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博

士

学

位

申

請

論

文

『

唐

代

勲

官

制

度

の

研

究

』

要

旨 

國

學

院

大

學

大

学

院

文

学

研

究

科

史

学

専

攻

 

速

水

大 
 

魏

晋

南

北

朝

の

動

乱

期

、

諸

王

朝

で

用

い

ら

れ

た

様

々

な

制

度

は

、

隋

代

に

整

理

統

合

さ

れ

、

唐

王

朝

に

至

っ

て

完

成

す

る

と

考

え

ら

れ

て

い

る

。

そ

れ

は

官

制

の

場

合

に

も

あ

て

は

ま

り

、

唐

律

令

官

制

は

魏

晋

以

来

の

官

制

体

系

を

基

盤

と

し

て

成

立

し

た

。

本

論

文

で

注

目

す

る

唐

代

勲

官

制

度

も

同

様

な

流

れ

で

理

解

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

唐

の

勲

官

は

兵

士

の

軍

功

に

対

し

て

与

え

ら

れ

た

こ

と

を

始

ま

り

と

し

、

こ

の

官

を

帯

び

る

こ

と

で

数

種

の

特

典

が

与

え

ら

れ

た

と

考

え

ら

れ

て

い

る

。

こ

れ

ま

で

の

研

究

で

は

、

多

く

の

場

合

勲

官

を

功

績

あ

る

一

般

民

に

賜

与

す

る

称

号

で

、

価

値

は

低

く

社

会

へ

の

影

響

も

少

な

い

も

の

と

考

え

て

き

た

。

白

丁

と

の

同

質

性

が

強

調

さ

れ

て

き

た

の

で

あ

る

。

し

か

し

、

勲

官

制

度

の

研

究

は

不

十

分

で

、

い

ま

だ

、

具

体

的

な

制

度

す

ら

解

明

さ

れ

て

い

な

い

情

況

で

あ

る

。

そ

こ

で

勲

官

と

白

丁

と

が

同

等

で

あ

る

と

い

う

視

点

か

ら

離

れ

、

勲

官

自

体

の

負

担

・

特

典

に

つ

い

て

、

成

り

立

ち

や

運

用

を

考

慮

し

な

が

ら

か

ら

検

討

し

、

勲

官

の

制

度

そ

の

も

の

を

明

ら

か

に

し

た

。 

以

下

、

本

論

文

の

概

略

を

章

ご

と

に

示

す

。 
 

第

一

章

 

唐

代

勲

官

制

度

研

究

の

現

状

と

課

題
 

こ

れ

ま

で

、

勲

官

制

度

を

研

究

し

て

き

た

十

一

氏

の

研

究

を

職

官

制

度

か

ら

の

研

究

と

税

役

制

度

か

ら

の

研

究

と

い

う

二

つ

の

視

点

か

ら

分

類

し

、

そ

れ

ぞ

れ

に

お

い

て

共

通

点

を

整

理

し

た

。

そ

の

整

理

を

ふ

ま

え

て

勲

官

の

見

解

を

整

理

し

直

す

と

、

唐

代

勲

官

研

究

に

残

さ

れ

て

い

る

以

下

の

問

題

点

が

浮

か

び

上

が

る

。 

１

．

唐

初

に

お

け

る

勲

官

の

価

値

は

ど

こ

に

あ

っ

た

の

か

。 

税

役

制

度

か

ら

み

た

研

究

で

は

、

勲

官

の

価

値

を

希

少

性

に

求

め

る

。

そ

れ

に

対

し

、

官

制

の

研

究

で

は

、

唐

初

に

有

し

て

い

た

実

権

に

こ

そ

勲

官

の

本

来

の

価

値

が

あ

っ

た

と

す

る

。

改

め

て

、

勲

官

の

価

値

に

つ

い

て

考

え

る

必

要

が

あ

る

。 



２

．

唐

初

に

お

い

て

勲

官

制

度

が

ど

の

よ

う

に

成

立

し

た

の

か

。 

官

制

面

か

ら

の

研

究

で

は

、

唐

の

勲

官

制

度

の

成

立

過

程

に

言

及

し

て

い

る

も

の

が

多

い

。

し

か

し

、

細

か

い

点

で

は

食

い

違

い

が

み

え

、

ど

の

見

解

に

従

う

べ

き

な

の

か

判

然

と

し

な

い

。
「

雑

用

隋

制

」

の

詳

細

を

明

ら

か

に

す

る

必

要

が

あ

る

。 

３

．
「

咸

亨

五

年

詔

」

は

ど

の

よ

う

な

内

容

を

持

っ

て

い

た

の

か

。 

唐

代

に

お

け

る

勲

官

制

度

の

画

期

と

さ

れ

る

「

咸

亨

五

年

詔

」

の

解

釈

が

一

定

し

て

い

な

い

。

詔

勅

の

内

容

に

つ

い

て

は

言

及

が

な

い

場

合

す

ら

あ

る

。

こ

の

詔

を

勲

官

制

度

の

流

れ

の

な

か

で

位

置

づ

け

る

必

要

が

あ

る

。 

王

徳

権

氏

ら

は

、

詔

勅

の

内

容

に

ま

で

踏

み

込

ん

で

、
「

国

初

勲

名

」

が

唐

政

権

に

よ

っ

て

利

用

さ

れ

た

隋

代

の

散

実

官

・

散

職

の

官

名

で

あ

っ

た

と

解

釈

し

た

。

ま

た

、

王

氏

に

よ

る

こ

の

詔

に

関

す

る

西

村

元

佑

説

に

対

す

る

批

判

も

妥

当

な

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

し

か

し

、

王

氏

の

い

う

詔

勅

の

目

的

に

つ

い

て

は

納

得

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

王

氏

は

、

唐

初

の

「

勲

官

」

の

名

前

と

位

階

を

取

り

戻

す

こ

と

が

詔

勅

の

目

的

だ

っ

た

と

す

る

が

、

そ

の

こ

と

が

な

ぜ

、

そ

の

後

の

増

加

に

繋

が

っ

た

の

か

が

、

説

明

さ

れ

て

い

な

い

。

す

な

わ

ち

、

咸

亨

五

年

詔

の

内

容

の

解

釈

お

よ

び

そ

の

位

置

づ

け

も

残

さ

れ

た

課

題

と

な

る

。 

４

．

唐

初

に

お

け

る

勲

官

の

九

百

人

定

員

制

度

は

存

在

し

た

の

か

。 

九

百

人

と

い

う

極

め

て

少

数

と

い

っ

て

い

い

定

員

が

勲

官

の

価

値

の

根

源

と

さ

れ

、

人

数

が

増

加

し

て

い

く

な

か

で

、

そ

れ

に

対

応

し

て

制

度

が

改

変

さ

れ

た

と

の

考

え

が

通

説

と

な

っ

て

い

る

。

す

な

わ

ち

、

唐

初

の

定

員

制

が

勲

官

研

究

の

大

前

提

と

な

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

し

か

し

、

一

方

で

金

鐸

敏

氏

や

、

頼

亮

郡

氏

の

言

う

よ

う

に

、

太

宗

以

前

に

も

勲

官

の

増

加

に

繋

が

る

動

き

が

あ

っ

た

。

具

体

的

に

言

え

ば

、

貞

観

年

間

に

お

け

る

、

高

昌

国

征

服

後

に

行

わ

れ

た

勲

官

授

与

で

あ

り

、

ま

た

こ

れ

ま

で

あ

ま

り

注

目

さ

れ

て

こ

な

か

っ

た

貞

観

十

九

年

の

太

宗

高

句

麗

遠

征

時

の

勲

官

授

与

で

あ

る

。

こ

れ

ら

の

勲

官

授

与

数

は

い

く

ら

少

な

く

見

積

も

っ

て

も

九

百

人

を

超

え

る

こ

と

は

確

実

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

考

え

た

場

合

、

唐

初

の

勲

官

数

を

九

百

人

と

す

る

こ

と

が

正

し

い

の

か

ど

う

か

再

度

検

討

を

加

え

る

必

要

が

あ

る

。 

５

．

上

番

に

よ

る

勲

官

の

昇

進

や

、

勲

官

が

再

生

産

さ

れ

る

仕

組

み

が

用

意

さ

れ

て

い

た

の

か

。 

も

し

、

こ

の

よ

う

な

仕

組

み

が

制

度

に

内

在

し

て

い

た

と

す

る

な

ら

ば

、

所

有

者

の

激

増

と

価

値

の

減



少

と

が

勲

官

制

度

成

立

か

ら

約

束

さ

れ

て

い

た

こ

と

に

な

る

。

勲

官

は

租

調

庸

が

免

除

さ

れ

、

財

政

面

で

も

重

荷

と

な

る

存

在

で

あ

っ

た

。

為

政

者

は

、

勲

官

が

自

然

に

増

加

す

る

仕

組

み

を

容

認

し

て

い

た

と

は

考

え

に

く

い

。 
６

．

資

課

額

の

増

加

に

よ

り

勲

官

と

白

丁

の

負

担

は

同

等

と

な

っ

た

の

か

。 

敦

煌

か

ら

出

土

し

た

天

宝

年

間

に

通

用

し

て

い

た
「

兵

部

選

格

」
と

考

え

ら

れ

る

断

片
（

Ｐ

四

九

七

八

）

に

は

、

開

元

七

年

（

七

一

八

）

に

定

め

ら

れ

た

上

柱

国

子

と

柱

国

子

の

納

資

額

が

一

千

五

百

文

と

記

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

両

柱

国

子

は

勲

官

の

両

柱

国

の

子

供

が

蔭

を

与

え

ら

れ

た

も

の

で

あ

り

、

も

ち

ろ

ん

勲

官

よ

り

も

低

い

身

分

に

置

か

れ

た

。
一

般

に

資

課

額

は

身

分

が

高

い

ほ

ど

少

額

に

な

る

と

考

え

ら

れ

て

い

る

。

そ

の

柱

国

子

が

一

千

五

百

文

の

納

資

額

で

あ

る

の

に

、

そ

れ

よ

り

身

分

の

高

い

勲

官

が

一

般

民

と

同

じ

負

担

を

担

う

こ

と

が

あ

り

え

る

の

だ

ろ

う

か

。

松

永

雅

生

氏

ら

が

勲

官

の

資

課

額

が

二

千

五

百

文

に

な

っ

た

と

す

る

根

拠

は

開

元

十

九

年

の

詔

で

あ

る

が

、

そ

れ

は

勲

官

に

納

課

が

課

さ

れ

た

と

記

す

の

み

で

、

金

額

は

記

さ

れ

て

い

な

い

。

そ

の

他

の

傍

証

も

、

勲

官

と

白

丁

が

同

じ

差

科

を

担

う

こ

と

は

負

担

が

同

じ

で

あ

っ

た

こ

と

を

意

味

す

る

こ

と

を

前

提

に

し

て

論

証

さ

れ

た

も

の

で

あ

り

、

直

ち

に

は

納

得

で

き

な

い

。 
 

以

上

の

問

題

点

に

つ

い

て

、
章

を

分

け

て

検

討

し

、
唐

代

の

勲

官

制

度

の

実

態

を

明

ら

か

に

し

た

い

。 
 第

二

章

 

唐

代

勲

官

制

度

の

成

立

 

第

二

章

で

は

、

勲

官

の

成

立

に

つ

い

て

論

じ

た

。

そ

の

結

果

、

唐

武

徳

七

年

に

勲

官

制

度

は

成

立

し

た

こ

と

を

明

ら

か

に

し

た

。

そ

の

要

因

は

、

建

国

期

の

散

職

と

散

実

官

の

大

量

授

官

に

よ

る

官

人

の

激

増

に

あ

り

、

そ

の

官

人

身

分

所

有

者

の

権

限

を

削

減

し

た

う

え

で

、

反

発

を

抑

え

る

た

め

の

受

け

皿

と

し

て

勲

官

が

創

始

さ

れ

た

と

推

定

し

た

。

な

か

で

も

、

散

実

官

が

持

っ

て

い

た

本

階

の

性

質

を

勲

官

が

消

失

し

た

こ

と

で

、

元

散

実

官

所

有

者

は

勲

官

に

改

授

さ

れ

る

際

に

官

人

身

分

を

剥

奪

さ

れ

た

こ

と

が

一

番

の

変

更

点

で

あ

っ

た

。

勲

官

が

準

官

人

の

立

場

に

な

っ

た

こ

と

が

、

そ

の

後

の

さ

ら

な

る

増

加

の

原

因

と

な

る

。

そ

う

考

え

る

と

、

勲

官

の

品

階

の

高

さ

と

実

質

的

な

地

位

の

格

差

と

い

う

従

来

か

ら

の

問

題

に

一

定

の

解

決

を

与

え

る

こ

と

が

で

き

た

。 
 



第

三

章

 

唐

武

徳

年

間

の

法

律

に

つ

い

て

 

第

三

章

で

は

、

勲

官

制

度

の

成

立

期

に

お

け

る

官

制

の

拠

り

所

と

な

る

法

律

に

つ

い

て

考

察

し

た

。

そ

の

結

果

、

武

徳

元

年

五

月

十

四

日

に

即

位

し

た

唐

の

高

祖

李

淵

は

、

暫

定

的

に

隋

煬

帝

が

制

定

し

た

大

業

律

令

を

使

用

す

る

。

二

八

日

に

至

っ

て

、

高

祖

は

最

初

の

律

令

編

纂

命

令

を

発

布

す

る

が

、

臣

下

の

発

言

に

促

さ

れ

て

隋

文

帝

期

の

開

皇

律

令

の

復

活

を

決

意

す

る

。

そ

し

て

、

六

月

一

日

、

大

業

律

令

の

廃

止

と

開

皇

律

令

の

復

活

を

宣

言

、

開

皇

の

制

度

に

則

っ

た

組

閣

を

行

う

。

同

時

に

格

の

制

定

を

命

じ

、

開

皇

律

令

の

不

備

を

修

正

す

る

こ

と

と

し

た

。

そ

の

結

果

と

し

て

五

十

三

条

格

が

成

立

し

、

十

一

月

四

日

に

発

布

さ

れ

た

と

考

え

ら

れ

る

。
唐

初

の

法

律

は

、
従

来

通

説

と

な

っ

て

い

た
「

五

十

三

条

格

」
中

心

で

は

な

く

、

隋

開

皇

律

令

を

使

用

し

、
「

五

十

三

条

格

」

で

補

足

す

る

構

造

で

あ

っ

た

こ

と

が

判

明

し

た

。

唐

に

よ

る

開

皇

律

令

の

使

用

は

、

令

に

基

づ

く

官

職

の

使

用

状

況

か

ら

見

て

、

武

徳

七

年

律

令

の

制

定

ま

で

続

く

こ

と

も

明

ら

か

と

な

っ

た

。 
 

第

四

章

 

唐

武

徳

年

間

の

散

階

と

属

官

 

第

四

章

は

、

武

徳

年

間

の

散

階

と

属

官

の

関

係

を

考

察

し

、

武

徳

七

年

を

境

に

、

散

階

の

属

官

の

設

置

基

準

に

変

化

が

あ

っ

た

こ

と

を

明

ら

か

に

し

た

。

武

徳

七

年

以

前

は

隋

の

開

皇

律

令

の

制

度

が

使

用

さ

れ

た

た

め

、

属

官

の

設

置

基

準

の

中

心

は

、

散

実

官

で

あ

っ

た

が

、

武

徳

七

年

以

後

、

職

実

官

を

中

心

と

し

た

制

度

に

変

化

す

る

。

散

実

官

の

後

継

制

度

で

あ

る

勲

官

は

、

法

律

の

文

言

上

を

開

府

制

度

と

深

く

関

わ

る

よ

う

に

記

載

さ

れ

て

い

る

が

、

実

際

に

は

、

副

次

的

な

基

準

と

な

る

。

実

質

的

な

権

限

の

変

化

か

ら

、

武

徳

七

年

令

成

立

が

官

制

に

与

え

た

影

響

を

証

明

し

た

。 
 

第

五

章

 

唐

太

宗

の

高

句

麗

親

征

と

勲

官

の

濫

授

 

第

五

章

で

は

、

武

徳

七

年

に

成

立

し

た

勲

官

に

つ

い

て

、

勲

官

の

新

た

な

使

用

法

を

見

い

だ

し

た

唐

太

宗

高

句

麗

親

征

と

勲

官

授

与

の

関

係

に

つ

い

て

考

察

し

た

。

そ

の

結

果

、

則

天

武

后

期

以

後

の

兵

士

に

対

す

る

大

量

授

勲

の

起

源

は

、

太

宗

の

高

句

麗

親

征

の

敗

戦

処

理

に

見

い

だ

せ

る

こ

と

を

明

ら

か

に

し

た

。

そ

の

後

、

そ

の

制

度

が

慣

例

化

し

て

従

軍

者

中

の

勲

官

の

比

率

が

高

ま

っ

た

た

め

、

一

般

兵

士

と

差

が

無



い

存

在

と

し

て

酷

使

さ

れ

た

。

勲

官

の

酷

使

さ

れ

る

姿

に

よ

っ

て

、

勲

官

の

本

来

的

な

官

制

内

で

の

地

位

の

低

さ

が

露

呈

し

て

し

ま

っ

た

の

で

あ

る

。

そ

の

こ

と

で

勲

官

の

社

会

的

地

位

は

暴

落

し

た

。

勲

官

の

価

値

の

低

下

に

よ

っ

て

、

散

職

・

散

実

官

か

ら

勲

官

に

改

授

さ

れ

た

者

お

よ

び

そ

の

子

孫

は

、

勲

官

よ

り

も

改

授

前

の

官

名

を

名

乗

る

こ

と

が

あ

っ

た

。

旧

官

名

の

な

か

に

は

貞

観

十

一

年

以

後

の

散

官

と

同

じ

名

前

の

官

が

あ

り

、

そ

の

地

位

は

改

授

後

の

勲

官

に

比

べ

て

格

段

に

高

か

っ

た

た

め

で

あ

る

。

場

合

に

よ

っ

て

は

、

旧

官

名

を

名

乗

る

こ

と

で

、

政

府

か

ら

現

在

の

勲

官

よ

り

も

多

く

の

特

典

を

手

に

入

れ

よ

う

と

し

た

者

も

い

た

と

考

え

ら

れ

る

。

旧

官

名

を

名

乗

っ

た

事

例

は

墓

誌

等

石

刻

史

料

に

散

見

す

る

。

こ

の

よ

う

な

官

名

の

錯

雑

し

た

状

態

は

、

官

制

秩

序

、

延

い

て

は

身

分

秩

序

の

崩

壊

に

つ

な

が

る

た

め

、

唐

は

唐

初

の

散

職

・

散

実

官

と

勳

官

の

関

係

を

明

示

し

た

咸

亨

五

年

詔

を

発

布

し

て

事

態

の

収

拾

を

図

っ

た

。

こ

の

詔

に

よ

り

、

事

務

方

は

官

名

詐

称

等

の

問

題

が

あ

っ

た

際

の

判

断

基

準

を

確

認

す

る

こ

と

が

で

き

た

と

考

え

ら

れ

る

。

し

か

し

、

咸

亨

五

年

以

後

も

、

墓

誌

に

は

多

く

の

散

職

名

・

散

実

官

名

が

見

え

る

こ

と

か

ら

、

元

散

職

・

散

実

官

所

有

者

に

対

し

て

、

こ

の

詔

が

発

揮

し

た

効

力

は

そ

れ

ほ

ど

大

き

く

は

な

か

っ

た

だ

ろ

う

。
咸

亨

年

間

当

時

す

で

に

勲

官

が

官

人

に

と

っ

て

価

値

を

持

た

な

い

者

と

な

っ

て

い

た

こ

と

が

わ

か

る

。 
 

第

六

章

 

唐

代

古

爵

考

 

第

六

章

で

は

、

国

家

の

祭

典

に

と

も

な

っ

て

与

え

ら

れ

た

「

古

爵

」

を

勲

官

の

別

名

で

あ

る

と

す

る

従

来

の

説

を

検

討

し

、

古

爵

は

公

士

号

の

こ

と

で

勲

官

と

は

関

わ

り

な

い

こ

と

を

明

ら

か

に

し

た

。

百

姓

に

対

す

る

古

爵

の

賜

与

は

年

齢

（

成

丁

以

上

）

や

家

父

長

制

に

基

づ

く

制

限

が

加

え

ら

れ

て

い

る

。

時

に

は

官

僚

に

も

与

え

ら

れ

た

が

、

そ

の

等

級

は

百

姓

と

同

じ

く

一

等

級

で

あ

っ

た

。

制

度

的

に

み

れ

ば

、

古

爵

は

朝

廷

に

認

め

ら

れ

た

爵

位

で

、

そ

の

ほ

か

の

官

爵

体

系

か

ら

独

立

し

た

存

在

で

あ

っ

た

が

、

相

対

的

に

最

も

価

値

の

低

い

も

の

で

あ

っ

た

。

し

か

も

、

古

爵

を

獲

得

す

る

だ

け

で

は

経

済

的

な

恩

恵

は

無

く

、

身

分

も

上

昇

し

な

か

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

史

料

上

特

権

を

見

い

だ

せ

な

い

古

爵

は

等

閑

視

さ

れ

、

天

宝

年

間

以

後

、

石

刻

に

古

爵

号

が

記

録

さ

れ

な

く

な

る

。 
 

第

七

章

 

勲

官

の

昇

進

と

降

除

の

規

定

 



第

七

章

で

は

『

唐

会

要

』

巻

八

一

・

勲

・

開

元

十

七

年

条

の

記

事

を

利

用

し

て

、

養

老

軍

防

令

第

三

三

応

加

転

条

に

対

応

す

る

唐

軍

防

令

第

十

七

条

の

新

復

原

案

を

提

示

し

、

ま

た

、

養

老

軍

防

令

第

三

五

条

に

対

応

す

る

唐

軍

防

令

第

十

九

条

の

復

原

を

補

足

す

る

こ

と

が

で

き

た

。

な

お

、

唐

軍

防

令

第

十

九

条

の

復

原

補

足

に

よ

り

、

養

老

軍

防

令

第

三

五

条

犯

除

名

条

は

、

官

名

以

外

は

全

文

を

唐

令

か

ら

継

受

し

て

立

法

さ

れ

た

こ

と

が

確

認

で

き

た

。

考

察

の

結

果

、

勲

官

の

独

自

性

の

拠

り

所

と

な

る

叙

勲

と

昇

進

の

構

造

が

規

定

通

り

で

あ

っ

た

こ

と

が

確

認

で

き

た

。 
 

第

八

章

勲

官

の

上

番

規

定

と

迴

授

規

定

の

関

係

 

第

八

章

で

は

、

勲

官

の

上

番

規

定

と

迴

授

規

定

と

の

関

係

に

つ

い

て

考

察

し

た

。

従

来

の

研

究

で

は

上

番

と

迴

授

の

規

定

が

結

び

つ

い

て

勲

官

を

増

加

さ

せ

る

仕

組

み

と

な

っ

て

い

た

と

考

え

ら

れ

て

い

た

が

、

上

番

に

よ

る

勲

官

の

自

動

昇

進

構

造

な

く

、

勲

官

の

上

番

規

定

と

迴

授

規

定

と

の

間

に

因

果

関

係

が

な

い

こ

と

を

明

ら

か

に

し

た

。
そ

れ

よ

り

も

、
兵

士

に

対

す

る

酬

勲

の

弛

緩

が

迴

授

制

度

と

結

び

つ

く

こ

と

が

、

勲

官

の

激

増

に

帰

結

し

た

と

想

定

で

き

る

。

ま

た

、

そ

の

考

察

の

過

程

で

、

日

本

の

勲

位

規

定

で

あ

る

養

老

軍

防

令

三

三

応

加

転

条

が

、

唐

軍

防

令

条

文

と

迴

授

を

定

め

た

唐

格

と

が

結

び

つ

け

ら

れ

て

立

法

さ

れ

た

条

文

で

あ

る

こ

と

を

明

ら

か

に

し

た

。 
 

第

九

章

勲

官

内

の

分

類

と

納

資

額

 

第

九

章

で

は

、

勲

官

は

そ

の

獲

得

し

た

理

由

に

よ

っ

て

待

遇

に

格

差

が

あ

り

、
「

征

鎮

勲

」

が

「

余

汎

勲

」

よ

り

も

優

遇

さ

れ

て

い

た

こ

と

を

確

認

し

た

。

勲

官

が

本

来

軍

功

に

よ

っ

て

取

得

さ

れ

た

も

の

で

、

本

来

の

勲

官

を

保

護

す

る

措

置

が

「

征

鎮

勲

」

の

優

遇

で

あ

っ

た

。

ま

た

従

来

曖

昧

で

あ

っ

た

勲

官

の

資

課

額

が

、
「

余

汎

勲

」

と

「

征

鎮

勲

」

の

別

に

し

た

が

っ

て

違

い

が

あ

り

、

そ

れ

ぞ

れ

の

納

資

額

を

解

明

し

た

。

そ

し

て

、

勲

官

の

資

課

の

構

造

に

も

、

三

品

以

上

・

四

・

五

品

六

品

以

下

と

い

う

、

唐

代

品

階

特

有

の

三

段

階

の

格

差

が

設

け

ら

れ

て

い

た

こ

と

が

わ

か

っ

た

。

た

だ

し

、

開

元

十

九

年

ご

ろ

に

納

資

の

増

額

な

ど

勲

官

の

特

権

が

無

視

さ

れ

る

現

実

が

あ

り

、

そ

の

よ

う

な

状

況

か

ら

勲

官

を

保

護

す

る

た

め

に

開

元

十

九

年

二

月

乙

酉

詔

が

出

さ

れ

た

の

で

あ

る

。

勲

官

の

資

課

額

が

開

元

年

間

以

後

も

変

更

さ

れ

な

か

っ

た



こ

と

は

、

規

定

の

上

で

は

勲

官

に

特

権

が

残

さ

れ

て

い

た

こ

と

を

意

味

す

る

。

こ

れ

ま

で

、

勲

官

を

も

つ

も

の

が

色

役

を

課

さ

れ

る

よ

う

に

な

る

と

、

勲

官

受

領

者

に

白

丁

と

同

等

の

負

担

が

課

せ

ら

れ

た

と

考

え

ら

れ

て

き

た

。

だ

が

、

資

課

額

に

お

い

て

は

勲

官

本

来

の

規

定

を

守

ろ

う

と

い

う

力

が

働

い

て

い

た

。

そ

こ

に

は

白

丁

と

の

違

い

を

残

そ

う

と

い

う

意

図

が

看

て

取

れ

る

。 
 第

十

章

 

勲

官

の

負

担

と

報

酬

―

唐

代

の

所

謂

律

令

官

制

に

お

け

る

勲

官

の

位

置

 

第

十

章

で

は

勲

官

の

基

本

負

担

と

そ

の

到

達

点

の

関

係

を

考

察

し

た

。

も

と

も

と

、

白

丁

の

場

合

は

、

基

本

的

な

負

担

は

租

調

庸

の

納

入

で

あ

り

、

そ

の

見

返

り

は

な

い

。

勲

官

の

基

本

負

担

は

在

京

諸

司

お

よ

び

地

方

官

衙

へ

の

輪

番

勤

務

で

あ

る

上

番

で

あ

っ

た

。

勲

官

は

一

定

期

間

上

番

を

継

続

す

る

こ

と

で

、

散

官

選

考

へ

の

参

加

資

格

が

与

え

ら

れ

た

。

従

来

は

、

玄

宗

の

治

世

で

あ

る

開

元

天

宝

年

間

（

七

一

三

～

七

五

六

）

に

な

る

と

、

勲

官

の

特

権

は

減

少

し

白

丁

と

変

わ

ら

ぬ

役

務

に

つ

け

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

と

考

え

ら

れ

て

き

た

。

結

果

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

て

い

た

。

そ

れ

が

、

地

位

低

下

し

の

証

拠

と

み

な

さ

れ

た

の

で

あ

る

。

し

か

し

、

北

宋

天

聖

令

や

唐

水

部

式

に

み

え

る

異

身

分

同

任

務

に

関

す

る

規

定

の

検

討

か

ら

、

た

と

え

同

じ

任

務

を

行

っ

た

と

し

て

も

、
身

分

に

よ

っ

て

昇

進

と

給

付

が

異

な

る

こ

が

明

ら

か

と

な

っ

た

。

す

な

わ

ち

、

勲

官

と

白

丁

が

同

じ

任

務

に

つ

い

て

も

身

分

に

よ

る

格

差

が

設

け

ら

れ

て

い

た

と

考

え

ら

れ

る

の

で

あ

る

。

こ

の

違

い

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

基

本

負

担

を

勘

案

さ

れ

て

設

定

さ

れ

て

い

た

よ

う

で

あ

る

。

ま

た

、

勲

官

の

勤

務

と

昇

進

の

規

定

と

を

他

の

身

分

と

比

較

す

る

と

、

勲

官

は

、

白

丁

と

散

官

の

中

間

的

な

存

在

と

言

う

こ

と

が

で

き

る

。

白

丁

は

、

多

く

の

場

合

、

従

軍

の

褒

賞

と

し

て

勲

官

を

得

、

勲

官

は

基

本

任

務

の

遂

行

に

よ

っ

て

散

官

を

得

る

。

さ

ら

に

散

官

か

ら

、

職

事

官

と

な

れ

れ

ば

、

官

人

身

分

に

到

達

す

る

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

考

え

る

と

、

勲

官

は

白

丁

と

官

人

を

繋

ぐ

も

の

に

位

置

づ

け

ら

れ

て

い

た

と

考

え

る

こ

と

が

で

き

よ

う

。

規

定

の

う

え

で

は

、

之

ま

で

制

度

崩

壊

期

と

考

え

ら

れ

て

き

た

唐

開

元

天

宝

年

間

に

至

っ

て

も

制

度

成

立

時

の

目

的

と

変

わ

る

こ

と

な

く

、

準

官

人

と

し

て

位

置

づ

け

ら

れ

て

い

た

こ

と

に

な

る

。 
 

終

 

章 



終

章

で

は

、

こ

れ

ま

で

の

考

察

を

ま

と

め

た

。

そ

の

結

果

、

勲

官

は

、

唐

代

に

成

立

し

、

準

官

人

的

な

も

の

と

し

て

機

能

し

て

い

た

結

論

し

た

。

勲

官

を

所

有

し

た

者

が

そ

の

ま

ま

官

人

ま

で

昇

進

す

る

こ

と

は

ま

れ

で

あ

っ

た

だ

ろ

う

が

、

勲

官

を

得

た

者

の

子

孫

は

、

迴

授

や

蔭

の

規

定

に

よ

っ

て

少

し

だ

け

官

人

に

近

い

立

場

か

ら

ス

タ

ー

ト

す

る

こ

と

が

で

き

た

。

世

代

を

経

る

ご

と

に

徐

々

に

官

人

身

分

に

近

づ

い

て

い

く

こ

と

も

可

能

だ

っ

た

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

い

か

。

そ

の

よ

う

に

考

え

る

と

、

一

般

民

か

ら

見

れ

ば

、

勲

官

は

官

人

へ

昇

格

す

る

た

め

の

第

一

歩

で

あ

っ

た

と

考

え

る

こ

と

が

で

き

る

。 
 


