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・
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批
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・

猫
立
海
運
業
者

の
排
他
的
手
段

・

文
化

的
認
識

と
歴

史
的
認
識

・

時

ぬ
醐

地

租
委
譲

と
牧
人

の
鉄
昭
旧
:

農

村

問

題

と
其

対

策

・
・
・
…

一説

苑

.

畳
岐
國

に
於

け

る
地
割
制
度

・

歴

史
派
経
済
學

獲
達

の
径
路

・
・

雑

罎
}

氏
族
制
度
雑
考

・
・

報
酬
逓
減
法
則

の
適
用
範

團

・
・

照
慮
計
算

の

一
方

法

・
:

…

.
・
文
學
博
士

三

浦

周

行

・
渋
墨
博
士

耐

戸

正

雄

:

注

學

土

小

島

昌

太

郎

法

華

士

恒

藤

恭

・
注
學
博
士

小

川

郷

太

郎

:

:

法
學
榑
士

河

田

嗣

郎

農

學

土

奥

田

或

:

注

學

士

山

口

正

太

郎

・
法

華

士

本

庄

榮

治

郎

:

・
注

學

士

山

口

正

太

郎

:

・
経
済
學
士

蜷

川

虎

三

、

上.



「

一

'
1

録

氏

族

制

度

雑

考
本

庄

榮

治

郎

一

人
類
の
耐
會
が
成
立
し
て
政
治
組
織
が

簇

生

す

る

ε
、

】
方
に
は
治
者
階
級
が
起
ヴ
、
他
方
に
は

こ
れ
に

野
立
し
て
被
治
者
階
級
が
生
じ
て
來
る
。
治
者
は
圭

こ

し
て
政
治

に
當
b
被
治
者
ば
専
ら
勢
働
の
任

に
當

る
の

が
、
何

れ
の
國
に
於
て
も
普
通
で
あ
ら
う
。
然
る
に
從

來
の
歴
史
で
は
貴
族
や
豪
族
な
ご
の
治
者
階
級
ば
か
り

を
目
安

に
し
、
大
政
治
家
や
貴
族
の

=
言

「
行
に
の
み

重
き
を
置
き
、
被
治
者
や
博
働
階
級

に
關
す

る
歴
史
は

頗
る
等
閑
に
.附
せ
ら

れ
て
お
っ
た
。
是
は
眞

に
片
手
落

の
こ
ε
ご
言
は
な
け
れ
ば
な
ら

諏
。

こ
,の
結
果

ご
し
て

上
古
に
於
け
る
肚
會
組
織
や
被
治
者
階
…級
の
歌
態
、
卸

難

鋲

氏
族
制
度
雑
考

ち
氏
族
制

度
の
組
織

に
し

て
も
、
.
部
民

の
状

態

に
し

て

も
、
今
伺

極

め
て
不
分
明
な

る
黙

が
甚

だ
多
く
直

蔵
明

白

な

る
記
述
は
困
難

ご

い
ふ
よ
b

は
寧

ろ
不
可
能
で
あ

り
、
疑

問
は

い
く
.ら

で
も
涌
い

て
來

る
有
様

で
あ

る
。

若

し
定

木

に
當

て
嵌

め
陀
や

う
に
整

然
こ
し
泥
も

の
で

あ

る
か
の
如

く

に
書

い
て
あ

る
も

の
が
あ

る
な
ら

ば
、

そ
れ
は
寧

ろ
聞

違

で
あ

っ
て
、
正
確

明
瞭

に
割
ら

諏
の

が
本

當

で
あ
ら
う
。
私

は
藪

に
氏
族

制
度

の
全
般

に
亘

っ
て
の
、
組
織
的

の
研

究
を
示

さ
ん

ご
す

る
も
の

で
は

な

い
。

た

ゴ
二
三

の
黙

に

つ
い
て
思

ひ
付

い
た
だ
け

の

こ
ご
を
書

き
記
す

に
過

ぎ
漁
。

二

氏

は
同

　
の
阻
先

よ
り
出

て
た

る
團
艦

で
あ
る
が
、

一
そ
の
下

に
臆

す
る
部
な
る
も
の
は
必

ず
し

も
同
族

で
は

な

い
。

た

ゴ
そ
の
氏

に
属
す

る
よ
り
、
そ

の
氏

の
名

を

栴
す

る
こ
ご

こ
な
り
、
遂

に
そ
の
氏

の
首

長
'し
同
族

同

組

な
り

ε
考

へ
、
他
人

も
亦

之
を
認

む
る

に
至

っ
た
も

の
で
あ

っ
て
、
氏

は
即

ち
同
㎜
信
念

の
上

に
築

か
れ
た

閣
膿

で
あ

っ
た
。
而

し
て
更

に
氏

に
は
氏

の
守
護

神
を

祀

h
て
氏

神
.し
な

し
、
氏
神

の
崇

拝
は
、
ま

π
氏
族

の

隔

心錦
十
七
旛

(第

二
號

=
二
九
)

二
九

【
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「

.'

雑

録

氏
族
制
度
雑
考

團
結

を
鞏

固

に
し
セ
る
を
以
て
.
氏
ぼ
血
族
關
係

の
み

な
ら
す

、
信

仰
關
係

を
同
じ
く
す

る
こ
ε
に
よ

っ
て
結

成

せ
ら

れ
し
團
艦

な
り

こ
い
ふ

こ
ご
が
出
来

る
。

氏

の
構

成
は
、
.氏

に
よ

っ
て
多
少

の
差
異
ば

あ

ら
う

が
凸

大
膿

に
於

て
は
(
一
)
氏
上

(二

)氏
人

(=
ご
部

民
な

ご

か
ら
成
立

し
、
塒

に
は

こ
の
外

に
「
や

つ
こ
」
も
隷
驕

し
て

お

っ
た

。
部
民
は

牢
自
由
民

で
「
や

つ
こ
」
は

奴
隷

で

め
る
。
而

し
て
氏

は

一
以
上

の
戸

か
ら
成

立
す

る
も

の
で
め

る
が
、
戸

の
構
成

に

つ
い
て
は

、
大
賢

二
年

の

戸
籍

に
よ
れ
ば

、
所
謂

大
家
族

ε
し

て
知
む

れ
て
居

る

血

族
關
係

の
者

《
」
奴
婢

か
ら
成
立

っ
て
居

る
。
所

謂

部

は
各
戸

に
思

せ
す

し
て
、
別

に
戸

を
成

し
て
氏

に
騒
…せ

し

も
の
で
あ

る
。

こ
の
こ
ε
は
寸
借

、、、後

に
述

ぶ

る
機

會

が
ゐ
ら
う
。

暉昌

氏

は

一
以
上

の
家

か
ら
成
立

っ
て
居

る
が
、
氏

に
よ
.

っ
て
は
数

十
戸
、
中

に
は
藪
百

戸
を
包
挺

せ
る
も

の
も

あ
り
、
敷
戸

に
過

さ
な

い
も

の
も

あ

る
。

そ

こ
で

大
氏

ご
小
氏

ご
の
匠
別

が
出

家

る
。
「
姓
序
考
」
以
來
、人

民
は

本

家

で
小
氏
は

分
家

で
あ

る
ご
考

へ
ら
れ
て

る
る

。
例

幣

+
七
巻

(鯖

二
號

一
四

〇
)

,二
九
二

へ
ば
阿
倍
氏
は
大
底
で
あ

っ
て
、
そ
れ
よ
り
分
れ
た
る

阿
倍
志
斐
、
阿
倍
問
人
、
阿
倍
長
田
、
阿
倍
陸
奥
尋
は

皆
小
氏
で
あ
る
ε
読
か
れ
て
る
る
。
今
、
天
智
紀
三
年

の
條
を
見
る
ε
人
民
之
氏
上
脇
大
刀
、
小
氏
之
氏
上
賜

小
刀
ε
あ
る
。
こ
の
大
刀
小
刀
は
代
々
傳

へ
て
氏
上
の

誇
懸
ご
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
古
語
拾
遺
に
よ
れ
ば
中

臣
民
に
大
刀
を
賜
ひ
齋
部
民
に
小
刀
を
賜
ひ
し
こ
蓬
が

明
か
で
あ
る
。
即
ち
天
智
紀
の
記
事
に
よ
れ
ば
齋
部
民

は
小
氏
で
み
る
。
然
る
に
齋
部
民
は
神
代

よ
b
齋
部
の

頭
梁

ご
し
て
傳
は
れ
る
氏

で
み

っ
て
、
決
し
て
他

の
氏

よ
り
分
れ
陀
る
分
家
で
は
な
い
、
さ
れ
ば
小
氏
を
以
て

分
家

こ
し
、
大
氏
ε
宗
支

の
關
係
に
在
り

ε
い
ふ
ば
首

肯

し
難

い
。
寧
ろ
人
民
ε
は
藪
十
戸
乃
至
激
百
月
置
い

ぶ
が
如
く
、
多
藪
の
族
人
を
包
擁
し
て
格
式
の
高
か
り

し
氏
ε
い
ひ
、
小
氏
は
箪
に
散
兵
を
包

含

す

る

に
過

ぎ
ざ
る
も
の
で
、
其
間
宗
支
統
罵
の
關
係

を

有

す

る

も
の
で
は
な
く
、
大
國
小
國
大
照
小
縣
こ
い
ふ
の
頼
ε

同
じ
く
、
そ
の
包
擁
す
る
所
の
大
小
に
よ
る
嘔
別
で
あ

る
ε
解
せ
す
ぱ
な
る
ま
い
。

勿
論
時
代
の
経
過
す

る
ご
共
に

一
族
次
第
に
繁
術
し

管 内田博士 、 日本経濟 史の研究、下巻 、Iog頁 、太田亮氏、 日本 古代 氏族制度、2【g頁
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、

で

一
の
氏
よ
り
数
多
の
支
流
を
生
じ
、
諸
方
に
散
在
分
.

存
す
る
に
至
り
、
是
等

の
支
流
は
通
常
、
そ
の
居
住
せ

る
地
名
等
に
基

い
て
別
の
氏
を

爾

し
た
も

の

で
あ
っ
.

て
、
此
等
の
も
の
が
宗
支
の
關
係
を
有
す
る
こ
ε
は
勿

論
で
あ
る
。
前
掲
の
阿
倍
氏
の
例
が
宗
支
.の
關
系
を
有

す
る
こ
ξ
は
明
か
で
あ
る
が
、
宗
支

の
關
係
ε
大
黄
小

氏
ご
の
關
係
は
全
然
別
物
で
み
る
ご
考

へ
た
い
。

四
べ

一
般

に
都

ε

い
ふ
の
は
世
襲

的
に
同

一
の
産
業

叉
は

其
他

の
活
動

に
徒
事
す

る
も

の

の
團

結

で
あ

っ
て

、
各

氏

に
臆

す

る
も

の
で
あ

る
が
、
皇

室

に
厨
す

る
公

的
の

も
の

ε
、
豪
族

に
属
す

る
私
的

の
も

の
ε
が
あ

っ
た
。

ピ
も
ぺ

か
う
べ

前
者
一を
品
部

ε

い
ひ
、

後
者

を
部
・田
ピ

い
ふ
。

公

の
部
民

の
中

に
も
多
少

の
階
級

が
あ

っ
た
も

の
の

如

く
、
高
樹
な

る
職
業

に
徒

事
す

る
も

の
ε
卑
賎

な
る

職

業

に
從

ふ
も
の

ε
の
問

に
は
非
常

な
差
異

が
あ

b
、

中

に
は
自
由
民

に
近

い
も

の
も

あ
れ
ば
、

ま
た
馬

飼
部

の
如

く
面

に
鯨
を

さ
れ
て
、
奴

隷

に
近

い
も
の
も

あ

っ

起
、

こ
の
公

の
部
民
は
件
造

に

よ

っ
て
管

理
さ
れ

、
蛭
ハ

團
結

は
頗

る
鞏
固

で
あ

っ
た
が
、
部
は
常

に
同

　
血
族

難

線

氏
族
制
度
雑
考

の
者

の
團
給

で
み
る
ご
い
ふ
わ
げ
で
ば
な
く
Ψ
歯
だ
そ

の
伴
造
も
そ
の
都
民
に
黝
し
、
常

に
族
長
た
る
關
係
に

け
艶

立
て
居

た
も

の
て
は
な

い
。

而

し
て
件

造

は
世

襲
的
に

其

部
民

を
率

み
て
其
職

業

に
徒

事
し
、

そ
の
職

責
を

つ

く
し
た
も

の
で

あ

っ
て
、
両
者

の
關

係
は
所
有

の
關
係

で

は

な

く

し
て
、
管

理
の
關
係
で

あ

っ
把
。

尤
、
時

代

の
縄

過
す

る
蓬
共

に
、
所

有
被
所
有

の
如

き
従
属
關

係

が
出
家
て
來

た

こ
ご
は
已
む
を
得

弧
慮

で
あ
る
が
、

本

来

の
性
質
ば

そ
う

で
は
な

い
。
故

に
久
米
部
は
久
米

氏
の
管
理
す

る
所
な

る
も
、
久
米
氏

の
私
民

で
は
な

い
。

か
の
互
勢
部
が

且
勢
氏

の
私
民

た
る
關
係

ε
は
そ

の
性

質
を
異

に
し
て
み
る
。

然

る
に
世
人

は
件

造
即

ち

部
の

管
理
者

近
部
曲

の
所
有

者

ご
を
混

同
し
、
品
部

ご
部
曲

、

ε
を

同

一
覗
す

る
も
、
そ

れ
は
誤
り

で
あ
ら
う
。
尤

、
部

は

一
地
方

に
集

合

せ
す

し

て
、
数
地

方
に

分
れ

お
る
場

合
多

き
を
以

て
、
公

の
部
民

の
み
な
ら
す

、
私
民

に

つ

い
て
も
、
各
氏

は
別
に
管
理
者

を
貴

い
て
、
之

を
統
轄

せ
し
む

る
を
常

こ
し
た
。
故

に
部
の
持
主

以
外

の
者
が

之
を
管
理
す

る
こ

ε
は
相
同
じ

ε
雌

、
而
も
そ

の
部
民

は
、
或
は
公

の
部
民

た
り
、
或
は
私
民

た

る
の
歴
別

あ

第
十
七
巻

(第
二
號

】
四

こ

二
九
三
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、

薙

録

氏
族
制
度
雑
考

る
こ
ε
.を
忘

れ
て
は
な
ら

楓
。
然

し
公

の
部
民

ε

い
ひ

私
民

ε

い
ふ
も
、

そ
の
厨
す

る
所

が
異

る
の
み
で

め

つ

て
、
共

に
そ

の
所

有
者

(朝

廷
叉

は
豪
族

)
に
射

し

て
從

屡

關
「係

に
立

つ
も

の
で
あ
b
、
而

者
共

に
孚

自
由

民

た
.

る
こ
ε
は
同

一
で

め
る
。

部
は
各
戸

に
麗

せ
し
も

の
で
は
な

く
し
て
、
別

に
戸

」

を
成

し
て
氏

に
験

せ
し
も

の
で
あ
る
。

こ
の
部

に
属
す

る
者

は
、
大
化

以
後

に
は
大

部
分
は
自
由
民

ざ
な

っ
た

が
、
た

ゴ
局
部

の
中

で
職
業

部

に
尉

す

る

一
部

の
も

の

は
、
荷
、
雑
戸

ε
し

て
存

続

し
、
部
曲

の
中

の

】
部

の

者
も
家
人

ε
な
り
、
即

ち
或

は
牢
自
由
民

ε
し

て
或
は

奴
隷

ご
し
て
存
細

し
た

る
も

の
で
あ
る
。

然

し
雑

戸

に

し

て
も
、
家

人

に
し
.て
も

、
別

に
戸

を
成

し

て
從

騰

せ

。
し
も

の
で
あ

っ
て

、
.士
⊥家

の
戸
籍

に
入

っ
た

も
の

で
は

な

い
。
圭

家

の
戸
籍

に
入

っ
た
も

の
は
奴
餌

の
み

で
あ

る
。
.こ
の
こ
ご
は

大
賢

二
年
の
戸
籍

等

に
も

明

か
で
あ

る
。

こ
れ

か
ら
考

へ
て
も
、
既

に
牢
自
由
民

で
あ

り
、

一
部
は
雑
戸

や
家

人

の
前

身
た
り

し
部
民

が
、
別

に
戸

を
怨

し
て
氏

に
鳳
…せ
七

も
の
な

る

こ
.℃
は
當
然

で
あ
ら

う

ε
思

ふ
Q

第
十
七
巻

(第
二
號

一
四
二
)

二
九
四

五

各

氏
は
大
抵
専
門

の
職

業
叉
は
職
務
を
有

し
、
部
民

を
牽

み
て
こ
れ

に
當
り

し

も
の
で
あ
り
、
直
接
の
勢
働

ば
大
抵
部
民

の
任
ず

る
所

で
あ

っ
た
。
勿

論
各
氏

に
は

そ

れ
に
旛

せ
し
土
地

も

め
b

、
種

々
な

る
職
業
的
部
民

ご
錐

、
輩
・に
そ
の
職
業

の
み
に
従

事

し
て
、
歪
然
他

の

仕
事

を
な

さ
ゴ
り

し
わ
け
で
は
な
く

、
そ
の
専
門

ε
せ

る
職
業

の
外

に
、
時

に
は
農
耕
や
漁

獄

に
も
從
ひ
し
も

の
ε
考

へ
ら

れ
る
。
從

っ
て
種

々
な

る
職

業
的
部

の
存

す

る

こ
こ
か
ら
速

断
し

て
、
上
古

の
時
代

に
於

て
既

に

所
謂

分
業

が
存

し
た
も

の
で
あ

る
ご
考

へ
る
の
は
、
果

し

て
こ
う

で
あ
ら

う

か
。

次

に
常

時

一
の
氏

は
氏

全
艦

ε
し

て

】
の
共
産
禮
を

組
織

せ
し
や
否
や
は

明

か
な
ら
す

。
監

、
當

時

に
於

て

は
同

】
の
氏

に
厨
す

る
も
の
が

、
す

べ
て

…
緒

に
な

っ

て
居

た
ご

い
ふ
課

で
は
な
ぐ
、
各
地

に
散

在

し

(例

へ

ば
忌

部
氏

は
紀

伊
、
阿
波
、
讃
岐

、
筑
紫
等

の
忌
部

あ

る
が
如

き

こ
れ
で
あ

る
)
各
相
別

れ
て
家
を
成

し
、
そ

の
生
活

を
警

み
し
も

の
で
あ
る

か
ら

、
氏
全
勝

が

】
の

経
済

軍
位
を
構
成

し
た
り

ざ
は
考

ふ
る

こ

恩

を

得

な



職

q旨

い
。
.當
時

の
戸

は
所

謂
大
家
族

を
成

せ
し

も
の
で
あ

っ

て
、
戸

に
慶
す

る
者
は
皆
家

長
の
命

の
下
に
、
そ

の
家

の

職
業

に
從
ひ

し
も

の
で
あ

る
か
ら
、
上
古

に
於

て
も

経

済

箪
位
は
氏

に
存

せ
す

し
て
、
寧

ろ
戸

に
存

せ
る
.も

の

ざ
考

へ
る
。
或
は
叉
家

よ
り
も
や

、
大

き
く
同

一
地

域

に
於
け

る
敷
戸

、
叉
は
部
民

の
團
結

が

一
の
経
済

軍

位

ホ

ε
し
て
自
給
経
濟
を
警
み
し
も
の
で
あ
ら
う
。
人
民
小

.

氏
の
間
に
宗
支
続
騰
の
關
係
を
認

め
る
人
は
、
.大
底
は

小
氏
を
支
配
し
、
小
氏
は
縄
濟
軍
位
で
あ
っ
π
ご
解
す

　
　る

然
し
大
底
小
氏
は
崇
支

の
閣
僚
を
有
せ
ざ
る
こ
ε
以

上
の
如
く
で
あ
る
か
ら
、
小
氏
を
以
て
直
ち
に
経
済
軍

位
で
あ
る
ご
は
い
ふ
こ
ご
は
出
來
な
い
。
あ
る
場
合
に

は
、
恰
も
小
氏
が
経
儕
輩
位
の
如
く
な
る
場
合
も
あ
ら

う
が
、

一
般
的
に
は
戸
を
基
礎
ε
し
て
者

へ
な
け
れ
ば

な
ら

ぬ
も
の
で
あ
る
ε
信
ず

る
。

・

六

我
國
上
古
に
於
て
は
血
統
上
の
關
係
を
以
て
↓
肚
會

の
秩
序
を
立
て
、
此
秩
序
に
基

い
て
国
家
を
編
制
し
た

も
の
で
め
る
。
.さ
れ
ば
肚
會
上
緯
貴
の
地
位
に
在

る
者
、

即
ち
血
統
の
上

に
於
て
貴
く
、
財
産
も
多
く
、
部
民
も

雑

鋒

氏
族
制
度
雑
考

多

き
者

は
や
が

て
政
治
上

に
於

て
も
高

き
地
位
を
占

か

だ
も

の
で
あ

っ
て
、
例

へ
ば
大
臣
、
大
連
は
政
治

上

に

於

て
も
就
會

上

に
於
て
も
臣
、
連

よ
b

も
愈

か
つ
た
も

の
で
あ

る
。
而

し

て
こ
の
大
臣

、
大
蓮

ざ

か
臣
連

ピ
か

の
所

謂
「
か
ば

ね
」
ご
氏

ご
を
有
す

る
も

の
は
肚

會

の
上

流

に
立

つ
も
の
で
あ

っ
て
、
諸

々
の
部

の
世
襲
首

長
や

地

方
の
世
襲

君
長

等
の
族
類

が
そ
れ

で
め

っ
た
、
彼

等

は
即

ち
治
者
階
級

で
あ
る
。
部
は

こ
れ

に
附

随
せ
し
も

の
で
あ

っ
て
、
そ
の
臆
す

る
所

の
氏
を
稠

し
、
更

に

そ

の
下

に
在

る
「
や

つ
こ
」
ば
氏

も
姓

も
持

た
す

、
た

ゴ
名

の
み
を
有

せ

し
も

の
で
あ

る
。

こ
の
部

ε
「
や

つ
こ
」
は

即

ち
被

治
者
階
級

ε
し
て
專

ら
労
働

に
徒
事

せ
し
も

の

に
外

な

ら
組
。

部
は
古
く

脚
代

よ
b
存

在

せ
し
も
の

で
あ

る
が
、
年

も
し
や

そ

え

ロ

ご
共

に
増

加
し
、
或

は
百

八
十
部

、
八
十
伴

緒
な
ご

ε

稽

せ
ら

れ

て
、
其
激

の
移
敏

な

つ
た

こ
ご
を
示

し
て
居

る
が
、
後

に
は
す

べ
て
の
職
業

に
亘
り
、
各
地

方
に
及

び
、
殆

ん
ご

全
図

の
人
が
部

に
射
す

る
に
至

っ
た
も

の

で
あ

っ
て
、
其
職
業

の
種

類
も
記

録
に
淺

っ
て
居

る
だ

け

で
も
三

百

に
達

し

て
居

る
。
監

、
當

時

の

経

済

活
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、

ψ

薙

簸

報
酬
蓮
減
法
則
の
適
用
範
國

動

、
勢

働
組
織

の
上

に
於

て
最

も
重
要
な

る
も

の
は

、
.

こ
の
部

の
制

度
で
あ

っ
た

こ
ご
は
極

め

て

明

か

で

あ

る
o奴

隷

の
勢
働
は
世
界

何

れ

の

國

に
於

て
も

、
そ

の
.

上
代

に
於

て
見

る
所

の
も

の
で
あ

る
。
我
国

ε
雌

、
其
.

例

に
は
漏

れ
ざ

る
も

の
で
あ

っ
て
、
「
や

っ
こ
」
が
即

ち
,

そ

れ
で
あ
る
q
「
や

つ
こ
」
の
獲
生

し
た
原
因
は
、
圭

ご

し

て
征

服
ε
犯
罪

ε
に
在

る
。
然

し
我
国

の

上

古

に

、

は
、

こ
の
「
や

つ
こ
」
に
關
す

る
記

事
は
あ

ま
り
多

く
見

え

て
居

な

い
。

蓋

し
當
聴
は
部

の
制
度
が
あ

っ
て
當

特

、

の
勢
働
需

要

に
十

分
患

じ
得

た
た

め
「
や

つ
こ
」
は
未

だ
.

重
要

な

る
も

の
で
は
な
か

っ
た
の

で
あ
ら
う
。
然

る

に

奈

良
朝

時
代

に
入

る

ε
部
民

の
大
部

分
は
自
由
民

ε

な

り
、

}
部
は
雑

戸

ε
し
て
宮

廷
工
業

に
從
ひ
、
他

の

一

部
が
家
人

ε
し
て
奴
隷

の

　
部
を

な
し
に
も

の
で
あ

る

が
、
勉

に
多

く
の
奴
隷

が
獲
生

し
、
駆

使

さ
れ

て
、

墾

田

の
開
獲

や
、
堂

宇

の
建
築
や
、
諸

工
業
的

労
働

に
従

っ
た
。
索
莫

の
大
佛

も
畢
竟
は
奴
隷

の
所

産

で

あ

ら

う
。

か
く

て
文
化
燦

然
た

る
奈
良
朝

を
以

て
奴
隷
紹

濟

聯

代

ε
翻
す

る
程

、
奴
隷

な

る
も

の
は
當
時

の
勢
働

組
.

第
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七
巻

(第
二
號

一
四
四
)

二
九
六

織
の
上
に
於
て
重
要
な
る
役
目
を
演
ず

る
に
至

っ
た
も

の
で
あ
る
。


