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一 

は
じ
め
に 

 
奴
隷
の
語
源 

＊m
a

n
c
ip

iu
m

〈
マ
ン
キ
ピ
ウ
ム
〉
↓
「
手
で
捕
ら
え
た
者
」
、
明
ら
か
に
奴

隷
の
紀
元
が
戦
争
捕
虜
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

＊s
e

r
v

u
s

〈
セ
ル
ウ
ス
〉
↓
「
保
存
す
る
」
、
「
番
を
す
る
」
の
意
の

s
e

r
v

a
r
e

 

に
由
来
す
る
。
奴
隷
は
元
々
家
畜
の
番
人
で
あ
っ
た
と
の
解
釈
も
生
ま
れ
た
。 

＊fa
m

ilia

〈
フ
ァ
ミ
リ
ア
〉
↓
奴
隷
が
主
人
の
家
に
属
す
る
こ
と
。
家
内
奴
隷 

と
し
て
の
古
さ
を
物
語
る
。
主
人
の
補
助
労
働
を
行
う
家
内
奴
隷
と
し
て
の 

性
格
が
強
く
、
法
の
上
で
の
人
格
が
完
全
に
否
定
さ
れ
た
。 

二 

「
ロ
ー
マ
奴
隷
制
社
会
論
」
へ
の
問
い 

（
１
）
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ 

マ
ル
ク
ス
主
義
的
歴
史
観
で
は
「
世
界
史
の
基
本
的
法
則
」
が
語
ら
れ
、
奴

隷
制
社
会
は
こ
の
法
則
の
中
で
世
界
史
的
な
普
遍
的
な
諸
段
階
の
一
つ
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
マ
ル
ク
ス
が
『
経
済
学
批
判
』
の
序
説
の
中

で
、
ア
ジ
ア
的
・
古
典
古
代
的
・
封
建
的
・
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
生
産
様
式
を

世
界
史
の
普
遍
的
・
継
起
的
発
展
と
し
て
提
示
し
た
わ
け
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、

最
近
で
は
一
般
的
な
認
識
と
な
っ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
が
古
典
古
代
的
生
産
様

式
を
奴
隷
制
生
産
様
式
と
し
て
等
置
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。 

（
２
）
フ
ィ
ン
レ
ー
と
ホ
プ
キ
ン
ス 

ロ
ー
マ
の
社
会
を
奴
隷
制
社
会
と
規
定
で
き
る
か
と
い
う
問
題
は
、
マ
ル
ク

ス
主
義
的
歴
史
観
に
立
つ
旧
ソ
連
や
東
欧
の
歴
史
家
と
西
欧
お
よ
び
ア
メ
リ
カ

の
歴
史
家
の
間
で
大
き
く
対
立
し
て
き
た
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
の
論
点

の
一
つ
は
ロ
ー
マ
社
会
の
全
住
民
の
中
で
奴
隷
が
占
め
て
い
た
割
合
が
ど
れ
ほ

ど
の
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に
つ
い

て
は
、
多
く
の
研
究
者
の
間
で
一
致
を
み
た
。
そ
れ
は
、
共
和
政
末
期
か
ら
帝

政
初
期
の
イ
タ
リ
ア
に
つ
い
て
は
人
口
の
約
四
〇
％
が
奴
隷
で
あ
っ
た
こ
と
と

考
え
て
誤
り
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

①
フ
ィ
ン
レ
ー 

フ
ィ
ン
レ
ー
の
『
古
代
経
済
』
に
よ
る
と
、
あ
る
社
会
に
お
い
て
奴
隷
が
占

め
て
い
た
位
置
（p

la
c
e

）
の
測
定
は
、
彼
ら
が
置
か
れ
て
い
た
立
場
（lo

c
a

tio
n

＝
彼
ら
の
所
有
者
は
何
者
か
、
彼
ら
が
経
済
的
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
演
じ
て

い
た
か
）
な
ど
が
問
題
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
基
準
に
従
え
ば
、
奴
隷
は
共
和

政
末
期
～
帝
政
初
期
に
は
農
村
部
で
も
都
市
部
で
も
大
規
模
生
産
の
主
体
で
、

支
配
者
層
の
直
接
収
入
の
大
部
分
を
提
供
し
て
い
た
。 

②
ホ
プ
キ
ン
ス 

ホ
プ
キ
ン
ス
も
奴
隷
制
社
会
を
単
に
奴
隷
を
所
有
し
て
い
た
社
会
か
ら
区

別
す
る
た
め
に
、
奴
隷
の
人
口
が
約
二
〇
％
と
い
う
数
字
を
設
定
し
た
。
こ
の

割
合
に
よ
っ
て
奴
隷
が
生
産
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た

と
す
る
の
で
あ
る
。
世
界
史
で
は
、
５
つ
の
社
会
の
み
が
こ
の
基
準
を
満
た
し

た
と
す
る
。
古
典
期
の
ア
テ
ネ
、
共
和
政
末
期
～
帝
政
初
期
の
ロ
ー
マ
、
植
民

地
時
代
の
ブ
ラ
ジ
ル
と
カ
リ
ブ
海
諸
島
、
一
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
南
部

で
あ
る
。 

（
３
）
ま
と
め 

ロ
ー
マ
社
会
は
全
て
が
奴
隷
制
社
会
で
は
な
く
、
前
一
世
紀
の
共
和
政
末
期

か
ら
後
一
世
紀
の
帝
政
初
期
、
実
際
に
は
イ
タ
リ
ア
と
シ
チ
リ
ア
島
に
奴
隷
制

社
会
が
出
現
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。 

 



三 
「
外
な
る
も
の
」
と
し
て
の
奴
隷 

（
１
）
戦
争
捕
虜 

ま
ず
自
己
の
共
同
体
か
ら
は
ず
れ
た
「
外
な
る
も
の
」
と
し
て
の
奴
隷
が
あ

る
。
ロ
ー
マ
人
は
そ
の
根
源
的
根
拠
を
戦
争
捕
虜
に
求
め
た
。
そ
の
背
景
に
は
、

古
代
地
中
海
世
界
に
特
有
な
構
造
が
あ
る
。
世
界
は
多
く
の
市
民
共
同
体
か
ら

成
り
立
つ
。
そ
れ
ら
は
互
い
に
争
う
戦
士
た
ち
の
集
団
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
に
よ

る
統
一
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
あ
る
程
度
の
自
治
を
有
す
る
共
同
体
で
あ
っ

た
。
こ
の
い
わ
ば
「
慢
性
的
戦
争
状
態
」
が
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
奴
隷
制

を
生
み
だ
す
条
件
と
な
っ
た
。 

（
２
）
出
生
奴
隷
・
人
身
売
買
・
捨
て
子 

奴
隷
女
か
ら
生
ま
れ
た
子
供
は
奴
隷
に
さ
れ
た
。
こ
の
場
合
、
「
外
な
る
も

の
」
と
い
う
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
は
、
親
か
ら
子
に
受
け
継
が
れ
る
。
次
に
、
奴

隷
狩
り
や
人
身
売
買
に
よ
っ
て
周
辺
の
世
界
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
奴
隷
た
ち
が

い
る
。
こ
れ
は
戦
争
捕
虜
と
同
じ
人
的
な
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら

に
ロ
ー
マ
共
同
体
か
ら
の
「
離
脱
者
」
が
い
る
。
両
親
に
よ
っ
て
売
ら
れ
、
あ

る
い
は
捨
て
ら
れ
た
子
供
た
ち
が
、
彼
ら
を
育
て
た
者
の
奴
隷
に
な
る
ケ
ー
ス

で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
子
供
た
ち
は
成
人
し
て
も
ロ
ー
マ
と
い
う
共
同
体
社
会

へ
の
受
入
れ
が
さ
れ
ず
メ
ン
バ
ー
と
認
め
ら
れ
な
い
。
や
は
り
社
会
の
外
部
に

置
か
れ
る
存
在
と
な
る
。 

（
３
）
債
務
奴
隷 

社
会
内
部
が
作
り
出
す
奴
隷
の
ケ
ー
ス
と
し
て
は
、
債
務
に
よ
る
拘
束
が
あ

げ
ら
れ
よ
う
。
ロ
ー
マ
で
は
十
二
表
法
に
お
い
て
債
務
に
よ
る
拘
束
が
規
定
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
で
も
、
債
務
者
は
た
だ
ち
に
奴
隷
に
さ
れ
る
の

で
は
な
く
、
最
終
的
に
債
務
が
履
行
で
き
な
い
場
合
、
「
頭
格
に
関
す
る
罰

（p
o

e
n

a
 

c
a

p
ita

lis

）
」
を
受
け
、
「
テ
ィ
ベ
リ
ス
川
の
向
こ
う
に
（tr

a
n

s
 

T
ib

e
r
im

）
」

奴

隷

と

し

て

売

却

さ

れ

る

の

で

あ

る

【

註

:

独

語

で

は

T
o

d
e

s
s
tr

a
fe

[

死
刑]

と
訳
さ
れ
る
。C

a
p

u
t

は
ア
タ
マ
な
の
で
斬
首
相
当
刑
】
。

す
な
わ
ち
債
務
者
は
市
民
権
を
剥
奪
さ
れ
外
国
に
売
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ

て
彼
ら
は
ロ
ー
マ
社
会
か
ら
完
全
に
「
外
な
る
も
の
」
と
な
る
。 

（
４
）
ま
と
め 

奴
隷
は
ロ
ー
マ
社
会
の
「
外
な
る
も
の
」
で
あ
り
、
そ
の
社
会
の
構
成
員
と

の
人
的
結
合
を
少
な
く
と
も
法
的
に
は
持
て
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
と

も
に
、
彼
ら
同
士
で
も
本
来
は
人
的
結
合
を
持
た
な
か
っ
た
。
戦
争
捕
虜
を
は

じ
め
と
し
て
、
外
部
か
ら
連
れ
て
こ
ら
れ
た
奴
隷
た
ち
は
本
来
持
っ
て
い
た
人

的
結
合
を
破
壊
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
引
き
離
さ
せ
た
人
々
あ
り
、

「
共
同
体
な
き
も
の
」
で
あ
っ
た
。 

四 

利
得
を
生
み
出
す
奴
隷 

奴
隷
は
利
得
を
生
む
「
財
」
で
あ
っ
た
。
共
和
政
後
半
～
帝
政
前
半
期
は
、

ロ
ー
マ
の
最
盛
期
で
あ
り
、
同
時
に
奴
隷
制
も
か
つ
て
な
い
程
に
発
達
し
た
時

期
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
イ
タ
リ
ア
と
い
く
つ
か
の
属
州
に
お
い
て
は
、
奴
隷

制
は
社
会
経
済
的
に
見
て
も
主
要
な
制
度
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
生

み
出
し
た
条
件
を
あ
げ
て
み
よ
う
。 

（
１
）
適
正
な
価
格
で
の
大
量
供
給 

こ
の
条
件
は
ロ
ー
マ
の
地
中
海
世
界
征
服
に
よ
る
大
量
の
捕
虜
奴
隷
の
流
入

に
よ
っ
て
生
じ
た
。
ま
た
、
海
賊
や
奴
隷
商
人
の
活
躍
も
奴
隷
の
供
給
確
保
に

役
だ
っ
た
。
共
和
政
末
期
の
奴
隷
の
価
格
に
つ
い
て
は
確
実
な
デ
ー
タ
は
存
在

し
な
い
が
、
大
量
の
供
給
と
い
う
状
況
か
ら
見
て
そ
れ
程
高
価
で
は
な
か
っ
た
。 

（
２
）
奴
隷
制
経
営
の
生
産
物
に
対
す
る
広
範
な
市
場
の
存
在 

奴
隷
を
大
量
に
使
用
す
る
経
営
に
最
も
適
し
て
い
た
の
は
、
農
業
に
お
い
て

は
、
ブ
ド
ウ
や
オ
リ
ー
ヴ
の
モ
ノ
カ
ル
チ
ャ
ー
的
な
生
産
で
あ
っ
た
。
紀
元
前



二
世
紀
の
カ
ト
ー
、
紀
元
前
一
世
紀
の
ワ
ロ
ー
、
紀
元
一
世
紀
の
コ
ル
メ
ラ
な

ど
の
農
業
経
営
に
関
す
る
著
作
は
、
い
ず
れ
も
こ
れ
ら
の
作
物
に
重
点
を
置
い

て
い
る
。
彼
ら
が
描
く
モ
デ
ル
農
場
で
生
産
さ
れ
た
ブ
ド
ウ
や
オ
リ
ー
ヴ
は
、

ぶ
ど
う
酒
や
オ
リ
ー
ヴ
油
に
加
工
さ
れ
市
場
を
通
じ
て
販
売
さ
れ
た
。
地
中
海

地
域
で
は
需
要
は
か
な
り
あ
っ
た
。
ブ
ド
ウ
酒
は
日
常
的
な
飲
料
で
あ
る
ば
か

り
で
な
く
料
理
に
も
使
わ
れ
る
し
、
酢
に
加
工
し
て
も
使
わ
れ
た
。
オ
リ
ー
ヴ

油
は
料
理
・
灯
火
に
使
わ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
体
に
塗
っ
た
り
香
水
の
原
料
と

さ
れ
た
。
ロ
ー
マ
支
配
に
服
し
た
各
地
域
の
住
民
は
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
的
な

生
活
様
式
を
取
り
入
れ
、
ぶ
ど
う
酒
や
オ
リ
ー
ヴ
油
の
需
要
も
飛
躍
的
に
高
ま

っ
た
。
ま
た
、
大
土
地
所
有
の
発
達
に
よ
っ
て
中
小
農
民
が
多
く
都
市
に
住
む

よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
富
裕
者
が
家
内
奴
隷
の
集
団
を
抱
え
豪
奢
な
生
活
を
営

ん
だ
こ
と
も
需
要
を
増
大
さ
せ
た
。
イ
タ
リ
ア
の
奴
隷
制
農
場
は
こ
の
広
範
な

市
場
を
あ
て
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
手
工
業
に
お
い
て
も
、
た
と

え
ば
日
常
的
な
陶
器
が
イ
タ
リ
ア
だ
け
で
な
く
属
州
へ
の
輸
出
向
け
に
大
量
に

生
産
さ
れ
た
。 

（
３
）
適
正
な
経
営
規
模 

大
量
の
奴
隷
を
効
率
的
に
使
用
す
る
た
め
に
は
、
あ
る
程
度
の
経
営
規
模
が

必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
な
り
の
規
模
を
持
っ
て
は
じ
め
て
分
業
と
協
業
が
可
能

に
な
る
。
ま
た
ブ
ド
ウ
搾
り
器
や
オ
リ
ー
ヴ
圧
砕
器
な
ど
の
大
型
生
産
用
具
も

効
率
的
に
使
用
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
あ
ま
り
に
も
多
く

の
奴
隷
を
集
中
的
に
投
入
す
る
と
反
乱
の
危
険
が
高
く
な
る
。
ま
た
奴
隷
労
働

は
本
来
的
に
非
自
発
的
な
労
働
で
あ
る
か
ら
、
奴
隷
た
ち
を
労
働
に
駆
り
立
て

る
た
め
に
は
整
っ
た
管
理
・
監
督
シ
ス
テ
ム
が
必
要
に
な
る
。
従
っ
て
奴
隷
制

経
営
の
拡
大
に
は
自
ず
か
ら
限
度
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
す
こ
と

が
で
き
た
場
合
に
は
、
奴
隷
所
有
者
に
大
き
な
利
得
を
も
た
ら
し
た
。 

五 

威
信
の
表
現
と
し
て
の
奴
隷
所
有 

（
１
）
都
市
の
奴
隷
（f

a
m
i
l
i
a
 

u
r
b
a
n
a

） 

富
裕
な
ロ
ー
マ
人
は
、
都
市
の
邸
宅
に
多
く
の
奴
隷
を
抱
え
、
身
の
回
り
の

世
話
を
さ
せ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
奴
隷
は
「
都
市
の
奴
隷
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の

種
類
は
驚
く
ほ
ど
多
岐
に
渡
る
。
最
も
地
位
が
高
い
の
は
執
事
や
秘
書
な
ど
で
、

そ
れ
に
次
い
で
家
庭
教
師
や
医
者
な
ど
が
い
た
。
こ
の
よ
う
な
仕
事
に
は
、
比

較
的
教
養
の
高
い
ギ
リ
シ
ア
系
の
奴
隷
が
使
用
さ
れ
た
。
ま
た
主
人
や
女
主
人

の
衣
服
な
ど
を
世
話
す
る
奴
隷
、
料
理
人
、
給
仕
、
装
飾
品
製
造
お
よ
び
管
理
、

管
理
人
、
乳
母
、
仕
立
て
人
、
美
容
師
、
理
髪
師
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
、
音
楽
師

や
芸
人
、
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
、
門
番
、
馬
丁
な
ど
、
家
内
奴
隷
が
使
用
さ
れ
な

い
分
野
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
日
常
的
に
主
人
と
の
人
間
的
接
触
を
持
っ
て
い

た
か
ら
、
そ
の
取
り
扱
い
は
、
農
場
や
鉱
山
の
奴
隷
と
比
べ
穏
や
か
で
、
主
人

の
尊
敬
を
か
ち
え
た
奴
隷
も
い
た
。「
都
市
の
奴
隷
」
は
解
放
さ
れ
る
機
会
が
多

か
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
主
人
の
気
ま
ぐ
れ
や
サ
デ
ィ
ズ
ム
の
犠
牲
に
な
る
可

能
性
も
あ
っ
た
。 

（
２
）
家
内
奴
隷
を
持
つ
有
力
ロ
ー
マ
人
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ 

ロ
ー
マ
の
富
裕
者
た
ち
は
、
生
活
を
よ
り
快
適
に
す
る
た
め
多
く
の
家
内
奴

隷
を
抱
え
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
見
せ
び
ら

か
し
と
い
う
動
機
も
あ
っ
た
。
多
く
の
奴
隷
を
傅
せ
る
こ
と
は
、
そ
の
所
有
者

に
対
す
る
世
間
の
評
価
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
有
力
者
た
ち
は
、
威
信

と
社
会
的
影
響
力
を
め
ぐ
っ
て
互
い
に
競
争
を
し
て
い
た
。
世
間
の
尊
敬
を
集

め
、
高
い
官
職
を
獲
得
し
て
死
後
に
ま
で
名
声
を
残
す
こ
と
は
、
ロ
ー
マ
人
に

と
っ
て
は
経
済
的
な
利
益
に
劣
ら
ず
重
要
な
関
心
事
で
あ
っ
た
。
元
老
院
議
員

や
騎
士
な
ど
の
最
高
の
貴
族
層
ば
か
り
で
は
な
く
、
地
方
都
市
の
名
士
層
や
奴

隷
身
分
か
ら
解
放
さ
れ
た
者
も
同
様
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
階
層
の
方
が
上
昇



志
向
が
あ
り
、
「
名
士
に
ふ
さ
わ
し
い
生
活
」
を
強
く
求
め
て
い
た
。 

 

奴
隷
解
放
は
、
解
放
金
受
取
り
や
事
業
要
員
の
確
保
と
い
っ
た
経
済
的
利
害

ば
か
り
で
は
な
い
。
奴
隷
を
解
放
し
て
寛
大
な
主
人
で
あ
る
と
み
せ
る
こ
と
は
、

威
信
と
名
声
を
高
め
る
手
段
で
あ
っ
た
。
剣
闘
士
の
見
せ
物
も
、
そ
れ
を
催
す

こ
と
に
よ
っ
て
名
声
を
高
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
直
接
に
選
挙
の
票
集
め
を
狙

っ
た
も
の
も
あ
っ
た
が
、
多
く
は
剣
闘
士
奴
隷
を
主
催
し
、
見
事
な
見
せ
物
を

催
す
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
へ
の
社
会
的
評
価
を
高
め
る
こ
と
も
狙
い
の
ひ
と
つ

で
あ
っ
た
。
多
く
の
有
力
者
に
と
っ
て
、
見
せ
物
は
ロ
ー
マ
人
の
徳
目
の
一
つ

で
あ
る
「
気
前
の
よ
さ
」
を
示
す
手
だ
て
で
あ
っ
た
。 

六 

奴
隷
制
の
衰
退 

（
１
）
マ
ッ
ク
ス=

ウ
ェ
ー
バ
ー
「
奴
隷
枯
渇
説
」 

「
ロ
ー
マ
に
よ
る
平
和
」
が
確
立
す
る
と
、
奴
隷
の
供
給
源
で
あ
る
戦
争
捕

虜
が
減
少
し
、
そ
の
結
果
奴
隷
制
は
衰
退
し
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
「
奴
隷
の
コ

ロ
ヌ
ス
へ
の
接
近
、
す
な
わ
ち
、
農
業
労
働
者
の
農
夫
へ
の
変
化
は
ロ
ー
マ
帝

政
時
代
の
最
も
重
要
か
つ
疑
問
の
余
地
の
な
い
事
実
で
あ
っ
た
」
（
『
ロ
ー
マ
農

業
史
―
公
法
お
よ
び
私
法
に
関
す
る
そ
の
意
義
』
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
フ
ィ
ン

レ
ー
は
次
の
三
つ
の
観
点
か
ら
批
判
し
た
。 

①
時
期
的
な
ず
れ
。
一
世
紀
に
お
い
て
も
奴
隷
労
働
の
重
要
は
高
い
こ
と
。
②

征
服
後
、
ゲ
ル
マ
ン
人
を
奴
隷
に
す
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
こ
と
。 

③
輸
入
奴
隷
や
出
生
奴
隷
で
埋
合
わ
せ
が
で
き
た
こ
と
。 

従
っ
て
戦
争
捕
虜
の
供
給
減
が
奴
隷
制
衰
退
の
直
接
的
原
因
で
な
い
と
し
た
。 

（
２
）
属
州
経
済
の
自
立
「
イ
タ
リ
ア
お
よ
び
シ
チ
リ
ア
島
の
奴
隷
制
所
領

の
空
洞
化
」 

ロ
ス
ト
フ
ツ
ェ
フ
は
『
ロ
ー
マ
帝
国
社
会
経
済
史
』
で
、
帝
政
初
期
の
イ
タ

リ
ア
の
「
資
本
主
義
的
」「
科
学
的
」
農
業
経
営
は
、
ぶ
ど
う
酒
を
中
心
と
す
る

生
産
物
販
売
輸
出
を
目
的
に
奴
隷
制
労
働
で
行
わ
れ
た
が
、
西
方
属
州
の
発
展

に
よ
っ
て
シ
ェ
ア
が
下
が
り
、
コ
ロ
ヌ
ス
を
使
用
す
る
穀
物
生
産
を
行
う
農
業

経
営
に
移
行
し
た
と
主
張
し
た
。 

 

し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
も
、「
西
方
の
属
州
経
済
の
自
立
」
は
実
証
で
き
ず
、

ま
た
コ
ロ
ヌ
ス
を
利
用
し
た
穀
物
生
産
は
共
和
政
末
期
か
ら
急
増
し
て
い
る
が
、

ぶ
ど
う
酒
や
オ
リ
ー
ヴ
生
産
を
基
本
と
す
る
奴
隷
制
直
営
地
経
営
と
は
「
棲
み

分
け
」
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

（
３
）
マ
ル
ク
ス
主
義
「
奴
隷
制
社
会
か
ら
封
建
制
社
会
へ
の
移
行
」 

 

帝
政
前
半
期
に
普
及
し
て
い
た
奴
隷
制
所
領
経
営
が
、
階
級
矛
盾
の
激
化
と
、

そ
の
結
果
と
し
て
の
労
働
生
産
性
低
下
に
よ
っ
て
衰
退
し
、
し
だ
い
に
生
産
へ

の
関
心
・
意
欲
の
あ
る
奴
隷
や
コ
ロ
ヌ
ス
に
分
割
地
が
与
え
ら
れ
る
農
業
経
営

に
移
行
し
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
で
は
奴
隷
制
と
小
作
制
の
優
劣
が
問
題
と
さ
れ

る
が
、
奴
隷
制
経
営
も
適
正
規
模
で
経
営
さ
れ
れ
ば
生
産
性
が
高
い
。
小
作
制

の
普
及
は
別
な
問
題
か
ら
発
生
し
て
い
る
。
ワ
ロ
ー
や
コ
ル
メ
ラ
も
『
農
業
論
』

で
、
奴
隷
制
農
場
の
周
辺
、
遠
隔
地
や
肥
沃
で
な
い
土
地
で
の
穀
物
栽
培
で
は

小
作
制
が
勧
め
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
奴
隷
制
所
領
を
補
完
す
る
制
度
と
し
て

有
効
で
あ
っ
た
。 

（
４
）
奴
隷
制
と
小
作
制 

 

奴
隷
制
直
営
地
経
営
は
、
特
殊
な
諸
条
件
が
重
な
っ
て
成
立
し
、
高
い
生
産

性
を
保
つ
こ
と
が
で
き
た
。
同
時
に
、
こ
の
経
営
は
「
適
正
規
模
」
と
い
う
べ

き
も
の
が
あ
る
が
、
逆
に
一
定
規
模
以
上
に
経
営
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で

あ
る
。
奴
隷
は
本
来
積
極
的
に
働
く
意
欲
が
な
い
（
働
く
こ
と
が
自
ら
の
利
益

に
直
ち
に
つ
な
が
ら
な
い
）
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
労
働
に
強
い
る
た
め
に

は
、
コ
ル
メ
ラ
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
整
っ
た
監
視
人
制
度
が
必
要
で
あ
っ
た
。

こ
の
組
織
に
属
す
る
の
は
非
生
産
的
な
人
員
で
あ
る
た
め
、
限
度
以
上
に
拡
大



す
る
の
は
む
し
ろ
不
経
済
で
あ
っ
た
。
加
え
て
多
く
の
奴
隷
を
一
カ
所
に
集
め

に
く
い
。
そ
の
た
め
大
土
地
所
有
者
た
ち
は
、
所
領
を
拡
大
し
て
も
奴
隷
制
に

よ
る
直
営
地
は
一
部
に
と
ど
め
、
残
り
の
土
地
は
小
作
に
出
す
の
が
得
策
と
考

え
て
い
た
。 

 

従
っ
て
、
奴
隷
制
経
営
に
高
い
生
産
性
を
与
え
て
い
た
諸
条
件
が
失
な
わ
れ

は
じ
め
る
と
、
小
作
制
へ
の
移
行
は
徐
々
に
進
ん
で
い
っ
た
。 
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