)

逃
戸
の

放

棄
し

た

農
耕
地

を
､

拙

稿

｢

唐

代
の

逃

戸
･

浮

客
･

客
戸
に

関
す
る

覚
書
+

(

一
橋
論
叢
五

〇
ノ

三
､

一

九

六

三
)

等

に

お

い

て

は

｢

逃

戸
棄

耕
地
+

と

よ

ん

で

き
た

の

で

あ

る

が
､

そ

の

後
､

李
剣
貞
『

観
音

南

北

朝
隋

唐
経
済
史

稲
』

(

中

華

書

局
､

一

九

六
三
)

が

こ

れ

を

｢

逃
棄
田
+

と

名
づ

け
て

い

る

(

同

書
二

九
五

-
七

頁
)

こ

と

を

知
っ

た
｡

も

し

李

氏
の

用

語

法
を

應

用

す
る

な

ら

ば
､

水

田

と

島
地

あ

る

い

は

宅

地

等
の

笹
別

を
､

逃
月
の

放

棄
し
た

土

地

に

つ

い

て

明

示

す
る

こ

と

が

容

易
に

な

る

で

あ

ろ

う
｡

た
と

え

ば
､

逃

棄

田
､

逃

棄
地

､

逃

棄
宅

地

と
い

う
ご

と

く
､

｢

逃

棄
+

と

い

う

統
+

概

念
の

も
と

に

土

地
の

種

別

を

表

現

す
る

こ

と

が

可

能
に

な

る
､

と

考

え
､

ま
た

､

そ

の

よ

う

な

土

地
の

種

別
を

お

さ

え

て

ゆ

く
こ

と

が

唐
か

ら

宋
に

か

け

て

の

客

戸
に

関
す
る

社

食
経
済
史

的

諸

問
題
の

考

察
に

と
っ

て

び

と
つ

の

必

要
事
と

な
る

の

で

は

あ

る

ま
い

か
､

と

漁

憩
し

､

あ

ら

た

め
て

李
氏
の

用

語

法
に

し

た

が

う
こ

と

と

し

た
｡

但

し
､

本

稿
に

お

い

て

は
､

そ

Ⅵ

よ

う
な

土

地
の

種

別

を

明

示
し

う
る

ほ

ど

豊

富
な

資
料
を

未
だ

収
集

し

え

て

い

な
い

た

め
､

前
掲
の

管
見

史

料
に

お

い

て

最

も

多
く

み

ら

れ

る

｢

田
+

の

語
を

そ

の

ま

ま

用
い

て
､

主

と

し
て

｢

逃

棄
田
+

と

よ

ぷ

こ

と
に

よ

り

逃

戸
の

放

棄
し

た

農

耕
地
を

一

般

的
に

意

味
さ

せ

る

に

と

ど

め
て

お

く
｡

(

1 3
)

前
掲
註
2

参
照

｡

(

1 4
)

仁

井
田

陸

｢

庸
の

律
令
お

よ

び

椿
の

新

資

料

-
ス

タ

イ
ン

敦

短

文
麒

】
+

(

東

洋

文

化

研

究

所

紀

要
一

三
､

一

九
五

七
､

の

ち

に

同

氏
の

『

中

国

法

制

史

研

究
､

法
と

慣

習
･

法

と

道

徳
』

一

九

六

四

に

収

む
)

｡

●

(

1 5
)

前

損

註
2

参

照
｡

な

お
､

｢

開

元

戸

部

蒋

断

簡
+

の

｢

其

地

任

●

俵

郷

原

債
+

の

箇
所
は

唐

大

詔

令
集

所

収
の

誠

助

風

俗
救
で

は

｢

其

●

●

地

在

俵

郷
原

例
+

と

な
っ

て

お

り
､

唐
長

持

｢

闇

千

武

則

夫

統

治

末

年

的

浮
逃

戸
+

(

歴

史

研

究
､

一

九
六

一

年
六

期
)

は
､

在

は

誤

り

で

任
を

正

し
い

と

し
､

償
は

誤
り

で

例
を

正

し

い

と

み

て
､

｢

里

所

謂

〝

任

俵

串

原

例

租
″

､

郎

是
接

腰

本

地

大

例

由

人

租
佃

､

也

是

照

大

例

交

納

地

租
､

代

耕
人

作
為

逃

人

士

地

上

的

佃

雨
不

足
承

月

代

輸
｡

+

と

解

滞

す
る

｡

｢

郷
原

例
+

を

｢

本
地

大

例
+

す
な

わ

ち
､

朗



一

橋 論 叢 第五 十 三 巻 第
一

号 ( 8 2 )

そ

の

土

地
の

慣

例
､

と
い

う

意

味
に

解

す
る

唐

氏

に

し

ば

ら

く

従

い
､

な

お

後

考
に

ま
つ

｡

(

15
)

｢

開
元

戸
部

梅

酢
簡
+

が

｢

其
の

地

は
‥

…
･

粗
し
て

課

役
に

充

て
､

購
有

れ

ば

官
収
せ

よ
｡

+

と

し

て

い

る

と

こ

ろ

を
､

｢

誠

励

風

俗

0

0

0

敦
+

は

｢

其
の

地

は
‥

…
･

粗
し
て

州

保

倉
に

酌

め
､

租

地

人

を

し
て

租
課
を

代

出
せ

し

む

る

を

得

ず
｡

+

と
し

て

い

る

か

ら
､

逃

実

田

の

代

耕
人
は

粗
地

人

と

も

よ

ば

れ

て

い

た
､

と
い

え

よ

う
｡

た

だ

し
､

後
者
が

無

保
件

的
に

｢

粗

地

人

を

し
て

租

課
を

代

出
せ

し

む

る

を

得

ず
｡

+

と

さ

だ

め

て

い

る

鮎

に

は

疑

問

を

も
つ

｡

念
の

た

め

に

繭

資

料

を

比

較

封

照
し

て

み

る

と
､

｢

開

元

戸

部

棉
断
簡
+

(

A
)

勅
､

逃
人
田

宅
､

不

得
撫

客

質

員
｡

(

B
)

其

地
､

任

俵

郷
原

慣
､

租

充

課

役
､

有

應
官

収
｡

(

C
)

宕

逃

人
三

年

内

辟

者
､

退

其

頗
物

｡

(

D
)

乱

其

無
田

宅

逃

経
三

年

以

上

不

達

者
､

h

不

得
更

令
隣

保

代

出

租

課
｡

つ

ぎ
の

よ

う
に

な
る

｡

｢

誠

勧

風

俗
赦
+

(

〃
)

(

前

略
)

其

逃

人

田

宅
､

不

得

撫
容

膏

買
｡

(

Ⅳ
)

其
地

､

在
俵

郷

原

例
､

租

駒
州

願
倉

､

こ

れ

に

よ

り

明

ら

か

な
ご

と

く

(

Ⅳ
)

帆

不

待

命
租
地

入

代
出
租

課
｡

(

後
略
)

｢

開
元

戸

部

椅
断
簡
+

に

ふ

く

ま

れ
て

い

る

(

C
)

お

よ

ぴ

(

D

乱

)

の

規

定
､

す
な

わ

ち
､

三

年

以

内
に

辟

遺
し

て

き

た

逃
戸
に

は

あ

ら
か

じ
め

官

収
し

て

お

い

た

餞

剰

収

穫
物
を

返

す
こ

と
､

お

よ

ぴ
､

田

宅

を

無
く
し

逃
亡

し

て

三

年
以

上

た
っ

て

も

辟
遺

し

て

こ

な
い

者
に

関
し
て

の

規
定

は
､

｢

誠

令

風

俗
赦
+

に

は
ふ

く
ま

れ

て

お

ら

ず
､

そ
の

た

め
に

､

後
者
の

(

Ⅳ

肌
)

射

は

(

Ⅳ
)

に

直

接
に

連

接
す

き

規
定

と

な
っ

て

い

る

の

で

あ
る

が
､

意

味
内

容
か

ら

考

え

て

も
､

(

Ⅳ

け
)

は
､

同

内

容
の

(

D

b
)

の

ご

と

く
､

三

年
以

上

た
っ

て

も

辟

還
し

て

こ

な
い

逃

戸
に

関
す
る

規

定
で

あ

る
､

と

判
断

し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

で

あ

ろ

う
｡

(

1 6
)

前
註

末
尾

の

結

論

を

前

提
と

す
る

｡

(

17
)

全

唐
文

巻

三

九

七
･

皇
甫

環
･

諌

置

勒

鼻
判
官
疏

｡

い

う

ま
で

も

な

く

字
文

融
の

括

戸
に

封
す

る

反

封

論
で

あ
る

｡

(

1 8
)

唐
含
要
巷

八
五

･

逃

戸
･

■
天

真
八

載
正

月

勅
｡

松
本
香
港

｢

吐

魯

番

文

書
よ

り

見
た

る

唐
代
の

隣

保

制
+

(

西

域

文

化

研

究
▲

曾

編
『

西

域

文

化

研

究
･

第
六

･

歴

史

と

美
術
の

諸

問
題
』

一

九
六

三

所
収
)

二

五

二

頁
を

も

参

照
｡

(

1 9
)

た

と
え

ば
､

仝

唐
文

巻
二

二

･

玄

宗
･

科

禁
諸
州

逃
亡

制
(

閲

元

九

年
)

に

｢

情

願

住
着

､

郎

附
入

簿

籍
､

差

科
､

親

政
於

附
入

令

式
､

仇
輿

本

貫
計

禽
､

停
徴

｡

+

と

あ
る

｡

(

2 0
)

字
文

融
の

と
き

に

｢

州

解
が

融
の

旨
意

を
の

ぞ

み

多
く

獲
る

こ

と
に

務

め
､

皆
な

其
の

(

戸
)

敷
を

虚

張
し
+

た
こ

と

は
､

膏
唐
音

竜
一

〇

五
･

宇

文

献

停
を

は

じ

め

請
書
の

つ

た

え
る

周

知
の

事
資
で

あ

り
､

こ

の

よ

う
な

傾
向
は

､

滑
府

元

亀

奄

四

八

六
･

邦

計

部

戸

●

●

箱
･

憲
宗
元

和

六

年
一

月

制

(

唐
含
要
奄

八

四
･

雑
錬
に

よ

れ

ば

ニ

ュ

月
)

に
､

｢

南

棟

を

定
め

て

自
り

以

来
､

刺

史

は

戸
口

の

増

減

を

以

て

殿

最

を

為
す

｡

+

と
あ

る

こ

と

か

ら

明

ら

か

な
ご

と

く
､

両

税

法

制

定

後
に

お

い

て

も

襲
ら

ず
､

む

し

ろ
一

層
つ

よ

ま
っ

た
と

さ

え

い

え

る

の

で

あ
っ

て
､

堆
逃
の

弊
害
も

ま

た

両

税

法
の

制
定
に

よ
っ

て

は

解

決

さ

れ

な
か

っ

た

こ

と

と

考
え

あ

わ

せ

る

必

要
が

あ
る

で

あ

ろ

恥

.

胡

ザ
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▲
町

ゝ

フ
0

(

2 1
)

こ

の

乾
元

二

年
勅

に

つ

い

て

は
､

英

幸
鍵

『

唐

代

農
民

問

題

研

究
』

(

中

国

学
術

著
作

奨

助

委
員
合

叢

書

之

五
､

一

九

六

三
)

も
､

従
来
の

｢

鼓

励

農

民

返

新

原

業
+

の

政

策
を

襲
更
し

て

｢

要
接

現

在

戸
綿
第
駒

枕
+

の

方

針

を

採

用

し
た

劃

期

的
意

義
を

も
つ

詔

勅
で

あ

る
､

と

論
じ
て

い

る

(

同

書

第
一

章
第
八

街
･

荒
地

､

第
二

垂
第

四

節
･

動
乱
中

的

賎

欽

な
ど

参

照
)

｡

但
し

､

現

在

戸
に

操
っ

て

編

籍

す
る

こ

と
に

劃

期

的

意

義
を

も

と

め

る

の

で

あ

れ

ば
､

こ

の

詔

勅
に

か

ぎ

ら

ず
､

客

戸
の

制

度
化

さ

れ

た

開

元

年

間
に

ま
で

さ

か

の

ぼ

ら

な

く
て

は

な

ら

な
い

｡

こ

の

詔

勅
の

劃
期

的

意

義
は

､

本

文
に

述
べ

た
ご

と

く
､

従

爽

官
権
に

よ

り

保

管
し

代

耕
さ

せ

て

い

た

逃
棄

田

を
､

租

貸
し

て

そ

の

代

償
を

課

税

に

あ
て

る
､

と

い

う

鮎
に

あ

り
､

そ
れ

が

鏡
桐

原

則
の

両

税

法

制

定
の

準

備

期
に

な
さ

れ

て

い

る

こ

と

に

注

目

す
べ

き

で

あ

ろ

う
｡

(

2 2
)

鮒

府

元

亀
奄

四

九
五

･

邦
計

部

田

制
､

唐
合

要
巷

八

五
･

逃

戸
､

大

暦

元

年
制

｡

(

2 3
)

喜

唐

書
名

八
･

玄
宗

紀
上

･

国
元

十

年

春
正

月

戊

申
の

條
｡

こ

の

記

事

を

分

析

し
て

均
田

農
民
の

逃
亡
に

論

及

し
､

逃

亡
を

国

家

権

力
に

た
い

す
る

抵

抗
と

し

て

論

じ

た
の

が
､

谷

川

道

雄

｢

唐
代
の

職

田

制
と
そ

の

克
服
+

(

東

洋

史

研

究
一

二

ノ

五
､

一

九

五

三
)

で

あ

る
｡

(

2 4
)

新
府

元
亀
巷

七

〇
･

帝
王

部
務

貞
･

開
元

十
二

年

六

月

壬

辰

詔
､

全

店
文

奄
二

九
･

元

宗
･

置

動
員

使

詔
､

唐

大

詔

令

葉

巻
一

一

一

･

田

島
･

置

勧

貞

使
安

撫
戸
口

詔
｡

(

2 5
)

新

府

元

亀
巷
五

〇
三

･

屯

田
･

開

元
二

十
五

年

四

月

庚

成
詔

｡

計

(

2 6
)

新
府

元

亀
巻

四

九
五
･

邦

計

部
田

制
･

天

賓
十

一

載

十
一

月

乙

丑

詔
｡

こ

の

詔
の

具

僅
的

内

容
に

つ

い

て

は
､

堀

敏
一

｢

均
田

制

と

古
代

帝
国
+

(
『

世

界
の

歴

史
』

六
､

一

九

六
一

)

参
照

｡

(

2 7
)

新

居

書
巻
五

一

･

食
貸
志

･

代

宗
･

貴
慮

元

年

詔

に
､

｢

流
民

の

還
る

者
は

､

復
二

年
を

給

し
､

田

園

轟

き
た

れ

ば

則
ち

授
く

る

に

逃

田

を

以
て

す
｡

+

と

あ

る
｡

(

2 8
)

新

府
元

亀
は

｢

如
二

年

巳

上

程

植

家

業

成

業

者
+

と

し
､

居

合

要
は

｢

如
二

年
己

上

種

植

家

業

成

者
+

と

す
る

が
､

前

者
に

し

た
が

1

フ
0

(

2 9
)

前
掲
大

暦

元

年

制
｡

(

3 0
)

仁

井
田

陛

『

中

国

法

制

史

研

究
､

土

地

法
･

取

引

法
』

(

一

九

六

〇
)

第
一

部
･

三

四

五

頁
等
に

よ

れ

ば
､

公

験
と
は

官
司
の

文

牒

で

あ

り
､

唐

代
の

不

動
産

質
膏

買
は

､

五

代

以

後
と

同
じ

く
､

制

度

の

上
で

は

公

駿
を

給
せ

ら

れ

る

必

要
が

あ
っ

た
｡

三

全

唐
文

奄
六
二

お

よ

び

居
合
要
巻
八

五
･

逃

戸
に

お

さ

め
る

宣

宗
の

大
中
二

年
(

八

四

八
)

正

月

制
(

受
寺

坂

赦

文
)

に
､

所
在
の

逃
戸
の

見

在
の

桑
田
･

屋

字
等
は

､

多
く
は

是
れ

暫
時

と
よ
ノ

ぱ

う

と

東
西

し
､

便
ち

邦
人

興
研
由
等
の

計

合
を

被
む
り

､

椀

鏡
を

代

-

も

納
す
る

と

云

う
と

綻

も
､

悉
く

賄
っ

て

研

伐
毀

折
さ

る
｡

辟
復

を

願
う
に

及
ぶ

も
､

多
く
は

己
に

蕩
表

し
､

因
っ

て

荒
廃
を

致

よ

し
､

遂

に

関
田

と

成
る

｡

今
従
り

己

後
､

如

し

此

の

色

有
れ

朗



一 橋論 叢 第 五 十 三 者 第
一

号 ( 8 4 )

ば
､

郷
村
の

老

人

興
所

由

井
び

に

郡

近
等

に

勒
し
て

同
じ

く

槍

勘
分
明
し

､

分
析
し
て

状
を

作
り

､

願
に

迭
り

実
に

入
れ

､

都

し

は

と

も

人

及
び

無

田

産
人
に

任
じ

て

且

ら

く

佃

事
を

為
さ

し

め
､

輿
に

税

塩
を

納
め

し

む
｡

如
し
五

年
内
に

来
り

復
業
せ

ざ

る

者
は

､

便
ち

佃
人

を

任
じ
て

主
と

為
せ

｡

逃
戸
は

論
理

之

限

り
に

在
ら

ず
｡

其
の

屋

字
･

桑

田
･

樹

木

等

は
､

権
り
に

人

に

佃

す
る

も
､

逃
戸
未
だ

蹄
ら

ざ
れ

ば
､

五

年
内
に

は

轍
ち

毀

除
析
伐
す

る

有
る

を

得
ず

｡

如
し

違

犯

す
る

者
有
ら

ば
､

限

日

に

填
り

情

を

量
り

て

以
て

科

責
し

､

井
び

に

所
由
等
に

は

瞼
校
せ

ざ

る

の

罪
を

科
せ

よ
｡

と

あ
る

｡

所
在
の

逃
戸
の

現

存
の

桑
田

･

星

字
等
が

｢

悉

く

賄
っ

て

研
伐
毀

折
さ

る
+

と

い

う
の

は
､

他
に

も

た

と

え

ば

韓
愈
の

上

奏
に

｢

今

年
以

東
､

京
畿
の

請
願
は

､

夏
は

冗
早
に

逢
い

､

秋
は

又

早

く

粛
ふ

り
､

田

に

種
え

て

収
め

る

所

は
､

十

に
一

を

存
せ

ず
｡

…
‥

‥

上

恩
は

宏

し

と

維

も
､

下
の

困
し

む
こ

と

猶
甚
し

く
､

子

を

棄
て

妻
を

逐
っ

て

以
て

口

食
を

求
め

､

屋
を

塀
し

､

樹
を

伐

(

1
)

り
て

､

以
て

栓

餞
を

納
む
る

有
る

と

聞

く
に

至

る
+

と
い

い
､

陸

贅
起

草
の

詔
に

｢

百

姓
､

荒
饉
に

迫
ら

れ
､

全

家
食
を

逐
う

者
有

り
｡

其
の

田
･

宅
･

家
具

･

樹
木

･

蓼
苗

等
は

､

願
司

並
び

に

薄

暑
･

印

記
を

朝

丘

し
､

所
由
及
び

近

鄭
の

人

を

し
て

同

じ

く

倫
蔵

弛

鵡

ゆ
る

せ

し
め

､

軌
ち

投

損

し

及
び

典
要
し
て

差
科
に

墳

納
す
る

を

容
す

(

2
)

こ

と

勿
れ
+

と
い

う
ご

と

く
､

逃
棄
の

田

宅
等
を

棄
却
し

そ

の

代

償
に

よ
っ

て

逃
戸
未
納
の

両

税

鏡
に

あ

て

て

い

る

こ

と

を

意
味
す

る
｡

そ

の

よ

う
な
こ

と

を

す
る

者
は

誰
か

と
い

え

ば
､

大
中
二

年

正

月

制
は

｢

邦
人

と

所

由
等
+

で

あ
る

と

い

う
｡

同

制
と

右
の

陸

贅
の

詔
は

､

か

れ

ら

に

こ

の

よ

う

な

行
為
を

禁
じ

､

逆
に

か

か

る

不

法
行

為
の

取

締
り
を

命
じ
て

い

る

の

で

あ

る

が
､

そ

の

後
､

偉

宗
の

乾

符
元

年
(

八

七

四
)

に
､

｢

今
､

所
在
皆
な

餓
え

､

依
り

投

ず
る

所
無
し

｡

…

…

而
し
て

州

願
は

上

供
及
び

三

司

鏡
有
る

を

以

て
､

督
趣
甚
だ

急
に

し
て

､

動
も

す
れ

ば

揮

撞
を

加
う

｡

屋
を

撤

た

し

木
を

伐
り

､

妻
を

屈
し

子

を

驚
ぐ
と

雄
も

､

止

だ

所
由
の

酒
食

の

費
に

供
す
る

可

き

の

み

に

し
て

､

未
だ

府
庫
に

至

す
を

得
ず

｡

+

(

3
)

と
い

い
､

依
然
と

し
て

所
由
は

か

か

る

不

法
行
為
を

獣
認
あ
る

い

は

強
要
し

て

私

利
を

は

か

っ

て

い

る
｡

ま

さ

に

｢

所
餅
の

郷
村
に

た

入
る

は
､

是
れ

政
の

大

弊
偽
り

｡

一

吏
が

門
に

到
れ

ば
､

百

家
は

(

4
)

貸
を

納
め
+

.る
あ

り

さ

ま
で

あ

り
､

｢

所
由
が

官
の

為
に

使

す
る

も
と

所
と

な

り
､

村
に

到
る

の

後
､

必

ず
百

姓
に

供
應
を

索
め

､

利
す

(

5
)

る

所
至

少
な

れ

ば
､

弊
を

為
す
こ

と

則
ち

多
く
+

､

劫

宗
も

､

｢

州

騒
の

所
由
は

軌
ち

妄
り

に

郷
村
に

入

り

百

姓
を

撹

擾

す
る

を

得

(

6
)

ず
+

と

命
じ

な
け

れ

ば

な

ら

な
か

っ

た
｡

そ

の

よ

う
に

禁
令
を

哉

ゼ

β卓
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由
で

′

も

叩

し

な

け
れ

ば

な
ら

な
い

ほ

ど
､

州
騒
の

所
由
は

郷
村
に

深
く
入

り

勢
力
を

張
っ

て

い

た

と

考
え

ら
れ

る
｡

こ

の

よ

う
に

考
え
て

､

ふ

た

た

び

大

中

二

年
正

月

制

を

み

れ

ば
､

そ

れ

が

逃
棄
田

等
の

調

査

管
理

を

｢

郷
村
の

老

人

と

所
由
な

ら
び

に

郊
近

等
+

に

重
ね

て

い

る

の

は
､

そ

う

す
る

以

外

に

国
家

が

郷
村
に

支

配
を

浸
透
さ

せ

る

こ

と

が

で

き

な

か
っ

た

か

ら
に

ほ

か

な
ら

ず
､

し
か

も
､

そ

の

ば

あ
い

の

所
由
の

う
ご

き

は

国
家
の

側
か

ら

す
れ

ば

｢

妄
り
に

郷
村
に

入

り

百

姓
を

授
擾
す
る
+

も
の

と

判

断
さ

れ

る

よ

う

な

性
蒋
を

も
つ

と

同
時
に

､

一

般
庶
民
の

側

か

ら

し

て

も

｢

酒

食
の

費
+

｢

供
應
を

索
め
+

て

く

る
､

負

婚
の

重

歴
を

感
じ

さ

せ

る

面

を
も
つ

存
在
で

あ
っ

た
､

と
い

え

よ

う
｡

そ

の

よ

う
な

所
由
が

連

携
を

た

も
つ

郷
村
の

老
人

と

鄭

近

等
の

賓

鰻
が

問
題
に

な
る

の

で

あ
る

が
､

｢

五

里
を
一

郷
と

為
し

､

郷
に

菅
老

一

人

を

置
く

｡

青
年
平
連
な

る

者
を

以
て

願
之
を

補
す
+

と

(

7
)

い

わ

れ

る

ご

と

く
､

人

為
的

区

分
と

し

て

の

郷
に

組

織
さ

れ

た

自

(

8
)

然
村
落
で

あ
る

郷
村
に

お

い

て
､

自
治

的
な

指
導
力

を

も

ち

国

家

の

地

方

行

政
の

末
端
機
構
に

も

参
加
し

て

い

く
こ

と
の

で

き

る

も

(

9
)

の

が

｢

郷
村
の

老

人
+

で

あ

ろ

う
と

考
え

ら

れ
､

ま
た

､

｢

都

近
+

と
い

う
ば

あ
い

に

は
､

代
宗
賓
應
元

年
五

月

十

九
日

勅
に

｢

逃

戸

0

0

0

0

の

蹄
せ

ざ

る

者
は

､

宮
戸
の

租
賦
は

徹
す

る

を

停
め

､

隣
親
の

高

ん

r

O

(

1 0
)

戸
に

率
擬
す
る

を

得
ず
+

と
い

い
､

長

慶
元

年
正

月

政
文
に

｢

應

ゆ

る

諸
道
管
内
の

百

姓
､

或
は

水

草
･

兵
荒
に

因
り

､

流
離

･

死

0

0

紹
す

｡

見

在
の

桑
産
は

､

如
し

近

親
の

承

佃

す
る

無
け
れ

ば
､

本

道
の

観
察
使
に

委
ね

､

官
健
の

中

よ

り

荘
田

無

く
人

丁

有
る

者
を

取
り

､

多
少
に

接
り

て

給
付

し
､

便
ち

公

駿
を

興
え

､

任
じ
て

永

(

1 1
)

業
に

充
て

よ
+

と
い

う
ご

と

く
､

鄭

近
･

近

親
の

戸
で

し

か

も

｢

高
戸
+

を

ふ

く

ん

で

お

り
､

か

れ

ら

も

ま

た

郷
村
政
合
の

指
導

層
に

属
し

て

い

る

ば

あ
い

が

多
か
っ

た
の

で

は

な
い

か

と
お

も

わ

れ

る
｡

す
な

わ

ち
､

州

願
の

官
衝
か

ら

郷
村
へ

汲

過
さ

れ

る

所
由

と
､

郷
村

社

食
に

お

け
る

指
導
層
を

構
成
す
る

郷
村
の

老
人
お

よ

び

高
戸
を

ふ

く

む

鄭

近
の

戸
と

が

連

携
し

て
､

逃
棄
田

の

承

佃
を

管
理

す
る

の

で

あ

る
｡

で

は
､

そ

の

承

佃

者
の

賓
鰭
は

ど

の

よ

う
な

も

の

で

あ
っ

た

･
〇

〇

〇

〇

〇

〇

か
､

と

い

え

ば
､

大

中
二

年
正

月

制
は

｢

隣
人

及
び

無
田

産
人

に

任
じ

て

且

ら

く

佃

事
を

為
さ

し

め
+

､

五

年
以

内
に

そ

の

逃

棄

田

の

本
圭
で

あ

る

逃
戸
が

辟

還
し

て

こ

な

け

れ

ば

｢

便
ち

佃
人

を

任

じ

て

壬

と

為
せ
+

と

さ

だ

め

て

い

る
｡

ま

た
､

そ

の

二

十
二

年
後

に

な

る

が
､

劫

宗
の

成
通
十

一

年
(

八
七

〇
)

七

月

十
九

日

勅
に

(

1 2
)

よ

れ

ば
､

諸

道

州

府
の

百

姓
､

逃
亡
の

田

地

を

承

佃
し

､

如

し
五

年
を

経

朗
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れ

ば
､

須
ら

く

承
前
の

政
文
に

准

り
､

便

ち

佃

圭

と

為

す
ぺ

し
｡

(

後
略
)

と

あ
っ

て
､

全

図
の

諸
道

･

州
･

府
に

お

い

て
､

一

般
に
｢

百

姓
+

が

逃
棄
田

を

承

佃

し

や

が

て

そ

の

何

重
と

な

る

こ

と

を

み

と

め
ら

れ

て

い

る
｡

こ

こ

に

い

わ

ゆ
る

百

姓
の

な

か

に

客
戸
が

ふ

く

ま
れ

る

こ

と

は
､

｢

客

戸
若
し

住
み

て
一

年
己

上

を

経
､

自

ら

船

員

し

て

田

地
を

得
､

貞
桑
を

有
す
る

者
は

､

…

…

勤
し

て
一

切

編
附
し

て

百

姓
と

為
せ
+

と
い

う
代
宗

賓
腰

元

年
(

七

六
二
)

九

月

勅
に

(

1 3
)

よ
っ

て

も
､

ま
た

､

土

戸
(

室

戸
)

･

客
戸
の

直
別
な

く

編
戸
の

民

(

1 4
)

と

す
る

両

税

法
の

規
定
に

ょ
っ

て

も
､

明

ら
か

で

あ

り
､

そ

の

よ

う
な

客
戸
の

な
か

に

は
､

制
度
化
さ

れ

る

以

前
に

お

い

て
､

大
中

二

年
正

月

制
に

い

わ

ゆ
る

｢

無
田

産
人
+

に

相

嘗
す
る

も
の

が
一

多

か

っ

た

こ

と

は

す
で

に

上

爽
み

て

き

た

と
こ

ろ

に

ょ
っ

て

疑
う

飴

地
が

な
い

の

で

あ

る
｡

無
田

産
の

浮
客
に

逃

棄
田

を

保

有
さ

せ

て
､

両

税

負
塘
の

可

能
な

制
度
的

客
戸
に

す
る

こ

と

を

国
家
は

意

固

し

た

の

で

あ
っ

た
｡

し

か

し

な

が

ら
､

客
戸
が

す
べ

て

無
田

産

人

で

あ
っ

た

の

で

は

な
い

ご

と

く
､

無
田

産
人
が

す
べ

て

客
戸
で

あ
っ

た

わ

け
で

も

な

く
､

前
掲
大

暦

元

年
制
に

｢

如
し

百

姓
に

し

て

先
に

田

宅
を

貸
費
し
て

表
き

た

る

者
が

有
れ

ば
､

宜
し

く

本

州

燥
に

委
ね

て
､

逃

売
声
の

田

宅

を

取

り
､

丁
口

を

量
り
て

充
給
せ

此
¶

ー
一

句

(

川
)

よ
+

と

さ

れ

る

ご

と

く
､

一

般
百

姓
の

田

宅

を

棄
却

し

っ

く

し

射

た

者
も

や

は

り

無
田

産
人
の

範
噂
に

入

る
､

と

考
え

な

け
れ

ば

な

ら
な
い

で

あ

ろ

う
｡

そ

う
す
る

と
､

そ

の

よ

う
な

無
田

産
人
が

同

時
に

｢

隣
人
+

で

あ

る

ば

あ
い

も

生
じ

た

で

あ

ろ

う
｡

し
た

が

っ

て
､

｢

隣
人
+

は
､

無
田

産
人

で

も

あ

り

う
る

と

同

時
に

､

封

極

的
に

｢

邦

親
の

高
戸
+

と

い

う
土

豪
的
存
在
を

も

ふ

く

み

う
る

こ

と

に

な
る

｡

い

い

か

え

れ

ば
､

｢

井

近
+

｢

隣
人
+

の

な

か

の

土

豪

的
な

｢

高
戸
+

は
､

逃
棄
田

の

承
佃

を

管
理

す
る

立

場
に

あ

る

と

同

時
に

､

み

ず
か

ら
そ

の

佃

主
と

な

る

横
合
を

も

も
っ

て

い

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

考
え
て

く
る

と
､

所
由
と

郷
村
の

老

人

や

高
戸
な

ど
の

指
導
層
に

ょ

る

逃
棄
田

の

承
佃
の

管
理

は
､

か

れ

ら

自
身
に

有
利
な
よ

う
に

運

営
さ

れ

た

可

能
性
が

大
き

く
､

か

れ

ら

白
身
が

承
佃

し
て

佃

主
と

も

な

り

う
る

の

で

あ
る

か

ら
､

客
戸
や

貧
農
的

隣
人

を
/
ふ

く

む

無
田

産
人
に

よ

る

逃

棄
田

の

承

佃
は

､

そ

の

賓
現

の

横
合
そ

の

も
の

が

制
約
さ

れ

る

の

み

な

ら

ず
､

か

り
に

賓
現
し

た

と

し
て

も

所
由
な

ら
び

に

郷
村
の

指
導
層
に

よ

る

社

食
的

規
制

を
つ

よ

く

受
け
た

で

あ

ろ

う
､

と
お

も
わ

れ

る
｡

そ

し
て

､

こ

の

推
定

を

傍
讃
す
る

事
例
を

私

た

ち

は

職
田

の

租
佃
の

ば

あ

い

に

見

い

だ

す
こ

と
が

で

き

る

の

で

あ

る
｡

す
な
わ

ち
､

谷
川

道

雄
氏
が

ヾ
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伊

計

計

(

1 6
)

明

ら
か

に

さ

れ

た

ご

と

く
､

九

世

紀
以

後
､

畿
内
に

あ
る

京
官
の

職
田

の

多
く

は

州

牒
の

所
由
や

形
勢
戸
の

侵
奪
に

よ
っ

て

そ

の

原

形
を

失
い

､

州

願
の

所
由
や

形

勢
戸
は

そ

の

侵
奪
し

た

職
田

の

か

わ

り
に

､

｢

荒
開
埼

薄
の

田

地
+

を

｢

浮
客
に

配
興
し

て

個

食
さ

(

1 7
)

(

1 8
)

せ
+

､

｢

貪
戸
を

抑
令
し
て

蕎
荒
に

佃

食
せ

し

め
+

て

い

た
の

で

あ

る
｡

所

由
や

形

勢
戸

､

あ
る

い

は

全

唐
文
名

七

八
･

武
宗

･

加

専

親
政
文
に

よ
っ

て

換
言

す
れ

ば

｢

牧
吏
及
び

豪
強
+

が

こ

の

よ

う

に

浮
客

･

貪
戸
を

強
制
し
て

佃

食
さ

せ

た

荒
地

は
､

こ

と
に

よ

る

と

逃
棄
田

と
一

致

し

そ

れ

を

も
ふ

く
ん

で

い

た

か

も

し

れ

ず
､

逃

棄
田
の

う
ち

肥
沃
な

土

地
は

所

由
あ

る

い

は

故
吏
お

よ

び

郷
村
の

指
導
層
あ

る

い

は

豪
敢
た

ち
の

獲
得
す
る

と
こ

ろ

と

な

り
､

埼

薄

の

逃
棄
田

の

み

が

か

れ

ら
の

侵
奪
し

た

職
田

な

ど

と

振
り
か

え

て

客
戸
や

貧
戸
に

分
配

さ

れ

た

の

で

は

な
い

か
､

と

も

考
え

ら
れ

る

の

で

あ

る
｡

宋
代
に

な
っ

て
､

職
田

を

は

じ

め

と

す
る

官
田

に

客

(

1 9
)

戸
が

多
く

存
在
す
る

こ

と

と
の

連
関
に

お

い

て
､

こ

の

鮎
は

今

後

の

研
究

課
題
と

し

て

の

こ

さ

な

く
て

は

な

ら

な
い

｡

こ

こ

で

確
謹

が

え
ら

れ

た

の

は
､

唐
代
後
期
に

お

け

る

職
田

の

租
佃
に

､

所
由

に

よ
っ

て

荒
地

と

振
り
か

え

ら
れ

た

歪

ん

だ

あ

り
か

た

に

お

い

て

で

は

あ

る

が
､

浮

客
が

動
員
さ

れ

た
､

と
い

う
事

賓
で

あ
る

｡

い

い

か

え

る

な

ら

ば
､

客
戸

は

逃
東
田

だ

け
を

承
佃

し

た

の

で

ほ

な

い
､

と
い

う
こ

と

で

あ

り
､

し

か

も
､

農
民
に

両
税
の

課
税

封
象

と

な

る

保
有
地
を

確
保
さ

せ

る

に

は
､

職
田

の

租
佃

に

よ
っ

て

で

は

な

く
､

逃
棄
田

な
ど
の

荒
閑
地

を

承

佃
さ

せ

そ

れ

を

保
有
さ

せ

る

必

要
が

あ
っ

た

の

で

あ

る

か

ら
､

客
戸
が

職
田

の

租
何

に

動
員

さ

れ

た
こ

と

は
､

そ

れ

だ

け

客
戸

労
働
力
の

両

税

法
的
開
嶺
を

制

約
す
.
る

こ

と
に

な
っ

た

で

あ

ろ

う
｡

し
か

も
､

そ

の

よ

う
な

制
約
の

限

度
内
に

お

い

て
､

両

税

地
の

保

有
が

箕
現
さ

れ

た

客
戸
の

ば

あ
い

で

も
､

逃
棄
田

を

自
己
の

保

有
地

と

す
る

か

ぎ

り
で

は

経
済
的
に

自
立

し

え
た

と

し

て

も
､

そ

の

保

有
に

あ

た
っ

て

は
､

州

牒
の

所
由
な

ら
び

に

郷
村
の

指
導
層

を

構
成
す
る

｢

老
人
+

や

｢

郊
近
+

の

｢

高
戸
+

す
な
わ

ち

｢

豪

強
+

の

つ

よ
い

規
制
と

管
理

を

受
け

ね

ば

な

ら

ず
､

そ

の

社
合
的

規

制
の

も

と
に

お

い

て

で

な

け

れ

ば

農
業
生

産
､

ひ

い

て

は

日

常

生

活
を

営
み

え

な
か

っ

た

で

あ

ろ

う
､

と

考

え

ら

れ

る

の

で

あ

る
｡

所
由
と

豪
強
と

の

連
携
し

た

勢
力
の

も
つ

社
食
的

規
制
力
が

ど

の

よ

う
な

時
代
的

特

徴
を

お

び
､

い

か

な
る

意
味
に

お

い

て

中
開

に

固
有
な

社
食
経
済
史

的
性

格
を

も
つ

も
の

で

あ
っ

た

か
､

と
ぃ

う

問
題
に

答
え
る

た

め

に

は
､

こ

れ

ら

所

由
や

豪

強
の

構
造
的

位

置
づ

け

を

ほ

じ
め

と

し

て

多
く
の

媒
介
項
を

設

定
し

て

考
え

な

け

訂
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れ

ば

な

ら

ず
､

今

後
の

研
究

課
題
と
し

た

い

の

で

あ

る

が
､

本
稿

に

お

い

て

結
論
し

う
る

こ

と

は
､

つ

ぎ

の

よ

う
に

要
約
で

き
る

で

あ

ろ

う
｡

逃
戸
の

放

棄
し

た

農

耕
地

す

な

わ

ち

逃
棄
田

は
､

は

じ

め

州

麻

の

官
街
が

そ

の

逃
戸
の

隣
保
の

戸
を

助

人

な
い

し

粗
地

人

に

指
定

し
て

強
制
的
に

代
耕
さ

せ

て

い

た

が
､

灘
逃
の

弊
害
が

激
化

し

た

た

め
､

制
度
化
さ

れ

た

客

戸
を

代
耕
人

と

す
る

こ

こ

ろ

み

が

粛

宗
･

代

宗
期
に

顕
著
と

な

り
､

そ

の

賓
現
の

た

め

に
､

逃
棄
田

の

官
樺
に

よ

る

保
管
は

貫
徹
さ

れ

な

く

な

り
､

か

わ
っ

て

そ

の

代

耕

人

に

ょ

る

保

有
が

公

認
さ

れ

る

に

い

た

る
｡

そ

の

よ

う
な

代
耕
人

と

し
て

あ

ら
た

に

登

場
し

て

き

た
一

部
の

客
戸
は

､

そ

の

承
佃

し

た

逃
棄
田

を

自
己
の

保
有
地

と

し

て

も
つ

こ

と
に

ょ

っ

て
､

両

税

負
塘
者
と

し
て

の

編
戸
の

民

に

な

る

の

で

あ
る

が
､

そ

の

承
佃

横

合
は

､

州
願
の

所
由
と

郷
村
の

豪
強
的
指
導
層
に

ょ

っ

て

つ

よ

く

規

制
さ

れ

て

お

り
､

か

り

に

客
戸
が

承

佃
に

成
功
し
た

ば

あ
い

で

も
､

そ
の

あ

た

え

ら
れ

る

土

地

は

荒
瘡
地
で

あ
る

可
能
性
が

大
き

い

の

み

な

ら

ず
､

所
由

･

表
現
屠
の

社

食
的
規
制
を
つ

よ

く

受
け

■も

空

ざ

る

を

え

な
い

で

あ

ろ

う
潅

常
客
戸
の

あ

ら
た

な

保

有
地

に

よ

る

経
済
的

･

社
食
的

自
立
に

は

大
き

な

限
界
が

あ
っ

た
､

と

考
え

ら

れ

る

の

で

あ

る
｡

し
た

が

っ

て
､

解
決
さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら
な
い

問

題

は
､

逃
棄

田

的
保

有
地

に

も

と
づ

く

制
度
的
客
戸
の

社

食
由
･

経
済
的

｢

自

立
+

が

ど
の

よ

う
な

歴

史
的
限

界
を

も
つ

も
の

で

あ

る

か

を
､

一

方

に

お

い

て

は
､

所
由

･

豪
強
屠
の

か

れ

ら
に

お

よ

ぼ

す

社
食
的

規

制
力
の

性
格
を

た

ず
ね

る

こ

と

に

よ

り
､

ま
た

他

方
に

お

い

て

は
､

雨

着
の

祀
合
関
係
が

た

も

た

れ

て

い

る

場
と

し

て

の

郷
村
に

お

け
る

構
造
的
な

生

産

秩
序
の

な

か

に

そ

れ

を

位
置
づ

け

る

こ

と

に

よ
っ

て
､

明

ら
か

に

す
る

こ

と

な
の

で

あ
っ

て
､

本
稿
は

そ

の

よ

う
な

問
題
の

所

在
を

提
示

し

た

に

す
ぎ

な
い

恥

で

あ

る

が
､

以

上
の

考

察
に

ょ
っ

て
､

南

棟

法
の

制
定
に

と

も

な
っ

て

制
度
上

自

立

し

た

編
戸
の

民

と
し

て

の

客
戸
が

造
成
さ

れ

た

こ

と

だ

け
は

明

ら

か

に

な
っ

た

は

ず
で

あ

る
｡

そ

し

て

そ

の

｢

自
立
+

の

敢
合
鍵

済
史
的
性
椿
を

た

ず
ね

て

い

く
こ

と

が
､

賓
は

具
債
的
な

客
戸
の

箕
健
を

､

そ

の

さ

ま
ざ

ま
の

存
在
形
態

に

か

け
て

､

ま
た

地

域
差

的
特

徴
に

か

け
て

､

宋
代
へ

の

嶺
展
の

相
の

も

と
に

明

ら
か

に

し

(

2 0
)

て

い

く

方
途
と

も

な
る

の

で

あ

ろ

う
｡

(

1
)

全

唐
文

名

五

四

九
･

韓
愈

･

御

史
墓

上

論

天

草

人

餞

状
｡

(

憲

宗

元

和
年
間
)

｡

(

2
)

全

唐
文

奄

四

六
三

･

陸

蟄
･

優
他

畿
内

百

姓

井

除

十

麟
令
詔

｡

β∂

巾

-

頼
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申

打
ド

や

(

3
)

全

唐

文

巷
七

九
二

･

盈

摘
･

乞

碗

租

賑

給

疏
｡

(

4
)

掛

府

元

亀
奄

四

九
三

･

■
瓢
計

部

山

澤
一

･

穆
宗

長

慶
二

年
(

八

二

二
)

三

月
の

保
､

張
平

叔
に

た
い

す

る

葦
虞

厚
の

反

論
参

照
｡

所

裔
は

所
由
に

同
じ

｡

こ

の

資
料
は

所

額
を

一

吏
と

換
言

し
て

い

る
｡

(

5
)

全

唐

文

巷
五

五

〇
･

韓
愈

･

論

欒
塩

法

事

宜

状
｡

こ

の

所

由

を
､

ト

ゥ

イ

チ

ェ

ア

ト

氏
は

､

:

…
t

訂
せ
e
t

t

叫

○

田
○
-

巴
∽

弓
e

り
e

旨
ロ
t

O

ま
♂

y

t

F
e

-

O
P
P
-

○

琵
2.
巴
∽

｡

と

詳
し

､

地

方

官
の

音

更

と

い

う

意

味
に

解

滞
さ

れ

て

い

る
｡

P

C
.

→
弓

-

t

O

ど
什

t
)

句

旨
巴

邑
巴

A
d

目
許
-

賢
H

P
t
}

○

日

日
ロ
n

訂
→

t

F
e

→
｡

p

β
g

ロ
叫

ロ

P

賢
当

-

心

示
山

-

p
.

-

誅

L

参

照
｡

(

6
)

全

唐

文

名

八
三

･

泰
宗

･

平

徐
州

推
恩

制
｡

(

7
)

通
典
竜

三

三

･

職
官

一

五
､

通
志

巻
五

六
･

職

官
六

｡

(

8
)

宮

崎

市

定

｢

中

国
に

お

け
る

村

別
の

成

立

-
古

代

帝
国
崩

壊

の
一

面

-
+

(

東
洋

史
研

究
一

八
ノ

四
､

一

九

六

〇
)

参
照

｡

(

9
)

こ

の

鮎
に

つ

い

て

は

別
の

横

合
に

詳
し

く

考

え
て

み

た

い

｡

(

10
)

筋

府

元

亀
巷

四

九
五

･

邦
計

部

田

制
､

唐

合

要

葛

八

五
･

逃

戸
｡

(

1 1
)

唐

合
要
奄

八
五

･

逃

戸
｡

こ

の

資
料

も
､

逃
棄

田

を

公

駿
の

給

付
に

よ
り

承

佃

者
の

永

業

的

保
有
地

と

な

す
こ

と

を

さ

だ

め

て

お

り
､

こ

こ

に

承

佃

者
と

さ

れ

る

官
健
の

な

か

に

は
､

開
元
二

十
五

年

以

来
､

客

戸

が

ふ

く

ま
れ

て

い

る
｡

唐
六

典
巷
五

･

尚

書
兵

部
･

健

兄
の

條
参

照
｡

(

1 2
)

唐
食
要
奄

八
五

･

逃
戸

｡

(

1 3
)

研

府

元

亀

巷

四

八

六
･

邦
計

部
戸

籍
に

よ

る
｡

唐

合

要

巷

八

五
･

韓
帳

は
こ

の

勅
を

賓
應
二

年
九

月
と

し

て

い

る

が
､

元

年
が

正

し
い

こ

と

は

日

野
開
三

郎

｢

唐
代

両

税

法
下

に

於
け

る

封
象
資
産
と

賦
椀
の

系
列
+

(

東
洋

学

報

四
一

ノ

四
､

一

九
五

九
)

が

そ

の

五

頁

お

よ

び

三

九

頁
註
二

に

お

い

て

指

摘

さ

れ
る

と

お

り

で

あ

る
｡

(

1 4
)

曹
唐

音

巷
四

八
･

食

貸
志
上

､

新

府

元

重
層
四

八

八
･

邦
計

部

賦

椀
二

､

菖
唐

書

奄
一

一

八
･

楊

炎
停

､

新

居

書

巻
一

四

五
･

楊
炎

俸
参

照
｡

但
し

､

百

姓
が

土

戸

だ

け
で

あ
っ

た

時

代
の

用

語

法
が

残

存
し
て

､

居

合
雲
雀
八

三
･

租
税

上
･

建

中

元

年
正

月
五

日

政
文
の

ご

と

く

｢

百

姓
及
び

客

戸
を

計
り

､

丁

産

を

約

し
､

云

々

+

と

狭
義

の

百

姓
と

し

て

の

土

戸
を

意

味
さ

せ

る

例

も

あ
る

｡

(

1 5
)

新

府

元

亀
巷

四

九

五
･

邦
計

部

田

制
､

唐

曾

要

巷

八

五
･

逃

戸
｡

(

1 6
)

谷

川

道

雄

｢

唐
代
の

職
田

剃
と

そ
の

克
服
+

(

前
掲
)

参
照

｡

(

1 7
)

全

唐

文

巻
七

八
･

武

宗
･

加

尊

兢
赦

文
｡

(

1 8
)

全

唐
文

奄

六
五

〇

二
刀

頒
･

長

慶
元

年

野

寺
親

政
｡

炒

府

元

亀

葛

五

〇

七
･

俸
祓

な

ら
び

に

唐
禽
要
巻

九
二

･

内

外

官

職
田

､

同
｡

全

唐
文

巻

六

四
･

穆
宗

･

令
勘
合
京

畿
職

田

制
｡

な
お

､

全

唐
文

巷

六

五
一

･

元

演
･

同

州

奏
均
田

状
､

全

唐

文

名

七

八
･

武

宗
･

加

専

戟
後
郊
天

赦
文

(

唐

大

詔

令
集
竜

一

〇

‥
曾

昌

五

年

筋

専

兢

赦
､

同
)

､

お

よ
び

周

藤

吉

之

｢

唐
末
五

代
の

荘

園

制
+

(

｢

東

洋

文

化
+

一

二
､

一

九

五

三
､

の

ち
に

同

氏
の

『

中

国

土

地

制

度

史

研

究
』

一

九
五

四

所

収
)

参
照

｡

(

1 9
)

周
藤

吉

之

氏
の

大

著
『

中

国
土

地

制

度
史
研

究
』

(

一

九
五

四
)

お

よ

ぴ

『

宋
代

経
済
史

研

究
』

(

一

九

六
二
)

に

収
集

分

析
さ

れ

た

多
数
の

資
料

参
照

｡

(

2 0
)

地

域

差
の

問
題
に

関
し
て

は
､

周

知
の

ご

と

く

柳
田

節

子

｢

宋

鮎
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代
土

地

所
有

制
に

み

ら

れ
る

二

つ

の

型

1
先

進

と

遽

境
+

(

東

洋

文

化

研

究

所
紀

要
二

九
､

一

九

六
二
)
､

同
｢

最

近
の

中

国
に

お

け
る

宋
代
土

地

制
度
研

究

～
華

山

｢

闘
千

宋
代
的

客
戸

問
題
+

を

中

心

と

し
て

ー
+

(

東
洋

文

化
三

七
､

一

九
六

四
)

に

ょ
っ

て

す

ぐ

れ

た

問
題

提
起
が

な

さ

れ

て

お

り
､

柳
田

氏
の

提
起

を

う

け

て

濁

自
の

問

題
展

開

を
こ

こ

ろ

み

た
､

丹

喬
二

｢

宋

初
の

荘
園
に

つ

い

て

-

9 0

成
都
府

･

後
萄

圃

節

度

使
田

欽
全

の

所

領
を

中

心

と

し

て

-
+

(

史

潮
八

七
､

一

九

六

四
)

は

具

髄
的
な

示

唆
に

富

む
｡

(

一

九

六

四
･

一

〇
･

三
一

)

(

一

橋
大

撃

講

師
)

巾

.+
巾

ゼ




