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一

関

題

こ

こ

で

中
国
の

客
民

と

い

う
の

は
､

ひ

と

ま

ず
､

客
戸
と

客
家

の

総

称

と

し
て

お

く
｡

こ

れ

ま

で

の

研

究

史
か

ら
み

れ

ば
､

こ

の

よ

う

な

総
称

概
念
を

設

定
す

る

こ

と

は

唐

突
で

あ
る

か

も

し
れ

な

ヽ

0

ヽ

∨

従

来
､

客
戸
と
い

え
ば

､

人
民

を

主

戸
と

客
戸
に

大

別

し

て

支

配
し

た

晩
唐

･

北

宋
･

商
宋

各
王

朝

の

戸

籍
制
度
や

､

租
税
制

度

や
､

土

地

制

度
な
い

し

生

産
関

係
の

ワ

ク

組
み

の

な

か

で

研

究
の

対

象
と

さ

れ
､

さ

か

の

ぼ

る

ば
あ

い

に

は

魂
晋
南
北

朝
の

制
度
史

の

な

か

で

問
題
に

さ

れ

て

き

た
｡

し
か

も
､

そ

の

研

究
は

､

主

と

し

て

王

朝

別
に

専
門
分

化

さ

れ
､

各
王

朝
を

つ

ら
ぬ

い

て

の

マ

ク

ロ

分

析
よ

り

も

各
王

朝
ご

と

の

断

代
史
的

な
ミ

ク
ロ

分
析
に

大

き

中

ノ

学

く

傾
い

て

い

た
｡

た

と

え
､

マ

ク

ロ

分

析
が

な
さ

れ

た

と

し
て

も
､

生

産
関
係
の

封
建
制

的

特
質
を

あ

き

ら
か

に

す
る

か

ぎ

り

に

お

い

て
､

封
建
農
奴
と

し

て

の

客

戸
を

論
ず
る

こ

と
が

主

題
と

な

り
､

そ

の

視

野
は

､

ま

だ
､

客
家

を

つ

つ

み

こ

ん

で

位
置
づ

け
る

び

ろ

が

り

を

も
っ

て

い

な
い

の

が

現

状
で

あ

る
｡

他

方
､

客
家

と
い

え

ば
､

お

も

に

華
僑
史

と

華

人

社

会
の

研

究

打

な

か

で

と

り

あ

げ

ら
れ

､

中

国

史
と

し
て

の

議
論
が

あ
っ

た

と

し
て

も
､

華
僑
の

な
か

の

客
家

封
の

漁
流
を

た

ず
ね

て

中
原
の

古

代
王

朝
に

さ

か

の

ぼ

る

系
譜

研

究
か

､

さ

も

な

け

れ

ば
､

客
家
の

包

め

て

い

る

抵

抗
の

エ

ネ
ル

ギ

ー

に

注
目
し

て
､

械
闘
と

か

太

平

天

国

運

動
と

か

の

研

究
の

な

か

で

論
及
さ

れ

て

き

た

に

L

ど

ま
る

｡

た

と

え
､

中
原
の

古

代

王

朝
に

ま

で

さ

か

の

ぼ

り
､

五

胡
十

六

国

一

.⊥

の

乱
に

よ

る

晋

朝
の

東
遷
商
移
の

過

程
に

客

家
の

汲
流
が

も

と

め

誕
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ら
れ

た

ば

あ

い

で

も
､

お

な

じ

晋
朝
の

支

配
下

に

お

け

る

客

戸
の

問
題
と

有

機

的
に

か

み

あ

わ

せ

て

検

討
さ

れ

る

こ

と

は

稀

有
な

の

で

あ
っ

た
｡

お

お

よ

そ

以

上
の

よ

う

な

問
題
状

況
の

も

と

で
､

客
戸
と

客

家

の

あ

い

だ

に
一

定
の

共

通

項
が

み

と

め

ら
れ

る

の

で

は

な
い

か
､

と

私
が

実
感

を

こ

め
て

考
え

る

よ

う
に

な
っ

た

の

は
､

一

九

七
二

年
末
に

､

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

で

の

短

期
在
外

研

究
に

た

ず
さ

わ
っ

て

か

ら
の

こ

と

で

あ

る
｡

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

で

は
､

客
家

封
の

会

館

組

織
に

つ

い

て
､

頼
開
龍

氏
の

案
内
で

知
見
を
つ

ち

か

う

機

会
に

め

ぐ

ま

れ

た
｡

わ

ず
か

十
五

日

間
の

滞
在
で

は

あ
っ

た

が
､

見

聞

す

る

う
ち
に

お

の

ず
か

ら

結
ば

れ

て

く
る

客

家
の

イ

メ

ー

ジ

を
､

も

っ

と

は
っ

き

り

さ

せ

よ

う

と

す
る

と
､

き

ま
っ

て

ぶ

つ

か

る

壁
が

､

客
家
の

祖

先

と

客

戸
と

の

関
係
そ

の

も
の

な
の

で

あ
っ

た
｡

こ

の

疑
問
は

､

南
洋

大

学
の

謝
哲
声
教
授
に

も

た

だ

し
､

そ

の

後
､

ケ

ン

ブ

リ

ッ

ジ

大

学
で

は

デ
ニ

ス

･

ト

ゥ

イ

チ
ニ

ッ

ト

教
授
に

､

ま

た
､

ス

イ

ス

の

山

荘
で

ハ

ン

･

ス

ー

イ

ン

女

史
に

も

た

ず
ね

て

み

た
｡

謝
教

授
と
ハ

ン

女

史
は

客
家

出
身
の

文

人

で

あ

り
､

ト

ゥ

イ

チ
ェ

ア

ト

教

授
は

唐
朝

史
の

碩

学
で

あ

る

か

ら
､

私

の

唐
朝

客
戸

論
と

客
家

見

聞

談
を

親
切
に

き

い

て

く

だ

さ
っ

た

の

で

あ

る

が
､

こ

の

客
戸
と

客
家
の

関

係
に

つ

い

て

ほ

慎
重

で
､

い

く
つ

か

の

文

献

等
に

か

ん

す

る

助

言

を

え
て

帰
っ

た
｡

や

が

て
､

そ

れ

ら
の

見

湖

聞

資
料
や

文

献

顆
の

精
読
が

す

す

む
に

つ

れ

て
､

客
戸
と

客

家
の

関
係
は

､

も

ほ

や

無
視
で

き

な
い

も
の

で

あ

る

こ

と
が

判
明

し

た
｡

そ

こ

で
､

そ

の

こ

と

に

つ

い

て

の

最

初
の

見
取
図

と

し
て

ま

と

め

た

も

の

が
､

本

誌

七

二

巻
一

号
(

一

九
七

四

年
七

月
､

散
村
松
祐
次

教
授
追
悼
特
集
)

所
載
の

小

稿

｢

客
戸
と

客

家

の

史

的

連
関
+

で

あ
っ

た
｡

そ

れ

は
､

旧

稿
｢

唐
末

梁
初

華

南
の

客

戸

と

客

家

慮

氏
+

(

『

社
会

経
済
史
学
』

三

三

巻
五

号
､

一

九

六

七

年
)

に

お

い

て

文

献
史
料
面

だ

け

か

ら

推
定

し
て

描
い

た

イ

メ

ー

ジ

の

実
感
に

よ

る

確
認

の

お

ぼ

え
が

き
で

も
あ

る

の

だ

が
､

い

ず
れ

も
､

客
戸
か

ら

客
家
へ

の

歴

史
的

展
開
に

重

点
を

お

い

て

し
る

し

た

た

め
に

､

客

戸
と

客
家
の

適

時

的

な

共

通

項
の

抽

出

と

い

う

点

で

は
､

ま

だ

煮
つ

ま
っ

て

い

な
い

｡

そ

の

煮
つ

め
の

作
業
が

本
稿
の

課
題
と

な

る
｡

二

客

民
の

概
念
規

定

室
戸

と

客
家
の

総

称

と

し
て

､

客
民

と

い

う

概

念
を

た

て

る

の

で

あ

れ

ば
､

客
民
の

本

質
を

規
定

し
て

お

か

ね

ば

な

る

ま
い

｡

実

は
､

そ

う
い

う

定

義
を

し
は

じ
め

る

と
､

と

も

す

れ

ば

歴

史

ば

な

れ

し

た

抽

象
論
に

の

め

り

こ

み
､

純
粋
公
理

な

る

も

の

に

が

ん

じ
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が

ら

め

に

さ

れ

が

ち
で

あ

る
｡

だ

か

ら
､

歴

史
の

理

論
な

る

も
の

に

よ
っ

て

実

際
の

歴

史
が

自
縄
自
縛
に

な

ら

な
い

か

ぎ

り

に

お

い

て
､

し

か

も

具

体

的
な

複
数
の

歴

史

事
象
が

､

そ

の

複
数
の

個
別

具
体

性
の

芯
に

お

い

て

共

有

し
て

い

る

共

通

項
を

顕
在
化

し
､

そ

の

共

通

項
に

ょ
っ

て
一

括
さ

れ

る

程

度
の

抽
象
性
を

も

と

め

て

み

た
い

｡

中

国

史
の

史
籍
な

ど

に
､

古

今

を

問
わ

ず
用
い

ら
れ

る

こ

と
ば

の

ひ

と

つ

と

し
て

､

客
民

と

い

う
語
が

あ

る
｡

こ

の

こ

と

ば

は
､

狭

義
に

お

い

て

は
､

客
家
そ

の

も

の

を

意
味

す

る

が
､

広
義
に

お

い

て

は
､

寄

留
の

民
一

般
を

さ

す
と

考
え

て

よ

い
｡

日

本

語
の

意

味
体

系
に

翻

訳

し
て

み

る

ば
あ

い
､

使
用

頻
度
の

抜
群

に

高
い

諸

橋
轍
次

『

大

漢
和
辞

典
』

(

大
修
館
書
店
)

は
､

客
民
を

｢

寄

留
の

民
+

と

解
し

､

典

拠
と

し

て
､

｢

〔

後

漢

書
､

馬

援
伝
〕

詔
二

武
威

太

守
｢

令
三

悉
還
二

金

城

客
民

ハ

帰
着
三

千

余

ロ
｡

〔

注
〕

客

民
､

､

金

城

客

人

在
二

武
威
一
着

｡

+

を

あ

げ
て

い

る
｡

も
っ

と

も
､

現

代

日

本
の

法
律
用

語

と

し

て

は
､

新
し
い

住
民

登

録

法
の

も

と
で

寄

留
と

い

う
い

い

か

た

が

廃
止

さ

れ
､

転
入

･

転
出

概
念
で

説

明
さ

れ

て

い

る

こ

と

は

周

知
の

と
お

り

で

あ

る
｡

旧

制
で

､

本

籍
地

以

外
の

土

地

に

九

〇

日

以

上

居

住

す
る

こ

と

を

寄
留
と

よ

ん

で

い

た

の

は
､

そ

の

淵
源
を

た

ず
ね

れ

ば
､

ほ

か

で

も

な

い

唐

朝

律
令
制

の

字

文

融
に

よ

る

改

正

に

ま

で

た

ど

り

つ

く
の

で

は

な
い

か

と

思

う
が

､

い

ま

は

深

入

り

し

な
い

｡

定

義
が

定

義
を

よ

ぶ

理

の

世

界

か

ら
や

や

具

象
の

史
実

に

も

ど
っ

た

地

点
で

､

あ

え
て

規
定

す
れ

ば
､

本

籍
地

を

離
れ

て

他

郷
に

転

出
ま
た

は

寄
留
し

､

僑
寓
の

生

活
を

い

と

な

み

本
籍
を

変
更
し

な
い

も
の

は
､

そ

の

移
動

･

転
出

が

自
発
的

な
ば

あ

い

で

あ

れ
､

外
圧

に

よ
っ

て

強

制
さ

れ

た

ば

あ

い

で

あ

れ
､

そ

の

理

由
に

か

か

わ
り

な

く
､

お

し

な
べ

て

客
民

と

よ

ぶ

こ

と

に

す
る

｡

こ

の

客
民

概
念
の

応
用

例

を

し

め
せ

ば
､

現

代
の

在
外

華
僑
は

､

華

僑
と

し

て

本
籍
を

中

国
に

お

き
つ

づ

け
る

か

ぎ
り

､

客
民

で

あ

る

が
､

東
南
ア

ジ

ア

諸

国

の

国

籍

を

取

得

し

た

｢

軍

人
+

(

｢

華

族
+

と
も

い

う
)

は
､

も

は

や

客
民

で

は

な

い
､

と

い

う

こ

と

に

な

る
｡

た

だ

し
､

い

ま

で

は

華
人

と

な
っ

て

い

る

も
の

も
､

か

つ

て

中
国

籍
を

抜
か

ず
に

華
僑
と

し

て

生

活

し
て

い

た

時

代

は
､

こ

こ

に

い

う

客

民

範
疇
に

ふ

く
ま

れ

る
｡

中
華
人

民

共

和
国
の

第
四

期
全

国
人

民

代

表

大

会
に

お

い

て

採
択
さ

れ

公

布

さ

れ

た

新

憲
法

の

第
二

七

条

｢

国

家
は

在

外

華

僑
の

正

当

な

権

利
と

利
益

を

保

護

す
る
+

と

い

う
規

定

は
､

右
の

意
味
で

の

客

民

と

し
て

の

華
僑
に

適
用
さ

れ

る

も

の

で

あ

り
､

客

民

で

は

な

い

華

人
に

は

適
用

さ

れ

な
い

｡

軍

人
は

そ

れ

ぞ

れ

の

現

地

国
に

お

い

て

そ

の

国

籍
を

取

得

3 4 3
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し
た

国
民

で

あ

り
､

も
は

や

中

国

憲
法
の

対

象
外
と

な
っ

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

考
え

れ

ば
､

中

国

本

籍
の

中
国
人

客
民

､

す

な

わ

ち

中
国
の

客

民
に

関

す
る

研

究
は

､

華

僑
一

般
を

そ

の

対

象

に

包

含
す
る

こ

と

と

な
る

｡

そ

し

て

華

人
に

か

ん

し
て

は
､

そ

の

新

国

籍
取

得
に

い

た

る

ま

で

の

華
僑
時

代
と

そ

の

最
終
週

超
が

､

客

民

研

究
の

対

象
と

な
る

の

で

あ

る
｡

し
か

も
､

華
人

前
史
と

し

て

の

華
僑
研

究
が

た

い

せ

つ

で

あ

る

の

は
､

そ

れ

が

客

民
で

な

く

な
る

最
終
過

程
に

こ

そ

客

民

存
在
の

矛

盾
性
が

集
約
的
に

顕
在
化

し
､

客
民

と
し

て

の

客
分

状
態

を

克
服
す
る

た

め
に

問
題
点
が

前

面
に

お

し

だ

さ

れ

て

く

る

か

ら
に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

と

こ

ろ

で
､

客
民

存
在
の

矛

盾
性
と
い

え

ば
､

そ

の

最
も

尖

鎖

な
あ

ら

わ

れ

を

狭
義
の

客
民

と

し
て

の

客

家
に

み

る

こ

と
が

で

き

る
｡

狭

義
の

客
民

と

い

う
の

は
､

客
民
の

な

か

の

客
民

と
い

い

か

え

て

も
よ

い
｡

葦
僑

一

般
を

客
民

と

み

る

の

が

広

義
で

あ

る

と

す

れ

ば
､

華
僑
の

な
か

で

も

と
り

わ

け

古
い

時
代

か

ら
､

広
い

地

域

に

わ

た

る

移
動
の

歴

史
､

転
出

･

転
入
の

つ

み

か

さ

ね

の

歴

史
を

も
つ

客

家
の

ば

あ

い

に

こ

そ
､

客
民

性
が

凝

縮
さ

れ

て

い

る

か

ら

で

あ

る
｡

そ

の

矛

盾
の

ゆ

き
つ

く

と
こ

ろ
､

差

別

と

迫
害
の

ま

と

に

な
る

ほ

ど
で

あ
っ

た
｡

だ

か

ら

と
い

っ

て
､

貝

塚

茂
樹
氏
の

よ

ぅ
に

､

｢

広
東

･

広
西

地

区
に

一

般
漢
人
の

地

方
民

か

ら

蔑
視

さ

ほ

つ

カ､

れ

迫
害
を

う
け

て

い

た

客

家
と
よ

ば

れ

る

騰

民
が

住
ん

で

い

た
+

4 4
【
ノ

J

(

岩
波
新
書
版
『

中
国
の

歴
史

･

下
』

､

一

九

七

〇

年
､

一

〇
七

頁
)

と

賎

民

概

念
で

と

ら

え

る

と
､

か

え
っ

て

そ

の

本

質
が

わ

か

ら

な

く

な
っ

て

し
ま

う
｡

客
民
の

矛

盾
性
が

､

国
家
の

支

配
制
度
に

利
用

さ

れ

る

と

き
､

あ

る

ば

あ

い

に

は

良

職
制
に

お

け

る

膿
民

と

い

う

存
在

形
態
を

強

制
さ

れ

る

こ

と

も
あ

り

う
る

が
､

太

平
天

国
期
の

客

家
が

そ

の

よ

ぅ
な

餞
民

と

し
て

制

度
化
さ

れ

て

い

た

と
い

う

証

明
は

な
い

｡

も

っ

と

も
､

貝

塚
氏
は

､

氏
に

と
っ

て

の

常
識
か

ら

判
断
し
て

､

実

態

と

し
て

の

賎

民

性
を

強
調
な

さ
っ

た
の

か

も

し
れ

な
い

｡

そ

う

で

あ

れ

ば
､

そ

の

常
識
に

他

者
が

ど

れ

ほ

ど

同

意
で

き

る

か

の

岐

路
に

た

つ

こ

と

と

な

る
｡

岐
路
の

主

観
的
な

選

択
を

う
ん

ぬ

ん

し

て

も

は

じ

ま

ら

な
い

か

ら
､

問
題
の

所

在
を

み

き

わ

め

れ

ば
､

た

と

え

ば
､

膿

民

概
念
ひ

と
つ

を

と
っ

て

も
､

一

面
で

ほ
､

国

家

支

配

制

度
に

か

か

わ

る

制

度
概

念
が

あ

る

と

同

時
に

､

他

面
､

そ

の

制

度
を

そ

も

そ

も

存

立
さ

せ

る

実
態

的
な

存
在
様

式
に

か

か

わ
る

実

体

概
念
が

あ

る
｡

こ

の

こ

と

は
､

客
民

概

念
に

つ

い

て

も
､

し

っ

か

り

わ

き
ま

え

て

出
発
す

る

必

要
が

あ

る

と

思

う
｡

な
お

､

客
家
史
に

つ

い

て

は
､

拙

稿
｢

中
国

･

東
南
ア

ジ

ア

に

お

け
る

客
家
の

歴
史
的
位
置
+

『

一

橋
論
叢
』

六

九

巻
四

号
､

一

九
七
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三

年
､

｢

華
人

社
会
と

客
家
史
研
究
の

現
代
的

課

題
+

お

よ

び

｢

嘉

応
五

属
客
家
の

略

史
と

現
状
+

戴
国
燦
編
『

東
南
ア

ジ

ア

華
人

社
会

の

研
究
』

上
･

下
､

ア

ジ

ア

経

済
研
究
所

､

一

九
七

四

年
､

等
に

の

ぺ

た

こ

と

を
､

こ

こ

で

は

く

り

か

え

さ

な
い

こ

と
に

す
る

｡

三

客
民
の

制

度
概

念
と

実
体

概

念

中
国
の

客

民

と

い

う

概
念
は

､

中

国

史
と

華
僑

史
に

わ

た
っ

て

通
時

性
を

も

つ

も

の

で

あ

る

が
､

さ

ら

に
､

そ

れ

を

制

度
概

念
と

実
体

概
念
の

ふ

た

つ

の

側
面
に

お

い

て

と

ら

え

る

こ

と

も
､

通

時

的
に

必

要
と

さ

れ

る

で

あ

ろ

う
｡

私
は

､

室
戸

史
の

研

究
を

は

じ

め

る

に

あ

た
っ

て
､

か

つ

て

次
の

よ

う
に

し

る

し

た

こ

と

が

あ

る
｡

｢

一

方

に

お

い

て

は
､

括
戸
政

策
や

戸
籍
制
度
に

か

ん

す
る

従

来
の

制

度
史
研

究
の

成

果

を

ふ

ま

え

且

つ

そ

れ

が

客

戸
の

《

制

度

概

念
》

の

側
面
に

か

か

わ

る

も

の

で

あ
る

こ

と
を

限

定

的
に

自

覚

す
る

こ

と

に

よ

っ

て
､

国
家

権
力
の

側
か

ら

す
る

制
度
的

意
図

を

明

確
に

把

握
し
っ

つ
､

他

方
､

そ

の

よ

う

な

制
度
を

成

立
さ

せ
､

変
化

さ

せ
､

つ

い

に

は

消

滅
さ

せ

て

ゆ

く

社

会

経

済
史
的

実
体

を
､

地

域
社

会
の

伝
統

的

諸

条

件
の

な

か

に

見
出
す
こ

と
に

よ
っ

て
､

民

間
に

存
在
な
い

し

潜

在

す
る

形

態
に

お

い

て

も
､

ま

た

国

家

権

力

機

構
に

よ
っ

て

把

握
さ

れ

た

形
態

に

お

い

て

も
､

お

よ

そ

客

戸

の

諸

種
の

存
在

形

態
が

分

析
さ

れ

ね

ば

な

ら

ず
､

し

か

も

そ

の

《

実
体

概
念
》

と

《

制
度
概

念
》

と

の

媒
介
を

可

能
な

ら

し

め

る

場
も

同

時
に

あ

き

ら

か

に

さ

れ

な

く
て

は

な

ら
な
い

､

と

思

う
の

で

あ

る
｡

+

(

｢

唐
･

宋
の

客
戸
に

関
す
る

諸
研

究
+

『

東

洋

学
報
』

四

六

巻
二

号
､

一

九
六

三

年
)

と
｡

こ

の

よ

う
な

路

線

に

沿
っ

て

す

す

め

ら
れ

た

客

戸
研

究
を

､

今

後
の

客
民

分

析
へ

の

足

場
に

組

み

た

て

る

た

め
､

若
干
の

反

省
を

こ

こ

ろ

み

た

い
｡

こ

れ

ま

で

の

作
業
ほ

､

ま

ず
､

実
体

概
念
を

ゆ

た

か

な

具

体

性
に

よ
っ

て

肉
づ

け

す

る

た

め

の

骨

格
と
も

い

う
ぺ

き

制

度
概

念
の

確
定
に

つ

と

め
､

｢

唐
代
の

室
戸

に

よ

る

逃

棄
田

の

保

有
+

(

『

一

橋
論
叢
』

五
三

巻
一

号
､

一

九
六
五

年
)

､

｢

租
庸
調

法

か

ら

両

税
法
へ

の

転
換
期
に

お

け

る

制
度
的

客
戸
の

租
税
負
担
+

(

一

橋
大
学
研
究
年
報
『

経

済

学

研

究
』

一

〇
､

一

九

六

六

年
)

等
に

ょ
っ

て
､

唐
朝
に

よ

る

客

戸
の

制

度
化
の

プ

ロ

セ

ス

を

あ

と
づ

け

る

こ

と

か

ら
は

じ

ま
っ

た
｡

そ

の

途
次

､

均

田

制
な

ら
び

に

租
庸
調

法
か

ら
､

両

税
法

体

制

へ

転
換
す

る

唐

朝
の

支

配
政

策
を

､

そ

の

人

民

掌
握
と

い

う

決
定

的
な

次

元
で

お

さ

え

る

た

め

の

バ

ロ

メ

ー

タ

ー

と

し
て

､

客

戸
の

r

∂

制
度
概

念
が

う
か

び

あ

が
っ

て

く

る

に

つ

れ
､

そ

の

根
底
に

よ

こ

朗
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た

わ

る

実

体

概
念
の

側
面

を

あ

き

ら
か

に

す
る

必

要
が

た

か

ま
っ

て

き

た
｡

右
の

二

論
文

の

な

か

に

も

出
て

き
て

ほ

い

た

の

で

あ

る

が
､

実

体

概

念
そ

の

も

の

を

調
べ

る

作
業
に

と

り
か

か

っ

た
の

は
､

｢

唐
代
の

『

流

厨
』

に

つ

い

て
+

(

『

東
洋
史
研
究
』

二

六

巻
二

号
､

一

九
六
七

年
)

､

｢

唐
代
に

お

け
る

商
業
発
展
の

一

側
面
+

(

『

一

橋
論

叢
』

五

九
巻
三

号
､

一

九

六

八

年
)

等
と

､

前
述
の

｢

唐

末

梁

初

華

南
の

客

戸
と

客

家
産

氏
+

と
に

お

い

て

で

あ

っ

た
｡

と

こ

ろ

が
､

こ

の

頃
か

ら
､

出
発
の

さ

い

に

予

想

し
た

課

題
､

す

な

わ

ち

｢

《

実

体

概

念
》

と

《

制
度
概

念
》

と

の

媒

介
を

可

能
な

ら
し

め

る

場
+

の

解

明
が

､

び

ど

く

困

難
で

あ

る

こ

と

に

気
づ

き

は

じ

め
､

か

く

れ

た

｢

共

同
体
+

の

暗

中

摸
索
を

余
儀
な
く

さ

れ

た
｡

礪
波

護
氏

が
､

私
の

旧

稿
を

仔
細
に

し

ら
べ

て

批

判
の

矢
を

放

ち
は

じ

め

た

の

は
､

ち
ょ

う

ど

そ

の

よ

う

な

時

期

で
､

｢

唐
の

律

令
体

制
と

字
文

融

の

括

戸
+

(

『

東
方

学
報
』

京
都
第
四

一

冊
､

一

九

七

〇
年
)

お

よ

び

｢

両

税
法

制

定
以

前
に

お

け

る

客

戸
の

税
負
担
+

(

『

東
方
学
報
』

京
都
第
四
三

冊
､

一

九
七

二

年
)

の

二

篇
に

よ

り

拙

見

を

批

判
､

こ

れ

に

た

い

し

私
ほ

今

日

に

い

た

る

ま

で

答
え

る

つ

と

め

を

果
た

さ

ず
に

き

た
｡

礪
波

氏
に

よ
っ

て

批

判
の

対

象
と
さ

れ

た

私
の

見
解

は
､

す
べ

て
､

唐
朝
の

客
戸
の

制

度
概
念
の

側
面
に

限

定
さ

れ

て

い

る
｡

氏

が

み

ず
か

ら

明

言
さ

れ

て

い

る

と

お

り
､

制

度
史
の

分

野
に

お

い

舶?
U

て
､

決
定

し

う

る

こ

と
を

ま

ず
は
っ

き

り

さ

せ

よ

う

と

す
る

姿
勢

と

努
力
の

読
み

と

れ

る

力

作
で

あ

る

だ

け
に

､

批

判
の

着
眼

点
は

正

し

い

と

思

う
｡

ま

ず
､

私
の

理

解
し
え

た

か

ぎ

り

で

の

礪
波

氏
の

論
点

を

要
約

し
て

み

る
｡

す

な

わ

ち
､

字
文

融
の

括
戸
政
策
は

､

均

田

制
の

建
直
し
を

図

る

た

め
に

お

こ

な
わ

れ

た

も

の

で

は

な

く

て
､

徴

兵
制

た

る

府

兵

制
の

崩
壊
を

く
い

と

め
る

た

め

に
､

軍

勤
務

拒
否

と

し

て

の

背
軍

逃
亡
へ

の

対

策
と

し
て

立

案
さ

れ

た

も
の

で

あ

る
｡

府
兵
制
に

か

わ
っ

て
､

募
兵
制
た

る

演
騎
の

成
立

す

る

の

を

契

機
と

し
て

､

開

元

十
二

年
に

政

策
転

換
を

し
､

新

附
の

客

戸
か

ら

軽
税
の

み

を

と

る

に

い

た
っ

た

の

で

あ

る
｡

つ

ま

り
､

関

元

十
二

年
六

月
壬

辰
の

｢

置
勧
農

便
詔
+

(

『

通

典
』

､

『

旧

唐
書
字
文
融
伝
』

‥

｢

其
新
附
客
戸

､

則
免
其
六

年
賦
調

､

但
軽
税
入

官
+

)

に

よ
っ

て

客

戸
の

賦
調
を

六

年

間
免
除
し

､

軽
税
の

み

徴
収
す

る

こ

と

に

し

た
｡

そ

の

六

年
後

､

開

元

十

八

年
に

は
､

優
待
年
限

が

切

れ

る

こ

と

に

な
る

わ

け
だ

が
､

そ

の

と

き
､

課
=

賦

調
と

税
=

軽
税
を

､

居
人

(

土

戸
･

主

戸
)

な

み

に

全

徹
す
る

こ

と

に

で

も

な

れ

ば
､

目

も

あ

て

ら
れ

な

く
な

る
｡

そ

こ

で
､

浮

戸
を

あ
つ

め

て

営
田

戸
に

で

も

し
て

は

如

何
か

､
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と

の

提
案
を

し
た

の

が
､

字

文

融
で

は

な

く
て

斐
耀
卿
で

あ

っ

た
｡

以

上
の

範
囲

内
で

､

礪
波

氏
の

批
判
的

見

解
の

方
が

正

し
い

と

考
え

ら

れ

る

部

分
の

第
一

は
､

開
元

十
二

年
六

月
五

日

詔
の

｢

母

得
差

科

征

役
粗
庸

一

皆
描

免
+

(

『

資
治
通
鑑
』

巻
二

三
)

､

｢

勿

令

州

県

差
科

征

役
粗
庸

一

皆
箱
放
+

(

『

冊
府
元
亀
』

巻
七

〇
､

『

唐
大
詔

令
集
』

巷
一

一

一

)

と
い

う

く

だ

り
の

読
み

か

た

で

あ

る
｡

私
は

､

評

点

本

通

鑑
の

読
点
に

引
か

れ
､

ま

た
､

開
元

十
五

年
二

月
乙

卯

別
に

｢

有
征

役
者
先

差
+

(

『

資
治
通
鑑
』

巻
二
一

三
)

と

あ

る

｢

差
+

の

用

法
と

の

連
想
の

も

と

に
､

｢

征

役
を

差

科
す
る

を

得
る

母
く

､

租
庸
は

一

に

皆
な

濁
免
す
+

と

読
み

､

｢

州

県

を

し
て

征

役

を

差

科
せ

し

む

る

な

か

れ
｡

租
庸
は

､

一

に

皆
な

誘

致

す
｡

+

と

解

し

て

い

た

の

で

あ

る

が
､

差

科
･

課
･

税
の

当

時
に

お

け
る

用

語
例

を

ふ

ま
え

れ

ば
､

礪
波

氏
の

よ

う
に

､

｢

差
科

す
る

を

得
る

な

か

れ
｡

征

役
と

租
庸
と

､

一

に

皆
な

鏑
放
す

｡

+

｢

州

県

を

し

て

差

科

せ

し
む

る

な

か

れ
｡

征

役
と

租

借
と

､

一

に

皆
な

舗

放

す
｡

+

と

読
む

方
が

理

解
し

や

す
い

｡

こ

の

点
､

私
は

､

差
科
と

軽
税
と

の

区

分

を

た

し
か

な
も

の

に

す

る

史
料

的
根
拠
を

も

ち
あ

わ

せ

ず
､

不

分

明
の

ま

ま

議
論
を

す

す
め

た

わ

け

で
､

こ

こ

に

訂
正

し

て

お

き

た

い
｡

そ

の

う

え

で
､

礪
波
氏
が

､

｢

軽

税
+

を

｢

軽
く

税
す
+

と

読
む

必

要
は

な
い

と

主

張
さ

れ

る

こ

と
に

た

い

し
て

ほ
､

旧

説

を

維
持
し

､

そ

の

醸
さ

の

度
合
い

が

そ

の

土

地
の

便
宜
や

慣
例
に

し

た

が

っ

て

決

定
さ

れ

る

点
に

､

制
度
と

実

態
と

の

か

か

わ

り

を

あ

き

ら
か

に

す

る

重

要
な
び

と

つ

の

嫌
が

び

そ

ん

で

い

る

こ

と

を
､

再

度
指
摘
し
て

お

き

た

い
｡

第
二

に
､

広
徳
二

年
の

南
郊
散
文
に

か

ん

し
て

､

二

月
十

一

日

と

し

た

と

こ

ろ
を

二

月
二

十
一

日

と

あ

ら

た

め
､

客
戸
の

納
税
問

題
に

論
及

し

た

部

分
は

削
除
し

て
､

礪

波

氏
の

代

案

ど

お

り
､

｢

広

琴
一

年
(

七

六

四

年
)

二

月
二

十
一

日

の

南
郊
赦
文
に

ょ

り
､

客
戸
新
附
の

奨
励
が

お

こ

な

わ

れ

て

い

た

こ

と

が

わ

か

る
+

と

書

き

か

え

る
｡

さ

て
､

以
上

の

二

点

は
､

礪
波

氏
の

手

堅
い

史

料
操

作
に

よ

っ

て

改

訂
が

可

能
と

な
っ

た

も

の

で

あ

る
｡

そ

の

結
果

､

私
の

提
示

し

た

客

戸
の

制
度
概
念
は

､

納
税
義
務
の

変
遷
に

か

ん

し
て

補
正

さ

れ

る

こ

と

に

な
っ

た

の

で

あ

る

が
､

そ

の

基
底
に

あ

る

実
体

概

念
の

側
面
に

か

ん

し

て

は

旧

稿
を

あ

ら

た

め

る

必

要
は

な
い

と

考

え
る

｡

批

判
の

細
部
に

わ
た

っ

て

私
の

現

在
の

考
え

を

嬢
述
す
る

こ

と

は

さ

し

び

か

え
､

大

要
を

し

る

す
に

と
ど

め

た

が
､

旧

稿
の

｢

表

一

制
度
的

客

戸
の

納

税
義
務
の

変
遷
+

を
､

礪
波

護
氏
の

批

判

に

こ

た

え

て

改

訂

し
､

こ

こ

に

再
録
し

て

お

こ

う
｡

3 4 7
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租

庸

義
一

制

度
的

客
戸
の

納

税

義
務
の

変

遷

(

改

訂
)

年
次

(

括
弧

内
西

暦
)

詔

勅
の

名
称

制

度
的

客
戸
の

納

税

義

務

調

一

力

役

"

力

役

以

外
の

差

科

玄

宗
開

元

九

年

二

月

丁

亥

(

721
)

科

禁
諸

州

逃

亡

制

(

宇

文

融
)

還

逃

戸
を

主

対

象
と

し
､

副

次

的

に

客

戸
の

新

附
を

公

認

す

る
｡

秋 夏収 春

附附 附
} の

免 の ば

除 ば あ
あ い

い 徽

除秋 夏春

附附附
の

､

-- ､
･- ノ

ば 徴 の

あ 発 ば
い あ

免 い

開

元

十
一

年

八

月

発

卯

(

723
)

(

字

文

融
)

客

戸
の

新

附
を

奨
励

｡

開

元

十
二

年

六
月

壬

辰

(

m
)

置

勧
虐
使
安

撫
戸

口

詔

(

字

文

融
)

新

附
の

客

戸
に

は
､

そ
の

寄

留
地

に

あ
る

関

田

を

開

墾
さ

せ

る
｡

開
墾
地

の

給

授
お

よ

び

税
額
の

決

定
は

､

勧

農

使

と

州

県

官
吏
な

ら
び

に

百

姓

の

三

者
の

協
議
に

委
ね

る
｡

新

附
の

後
､

六

年
間

免

除

(

同

上
)

土

宜
に

応

じ
て

軽
く

税

す

(

｢

軽
税
+

方

式

の

恒

常

化
)

閲

元

十
三

年

(

朽
)

一

(

宇

文

融
)

蒜
新

郎

紺

碧
笠
詣
呼

税

銭
を

徴
収

｡

代

宗

宝

応

元

年
九

月

(

M
)

寄

寓
一

年
に

し

て

土

地

を

取

得
し

自

営
し

て

い

る

客
戸
を

対

象
と

す
る

｡

差

科

額
を

､

居

人
の

半

額

に

定
め

る
｡

(

土

戸

に

た

い

す
る

客
一戸

の

担
税

比

率
の

明

示
｡

)

広

徳
二

年

二

月

二

十
一

日

(

76 4
)

南

郊

赦

客

戸
新

附
の

奨
励
が

お

こ

な

わ

れ

て

い

た
｡

編

戸
は

一

律
に

貧
富
の

差

に

よ

り

等

第

を

定

め
､

戸

等
差

に

応

じ

て

差

科

徴

収
｡

大

暦
四

年

正

月

十

八

日

(

769
)

同
一

戸

等
の

な

か

で

は

土

戸
､

客
一戸
の

担

税

比

率
の

差

別

が

撤

廃

さ

れ
､

た

だ

し
､

客
一

戸

の

戸
等

ほ
､

そ

の

資
産

客

戸
は

､

土

戸
と
お

な

じ

く
､

八

等

戸

七

古

文

九

等
戸

五

官
文

34 ∂

｢
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オ く

建

中

元

年

(

780
)

両

税
法
の

制
定

を廃 義 士 て と額
銭

､

務 戸 い しの

納 同 に
'

る て 実

葺毒…喜
0

下 態

等 か

級 ら

に 当

同 て 別 局 然
一

‾

は 限 の

税切 納 さ 帰
額 撤税 れ 結

の

税

銭
を

負

担

す
る

0

備
考

中
川
学
｢

租
庸
調
淡
か

ら

両
税
法
へ

の

転
換
期
に

お

け

る

制
度
的
客
戸
の

租
税

負
担
+

(

一

橋
大
学
研
究
年
報
『

経
済
学
研
究
』

1 0
､

一

九
六

六

年
)

に

原
戟

｡

礪
波
諸
氏
に

よ

る

批
判
に

こ

た

え
､

そ

の

後
の

拙
見
の

展
開
を

ふ

ま

え

て

一

九
七
五

年
一

月

改
訂

｡

四

主

戸
･

客
戸
の

同
一

性
と

差
異
性

客
民
の

び

と
つ

の

典
型

と

し
て

､

唐
朝
の

客
戸
支
配

制
度
を

な

が

め

た

わ

け

で

あ
る

が
､

そ

の

特
徴
を
い

え

ば
､

唐
朝
に

よ

る

人

民

支

配
の

主
た

る

対

象
と

し
て

の

主

戸
や

士

戸
を

陽
と

す

る

な

ら
､

客
戸
は

陰
で

あ

る
｡

生

来
の

本

籍
地
に

地

著
す
る

主

戸
･

土

戸
層

の

地

著
性
の

か

が

や

き

を

び

き

た

た

せ

る

か

の

よ

う
に

､

客
戸
は

非
地

著
の

外

来
者
と

し
て

後
景
に

ひ

か

え

て

い

る
｡

一

般
的
に

､

封
建
制
的
と

よ

び

な

ら
わ

さ

れ

る

社

会
の

所

有
関

係
の

な
か

で
､

均

田

故
に

ょ

る

土

地
の

授
受
モ

デ
ル

も
､

給
田

の

対

象
を

本
官
∵

本

籍
地

に

地

著
す
る

編

戸
に

限
り

､

本
来
は

客
民

を

排
除
す

る

も

の

で

あ
っ

た
｡

｢

客
と

為
っ

て

い

る

の

ほ
､

脚
も

と
の

危
い

こ

と

だ
+

と
は

､

敦
塩
地

方
の

客
民
の

嘆
き

で

も

あ
る

｡

す

な
わ

ち
､

有
名

な

大
谷

文

書
二

八
三

五

号
に

よ

れ

ば
､

逃
亡

し
て

荘
園
の

管

理

や

耕
作
に

従

事
す
る

客
民
は

､

よ

い

ば

あ
い

で

も

薄
酬
で

備
わ

れ
､

わ

る

い

ば

あ
い

に

は

喧

嘩
と

な
っ

た

が
､

こ

と

を

か

ま

え
て

み

て

も
､

客
民

で

あ

る

と

い

う
こ

と
は

立

場
の

弱
い

も

の

で
､

正

当

な

要
求
を

主

張
す

る

な

ど

と

て

も

考

え

ら
れ

な
い

あ

り

さ

ま

で

あ
っ

た

(

拙
稿
｢

唐
代
に

お

け

る

均
田

法
･

租
庸
調
法
の

反

復

公

布
と

括
戸
政
策
+

『

一

橋
研
究
』

九
号

､

一

九
六

二

年
､

七

-
八
ペ

ー

ジ
)

｡

荘

園
な

ど
の

大

土

地

所
有
も

､

主

戸
本

位
に

く
り

ひ

ろ

げ
ら

れ

て

い

っ

た

の

で

あ

る
｡

と
こ

ろ
が

､

主

戸
で

あ
っ

て

も

土

地

を

所
有
で

き

な

く

な
っ

た

▲U
レ

無
産
者
が

あ

ら
わ

れ
､

客
戸
で

あ
っ

て

も

土
地

を

取

得
す

る

有
産

3 4
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者
が

登

場
す

る

よ

う
に

な
っ

て
､

課

税
体

系
が

再

編
成

さ

れ

る

こ

と

に

な

る
｡

そ

れ

が

租
庸
調

法
か

ら

両

税
法
へ

の

転
換
な
の

で

あ

っ

た
｡

さ

き
に

み

た

よ

う
に

､

｢

戸
に

土
･

客

無

く
､

見

居

を

以

つ

く

て

簿
を

為
り

､

人
に

丁
･

中
無
く

､

貧

富
を

以

て

差

と

為

す
+

(

『

唐
会
要
』

巻
八
三

､

租
税
上
)

と
い

う
両

税
法
の

原

理

は
､

一

見
､

あ

た

か

も
土

戸
と

客

戸
､

土

著
と

客
居

､

主

戸
と

客

民
の

区

別
を

｢

無
く
+

し
､

そ

の

区

別

を

全

廃

し
､

た

だ

資
産
を

基

準

と

す

る

課
説
に

き

り

か

え

た

か

の

よ

う
に

み

え
る

｡

た

し
か

に
､

課
税
制

度
だ

け

を

み

れ

ば
､

両

税
法

は

土
･

客
の

区

別

を

超
越
し

た

の

で

あ

る
｡

し

か

し
､

そ

れ

で

は
､

ど

う
し
て

､

隋
朝
の

高
穎

､

武
周
の

李

嗜
､

玄

宗
期
の

字

文

融
ら
が

､

く
り

か

え

し

客

戸
の

合

法

化

を

め

ざ

し
､

客

民
の

公

認
に

よ

っ

て

｢

戸
口

を

安

輯
+

し

ょ

う

と

努
力

し
っ

づ

け

た

の

か
､

釈

然
と

し

な
い

も

の

が

の

こ

る
｡

こ

の

点
に

つ

い

て
､

礪
波

諸
氏
は

､

兵

制
と
の

関

係
を

重

視

し
､

概

略
つ

ぎ
の

よ

う
に

解

釈
さ

れ

る
｡

す

な

わ

ち
､

唐

朝
も

中
期
ま

で

は

府

兵
の

徴
兵
制
に

よ

る

国
防
が

そ

の

支

配
の

か

な
め

で

あ
っ

て
､

い

わ

ば

武

力

国
家
の

土

台

を

ゆ

る

が

せ

る

兵
士
の

逃
亡
を

防

止

す
る

こ

と

に

重

点
を

お

く

括

戸
政

策
が

も

ち
い

ら
れ

た

の

で

あ

る

が
､

八

世

紀
後
半
に

お

け

る

専
売

法

と

両

税

法
の

成

立

は
､

｢

唐

朝
を

し

て

武
力

国

家

か

ら

財
政

国

家
に

､

道

義
国
家

か

ら

警

35 0

察
国

家
に

変
貌
さ

せ

た
+

(

一

九
七

〇
年
論
文

､

二

六

四
ぺ

ー

ジ
)

の

で

あ
っ

て
､

財
政

国

家
に

ふ

さ

わ

し

い

課

税
体

系
と

し

て

の

両

税

法
の

資

産
対

象
･

戸
等
対

応

課

税
と

い

う

合
理

的
な

原
理
の

ま

え

に
､

主

戸
･

客

戸
の

区

別
は

解

消
す

る
､

と

み

て

お

ら

れ

る
｡

私

な

り

の

理

解
に

も

と
づ

い

て

い

い

か

え

れ

ば
､

李

暗
も

字
文

融
も

み

な

武

力

国

家

を

さ

さ

え

る

た

め

に
､

兵
役
拒
香
者

と

し

て

の

逃

戸
に

検
括
の

鞭
を

ふ

る

っ

た

の

だ
､

と
い

う
こ

と
に

な
る

｡

こ

の

か

ぎ

り

に

お

い

て
､

括
戸
政

策
の

本

質
に

せ

ま
る

議
論
が

す

す

め

ら
れ

て

い

る

の

で

あ

る

が
､

そ

れ

に

く

ら
ぺ

て
､

張
騎
制
募
兵
論

を

か

ら
ま

せ

て

の

財
政

国
家

移
行
論
に

は

説

得
力
が

欠

け
て

い

る
｡

ど

う
い

う
わ

け

か
､

栗

原

益

男

氏

や

私

な

ど
の

｢

新

説
+

へ

の

拒

絶
反

応
が

す
ぐ

に

表
面

化

し

て

き
て

､

せ

っ

か

く
の

論
旨
が

途
切

れ

て

し
ま
い

､

か

と

思

う
と

､

お

そ

ろ

し

く

急
ぎ

足
に

通

説
の

復

活
が

宣

言

さ

れ

て
一

巻
の

お

わ

り

に

な
っ

て

い

る
｡

両

論
文

を

つ

う
じ

て
､

私
は

と

て

も

よ

い

勉
強

を

さ

せ

て

も

ら
い

､

じ
つ

く

り

読
ん

で

た

の

し

み

に

し
て

き

た

の

で

あ

る
｡

と

り

わ

け
､

礪
波

氏

の

課

と

税
に

つ

い

て

の

研

究

な

ら
び

に

三

司

使
論
に

､

嘱
望

す

る

と
こ

ろ

す

く

な

く

な
い

の

だ

が
､

そ

れ

だ

け

に
､

｢

財
政

国

家
+

像
の

構
築
に

周

到
さ

を

期

待
す
る

も
の

で

あ

る
｡

そ

の

期
待
に

ひ
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き

か

え
､

建
中
元

年
に

近
づ

く
に

つ

れ

て

む

し

ろ

氏
の

独

白
の

イ

メ

ー

ジ

が

う

す

ら
い

で

い

る
｡

続
稿
を

待
望

し

た
い

｡

と

こ

ろ

で
､

建
中
元

年
の

客

戸
は

､

ほ

ん

と

う
に

主

戸

と

区

別

な

く
､

平

等
な

地

平
に

住
ま

え

る

よ

う
に

な
っ

た

の

で

あ

ろ

う
か

｡

前
稿
｢

客

戸
と

客
家
の

史
的

連
関
+

に

し

る

し

た

よ

う
に

､

私
は

む

し

ろ

逆
の

解

釈
を

し

て

い

る
｡

礪
波

氏
の

見
解

と

対

比
で

き
る

部
分

を

抜

き

書
き

す
れ

ば

-
｢

唐
朝

支

配
の

中

期
､

字
文

融
の

括
戸
政

策
以

来
､

国

家
制

度
と

し
て

動
き

は

じ

め

た

主

戸
･

客

戸

制
ほ

､

そ

の

成

立

期
に

関

す
る

か

ぎ

り
､

土

着
の

主
戸
を

主

た

る

経

済
基
盤
と

し
､

浮

動
す
る

流
寓
の

客

戸
を

副
次

的
に

つ

な

ぎ

と

め

て

主

戸

層
の

拡
散

･

逃
亡

を

防
止

す
る

制

度
で

あ
っ

た
｡

こ

れ

を

継
承
し

､

整
備
さ

れ

た

両

税
制
と

か

み

合
わ

せ

て

運

用

し
た

宋

朝
は

､

そ

の

人
民

支

配
の

骨
組
を

戸

等
別
に

お

き
､

主

戸
層
の

完

全

掌
握
を

保

障
す
る

歯
止

め

と

し

て
､

主

戸
の

下

位
に

客
戸
を

設

定

し

た
+

と

考
え

る

の

で

あ

る
｡

前
稿

を

補
う

意
味
で

､

岡
本

雅
博
氏
の

論
説
｢

宋
代

の

戸
籍
上

の

客
戸

に

つ

い

て
+

(

『

東
方
学
』

二

八

輯
､

一

九
六

四

年
)

を

読
み

な

お

し

て

考

え

さ

せ

ら
れ

た

こ

と

を

追

記
し

ょ

う
｡

と

く

に
､

宋

朝

支

配
体

制
の

な

か

で

の

主

戸
･

客

戸

関

係
が

､

ど

の

よ

う

な

主
･

客
の

同
一

性
と

差

異
性
に

よ

っ

て

い

ろ

ど

ら
れ

て

い

た

か
､

と
い

う

問
題
に

限

定

す
る
｡

主
･

客
の

区

別

な

く

両

税
を

課
す

､

と
い

う
の

は
､

両

税
法
の

適
用
対

象
と

な

る

資
産

､

な
か

ん

ず
く
土

地

を

所

有
す

る

も
の

で

あ

れ

ば
､

そ

の

資
産
に

た

い

し
て

､

資
産
額
に

み

あ

う

戸
等
を

よ

り

ど
こ

ろ

と

し

て

両

税
が

課
せ

ら
れ

､

そ

の

資
産
の

所

有

者
が

主

戸
で

あ

る

か

客

戸
で

あ

る

か

ほ

不

問
に

付

す

る
､

と
い

う

意
味
で

あ

る
｡

資
産
の

所
有
者
が

､

本

籍
地

に

地

著

す
る

主

戸
で

あ

る

の

か
､

あ

る

い

ほ
､

本

質
を

離

れ

て

他

郷
に

寄
留
し

て

い

る

客

戸
で

あ

る

の

か
､

と
い

う
こ

と

は
､

両

税
の

課
徴
に

と
っ

て

は

財
政

原

則
的
に

は

同
一

な
の

で

あ

る
｡

し

た

が

っ

て
､

課

税
台
帳
と

な
る

簿
籍
は

､

本

籍
に

か

か

わ

り

な

く
､

見
居

す

な

わ

ち

現

住

所
に

も

と
づ

い

て

作
製
す
れ

ば

よ

い
､

と

定

め

ら

れ

た
｡

い

い

か

え

れ

ば
､

両

税
法
の

も

と

で

は
､

唐
･

宋
両
王

朝
を

つ

う
じ

て
､

資
産
の

経

済
的

価
値
が

そ

の

所

有
者
の

社

会

的

人

格
に

優
先

す
る

｡

と

は

い

え
､

岡
本

氏
に

よ

れ

ば
､

宋

朝
の

戸
籍
制
度
に

お

い

て
､

主

戸

籍

と

客

戸
籍
の

区

別
が

維

持
さ

れ

て

お

り
､

『

続

資
治

通

鑑

長

編
』

巻
四

〇

｢

至

道
二

年
七

月

庚

申
の

条
+

に

み

ら

れ

る

よ

う
に

逃

戸

が

復

業
し

た

り

浮

客
が

請
田

し

た

り

す

れ

ば
､

官
は

田

土

を

給

授

し
て

版

籍
に

つ

け
､

し

か

も
､

｢

こ

の

場
合

､

帰

業
戸

及

び

浮

客

一丁
▲

が

戸
籍
上
で

は

如

何
に

扱

わ

れ

る

か

が

問

題
と

な

る

が
､

主

戸
･

お
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『

客
戸
』

を

区

別

す
る

根
本
の

基
準
が

本

貴
地
の

着
か

香
か

に

依

っ

て

い

た

の

で

あ

る

か

ら
､

当

然
､

逃
民
の

復
業

し

た

者
､

つ

ま

り

帰

業
戸
は

主

戸
籍
へ

､

他
郷

か

ら

流

移
し

て

来
た

浮

客
は

客
戸

籍
へ

入
れ

ら
れ

た

と

考
え

る
ぺ

き

だ
+

(

七
一

ペ

ー

ジ
)

と

さ

れ

る
｡

こ

れ

は
､

唐
朝
の

ば

あ

い

に

つ

い

て
､

私
が

強
調

し

す

ぎ
る

ほ

ど

主

張

し
て

き
た

､

還

逃
戸

と

新

附
の

客
戸
と
の

区

別

と

同
じ

問
題

な
の

で

あ

り
､

還

逃

戸
は

主

戸
で

あ
っ

て
､

客
戸
と

区

別
さ

れ

た
｡

こ

の

こ

と

が

唐
･

宋
両

朝
に

共

通

し
て

み

ら
れ

る

の

で

あ
っ

て
､

岡
本

氏
の

い

わ

れ

る

と

お

り
､

｢

す

で

に

柳
田

氏

も

引

用

し

た

宋

会
要

､

食
貸
六

六
､

免
役

､

関

南
元

年
七

月

二

十

七

日

の

条
に

『

某
人
係

客
戸

､

元

係
何

処

人

民
､

移
来

本
郷

幾
年
』

と

あ

る

よ

ぅ
に

､

戸
籍
上
の

『

客

戸
』

を

主

戸
と

区

別

す
る

基
準
は

､

本
貴

地
の

着
か

香
か

で

あ
る

と

考
え

る

以

外
に

根

拠
を

見
出
す
こ

と
が

で

き

な
い

｡

主

戸
で

も

他

郷
へ

流
移
し

て
､

寄
寓
地
の

戸
籍
に

編

附
さ

れ

れ

ば
､

戸
籍
上
で

は

『

客

戸
』

と

な

り
､

『

客

戸
』

が

本

貴
地
へ

帰
っ

て

再
び

戸
籍

に

窮

附
さ

れ

れ

ば
､

主

戸
と

な
る

わ

け

で

あ

る
+

(

九
ペ

ー

ジ
)

｡

そ

し
て

､

本

質
主

義
の

原

則

は
､

む

し

ろ

村
落
行

政
の

レ

ベ

ル

で

意
味
を

も

ち
､

王

安
石
の

保

甲

法
に

お

い

て
､

制
度
的
客
戸
ほ

保
丁

と

し
て

保
甲
に

編
入

さ

れ

る

が
､

保

長
･

大

保
長

･

都
副
保

正

な

ど
の

｢

責
任

者
(

職
役
負
担
者
)

は
､

必

ず
主

戸
か

ら

選

出
さ

れ

る

こ

と

に

な
っ

て

い

る
+

(

一

〇
ぺ

一

朗
り

J

ジ
)

｡

開
封
府
界
五

路
の

ば

あ
い

､

客
戸
は

保
甲

に

入

る

こ

と

す

ら

許
さ

れ

な
い

｡

す

な

わ

ち
､

制
度
的

客
戸
の

な

か

に

は
､

｢

両

税
負
担
者
が

あ

り
､

中
に

は

資
産
が

主

戸
の

第
三

等
に

匹

敵
す

る

も
の

も
い

た

わ

け
で

あ

る

が
､

保
甲

法
の

編

成
上

で

は
､

差

別

待

遇
を

受
け

､

甚

だ

し
い

場

合
(

主
戸
だ

け

で

保
丁

を

充
足
で

き
る

場

合
)

に

は

除
外

さ

れ

て

い

る

わ

け
で

あ

る
｡

こ

の

こ

と

は
､

義

務

の

量
の

面
か

ら
は

負
担
が

軽
減
さ

れ

る

と

も

い

え

る

が
､

し
か

し
､

郷

村
に

お

け
る

権
力
の

末
端
か

ら

排
除

さ

れ

る

と
い

う

差

別

待
遇

を

う

け
る

こ

と
で

､

村
落
内
に

お

け

る

行

政

面
で

の

発

言

権
が

､

甚
だ

し

く

制
限
さ

れ

て

い

た

と
い

う
こ

と
が

で

き

る
+

(

二
ペ

ー

ジ
)

｡右
の

よ

う
な

岡
本

氏
の

見

解
は

､

唐
･

宋
両

朝
の

客
民

を

位
置

つ

け

る

の

に

有
意

義
で

あ

る

し
､

こ

こ

ま

で

ほ

異

議
が

な
い

｡

だ

が
､

さ

い

ご

の

と
こ

ろ
で

､

こ

れ

を
､

｢

よ

そ

者
+

扱
い

､

と

説

明

し
､

｢

『

よ

そ

者
』

と

『

地

の

者
』

と

の

違
い

は

村

落
の

政

治
､

社

会
関

係
に

現

実
性
を

も
っ

て

い

た

わ

け

で

あ

る
+

(

〓
ペ

ー

ジ
)

と

結
論
づ

け
る

点
に

は
､

賛
同
を

保
留
せ

ね

ば

な

ら

な

い
｡

あ

ま

り

に

も
､

日

本
の

日

常
語
を

無
炭
介
的
に

も

ち
こ

ん

で

し
ま

ぅ
こ

と
は

､

一

見
､

わ

か

り

や

す
い

よ

う
で

い

て
､

実
は

､

微
妙

｢



な
ニ

ュ

ア

ン

ス

の

ふ

く

ら
み

を

吹

き

消
し

､

あ

と
一

歩
の

と
こ

ろ

で

対

象
の

内

在
的
理

解
か

ら

み

ず
か

ら

を

引
き

離
し
て

こ

ち
ら

側

の

日

常
観
念
の

自
己

満
足

的

な

正

当

化
に

お

ち
い

ら
せ

る

危
険
が

大
き

い

か

ら
で

あ

る
｡

私

が
､

以

上
の

よ

う

な

客
戸
の

あ

り

よ

う

を
､

｢

よ

そ

者
+

と

翻
訳

す
る

こ

と
を

避
け

､

｢

客

民
+

と
い

う

独

立

概
念
を

設

立

し
て

把

握
し

ょ

う
と

す

る

の

も
､

同
一

性
を

み

て

差
異
性
を

み

な
い

思
い

こ

み

に

お

ち
い

り

た

く

な
い

か

ら
で

あ

り
､

ま
た

､

そ

の

よ

う
な

表

現
の

奥
に

こ

め

ら
れ

た

現

実
の

重

み

を

か

ろ

ん

じ

た

く
な
い

か

ら
で

も

あ

る
｡

五

結

語

客

家
の

こ

と

を

｢

賎
民
+

だ

と
い

っ

て

み

た

り
､

客
戸
の

こ

と

を

｢

よ

そ

者
+

だ

と

説
明

し

て

み

た

り

す
る

の

は
､

そ

の

よ

う
に

表
現

す
る

論
者
の

内

面
に

び

そ

む

日

常
観
念
の

表
白
で

は

あ
っ

て

も
､

対

象
で

あ

る

は

ず
の

中

国
の

歴

史
的

な

社

会
現

実
を

､

そ

の

個
性
に

即

し
て

内

在
的
に

理

解
す
る

こ

と

に

は

な

ら

な
い

｡

そ

の

よ

う

な

表

現
が

､

わ

れ

わ

れ

に

と
っ

て

わ

か

り

や

す
い

､

と
い

う

と

こ

ろ
に

､

か

え
っ

て
､

わ

れ

わ

れ

以

外
の

世

界
に

ま
で

は

通

用

し

な
い

独

断
の

陥

穿
が

び
.
そ

ん

で

い

る

の

で

あ

ろ

う
｡

中
国
の

客

戸
と

客
家
の

固
有
の

世

界
を

理

解

す

る

手
が

か

り

と

し

て
､

あ

え

て

客

民

と

い

う
､

わ

れ

わ
れ

に

は

馴

染
ま

な
い

こ

と

ば

に

よ
っ

て

総
称

し

ょ

う
と

す
る

の

は
､

認

識
の

対

象
と

主

体

を

べ

っ

た

り

癒
着
さ

せ

よ

う
と

待
ち
か

ま
え

て

い

る

わ

が

内

な

る

日

常
惰
性
を
ふ

り

は

ら

う
必

要
が

あ

る

か

ら

な
の

で

あ
っ

た
｡

(

一

九

七
五

年
一

月
)

(

一

橋
大
学

助

教

授
)
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