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一、』，，

ア
γ
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
南
部
の
奴
隷
制
度
を
め
ぐ
る
論
争
は
す
で
に
百
年
を
越
え
る
歴
史
を
も
っ
。
し
か
も
な
お
論
争
は
依
然
と
し
て
続
け
ら

れ
、
見
解
の
対
立
は
一
向
に
緩
和
さ
れ
た
気
配
も
な
い
。
そ
の
こ
と
は
今
日
ア
メ
リ
カ
で
広
く
読
ま
れ
て
い
る
こ
の
国
の
一
般
史
や
経
済
史
の

①
 

テ
キ
ス
ト
に
も
反
映
し
、
そ
れ
ら
に
お
け
る
ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
奴
隷
制
度
の
評
価
は
頗
る
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
久
し
き

に
わ
た
る
論
争
が
こ
の
国
の
奴
隷
制
研
究
に
斉
ら
し
た
貢
献
は
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
。
に
も
拘
ら
ず
、
論
争
じ
た
い
の
調
整
に
こ
れ
ま
で
見

る
べ
き
進
歩
が
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
諸
問
題
の
解
決
の
た
め
従
来
試
み
ら
れ
た
方
法
以
外
に
、
も
は
や
残
さ
れ
た
道
は
な
い
の
か
。
と
も

あ
れ
、
こ
れ
ま
で
論
争
に
参
加
し
た
最
も
有
能
な
論
争
者
た
ち
の
論
著
を
通
し
て
、
論
争
の
展
開
過
程
に
再
検
討
を
加
え
る
こ
と
は
、
争
点
の

ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
南
部
奴
隷
制
度
の
功
罪
を
め
ぐ
る
論
争
〔
服
部
）
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一
九



ア
γ
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
南
部
奴
隷
制
度
の
功
罪
を
め
ぐ
る
論
争
（
液
部
〉

二
二
O

解
決
へ
向
っ
て
何
等
か
の
手
が
か
り
を
う
る
た
め
に
有
効
な
方
法
の
一
つ
と
考
え
る
。
こ
こ
に
あ
え
て
論
争
史
の
展
望
を
試
み
る
所
以
で
あ

る
o

た
だ
本
稿
に
お
い
て
は
、
紙
簡
の
制
約
も
あ
り
、
展
望
の
範
囲
を
、

い
わ
ゆ
る
レ
グ
ィ
ジ
ョ
ニ
ス
ト
の
登
場
以
後
に
限
定
す
る
こ
と
を
断

っ
て
お
き
た
い
。

F「

一一、、.；

さ
て
、
論
争
の
展
望
を
レ
ヴ
イ
ク
ヨ
ニ
ス
ト
た
ち
の
登
場
か
ら
は
じ
め
る
と
し
て
も
、
そ
の
レ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ニ
ス
ト
た
ち
の
登
場
す
る
背
景
の

理
解
の
た
め
に
、
そ
れ
ま
で
の
論
争
史
の
ご
く
あ
ら
ま
し
を
大
観
し
て
お
く
こ
と
は
、

や
は
り
必
要
で
あ
ろ
う
。
お
も
う
に
、
ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ

ム
期
の
奴
隷
制
論
争
に
お
い
て
は
、
企
業
と
し
て
の
奴
隷
制
度
よ
り
も
、
む
し
ろ
体
制
と
し
て
の
奴
隷
制
度
の
問
題
が
も
っ
ぱ
ら
中
心
的
な
テ

ー
マ
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
こ
と
は
し
か
し
別
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
当
時
の
奴
隷
制
擁
護
論
者
と
し
て
は
、
奴
隷
制

度
が
奴
隷
主
に
と
っ
て
有
利
で
あ
る
と
い
う
論
拠
を
盾
に
奴
隷
制
擁
護
論
を
ぶ
っ
た
の
で
は
、
徒
ら
に
南
部
の
小
農
や
貧
農
を
刺
戟
す
る
だ
け

で
却
っ
て
逆
効
果
が
予
想
さ
れ
た
し
、

一
方
奴
隷
制
廃
止
論
者
に
と
っ
て
も
、
奴
隷
制
度
に
よ
っ
て
奴
隷
主
た
ち
が
不
当
に
儲
け
る
と
い
う
理

由
で
彼
等
を
告
発
し
よ
う
と
し
て
も
、
儲
け
る
こ
と
の
基
本
的
権
利
が
一
般
に
是
認
さ
れ
て
い
た
ア
メ
リ
カ
社
会
で
は
、
殆
ん
ど
そ
の
効
果
を

期
待
し
え
な
い
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
当
時
と
し
て
は
体
制
と
し
て
の
奴
隷
制
度
が
南
部
の
、
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
全
体
の
経

済
と
福
祉
と
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
か
と
い
う
問
題
が
当
然
主
要
な
争
点
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
わ
け
記
。
と
こ
ろ
で
こ
う
し

た
問
題
を
中
心
に
双
方
の
立
場
は
、

セ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
感
情
論
を
も
交
え
て
激
し
く
対
立
し
た
が
、
奴
隷
制
度
そ
の
も
の
の
、
経
済
的
・
社
会

的
効
用
に
関
す
る
双
方
の
主
張
は
必
ず
し
も
全
面
的
に
排
他
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
。
そ
れ
は
後
に
双
方
の
主
張
の
多
く
の
部
分
が
U

－

B
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
に
お
い
て
一
つ
の
立
場
に
包
括
さ
れ
え
た
事
実
に
よ
っ
て
も
例
証
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
は
ど
の
よ
う
に
し
て
双
方
の
主
張
の
統
一
に
成
功
し
た
か
。
そ
れ
は
い
わ
ば
奴
隷
制
度
と

0

フ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
制

度
と
を
機
能
的
に
独
立
し
た
別
個
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
思
考
上
の
操
作
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ



ン
制
度
は
労
働
力
を
組
織
し
育
成
す
る
役
割
を
果
し
た
の
に
対
し
、
奴
隷
制
度
は
い
わ
ゆ
る
「
労
働
力
の
資
本
化
」
を
通
し
て
労
働
力
を
国
定

化
す
る
手
段
と
し
て
機
能
し
た
。

つ
ま
り
彼
は
た
と
え
ば
プ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
制
度
が
労
働
の
規
格
化
や
手
順
の
決
定
、
労
働
力
の
指
導
・
育

成
な
ど
の
諸
機
能
に
よ
っ
て
ス
テ
イ
プ
ル
生
産
の
向
上
に
寄
与
し
た
と
い
う
意
味
で
、
奴
隷
制
度
擁
護
論
者
た
ち
の
主
袈
し
た
奴
隷
制
度
の
利

＠
 

点
を
認
め
た
が
、
一
方
、
奴
隷
制
度
が
労
働
力
を
固
定
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
屡
々
奴
隷
た
ち
か
ら
労
働
者
と
し
て
技
術
的
に
向
上
す
る
機

会
を
奪
い
去
川
、
ま
た
労
働
力
の
資
本
化
を
過
し
て
南
部
資
本
の
回
定
化
、
さ
ら
に
は
枯
渇
化
を
斉
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
南
部
経
済
の
発
展
を

＠
 

抑
止
し
た
と
い
う
意
味
で
、
こ
ん
ど
は
奴
隷
制
廃
止
論
者
た
ち
の
主
張
を
も
受
け
容
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
な
お
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
は
、
企
業
と
し

て
の
奴
隷
制
度
の
プ
ロ
フ
ィ
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
問
題
を
彼
以
後
の
論
争
史
の
中
に
も
ち
込
ん
だ
と
い
う
点
で
も
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の

所
論
の
詳
細
に
立
入
る
余
裕
は
な
い
c
た
だ
結
論
的
に
見
て
彼
の
企
業
と
し
て
の
奴
隷
制
度
に
対
す
る
評
価
は
、
特
に
経
営
条
件
に
恵
ま
れ
た
も

⑤
 

一
般
に
そ
れ
は
決
し
て
有
利
な
商
売
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
。
そ
う
な
る
と
奴
隷
制
度
は
企
業
と
し
て
は
南
部

の
を
除
い
て
、

に
と
っ
て
全
く
不
利
な
存
在
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
一
体
そ
の
よ
う
な
不
利
な
経
済
制
度
が
数
十
年
も
の
間
南
部
社
会

に
存
在
し
え
た
理
由
は
何
か
。
被
に
よ
れ
ば
、
奴
隷
制
度
は
も
と
も
と
労
働
力
支
配
の
手
段
と
し
て
南
部
社
会
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

が
、
奴
隷
人
口
、
か
次
第
に
増
大
す
る
に
つ
れ
て
そ
れ
は
は
か
ら
ず
も
人
種
支
配
の
た
め
の
手
段
と
し
て
特
別
の
役
割
を
も
つ
に
至
っ
た
も
の
で

⑥
 

あ
る
。
か
く
て
フ
ィ
り
ッ
プ
ス
は
奴
隷
制
度
の
存
続
意
義
を
経
済
制
度
と
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
社
会
制
度
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
が

⑦
 

「
奴
隷
制
度
は
ビ
ジ
ネ
ス
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
生
活
で
あ
っ
た
」
と
い
う
披
の
言
葉
は
、
そ
う
し
た
彼
の
立
場
合
｝
端
的
に
い
い

注
意
さ
れ
、

あ
て
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
の
仕
事
は
単
に
奴
隷
制
論
争
史
の
上
だ
け
で
な
く
、
広
く
南
部
史
研
究
の
上
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
。

一
九
二

0
年
代
か

らご一

0
年
代
に
か
け
て
南
部
の
諸
州
で
は
活
滋
な
州
史
の
研
究
が
興
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
と
り
も
直
さ
ず
彼
の
影
響
下
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
従
っ
て
ま
た
奴
隷
制
問
題
に
つ
い
て
も
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
の
見
解
を
支
持
す
る
立
場
を
示
し
た
。
こ
う
し
た
立
場
の
代
表
的
な
研
究
者
と
し

ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ヲ
ム
南
部
奴
隷
制
度
の
功
罪
を
め
く
る
論
争
ハ
服
部
）
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（
服
部
》
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て
は
ミ
シ
シ
ッ
ピ
l
の
C
・
S
－
シ
ド
ナ
l
、

ア
ラ
バ
マ
の

C
・
S
－
デ
l
ヴ
ィ
ス
、

ジ
ョ
ー
ジ
ア
の
R
・
B
・
フ
ラ
ン
ダ
l
ズ
な
ど
が
あ
げ

ら
れ
る
。
た
だ
こ
れ
ら
の
人
々
の
研
究
で
は
専
ら
地
方
史
の
研
究
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い
た
せ
い
も
あ
っ
て
、
そ
こ
で
奴
隷
制
度
が
問
題
に
さ

れ
る
場
合
そ
れ
は
南
部
の
経
済
全
般
に
か
か
わ
り
を
も
っ
問
題
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
個
人
企
業
と
L
て
の
プ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ

γ
の
経
営
に

か
か
わ
る
問
題
と
し
て
と
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
こ
と
が
奴
隷
制
論
争
史
上
に
も
つ
意
義
の
大
き
か
っ
た
こ
と
は

後
説
の
と
お
り
で
あ
る
。

き
て
、
こ
れ
ら
地
方
史
の
研
究
者
の
外
に
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
的
立
場
の
継
承
者
ま
た
推
進
者
と
し
て
住
目
さ
れ
る
歴
史
家
に
J
・
D
－
ヒ
ル
や

C
－

w
・
ラ
ム
ズ
デ
ル
が
あ
っ
た
。

ヒ
ル
は
企
業
と
し
て
の
奴
隷
制
度
の
分
析
を
し
た
そ
の
論
文
の
中
で
、
プ
ラ
ン
タ
！
の
中
に
は
た
し
か
に

大
き
く
儲
け
た
連
中
も
い
た
が
、
恐
ら
く
そ
う
い
う
ケ

1
ス
は
特
に
地
の
利
－
W
7え
て
い
た
と
か
、
土
壌
に
恵
ま
れ
て
い
た
と
か
、
個
人
的
な
管

理
能
力
に
秀
で
て
い
た
な
ど
の
せ
い
で
あ
っ
て
、
総
体
的
に
見
れ
ば
「
奴
隷
制
度
の
お
か
げ
で
儲
け
た
と
い
う
よ
り
奴
隷
制
度
に
も
拘
ら
ず
儲

＠
 

け
る
こ
と
が
出
来
た
の
だ
」
、
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
全
く
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
的
立
場
の
担
述
に
外
な
ら
ぬ
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
ラ
ム
ズ
デ
ル

は
、
奴
隷
制
度
が
恵
ま
れ
た
一
条
件
の
中
で
の
み
採
算
が
と
れ
た
と
い
う
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
的
立
場
か
ら
出
発
し
な
が
ら
更
に
一
歩
を
す
す
め
て
、

一
八
五

0
年
代
に
お
け
る
南
部
経
済
の
変
動
の
中
で
奴
隷
制
度
が
実
質
的
に
解
体
へ
の
道
に
追
い
こ
ま
れ
て
い
っ
た
い
き
さ
つ
を
分
析
し
て
い

＠
 

る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

（ 

一一一、』J

さ
て
以
上
の
よ
う
に
奴
隷
制
度
が
個
人
企
業
と
し
て
の
面
に
お
い
て
も
、
経
済
制
度
と
し
て
の
面
に
お
い
て
も
、
南
部
社
会
に
と
っ
て
基
本

的
に
不
利
で
あ
っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
為
に
、

フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
と
そ
の
追
随
者
た
ち
が
各
種
の
デ
ー
タ
を
基
礎
に
そ
の
足
場
固
め
に
懸
命
で
あ

っ
た
間
に
、
漸
く
新
し
い
観
点
か
ら
の
挑
戦
が
企
図
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
レ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ニ
ス
ト
の
登
場
が
こ
れ
で
あ
る
。

レ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ニ
ス
ト
た
ち
は
前
記
の
よ
う
に
ま
ず
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
批
判
と
し
て
現
わ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
彼
等
の
見
解
が
あ
ら
ゆ
る
点



で
ア

γ
テ
ィ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
初
期
の
レ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ニ
ス
卜
た
ち
は
、
し
ば
し
ば
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス

を
共
通
の
出
発
点
と
し
て
そ
こ
か
ら
発
足
し
、

つ
い
で
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
活
動
の
過
程
の
中
で
若
干
の
争
点
に
つ
い
て
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
と
は
異

っ
た
結
論
に
到
達
し
た
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
ミ
シ
シ
ッ
ピ

l
の
プ
ヲ

γ
タ
ー
で
あ
っ
た
歴
史
家
A
・H
－
ス
ト
ー
ン
も
い
わ
ば
ぞ
う
い
う
初
期
レ

ヴィ、‘
v
a
－
－
ス
ト
の
先
頭
に
立
つ
一
人
で
あ
っ
た
。
彼
は
南
部
が
北
部
に
比
べ
て
著
し
く
た
ち
お
く
れ
て
い
た
と
す
る
見
解
を
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス

か
ら
受
け
継
い
だ
が
、
そ
の
た
ち
お
く
れ
も
奴
隷
制
度
の
せ
い
と
見
る
べ
き
か
否
か
で
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
と
挟
を
分
っ
た
ο

こ
の
決
別
の
契
機
と

な
っ
た
一
つ
の
主
要
な
争
点
は
、
奴
隷
制
度
と
外
国
生
れ
の
移
民
と
の
関
係
の
問
題
で
あ
っ
た
。

一
体
南
部
経
済
の
お
く
れ
は
、
外
国
生
れ
の

移
民
が
南
部
へ
の
移
住
を
回
避
し
た
こ
と
と
無
縁
で
は
な
く
、
し
か
も
そ
の
回
避
は
南
部
に
奴
隷
制
度
が
存
在
し
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
、
と

⑮
 

い
う
の
が
こ
れ
ま
で
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
と
そ
の
一
派
に
よ
っ
て
広
く
受
け
容
れ
ら
れ
て
き
た
見
解
で
あ
っ
た
。
之
に
対
し
ス
ト
ー
ン
は
、
各
種
の

統
計
資
料
に
基
き
ア
メ
リ
カ
ヘ
流
入
し
た
外
国
生
れ
の
移
民
の
う
ち
、
南
部
に
定
借
一
泊
し
た
移
民
人
口
は
、
北
部
へ
の
そ
れ
に
比
べ
て
た
し
か
に

少
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実
だ
け
れ
ど
も
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
移
民
人
口
総
数
に
対
す
る
南
部
移
民
の
割
合
お
よ
び
南
部
の
総
人
口
に
対
す
る

南
部
移
民
の
割
合
に
つ
い
て
い
え
ば
、
奴
隷
解
放
以
前
と
以
後
と
で
は
以
後
の
方
が
却
っ
て
少
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
や
、
ま
た
南
部
に
お
け

⑪
 

る
彼
等
移
民
人
口
の
増
加
率
に
つ
い
て
見
て
も
、
的
隷
制
度
、
が
た
〈
な
っ
て
か
ら
の
方
が
著
し
〈
減
少
し
て
い
る
な
ど
の
事
実
を
指
摘
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
移
民
と
奴
隷
制
度
と
の
聞
に
必
ず
し
も
関
連
性
の
な
い
こ
と
を
主
張
、
従
っ
て
南
部
の
後
進
性
の
責
任
は
奴
隷
制
度
に
あ
っ
た
と

⑬
 

い
う
よ
り
も
む
し
ろ
ニ
グ
口
の
存
在
そ
の
も
の
に
あ
っ
た
こ
と
を
立
証
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
っ
た
。
な
お
彼
は
南
部
経
済
の
お
く
れ
を
一
角

ら
し
た
要
問
と
し
て
は
、
南
部
の
風
土
条
件
を
考
慮
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
も
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
ス
ト
ー
ン
の
見
解
は
、
や
が

て
R
・
R
－
ラ
シ
セ
ル
お
よ
び
L
・
c
－
グ
レ
イ
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
、
さ
ら
に
発
展
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
ラ
ッ
セ
ル
で
あ
る
が
、
彼
は
ス
ト
ー
ン
に
比
べ
る
と
遥
か
に
広
い
視
野
に
立
っ
て
奴
隷
制
度
と
南
部
経
済
と
の
関
係
の
問
題
を

と
り
あ
げ
た
っ
そ
L
て
南
部
経
済
の
一
般
的
道
路
に
犬
き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
も
の
は
奴
隷
制
度
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
南
部
の
風
土
、

ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
南
が
奴
隷
制
度
の
功
罪
を
め
ぐ
る
論
争
（
服
部
）

一一一一



二
二
四

地
理
的
位
置
、
交
通
の
未
発
達
、
住
民
の
生
活
態
度
と
い
う
よ
う
な
自
然
的
社
会
的
諸
条
件
で
あ
っ
た
と
主
張
す
ヤ
た
と
え
ば
ア
ン
テ
ィ
・

ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
南
部
奴
隷
制
度
の
功
罪
を
め
ぐ
る
論
争
（
服
部
〉

ベ
ラ
ム
南
部
の
土
地
が
ひ
ど
く
荒
廃
し
た
の
は
、
奴
隷
を
使
っ
て
行
わ
れ
た
．
フ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
企
業
の
せ
い
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
南
部

⑮
 

に
雨
が
多
く
、
し
か
も
激
し
く
降
り
つ
け
て
起
伏
の
多
い
丘
陵
地
帯
の
肥
沃
な
土
壌
を
流
失
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
南
部
が
外
国

生
れ
の
移
民
を
吸
収
出
来
な
か
っ
た
の
も
、
そ
こ
に
奴
隷
が
い
た
と
い
う
こ
と
よ
り
、
む
し
ろ
当
時
大
西
洋
航
路
の
唯
一
の
終
着
港
が
南
部

か
ら
遠
い
ニ
ュ

i

・ヨ

l
ク
で
あ
っ
た
と
か
、
南
部
に
は
彼
等
を
惹
き
つ
け
る
だ
け
の
充
分
な
経
済
的
機
会
が
乏
し
か
っ
た
な
ど
の
要
因
の
方

＠
 

が
は
る
か
に
大
き
い
の
だ
。
南
部
が
い
つ
も
資
本
の
不
足
に
悩
ま
さ
れ
、
工
業
の
発
展
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
し
て
も
、
南
部
の

資
本
が
奴
隷
と
い
う
形
で
固
定
化
さ
れ
た
た
め
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
当
時
の
南
部
で
は
ス
テ
イ
プ
ル
生
産
に
投
資
す
る
こ
と
が
一
番
有
利
で
あ

っ
た
か
ら
に
す
ぎ
な
い
し
、
ま
た
か
り
に
工
業
を
興
し
た
と
し
て
も
、
当
時
の
南
部
は
そ
れ
を
支
え
て
い
く
だ
け
の
市
場
性
に
欠
け
て
い
た
の

＠
 

だ
。
そ
れ
に
南
部
の
経
済
力
の
掌
握
者
で
あ
っ
た
プ
ラ
ン
タ
l
階
級
の
生
活
態
度
が
一
般
に
滋
費
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
南
部
資
本
の
蓄

＠
 

積
を
阻
害
し
た
一
つ
の
要
因
で
あ
っ
た
、
と
見
る
の
で
あ
る
。
な
お
ラ
ッ
セ
ル
は
以
上
の
よ
う
に
、
南
部
経
済
発
展
の
阻
害
者
と
し
て
の
汚
名

ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
南
部
に
お
け
る
奴
隷
制
度
の
歴
史
的
役
割
を
そ
れ
な
り

⑮
 

に
高
く
評
価
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
い
か
に
も
積
極
的
な
レ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ニ
ス
ト
と
し
て
の
立
場
に
立
つ
彼
の
面
白

か
ら
奴
隷
制
度
を
護
ろ
う
と
す
る
立
場
を
一
良
に
一
歩
す
す
め
て
、

が
窺
わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
グ
レ
イ
は
最
も
包
括
的
な
態
度
で
奴
隷
制
論
争
に
参
加
し
た
レ
グ
ィ
ジ
ョ
ニ
ス
ト
の
一
人
と
し
て
注
目
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
心
的
な

関
心
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
企
業
と
し
て
の
奴
隷
制
度
の
問
題
に
傾
い
て
い
た
。
そ
し
て
奴
隷
労
働
力
を
利
用
し
た
プ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
企
業

⑮
 

は
結
局
有
利
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
彼
の
結
論
で
あ
っ
た
。
彼
が
奴
隷
制
企
業
を
有
利
と
見
た
理
由
を
要
約
す
る
と
、
奴
隷

労
働
力
は
自
由
労
働
力
に
比
べ
て
一
般
に
コ
ス
ト
が
安
く
安
定
性
が
あ
り
、
し
か
も
プ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
労
働
力
と
し
て
は
作
業
内
容
が
単
純

化
さ
れ
て
い
た
こ
と
や
、
労
働
力
そ
の
も
の
が
強
力
な
管
理
下
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
と
も
相
倹
っ
て
、
む
し
ろ
高
能
率
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の



＠
 

上
必
要
が
あ
れ
ば
女
子
や
子
供
ま
で
農
場
に
動
員
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
に
若
し
奴
隷
の
市
場
価
値
が
高
騰
す
る
こ
と
に
で＠

 

も
な
れ
ば
｜
｜
そ
れ
は
ア
ン
テ
J

・
ベ
ラ
ム
期
を
通
じ
て
麗
々
実
際
に
お
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
｜
｜
奴
隷
主
の
利
潤
は
一
段
と
増
大
し
た
こ

と
な
ど
の
諸
点
が
指
摘
さ
れ
る
。

か
く
て
グ
レ
イ
は
企
業
と
し
て
の
奴
隷
制
度
の
不
利
を
主
張
す
る
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
と
そ
の
一
派
の
胃
解
を
珍

く
反
駁
し
た
け
れ
ど
も
、
し
か
も
一
方
に
於
て
は
「
奴
隷
制
度
が
南
部
の
経
済
的
福
祉
に
お
よ
ぼ
し
た
究
局
的
な
影
響
は
有
害
な
も
の
℃
あ
っ

＠
 

た
」
こ
と
を
認
め
て
い
る
点
が
注
意
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
奴
隷
制
度
の
た
め
に
一
般
に
南
部
の
地
方
資
本
の
蓄
積
が
遮
れ
た
こ
と
、
土
地

＠
 

や
労
働
力
が
浪
費
さ
れ
た
こ
と
、
市
場
の
育
成
が
阻
ま
れ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
南
部
経
済
全
体
か
ら
す
る
と
奴
隷
制
度
の
存
在
は
結
局
南

部
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

之
を
要
す
る
に
ラ
ッ
セ
ル
と
グ
レ
イ
の
仕
事
は
、
そ
れ
ま
で
の
南
部
史
学
界
を
支
配
し
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
の
見
解
に
い
わ
ば
手
ご
た
え
の
あ

る
最
初
の
打
撃
を
加
え
た
と
こ
ろ
に
そ
の
主
要
な
歴
史
的
意
義
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
な
お
こ
こ
で
い
ま
一
つ
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
ラ

ッ
セ
ル
が
専
ら
経
済
制
度
な
い
し
は
社
会
制
度
と
し
て
の
奴
隷
制
度
論
に
終
止
し
た
の
に
対
し
、
グ
レ
イ
は
む
し
ろ
企
業
と
し
て
の
奴
隷
制
度

論
に
力
を
傾
注
し
た
が
、
そ
の
後
に
つ
づ
く
レ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ニ
ス
ト
た
ち
は
、
そ
の
殆
ん
ど
が
後
者
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
研
究
の
路
線
に
則
っ
て

い
わ
ゆ
る
奴
隷
制
ブ
ラ
シ
テ
ィ
シ
ョ
ン
企
業
の
採
算
性
の
問
題
に
大
き
な
閣
心
を
寄
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（四）

そ
こ
で
ま
ず
登
場
す
る
の
が

T
・
p
・
ゴ
l
ヴ
ァ
ン
と
R
－

w
・
ス
ミ
ス
で
あ
る
。
ゴ
l
ヴ
ァ
ン
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
と
そ
の
後
継
者
た
ち
と

く
に

S
・
ロ
ピ

γ
ソ
ン
や
C
・
S
－
シ
ド
ナ
ー
が
用
い
た
企
業
の
簿
記
的
分
析
の
方
法
を
再
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
プ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ

γ

＠
 

の
収
益
性
を
め
ぐ
る
論
争
に
参
加
し
た
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
彼
の
シ
ド
ナ
l
批
判
の
大
要
に
触
れ
る
だ
け
に
と
ど
め
た
い
。
す
な
わ
ち
、
彼
は

シ
ド
ナ
ー
が
プ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
企
業
に
お
け
る
収
支
計
算
に
当
っ
て
当
然
収
入
と
見
な
す
べ
き
諸
項
目
を
、
逆
に
支
出
と
し
て
計
上
し
て
い

る
不
当
を
街
き
、

い
わ
ゆ
る
ス
テ
イ
プ
ル
生
産
か
ら
え
ら
れ
る
本
筋
の
収
益
以
外
に
、
例
え
ば
プ
ラ
ン
タ
ー
が
家
内
奴
隷
か
ら
受
け
た
サ
l
ヴ

ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
南
部
奴
隷
制
度
の
功
罪
を
め
ぐ
る
論
争
（
服
部
）

エL



ア
ソ
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
南
部
奴
隷
側
度
の
功
罪
を
め
ぐ
る
論
争
（
服
部
）

ム

ノ、

ィ
ス
と
か
、
奴
隷
の
手
で
栽
培
さ
れ
た
食
糧
、
飼
料
そ
の
他
の
牛
．
産
物
で
プ
ラ
ン
タ
ー
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
十
分
は
も
ち
ろ
ん
、
手
持
ち
の
土

地
や
奴
隷
の
値
上
り
に
よ
る
収
入
な
ど
、
す
べ
て
当
然
利
潤
と
し
て
計
上
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
シ
ド
ナ
ー
が
経
費

の
中
に
計
上
し
た
資
本
利
子
も
実
は
彼
に
と
っ
て
は
実
質
的
な
利
潤
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
従
っ
て
記
帳
方
法
に
お
け
る
こ
れ
ら
の

欠
点
を
改
め
れ
ば
、
奴
隷
制
ブ
ラ
ン
チ
イ
シ
ョ
ン
企
業
は
、
そ
れ
ま
で
一
般
に
考
え
ら
れ
て
来
た
よ
り
も
這
に
儲
け
の
多
レ
も
の
と
し
て
見
直

＠
 

さ
れ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
の
が
ゴ

i
ヴ
ァ
ン
の
結
論
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
こ
の
鰐
記
を
め
ぐ
る
問
題
に
ゴ

l
ヴ
ァ
ン
と
は
や
や
違
っ
た
視
角
か
ら
と
り
く
ん
だ
の
が
R
－

w
・
ス
ミ
ス
で
あ
っ
た
。
彼
は
奴

隷
の
時
価
で
も
っ
て
資
本
投
資
額
を
再
評
価
す
る
こ
と
の
不
当
を
指
摘
し
、
例
え
ば
一
八
五

0
年
代
に
奴
隷
価
格
が
ひ
ど
く
高
騰
し
た
段
階

で
、
そ
の
高
い
時
価
を
基
準
と
し
て
、
以
前
か
ら
所
有
し
て
い
た
奴
隷
や

0

フ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
で
生
れ
た
奴
隷
に
対
す
る
資
本
投
資
額
を
算
出

す
べ
き
で
な
い
と
し
た
。
だ
か
ら
、
若
し
こ
の
種
の
算
出
方
式
に
よ
れ
ば
、
シ
ド
ナ
l

一
派
に
よ
っ
て
計
上
さ
れ
た
以
上
に
大
き
な
利
潤
が
多

＠
 

く
の
プ
ラ

γ
タ
ー
た
ち
の
ふ
と
こ
ろ
に
流
れ
こ
ん
で
い
た
管
で
あ
る
と
い
う
の
が
彼
の
主
張
で
あ
っ
た
。

ゴ
l
ヴ
ァ
ン
、

ス
ミ
ス
に
つ
い
で
登
場
す
る
の
は
K
・
M
・
ス
タ
ン
プ
で
あ
る
。
彼
も
亦
、
プ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
企
業
の
収
益
性
の
問
題
に

つ
い
て
は
少
か
ら
ぬ
関
心
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
限
り
彼
の
主
張
は
概
ね
グ
レ
イ
、
ゴ
1
ヴ
ァ

γ
、
ス
ミ
ス
ら
の
見
解
を
よ

＠
 

り
豊
富
な
史
料
的
根
拠
に
基
い
て
再
確
認
し
た
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
彼
の
本
領
は
む
し
ろ
、
ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
の
奴

隷
制
度
全
般
に
関
す
る
問
題
を
も
っ
と
広
く
且
つ
高
い
視
野
か
ら
見
直
す
こ
と
に
あ
っ
た
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
そ
の
論
著

E
F
E
－E

同
ロ
回
同
伊
丹
ロ
立
。
ロ
3

は
お
そ
ら
く
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
以
後
現
わ
れ
た
、

ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
南
部
奴
隷
制
度
に
関
す
る
最
も
包
括
的
な
研
究
と
し

て
、
ま
た
ア
ン
テ
ィ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
的
立
場
を
最
も
明
確
に
打
ち
出
し
た
代
表
的
著
作
の
一
つ
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

レ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ニ
ス
ト

「
土
地
所
有
の
大
小
を
問
わ
ず
、
余
程
見

＠
 

込
み
の
な
い
非
能
率
な
奴
隷
主
で
な
い
限
り
、
何
人
も
そ
の
奴
隷
所
有
か
ら
必
ず
利
潤
を
え
て
い
た
」
と
す
る
基
本
的
な
所
見
に
基
い
て
、

を
も
含
め
て
こ
れ
ま
で
の
す
べ
て
の
研
究
者
た
ち
か
ら
彼
を
区
別
し
、
特
徴
づ
け
て
い
る
も
の
は
、



八
六

O
年
当
時
に
お
い
て
さ
え
奴
隷
制
度
が
衰
退
に
向
っ
て
い
た
何
等
の
兆
候
む
な
く
、
従
っ
て
ま
た
か
り
に
南
北
戦
争
が
突
然
奴
隷
制
度
を

終
膏
さ
せ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
奴
隷
制
度
が
間
も
な
く
死
誠
し
た
と
推
定
し
う
る
よ
う
な
い
か
な
る
根
拠
も
存
在
し
な
か
っ
ヤ

と
断
じ
て
い
る
そ
の
主
張
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。

き
て
、

ハ
ー
バ
ー
ド
の
若
い
二
人
の
経
済
学
者
A
・
H
－
コ
ソ
ラ
ッ
ド
お
よ
び
J
－
R
・
マ
イ
ア
！
が
共
同
の
論
文
、
H
，r印
刷

8
3
0
S
W印

。同

ω一白
4
m
q
Z
岳
町
〉
ロ
円
。
∞
叩
ロ
ロ
己

ω。
ロ
岳
を
発
表
し
て
レ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ニ
ス
ト
た
ち
の
論
陣
に
加
わ
っ
た
の
は
一
九
五
八
年
の
こ
と
で
あ

る
。
彼
等
の
目
的
は
近
代
経
済
学
の
理
論
と
概
念
に
則
っ
て
、
奴
隷
制

0

フ
ラ
ン
テ
イ
ジ
ョ
ン
経
営
の
問
題
を
と
り
あ
げ
そ
の
収
益
性
を
科
学
的

に
測
定
す
る
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
等
は
、

ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
南
部

0

フ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
企
業
の
典
型
的
な
仮
想
例
を
つ
く
り
あ
げ
、

ケ

イ
γ
、
ス
の
資
本
価
値
の
公
式
に
基
い
て
利
潤
計
算
を
行
っ
た
。
そ
の
計
算
に
よ
る
と
、
棉
花
生
産
の
場
合
の
利
潤
率
は
生
産
性
の
低
い
土
地
で

＠
 

の
二
・
二
%
か
ら
生
産
性
の
高
い
土
地
で
の
二
二
%
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
に
お
け
る
棉
花
経
営
の
大
部
分
を
総
括

む

す
る
と
四
・
五
%
な
い
し
八
M

初
で
あ
っ
た
。
一
方
奴
隷
生
産
即
ち
奴
隷
飼
育
の
利
潤
は
、
生
れ
た
子
供
の
数
に
よ
っ
て
七
・
一
%
な
い
し
八
・

＠
 

一
一
%
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
数
字
か
ら
す
る
ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
に
お
け
る
奴
隷
主
た
ち
は
、
当
然
奴
隷
所
有
の
面
だ
け
で
た
く
奴
隷
生
産

の
面
で
も
相
当
な
収
益
を
あ
げ
て
い
た
筈
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
奴
隷
主
の
利
潤
は
南
部
の
う
ち
、
土
地
条
件
に
め
ぐ
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
は
棉
花

生
産
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
で
は
奴
隷
生
産
に
よ
っ
て
約
束
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
結
局
南
部
全
体
が
奴
隷
生
産

＠
 

に
よ
っ
て
儲
け
て
い
た
と
い
う
の
が
彼
等
の
主
張
の
眼
目
で
あ
っ
た

Q

か
く
て
彼
等
は
企
業
と
し
て
の
奴
隷
制
プ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
経
営
の
問

題
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
経
済
制
度
と
し
て
の
奴
隷
制
度
の
功
罪
論
に
ま
で
言
及
し
、

「
奴
隷
制
度
は
南
部
の
経
済
的
発
展
を
阻
害
し
な
か
ワ

た
」
と
し
て
、

レ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ニ
ス
ト
の
伝
統
的
な
結
論
に
く
み
寸
る
。
そ
し
て
南
部
に
何
故
経
済
の
多
角
化
や
工
業
化
が
促
進
き
れ
な
か
っ
た

か
と
い
う
問
に
対
し
て
も
、
要
す
る
に
農
業
生
産
面
へ
の
投
資
が
他
の
ど
ん
な
産
業
へ
の
投
資
に
も
ま
さ
っ
て
有
利
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
れ
ま

＠
 

た
グ
レ
イ
以
来
の
レ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ニ
ス
ト
的
見
解
を
再
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
南
部
奴
隷
制
度
の
功
罪
を
め
ぐ
る
論
争
ハ
服
部
）

七



ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
南
部
奴
隷
制
度
の
功
罪
を
め
ぐ
る
論
争
（
服
部
）

二
二
八

と
こ
ろ
で
コ
ン
ラ
ッ
ド
お
よ
び
マ
イ
ア
ー
の
こ
の
論
文
が
今
日
の
奴
隷
制
研
究
者
た
ち
の
聞
に
か
な
り
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
は
、

例
え
ば

Eω
｝
宮
町
門
司
書
の
著
者
S
・
M
－
エ
ル
キ
ン
ス
や

E吋
Z
3
5
2．
国
〉
ぬ

F
の
著
者

P
－

w
・
ゲ
イ
ツ
等
の
見
解
の
中
に
も
は
っ
き

り
現
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
等
は
い
ず
れ
も
コ
ン
ラ
ッ
ド
お
よ
び
マ
イ
ア
l
の
分
析
に
依
拠
し
な
が
ら
、
奴
隷
制
度
の
経
済
論
に
つ
レ

＠
 

て
彼
等
と
極
め
て
近
い
立
場
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
特
に
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
エ
ル
キ
ン
ス
で
あ
る
。
と
い
う
の
は

も
と
も
と
彼
の
本
領
は
単
な
る
奴
隷
制
度
の
経
済
論
争
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
ま
で
の
プ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
史
料
を
基
礎
と
す

る
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
研
究
方
法
そ
の
も
の
に
あ
き
た
ら
ず
、
ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
奴
隷
制
研
究
の
方
法
論
に
一
つ
め
新
機
軸
を
も
ち
込
ん
だ
と

こ
ろ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
の
奴
隷
制
度
論
の
核
心
は
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
奴
隷
制
度
と
の
比
較

＠
 

研
究
に
よ
っ
て
ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
南
部
奴
隷
制
度
の
一
般
的
特
質
を
解
明
す
る
に
あ
っ
た
の
だ
。
な
お
彼
の
場
合
い
わ
ゆ
る

E
ω
g
g
z
説

＠
 

の
分
析
に
独
自
の
社
会
心
理
学
的
方
法
を
適
用
し
て
い
る
点
も
そ
の
見
解
の
当
否
は
し
ば
ら
く
お
き
甚
だ
興
味
深
い
。

と
こ
ろ
が
一
方
コ
ソ
ラ
ッ
ド
お
よ
び
マ
イ
ア

l
の
見
解
に
対
し
、
時
を
移
さ
ず
反
撃
を
加
え
た
の
は
コ

1
ネ
ル
大
学
の
ダ
グ
ラ
ス
・

F
・
ダ

ウ
ド
で
あ
っ
た
。
彼
は
奴
隷
制
度
の
功
罪
を
論
ず
る
の
に
、
奴
隷
制
度
が
個
々
の
企
業
と
し
て
儲
か
っ
て
い
た
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
南
部
経
済

の
発
展
に
と
っ
て
障
碍
で
あ
っ
た
と
す
る
二
者
択
一
的
問
題
と
し
て
考
察
し
た
コ
ン
ラ
ッ
ド
お
よ
び
マ
イ
ア
l
の
誤
り
を
指
摘
し
、
奴
隷
制
度

は
実
は
企
業
と
し
て
儲
け
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
南
部
経
済
全
体
の
発
展
に
と
っ
て
は
不
利
で
あ
っ
た
こ
と
を
力
説
す
勾
の
で
あ
る
。
ま
た
コ
ン

ラ
ッ
ド
お
よ
び
マ
イ
ア
ー
が
奴
隷
制
企
業
か
ら
え
ら
れ
た
収
益
は
南
部
経
済
の
発
展
の
た
め
に
実
際
に
は
あ
ま
り
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
は
い

＠
 

ぇ
、
少
く
と
も
利
用
さ
れ
る
可
能
性
も
充
分
に
あ
り
え
た
と
し
た
の
に
対
し
、
ダ
ウ
ド
は
南
部
の
工
業
化
が
お
く
れ
た
の
は
も
と
も
と
南
部

＠
 

自
体
近
代
資
本
主
義
を
成
立
さ
せ
る
に
必
要
な
諾
要
国
が
根
を
お
ろ
し
う
る
社
会
的
風
土
的
条
件
に
欠
け
て
い
た
ら
か
ら
だ
と
し
た
。

な
お
さ
ら
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
は
、

ユ
l
ジ
ン
・

D
・
ジ
ェ
ノ
ヴ
ィ
i
ズ
も
奴
隷
制
度
の
存
在
が
ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
南
部
に
お
け
る
園
内

＠
 

レ
ヴ
イ
ジ
ヨ
ニ
ス
ト
に
対
す
る
批
判
的
立
場
を
打
出
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
内
容
に
立
入
る

市
場
の
形
成
を
阻
害
し
た
所
以
を
説
き
、



L
R
主
I
i
工
、
O

A
万
干
カ

f
L

（五戸

さ
て
ジ
ェ
ノ
ヴ
ィ
l
ズ
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
今
日
で
は
も
は
や
旧
南
部
の
経
済
的
お
く
れ
が
奴
隷
制
度
だ
け
の
せ
い
で
あ
っ
た
と
思

＠
 

い
こ
ん
で
い
る
学
者
は
お
そ
ら
く
一
人
も
あ
る
ま
い
。
た
だ
問
題
は
ど
こ
ま
で
が
奴
隷
制
度
の
責
任
で
ど
こ
か
ら
が
そ
う
で
な
い
か
、
そ
の
け

じ
め
を
ど
う
つ
け
る
か
で
あ
る
。
そ
の
点
の
解
明
が
こ
れ
ま
で
の
論
争
で
は
必
ず
し
も
充
分
で
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
の
解
明

に
は
や
は
り
南
部
経
済
の
展
開
の
中
で
奴
隷
制
度
の
ゆ
え
に
起
っ
た
現
象
と
、

そ
れ
と
は
無
関
係
に
あ
ら
わ
れ
た
結
果
と
を
明
確
に
区
別
し

な
が
ら
、
そ
の
両
面
か
ら
の
綿
密
な
る
検
討
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
奴
隷
制
度
が
南
部
経
済
の
多
様
化
を
妨
げ
た
と
主

張
す
る
論
者
が
奴
隷
制
度
の
存
在
し
な
か
っ
た
地
域
で
経
済
が
順
調
に
す
す
ん
だ
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
。
し
か
し

そ
れ
と
は
ま
た
別
個
に
南
部
経
済
の
多
様
化
を
妨
げ
た
も
の
が
奴
隷
制
度
以
外
の
ど
ん
な
要
因
で
も
な
か
っ
た
こ
と
を
合
せ
て
立
証
す
る
の
で

な
く
て
は
画
竜
点
晴
を
欠
く
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
い
ま
一
つ
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
、
ダ
ウ
ド
が
い
み
じ
く
も
指
摘
し
た
よ
う

に
、
た
と
え
奴
隷
制
度
が
企
業
と
し
て
は
儲
か
っ
て
い
た
と
し
て
も
そ
の
こ
と
が
必
ず
し
も
南
部
経
済
全
体
の
発
展
に
つ
な
が
っ
た
わ
け
で
な

い
と
す
れ
ば
、
と
く
に
グ
レ
イ
以
後
主
と
し
て
企
業
と
し
て
の
奴
隷
制
度
の
経
済
論
に
関
心
を
傾
け
た
論
者
た
ち
は
、
あ
ま
り
に
も
永
く
ど
ち

ら
か
と
い
え
ば
第
二
義
的
な
問
題
に
か
か
ず
ら
い
す
ぎ
て
来
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
真
の
問
題
は
単
な
る
利
潤
の
問
題
で
も
簿
記

の
問
題
で
も
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
第
一
義
的
に
南
部
経
済
の
発
展
そ
の
も
の
に
直
結
す
る
問
題
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で

は
最
近
エ
ル
キ
ン
ス
や
ジ
ェ
ノ
ヴ
ィ

i
ズ
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
研
究
方
向
は
単
に
奴
隷
制
論
争
の
前
進
の
た
め
に
新
し
い
問

題
を
投
げ
か
け
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

一
般
に
一
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
経
済
史
に
お
け
る
奴
隷
制
度
の
歴
史
的
役
割
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
理
解

を
深
め
る
上
で
大
き
く
期
待
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ア
ン
テ
ィ
・
ベ
ラ
ム
南
部
奴
隷
制
度
の
功
罪
を
め
ぐ
る
論
争
（
服
部
）

九
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On the Controversy on Slavery 

in the Ante Bellum South 

-Since the Rise of the Revisionists
Tetsuro HATTORI 

The historians and economists in the United States have continued 

arguments on the ante bellum slavery for more than one hundred 

years. And still they have not reached a consensus on this problem. 

It might be nonsense to expect that this vexing problem will ever be 

resolved to everyone's satisfaction. I believe, however, it may give us 

some suggestions for substantial progress in solving the problem that 

we trace the development of this lasting dispute through the works of 

the most able participants in it. That is why I have tried here to 

have a perspective view of the history of controversy of the ante 

bellum slavery. By the way I was compelled to limit my view 

within the sphere of the modern controversy since the rise of the 

revisionists and to give up making a more detailed explanation of 

the works of some important disputants. 




