
The Socio-Economic History Society

NII-Electronic Library Service

尽

勇”

論
　

　
　

　
　
　
　

説

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　Servloe

十
六
世
紀
に

於
け
ろ

日

本
人
奴
隷
問
題
（

・
」

）

岡

本

良

口矢

序

The 　Soolo −Eoonomlo 　Hlstory 　Soolety

　
　
　

十

五
、

六

世
紀
以
來
ヨ

ー

ロ

ツ

パ

人、

殊
に
エ

ス

パ

ニ

ヤ

人
ポ

ル

ト

ガ

ル

人
が
ア

ジ

ヤ

と
ア

メ

リ
カ

爾

大

陸
の

航
海

發
見
の

事

業
を
進

　
　

め
て

行
つ

た
と

き
、

そ
の

到

達
し

た

園
の

殆
ん

ど
に

於
て

奴
隷
の

取
61
を

行
つ

た
。

奴
隷
使
役
の

歴
史
は

有

史
以
來
種
々

の

形
で

諸
國
に

　
　

行

は

れ
た

け
れ

ど

も．

こ

の

航
海
發
見
時
代
を

以
て

そ
の

形
式
の

上
に

於
て

も
、

量
の

上
に

於
て

も
劃
然
た
る

區
別
が

置
か

れ

る
。

少
く

　
　

と

奄．

大
洋
を

越
え
て
．

勞
働
力
の

不

足
し

た

國
へ

商
品
の

如
く
に

蝓
途

し

た
の

は
こ

の

と

き
よ

り
盛
に

な
つ

た
と
い

つ

て

差
し
支
へ

が

　
　

な
い

。

　
　
　

ポ
ル

ト

ガ
ル

人

は
ア

フ

リ

カ

以
東
に

於
て
．

そ
の

船
の

達
し

た
と
こ

ろ
、

そ
の

勢
力
の

及
ん

だ

と
こ

ろ
の

國
人
を、
取

引
し
楡
途
し

た

が
、

．
町

そ
の

船
の

及
ん

だ

と

亮

彊
と
そ
の

後
の

交
通
の

繁
閑
及
び

國
の

勢
力
の

大
小
の

程
度
に

應
じ
て

三
塁

と

質
の

走
噺
が

あ
つ

驚

　
　
　

　

　

　
　

十
六

世

紀

に

於
け

る

日

本

人

奴

隷

問

題
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＋
六

世

紀

に

於

け

る

日

本
人

奴
隷

問
題

　

　

　

　．

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

．
一

韻
゜

そ

れ
だ

か

ら、

我

が

日

本

人
の

み

が

彼
等
に

よ
つ

て

奴
隷
と

し
て

取
引
せ

ら
れ

た
の

で

も
な
・

、、

日

本
人
が

他

國
人
よ

り

も
多
く
舶

載
じ

2　

　

去
ら
れ

た
の

で

も
な
い
。
．

併
し．

日

本
人
の

揚

合
に

於
て

は
、

特
殊

な

推
移
を

示

し，

異

常
な
問
題

を

そ

の

國
々

に

惹
き

起
し
た

と
い

ふ
、

　

　

こ

ど
が

出
來
る

。

　

　
．

甘
本
に

於
て

は

古
く
よ

り

奴
隷
は

種
々

の

名
日
の

下
に

存
在
し

た
。

ま

た
ポ

ル

ー
ー

ガ

ル

人
の

到
來
以

前
に

も、

他
岡
人
に

よ

つ

て

國
外

　

　

に

船
載
せ

ら
れ

た
で

あ

ら

う
。

併
し、

十

六

世

紀
後
牛
の

如
く、

多
數
に
、

商
門

叩

の

如
く
に

取
引
せ

ら
れ

て
、

ポ
ル

ト

ガ

ル

人
の

勢
力
の
・

　

　

及
拭

支

那

よ

り

印

度
に

ま
で

散
置
せ

ら

れ
た
の

は

未

曾
有
の

事
に

鷹
し

た
。

ポ

ル

ト

ガ

ル

人
と

し
て

は、

商
人

は
こ

れ
に

よ
つ

て

寡
な
か

　

　

ら
ぬ

利

釜

を

得、

使

役
者
は

日

本
人
の

獨
特
な

民
族

性
を
利
用
し
て

莫
大
な
便
利
を

亨
け

た
。

こ

れ

に

反

し。

頻
年
の

戰
亂
を
以
て

祉
會

　

　

の

秩
序
も

亂
れ
て

ゐ

た

日

本
で

は、

そ

れ

故
に

貧
民

或
ぴ

は

無

懸
の

徒
が

己
が
．

士

を
頁
り。

或
は

他
人
の

子

を
誘
惑
拐
帶
す
る

の

風

を

盛

　

　

に

し瓢

そ

れ
を

仲
介
す
る

職
業
も
生

す
る
に

至
つ

て
、

靴
會
的
に

も
道
徳
的
に

も
少

な
か

ら
ぬ

影
響
を

受
け
た

。

終
に

は．

こ

の

奴
隷
問

　

　

題
を

周
つ

て
、

阻
止

せ

ん

と

し

た

日

本
の

爲
政

者
、

矯
正

せ
ん

と

し
た

在

円

本
基
督
教
宣

歡

者
と

商
利
を

目

的
と

す
る

ボ

ル

ト

φ

ル

商
人

、

　

　

便
利

を

得
た

各
ポ

ル

ト

ガ
ル

植
民
地

當
局

者
と

の

間
に

背
馳

抗
爭
を

起
さ

し
め

る

に

至
つ

た
。

ま

た
、

海
外
に

定
住
し

た
凵

本

人

奴
隷
の

　

　

末

は

不
覊
放
逸
を
以
て

馳

驅
し、

諸
國
を

騒
が

し、

一

方
嘱、

は

＋
七

世

紀
に

於
け
る

n
本

人

發
展
の

礎
石
と

も
な
つ

た
。

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

即

　
一

五

七
一

年
三

月
十

二

日

付
ポ

ル

ト

ガ
ル

國
モ

ド

ン

・

セ

バ

ス

チ

ア

ン

の

敕
令

は、

存

す
る

最
古
の

資
料
で

あ

る
。

次

に

そ
の

全

交
を

譯

蔵
す

る
。

ポ

ル

ト

ガ

ル

人
の

日

木
人
奴
隷
取

引
に

關
し
て

現
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鳴、

躡　、

　

　

　

「

予
國
王

は

本

敕
令

を

署
る

者
に

知

ら

し

む
。

今
凵

ま
で

印

度
地

方

な

る

臼

木
國
異
歡
入
の

奴

隷
に

就
ぎ
て

行
は

れ
た

る

朕
況、

並
に

　

　

　
そ

れ
よ

り

生

す
る

寡
か

ら
ざ
る

弊
害
に

關
し
て

予
の

得
た
る

報
告
に

よ

り、

且
つ

右
の

奴
隷
を

（

賚
買
す
べ

き
）

正

當
な

る

理

由
も
あ

　

　

　
ら
卞、

殊

に

前

記
（

口

木
）

異
教
人
改
宗
に

對
し
そ

れ

に

山
り
て

故
障
も
生

す
る

と
こ

ろ
あ

る

を

以
て
、

予
は

向

後
ポ

ル

ト

ガ

ル

人
た

　

　

　
る

者
は

何
人

も

雌

木
人
を

購
ぴ

若

し

く
は

捕
ふ

る

べ

か

ら

ざ
る

を
命

令
す

。

前
記
日

本
人
を

購
ぴ

ま

た
は

捕
ふ
る

こ

と

あ

ら

ば、

購
ひ

　

　

　
ま

た

は

捕
は

れ
た
る

者
は

放
冤

せ

ら
る

べ

く．

爾
捕
へ

購
び

た

る

者
ば

そ
の

盗
財
崖
沒
牧
の

罰
を

受
く
べ

し
。

然
る

と

き
、

そ

の

財
藤

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　
　

り

　

　

　
の

俘

部
は

予
が

國」
揮
に、

牟
部
は

そ

れ
を

告

發
す
る

者
に

歸
嶋
す

。

（

下

略
）

L

　

　

　
こ

の

敕
令
の

内
容
よ

り
推
定

す

れ
ば、

こ

の

敕
令

發
布
の

以
前
に

、

こ

の

日

本
人

奴
隷
問
題

を
ポ

ル

ト

ガ

ル

國
王

に

報
晋
し

た

文
書
が

　

　
あ
つ

た

筈
で

あ
る

。

そ

れ

は、

ポ

ル

ト

ガ

ル

人
が

臼

本
人

を

購
買
し
或
ひ

は

拘
禁
し

た

朕
況
を

蓮
べ
、

且
つ

基

督
歡
布
歡
に

寡
な
か

ら
ぬ

　

　
障
審
と

な
る

所
以

を

陳
じ
て
、

ポ

ル

ト

ガ
ル

の

印

度
欝
局

者
棄

た

は

本
國
政

府
の

そ

れ
に

對
す

る

干

渉
を

希
望
し

た

も
の

で

あ
っ

た
に

違

　

　
ぴ

な
い

。

乃
ち
そ

の

報
告
者
が

在
月

木

耶
蘇
會
宣

敏
師
よ

り．
發
せ

ら
れ

た
こ

と

は

甚
だ

留
意
に

價
す
る

。

　

　

　
國
王

の

敕
令
の

日

付
は

口

木
の．
兀

譱
二

年
の

初
に

當
り、

未
だ
ポ

ル

ト

ガ

ル

般
の

長
崎
入

港
に

至

ら
ぬ

前
で

あ
つ

た
か

ら、

耶
蘇
會
の

　

　
報
皆
は

そ

れ
よ

り

も
少

く
と

も冖
二

年
以

前
に

發
せ

ら

れ

た
に

違
ひ

な
い

。

そ

れ

故
に
，

ポ

ル

ト

ガ

ル

人
の

横
瀬
浦…
貿
易
時
代

遐

く
も

蔵
田

　

　
入
捲
の

初
の

頃
に

は
、

盛
に

日

本
人

奴
隷
を

取

引
し

海
外

に

舶

載
し

π

と

認
め

ね

ば

な

ら

な
い

。

而

か

も、

耶
蘇・
曾
の

留
意
を

喚
び

そ
の

　

　
禁
止

を

本
國
へ

共
巾
す

る

に

駆
つ

た
こ

と

を

以
て

見
れ

ば、

日
本

人
賣
買
ま

た

は

拘
禁
が

決
し
て

小

規
模
に

止
つ

て

ゐ

た
と

は

恩
は

れ
な

　

　
い

。

横
瀬
浦
貿
易
時
代

邸
ち
一

五

六

〇
年
代
の

初
に

既
に

口

木
人

奴
隷
取
引
が

盛

行
せ

ら

れ
た

と

す

れ
ば、
　一

五

五

〇

年
代
よ

り

91
き

績

期

粟
軌

裏
四

〇

年
代
の

管
に

曁
發
端
し

た

も
の

で

あ
つ

た
か

も
知
れ

な
い

と

推
測

す
る

こ

と

は

必

す
し

も
無

馨
は

な
い

・

　

　

　

　

　

　

　

十
瓜

ハ

世
紀

に

於

け

る

日

本
人
魯航
隷…
川

題
　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

聞｝

（1）　　Arehivo 　Por七1】guez−Ori（匍nt 霈L・E〔L　de　工・IT．　dEL　Cun！la　Rivara．

　　　　　　　Nova−Goa，1869−一一76．　Fa，se・V，　Pt．　IL　PP．791，792．
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亠

ー

」ハ
仲
匹

紀
尸
」

杁

瓜

け

る

口
H

本

人

奴

隷
…

阿
 
魁’
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　

附
鬮

59
　
．

前
掲
し

た
一

五

七
一

年
の

敕
令

公

布
以
後
そ
の

影
響
に

就
て

は
、

　一

六

〇

三

年
日
本

人

奴
隷
問
題
に

闢
す
る

印
度
ゴ

ア

市
よ

リ
ポ

ル

ト

2　

　
ガ
ル

國
王

へ

の

陳
情
書
に
、

　
「

過
ぎ
た
る

年
月
の

聞
終
始
該
（

一

五

七
一

年
の
）

敷
令
に

よ

り
て

何
等
改

善

せ

ら
る

る

と

こ

ろ
あ

ら

す、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　ロ
ノ

ニ

　

　
今
日
ま

で

該
敕
令
の

實
施
を
妨
げ

た
る

次

第
は

當
地
に

於
て

今
日

顯
は

れ

た

り
。

」

と

見
え、

　一

六

〇

五

年
の

同
じ

歯

陳
情
書
に
、

「

温

ぎ

　

　
た

る

三

十

数
年
間
（

該

敕
令
は
）

更
に

實
施
せ

ら
る

る

と

こ

ろ
な

く
、

ま

た

副
王

に

し「
て

こ

れ

を

履
行
せ

し

め

ん

と
命

じ

た
る

も
の

も

あ

　

　

　

　

　
ハワの
ぜ

　

　
ら
ざ

り
き
。

」

　

と

記

蓮
せ

ら

れ
た
と

こ

ろ
を

以
て

知
ら一
れ
る

如
く

、

ポ

ル

ト

ガ

ル

の

印
度
及

び

各
植
民
地

賞
局
者、

航
海
司
令
官
竜

そ

れ

　

　
を

無

硯
し、「

ポ

ル

ト

ガ

ル

商
人
も
全
く
こ

れ
に

拘
泥
す
る

こ

と

な

く．

寧
ろ

漸
々

奴
隷
取

61
を

發
展
せ

し

め

た
、

思
ふ

に
、

敕
令
を

發
布

　

　
七

た

本
國
政

府
に

於
て

も

當
時
多
く
の

法
令
に

し
て

束
印

度
に

於
て

涯
守
せ

ら

れ
る

と
こ

ろ

少

な
か

つ

た

如

く、

そ
の

勵
行
を

豫
期
し
て

　

　
ゐ

な
か

つ

た
か

も
知
れ

な
い

。

ま

た

植
民
地

當
局

者、

航
海
司
令
官
の

如
き

は
そ

れ
を

以
て

ポ

ル

ト

ガ
ル

人
の

商
利
の

二

部
を

殺
ぎ、

奴

　

　

隷
使

役
者
に

不

便
を

輿
へ

る
こ

と

を

寧
ろ

避
く
べ

き

も
の

と

考
へ

た

か

も
知

れ

な
い

。

　

　

　
日
本

に

於
て

は

奴
隷
取
引
の

行
は

れ

た

九
州
の

諸
侯
は、

恐
ら

く
そ
の

事
實
を

認
め
て

ゐ

た
で

あ

ら

う
。

認
め
て

ゐ

た
と

す

れ
ば
、

何

　

　

等
か
の

處
置
を

そ

れ
に

講
じ

た
で

あ

ら
う

か
。

そ
の

資
料
は

今
日

存

在
し
て

ゐ
な
い

が
，

想
像
す
る

に
、

こ

れ
ら
の

諸
侯
は
ポ

ル

ト

ガ
ル

　

　
人
の

來
航
交
易
を

潟
望
し

た
か

ら
自
領

民
を

奴

隷
た
ら

し
め

る

賣
買

掠
奪
を

批
難
し

禁
止

す
る

こ

と

を

能
は

す
し
て

暗

默
の

う

ち
に

認
め

　

　
た

か
、

ま

た
と

き

に

は

貧
し
い

領
民

を

見
る

こ

と

土
芥
の

如
く
に

し
て

そ
の

賣
買
を
煮
に

介
し
な

か

つ

た

か
、

そ

れ

と

も
そ
の

取

引
が

全

　

　
ぐ

諸
侯
の

留
意
に

上
る

程
著
し

く
な
か

つ

た
か

ら、

そ
の

處
置
を

講
す
る

に

及
ぱ

な

か
つ

た
の

で

あ

ら
う

。

豐
臣
秀
吉
の

九
洲

征
伐
の

と

　

　
き

値
に

そ
の

事

實
を

知
つ

て

禁
令
を

發
し
た

と
こ

ろ
よ

り

考
へ

れ
ば、

諸
侯
の

溜
意
に

上
ら
な
い

程
著
し

く
な

か
つ

た
と

は

愚

は
れ

な
い

　

　
か

ら
、

孰

れ
に

し
て

竜
暗
撒
の

う

ち
に

そ
の

取

引
を

認
め
て

ゐ

於

と

見
な

け
れ
ば

な

ら

な
い

。

こ

れ

を

想
へ

ば、

當
時

漏
戰
策
謀
に

寧
日

（2）　　Ibidem・　1
’
ft，
　scg　I，　｝t・　III　P，　125，

（3）　　　Ibidem，　昼Dr　157●
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な
い

戟
國
の

諸
侯
と
は

い

へ

．

唯
｝

人
の

濫
か

い

血

を

有
し

た

者
の

な
か

つ

た

こ

と
を

嘆
ぜ

ざ
る

を

得
な
い
。

　
こ

の

状
態
で

秀
古
の

九
州
征
伐
の

と

き
に

及
ん

だ
。

「

九
州
御
動
座

記
」

　
に

載
せ

る

大
村
由
巳
の

潜

翰
の

一

節
に

次
の

淌
息
が
あ

る
。

　

「

後
戸
゜

李
戸
・

長
崎

抔
に

て
．

南
蠻
舟
付

毎
に

完
備

と
・

，

其
國
之

國
主

を

傾
け、

諸
宗
を

我

耶
法
に

引
入，

多
、

れ
の

み

な

ら

す、

　

日
本

仁
を

數
百

男
女
に

よ

ら

す、

黒

舟
へ

買
取、

手

足
に

纖
の

鎖
り

を

付
け、

舟
底
に

逍
入、

地

獄
の

苛
責
に

も
す

ぐ

れ．

其

上

牛
馬

　

を

買
取

、

生

な
が

ら
皮

を

剥
ぎ、

坊
主
も
弟
子
も
手

す
か

ら
食
し、

親
子
兄

弟
も
無
二

禮

儀
盲
ハ

今
世
よ

り
畜
生
逍
有

樣、

日

前

之

様
に

　

韻
聞
候

・

見
る

を

見
ま

舷
に
・

其
近
所
の

口

本
仁
何
も

其
姿
を

學
、

子
を

賣
り

親
を

贇
り

妻
女
を

資
り

候
由

、

つ

く

ー
被
・

及．一
聞

召

（

下

獣
4

「

　

大
村
由
巳
は

九
州
征
伐
中
秀

吉
の

廳

側
に

侍
し
た

人
で

あ
つ

た

と
い

ふ

か

ら，

そ
の

書
に

報
じ
た
如

く
、

秀

古
の

左

右
の

人
々

も

考
へ

、

ま

た

秀

吉
匿
身
も
そ

れ
に

近
い

感

懷
を

得

た

と

見
ら

れ
る

。

殊
に

「

つ

く

ー
被
・

及
・

聞

蛋
」

の

語
は
そ

れ

を
肯
定
せ

し
め
る

に

足
る

も
の

で

あ
る
，

果
し
て

さ

う
だ

と

す
れ

ば、

大
村

由
巳
の

績
い

て

述
べ

た

如
く
基
督
教
宣

敏
師
の

追
放
が
A
下

せ

ら
れ

た
と

同
時
に
．

日

本

人

贇
買
に

對
し
て

も
何

等
か

の

處
置
が
と

ら

れ

な

け
れ
ば

な

ら

な
か

つ

た
。

　

秀
士
は

が

九
州
統
一

の

後
博
多
に

在
つ

て

初
め
て

基
督
敏
禁
止

を

命

す
る

に

當
つ

て
、

在
日

本
耶
蘇…
侖
口

の

主
臓
者
パ

ー

ド

レ

・

ガ

ス

パ

ー

ル
・

コ

エ

リ

ヨ

に

四

侮
條
の

識
問
を
な

し

た
。

そ
の

｛

箇
條
に

、

　
「

何

故
ポ

ル

ト

ガ
ル

人
は

日

本
人

を
購
ぴ

奴

隷
と
し

て

船
に

逕
れ

行
く

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　
　
うり

や
。

」

　
と

あ

る
こ

と

は
、

　一

五

八

八

年
二

月
二

十

日

有

潟
發
の

パ

ー

ド

レ

・

ル

イ

ス

・

フ

ロ

エ

ス

の

書
翰
に

晃
え
る

。

こ

の
一

箇
條
に

對

し、

パ

ー

ド

レ

・
コ

エ

リ
ヨ

は

次
の

如
く

答
へ

た
。

　

「

ポ

ル

ト

ガ

ル

人

印
度
に

て

奴

隷
と

し
て
い
買

ら
ん

た

め
に

日

本
人
を
購
ふ

を

（

耶
蘇
會
の
）

パ

ー

ド
レ

等
は

阻
止
す

る

に

怠
ら

ざ

り
し

　

　
　

　

　

＋
六

世

紀

に

於

け

る

日

本

人

奴
隷
問

題

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

菰

（4）　穂宮猪一郎氏著、近匹 日本國民史豐 臣氏1辱代 乙 篇　386 − 387頁

（5） C乱r幡 de　Japam ，
　ed ．　 de　1598，

　Ev・・a．　fl・208
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彫

　

　

　

　

　

十

六

世

紀

に

於

け

る

目

本
人「
奴

隷
問

題
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
六

　

な

り
。

然
れ

共、

若

し

殿
下
に

し
て

そ

の

臣
下

に

封
し
て

こ

の

交
易
を

禁
じ

、

そ

れ
に

就
き

て

そ
の

諸
港
に

良
き

法

令
を

與
ら
れ

ん
か
．

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

へ
うワ
　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

ド

．

こ

の

紊
亂
を

容
易
に

矯
正

し

能
ふ

べ

し
。

」

　

ヒ

れ
に

由
つ

て

見
れ
ば
、

秀

吉
は

親
し

く
九
州

に

至

り

海
外
貿
易
の

實
状
を

聞
知

す
る

に

及
ん
で
、

睛
天
の

霹
靂
の

如

く
に、

そ
の

著

し
い

弊
害
の

事
項

を

耶
蘇
會
に

詰
閥
し

た
。

當
時
長

崎
に

於
て

盛
に

行

は
れ

た

日

本
人

貞
買
の

如
き

は

秀

占
並

に

そ
の

周

圍
の

人
々

に

最

も
大
き

な
不

快亠
悠

を
齟ハ
へ

た
一

で

あ

つ

た
こ

と

ば

明
か

で

あ

る
。

添

跳楓
冂

は、

群

小
の

九
州

諸
侯
と

異
な

り、

利
U
の

た
め

に

貧
民
の

不

幸

を
見
逅
す
こ

と
が

出
來
な

か
つ

た

と
い

ふ

よ

り．

臼

本

民
族
の

誇
り

を

傷
つ

け
ら
れ
る

も
の

と

見
做

し

た
の

で

あ

ら
う
。

そ

れ
だ

か

ら、

こ

の

事
實
に

着
蹤

す
・

。

や
迅

速
に

矯
正
せ

ん

と

欲

し

た
。

而

シ
・

、

秀
古
の

み

な

ら

す、

當
時
の

日
本

人
の

大

部
分
は

耶
蘇
愈
と
ポ

ル

ト

ガ

ル

入

は

相

寄
り

相

扶
け
て

ゐ

た
・
」

、

G

を
知

ヨ
、

ゐ

た
か

ら
、

ポ

ル

ト

ガ

ル

商
入
の

非
行

を

耶

蘇
會
に

歸
し
て

そ

れ
を

難
じ

た

の

で

あ

る
。

耶
蘇
愈
の

秀

書
に

對
す
る

返
啓
を

見
れ
ば
，

耶
蘇
會
は
ポ

ル

ト

ガ

ル

商
人
と

籏
別

し
て

見
ら

る

べ

ぎ

を
明
か

に

し．

從
つ

て

耶
蘇
會

と

し
て

は
、

そ

れ

ま
で

に

甑
に

ポ

乃

ト

ガ

ル

人
の

所

業
を

大
に

指
蝉
し、

人
身

賣
買
を

禁
壓
す

る

に

努
力
し

た

こ

と

を
主

張

し、

且
つ

秀

士
・

の

權
力

を

以
て

こ

鯛

に

干

渉

レ
、

禁
絶
の

臼

灼
を

逹
す

る

こ

と

も

嫌
は

な
い

能

蓙
を、

歪
た
。

そ
の

點
に

於
て

は
、

薪
る

事
實
如
何

に

同
人

種
の

行
爲
な

り

と
て
、

同

業
者
の

行
爲
た
り

と

て
、

同

類
の

行
爲
た

り

と
て
、

李
氣
に

て
。

知

ら
ぬ

蘭
に

て
、

默
硯
し

て

居
た

と

は、

耶

嚢
の

宣

酷
と

し
て
、

葉
不

都

愈
は

盗

悉．

と

責
め

・

の

は

籍
瓮
解
た

る

鑑
れ

な
い

・

耶

饕
の

返
答
は

必

す
し

も
一

時
這
れ
の

語
で

も
な

く、

責
任
轉
嫁
の

言
と

解
す
べ

ぎ
で

も

な
い

。

前
に
］

五
・

上

年
ポ

ル

ト

ガ
ル

國
王

を
し
て

日
本

人
賣
買

林
示

止
の

敕
令

を

公

布
せ

し
め

た
の

も
在
臼

本

耶
蘇
會
で

あ

り、

そ
の

後
も
恐
ら

く
は

ポ

ル

ト

ガ

ル

商
人
に

直

接
に

勸
告
し、

或
は

開
接
に

制
肘
す
る

何
等
か

の

手

段
を

講
じ
て

ゐ

変
で

あ

ら
う

。

そ

れ
に

關
す
る
こ

と

は
一

五

九
八

年
の

決
議
書
を

除
い

て

そ
の

始
め

よ

り

終
り
に

頁
ヤら鎔書同前底

出
熕徳の（
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自

至
る

婁
丶

在
日

本

耶

蘇
會
の

書
翰
年
報

に
・

書
も

漏
ら
さ

な

か
つ

た
か

ら・

一

五

七

〇

年
前
に

國
王
へ

報
轡
し

た
と

推
定

す
る

如
ー

．

恐
ら
ー
は

其
後
に

於
て

も
何

等
か

の

こ

と

を
な

し

た

と

推
測
翫
凍
ぬ

こ

と

が

な
い

。

一

五

九
八

年
の

獲
嚢
団

に

據
つ

て

見
て

も
耶
蘇
會
士

が

衷
心

よ
り

日

本
人

奴
隷
の

取
引
を

絶
滅
せ

し

め

ん

と

欲

し

た
こ

と

は

明
白
で

あ

る
。

併
し

耶
蘇
會
は
ポ

ル

ト

ガ
ル

商
人

を

強
制
す
る

權

力

を

有
し

な
か

つ

た
。

そ

れ
だ

か

ら・

或
ひ

は
ポ

ル

ト

ガ

ル

闡
王

の

禁
令
を

求
め、

ま

於
秀

書
の

詰

問
に

遞
つ

て

反
つ

て

そ
の

權
力
の

發

動
を

も

厭

は

な
か

っ

た
の

で

あ

る
。

　一

五

九
八

年
の

奴

隷
貿
易
者
破
m
冂

決
議
書
中

次
の

如
ぐ

記
載
し

た
の

は

在
口

本
耶
蘇
愈
の

位
瞠

統
的
な

主

張
で

あ

り

説
明
で

あ

る

と

見
ら
れ
る

。

　

「

醸

本
人
奴
隷
を

禁
止

す
べ

き

纂
二
の

理

由
は
司

教
並
に

瀟
昔
の

奉

務
者
の

立

揚
よ

り
採
ら

れ

た
る

も
の

な

り
。

殕
し

、

（

日

本
入
に

し

　

て
）

斯
く
の

如
く
多
數
の

嗣
胞
の

毎

年
外

國
人
の

奴
隷
と

数

る

た

め
に

誘
拐
せ

ら

る

る

も
（

我

等
が
）

敢
て

冤
恕
す
る

を

見
ん
に

は、

　

某

督

歡

徒
は

勿
諭
異
教
徒
た
る

口
本

人

も、

我

が

聖
蒲
菅
の

奉
務
者

（

の

心

講
）

を
憎
黒
す
る

に

至
る

は

蓋
し

當
然
な

ら
ん
。

太

閣
樣

も
一

度
な
ら

芝
の

事
實

潅
響
る

な

り

き
。

『
「

（

太
閣
様
の
）

禁
令

蹟
丞
正

に

し
て

磐
な

れ

ば．

人
身
硬
翼
を

辮
明
す
る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
つ
ごゾ

　

の

如
何
に

困
難
な
る

か

は

認
め

ら

れ
ざ
る

べ

か

ら
す

。

」

　

こ

れ

ら
の

言
と
一

五

七
一

年
勅
令
の

要
旨
に

見
れ

ば，

耶
蘇
禽
の

奴
隷
禁
止

を

歓
す
る

動
機
は
、

人
迸
上
の

立

揚
よ

り

し
た

と
い

ふ

外

に
、

そ
の

布
教
上
に

支

障
を
生
す
る
の

點
に

多
大
の

理

山
が

あ

つ

た
。

そ

れ

は、

商
人
が

商
利
を

流
ふ

如，
丶、

椒
民

繊
篇
者
が

そ
の

佳

人
の

便
宜

を

鬮
る

如
く、

宗
歡
家
が

布
教
の

利
を

宅

張

し

た

も
の

と

見
ら
れ

た

に

違
ひ

な
い

。

從
つ

て
、

商
人

も
植
民
地

當
局
者
も
そ
の

立
揚
を

擁
護
せ

ん

た

め、

耶
蘇
愈
の

そ
の

點
に

於
け
る

利

己

心
に

對
抗
し、

容

易
に

n
木
人

奴
隷
廢
止

を

諾
は

な
か

つ

た
の

で

あ

ら

う
。

併
し、

そ
の

闇
逍
義
の

維
持
者
と

し
て

耶

蘇
會
が

束

印
度
に

働
い

た

唯
一

の

静

在
で

あ
つ

た
の

を

無

靦

し
な

け
れ

ば、

耶
蘇
會
の
、

王

張
そ

　

　

　

　

　

十

六

世

紀

に

於
け

る

日

本

人

奴
隷
問

題

七

（7）

（8）
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十

六

世

紀

に

於
け

る

日

本
入

奴

隷
問

題
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
八

54
　
の

も
の

が、

必

す
利
己

心
の

み

に

由
る

と

考
へ

ら

れ
る

も
の

で

は

な
い

。

日

木

人

奴
隷
貿
易
と

殆
ん

ど
不
可

分
な

關
係
を
示

し
た

ボ

ル

ト

2　

　
ガ

ル

商
人
の

不
晶
行
の

不
斷
の

批
難
者
は

耶

蘇
會
で

あ
り

、

基

軽

激
的

精
紳
を

抱
い

た

有
識
者
で

あ
つ

た
。

次

に．

彼
等
の

批
難
し

た
二

、

　

　
三

の

例

を

擧
げ
る
。

　

　

　

　
一

五

八、
二

年、
媽
港
を

出
發
し
て

印

度
に

向
つ

た
シ

マ

ン

・

フ

エ

レ

イ

ラ

の

船
が

途
巾

大

暴
風
雨
に

邁
つ

て

マ

ラ

ッ

カ

に

近

く
ジ

オ

ホ

　

　

　
1
ル

河
沖
の

暗

礁
に

乘
り

上

げ

た
。 、

晴
穩
の

日
に、

案
内
に

通
じ
て

ゐ

る

海
上
に

そ
の

こ

と
の

生
じ

た
の

は
、

「

（

そ
の

船
に

便
乘
し
て

　

　

あ
り
た

る

支

那
・

門

本
往
來
の
）

商
人

等
が

神
を

怖
る

る

な
く
し
て
、

色
白
ぐ

美
し
き

捕
は

れ
の

少

女
等
を

伴
ひ
、

多
卑
そ
の

妻
の

如

　

　

く
に

船

室
に

容
れ
妾
と

し
て

同
棲
し

た

る

破
廉
恥
な
る

所
業
を

、

紳
も
罰
せ

ん

と

欲

せ

ら

れ
し

所
以

な

ら
ん
。

こ

の

明
ら

さ

ま

な
る

大

　

　

罪

は

紳
よ

り
明
ら

さ

ま

な
る

大
蜀
を

加
へ

ら

る
べ

ぎ

な
り
。

そ

れ

故
に
、

諸
人
を

し
て

自
ら
神
の．
戴
し

き

力
を

恐

れ

し
め

ん

た

め、

こ

　

　

　
の

支

那
・

日

本
の

航
海
に

數
多
の

財
多
き

船
を

失
は

し

め、

以
て

諸
入
に

感

銘
せ

し
め

た
る

な

り
き
。

ま
た
、

（

支

那・
日

本
の
）

地

方

　

　

　
に

於
て

は

他
の

如
何

な
る

國
々

に

於
け
る

よ

り
も

（

ポ

ル

ト

ガ

ル

人
の
）

淫

逸
な
る

行
爲
多
か
り

し
か

ば、

榊
そ
こ

に・
數
々

の

颱

風
を

　

　

喚
び

て
、

そ

れ
ら
の

者
を

威
嚇
し

罰
し

，

か
の

恐
る

べ

き

悪
天

候
を

以
て

そ
の

怒
を
多
分
に．
不

さ

ん

と

せ

ら
る

る

如
き
は

疑
あ

ら

ざ
る

　

　

　

　
ゴう
カ　

　

　

　
べ

し
。

」

　

　

　
こ

の

記

事
の

編
述
者
は

當
代
在
印
皮
の

官
二

史

で

あ
つ

た

が、

墓
督…
教
の

立

揚
よ

り
日
本
・

支
那
に

交

易
す
る

ポ

ル

ト

ガ

ル

商
人
の

淨
蕩

　

な

生

活
を

極

度
に

難
じ

た
。

而
し
て
、

こ

の

記

事
に

於
て

留
意
す
べ

ぎ
は
、

ポ

ル

ト

ガ

ル

人
が

少
女
師「
ち

女
奴
隷
と
そ

の

船
室
に

同

棲
し

　

　
た

猥
雜
な

所
業
を
特
筆
し
て

罵
つ

た
こ

と
で

あ

る
。

そ
の

い

ふ

女
奴

隷
が

航
海
の

逝

程
よ

り
見
て

支

那
人
か

若

し

く
は

日
本

人
で

あ
つ

た

　

　
に

違
び

た
い

。

ま

た
こ

の

記

事
の

後
皐
に

於
て

は、

そ

れ

ま

で

多
年
の

闇
ポ

ル

ト

ガ

ル

人
が

、

そ
の

や

う

な
紊
れ

た

酷
中
生

活

を
な

し、

（g1／　D1ogo　de　Couto
，
　Da　Asia、　Dec．　X．　Lisboa

， 1788．　Cap．　XIV ，　p，364
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ま

た

日

本
・

支
那
の

港
に

あ
つ

て

も
極
端
に

放
逸
な

行

を

な

し
て

ゐ

た
こ

と

を

指

摘
し
た

。

　
次

は
一

五

八

七

年
十

月
二

十
丑

日

付
で

在
日
本

耶
蘇
愈
の

質
腦

者
パ

ー

ド

レ

・

ガ

ス

パ

ー

ル

・

コ

エ

リ
ヨ

が、

次
の

如
く

豐
臣
秀
吉
の

耶
蘇
會
追

放
党
令
す

る

に

至
つ

た

原
因
を

報
じ

た。

　
　
「

（

太

閤
樣
の

武
士

等
）

そ
の

用

務
を

帶
び
て

長

崎
に

至
ら

ば
．

ポ

ル

ト

ガ
ル

商
人
の

放
縦
な
る

生

活
の

實
見
者
た

る

べ

き

な

り
。

太

閣
檬
日

く、

宣

歡
者
は

聖
教
を
布
く
と

雖
も

、

そ
の

歡
を

明
ら

さ

ま

に

實
行
す
る

は

彼

等
商
人
な

り

と
。

彼
等
商
人
は

若
き

人

妻
を

奪

　
ぴ

て

妾
と

な

し
、

兒

童

を

船
に

拐
か

し

行

き
て

奴
隷
と

な

す
を

以
て
，

多
數
の

人
は

寧
ろ

死

を
撰
び

て

處
決
す
る

あ

り。

罕
戸
に

て

は

　

長
崎
に

於
け
る

よ

り

も

商
人

自
由
な

れ

ば

從
ぴ

て

放
逸

な

り
。

蓋
し、

長
崎

に

於
て

は

破
門
を

怖
れ
て

と

き
に

愼
む
者
あ

れ
ど

も、

不

　

戸
に

て

は．

司
教
の

名
に

於
て

彼
等
を
滞
留
せ

し
め

ざ

る

の

禁
制
布
か

れ
た

れ

ど

も、

我
等
の

敵
（

松
浦
鎭
信
）

大
に

ポ

ル

ト

ガ

ル

人

　
　
　

　

　
　
　

　

　
　
　
　
い　

　
の

貿
易
を

庇
護
す
る

に

因
る

。

」

前

引
し

た
…

五

九
八

年
の

在
日

本

耶

蘇
會
破
門
令
議
決
書
中
に

も、

ポ

ル

ト

ガ
ル

人
の

不

晶
行
を

指
摘
し
て

ゐ

る
。

　

「

こ

れ
ら
の

（

ポ

ル

ト

ガ
ル

人
）

下

僕
は

購
買
し

た
る

少

女
等
と

放
縱
な
る

生
活
を

な

し
て
、

破
廉
恥
の

模
範
を

示

し、

そ
の

或
る

者

　

は

媽
港
へ

の

渡
航
船
中

船
塞
に

伴
ぴ

行

く
こ

と

も

あ

り
。

予
は

日
本
異
教
諸
國
に

て

ポ

ル

ト

ガ
ル

人
の

少

年
少

女
（

奴
隷
）

を

募
集
せ

　

ん

た

め

贋
く
散
在
し
，

異
歡
人

自
ら
も
そ

れ

を

甚
だ

無
自
覺
な
る

如
く
生
活
す

る
と
こ

ろ

に

至

り
て

犯

す
不

品
行
を
こ

x

に

は

擧
ぐ
る

　
　
　

　

　
　
　

　

　　
モ

　

　

を

敢
て

せ

ざ
る

べ

し
。

」

　

こ

れ

ら
の

記
蓮

を

見
れ
ば

宛
然
と

し
て

現

時
の

悪
徳
な
女
匚

募
集
者
が

募
集
し

た

少
女
等
に

犯
す

悪
業
に

似
て

ゐ
る
。

人
の

妻
を

す

ら

横
奪
す
る

者
が

あ
つ

た
の

で

あ

る
。

ポ

ル

ト

ガ
ル

人
の

素
行
は

極
度
に

紊
れ
て

ゐ

た
こ

と

は

想
橡
に

餘
り

あ
る

。

現

時
に

於
て

不
口

聞

行
な

　
　
　

　

　

十

六

世

紀

に

於

け

る

日

本

人

奴
隷
問

題

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
九
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十
六

世

紀
に

於

け

る

日

本
人

奴

隷

問
題

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
一

〇

下

級
海
員
・

行

商
人
に

徳
を

論
い

て

こ

れ

を

反

省
せ

し

め

る

こ

と
の

不
可

能
の

如
く、

嘗
時

耶
蘇
愈
の

宣

教
者
が

ポ

ル

ト

ガ
ル

商
人
の

放

逸
な

所
業
を

擯
斥

し．

矯
正

せ

ん

と

欲
し
て

能
は

な
か

つ

た
の

け

必

す
し

も
不

誠
意
で

あ
つ

た
か

ら

で
は

な
い．．

　

翻
つ

て
、

常
時
の

長

崎

∴
セ
ー−

等
の

港
市
に

於「
け
る

日

本
人
の

生

活
を

想
像

す
る

に
、

果
し
て

こ

れ
ら
の

不

晶

行
な
ポ

ル

ト

ガ
ル

商
人

と

甚
だ

相

違
あ

る

生

活
を
な

し
て

ゐ

た
で

あ

ら

う
か

。

厦
々

戦
亂
と

掠
奪
の

巷
と

化

し
た

村

落
城
地

の

庶
民
が

秩
序
疋

し

く
身
を

修
め
て

世
に

處
し
て

ゐ

た
で

あ

ら

う
か

。

　一

部
の

ポ

ル

ト

ガ
ル

商
人
の

如

き

極
端
な

税
度
に

逹
し

な

く
て

も、

紊
亂
し

た

世
に

紊
亂
し

た

生

括
を

な

し
て

ゐ
た

者
も
多
か
つ

た
こ

と

は

推
察
に

難
く
な
い

。

ポ

ル

ト

ガ

ル

商
人
の．
揚

合
に

於
て

は
、

耶
蘇
會
十

の

基
督
教
的

勸
善
の

精
紳
に

出
で
、

」

日
本

人
布
教
に

對
す
る

障
害
と

な
つ

た

故
に
、

特
に

そ
の

不

品
行
を
指

摘
攻

撃
し

た

が
、

日

本
人
の

揚

合
に

於
て

は

常
住
の

行

爲

と

し
て

目
立
つ

こ

と

も

数

く
咎
め

ら

れ
る

と
こ

ろ

も
な

か

つ

た
に

違
ひ

な
い
．

そ

れ
だ

か

ら．

耶
蘇
曾
士

が

ポ

ル

ト

ガ
ル

人
の

不

昂
行

と

人

身
賣
買
と

を

以
て
、

秀
古
の

基

督
教
迫
害
の

主
嬰
な

原
因
と

な

す

は

勿

論
営
を

得
て

ゐ
な
い
、

耶

蘇
愈
士

の

他

を

批
難
し

た
の

は

殆
ん

ど

布
教
上
の

利

己

的

立

揚
よ

り

な

し

た
か

ら．、

奴
隷
取

引
禁
腿
の

錫
合
に

於
て

も、

必

す
し

も
一

貫
し
た

態
度
を

續
け
る

こ

と

が

出

來
な

か

つ

た
の

で

あ

ら
う

。

　

豐
臣
秀

嘗
は

耶
蘇
會
へ

の

需
問
の

一

項

に

奴
隷
問
題

達

加
へ

て

何
殉

・

か
の

嘘．
置
を

期
待
し

た
か

も
知
れ

ぬ

が、

耶
蘇
會
の

返
答
に

依
つ

て

か
、

そ

れ

と

も
そ
の

始
め

よ

り
の

意
志
の

存
す

る

と
こ

ろ
あ

つ

て

か．

自
ら
櫨
力

か

發
動
せ
し

め
て

そ

れ

を

禁
壓
し

た
。

前
引
一

五

九

八

年
の

破
門

令
評

繭

決
識
口

に

は

次
の

如
く
そ
の

次

第
を

傳
へ

た．、

　
！

「

太

閤
様
は

、

シ

モ

に

て

毎
年
多
數
の

日
木

人
の

ボ

ル

ト

ガ

兀

人
に

賣
ら
る

る

を

聞
き
て

烈

し

く
怒
り

死
刑

を

以
て

こ

れ

を

禁
じ

た

リ

　

　
ハ

リ

ぴ

　
き

。

」

ま

た、

「

太

閣
樣
は

長
崎
の

地

方

に

於
て
、

臼

本
人
に

し
て

（

奴
隷
を
）

費
る

者、

賣
却
の

仲
介
を

な

す

者
に
、

そ
の

禁
令
の

實

（12） Ibidem　P・73・
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り

　

　
　

施
せ

ら

る

べ

き

を

屡
々

承
認
せ

り
。

そ

れ

ら
の

者
の

う

ち
に

は
ポ

ル

ト

ガ
ル

人
の

そ

の

鯖
に

往
復
す
る

に

役
立

て
た
る

舟
の

所
有

者
に

　

　
　

し
て

磔
刑
せ

ら

れ
た

る

あ

り
。

こ

れ
蓋

し
，

（

そ

れ

を
犯

す
）

者
を

し
て

極
度
の

恐
怖
を

抱
か

し
め

ん

た
め

な

り
。

販
賛
者
の

死

刑
せ

ら

　

　
　

る

る

と

き

買
牧
者
も
亦

同

じ

き

罰
を

受

く
べ

き

が

臼

本
の

慣
潤
な

れ

ば、

翼
牧
者
た
る

ポ

ル

ト

ガ
ル

人
に

對
し
て

も
そ
の

法
令
の

行
は

　

　
　

れ
ん

こ

と

甚
だ

恐

れ

ら
る

る

と
こ

ろ
な

り
。

殊
に

太

閤
様
に

代
り
て

シ

モ

の

諸
國
の

奉
行

た
る

寺
澤
殿、

最
近
に

於
て

B
本
皇
帝
の

八

　

　
　

身
賣
賀

を

禁
止

し

た
る

と、

そ
の

法
令
は

そ
の

禁
を
犯

す
者
に

は

假
令
外
國
人

た
り
と

も

施

行
せ

ら
る
べ

き

を

告
示
に

て

知
ら
し
め

た

　

　
　

　

　

　

ハ

し

ソ

　

　
　

る

に

依

る
。

」

　

　
、
．

　

　
　
こ

の

樣
子
で

は

秀

吉
の

禁
令
が

嚴
重
に

施
行
せ

ら

れ

た
。

少
く
と

も
秀
害
の

在
世

中

は

長
崎
の

奉
行
旨
を

奉

じ
て

綏
簾
時
に

應
じ

外
國．e

　

　
人
に

日

本
人
の

賣
ら

れ
る

の

を

絶

滅
す
る
に

努
め

た

で

あ

ら
う

。

併
し
、

秀

吉
の

元

來
の

方
針
は、

基

督
教
を

壓
迫
し
て

も
ポ

ル

ト

ガ
ル

　

　
人
の

逋
商
を
漱

邇
し、

寧
ろ

從
來
以
上

に

盛

大
な

ら

し

め
る

こ

と
で

あ
つ

た
か

ら
、

こ

の

禁
令

は

賣
却
者
及
び

仲
介
人

た
る

日

本
人
の

上

　

　
に

勵
行
せ

ち

れ
て

も、

原
動
的
の

買
牧

者
た
る
ポ

ル

ト

ガ

ル

人
に

は

嚴
重
に

適
用

せ

ら

れ

す
、

な
し

能
は

な

か

つ

た
。

寺
澤
廣
高

等
が
ポ

　

　
ル

ト

ガ
ル

人
に

對
し
て

も
違
犯

者
を、
處

罰
す
る

と

告
示

し
た

と

見
え

る
の

は
、

思

ふ
に
、

そ

れ
を

以
て

ポ

ル

ト

ガ
ル

人

を

怖
れ

し
め

自
ら

　

　
奴
隷
貿
易
を

罷
め
る

に

至

ら
し

め

や
う
と
の

政

策
に

出
で

た
の

で

あ

ら

う
。

そ．
れ

故
に
、
、

邃
に

秀
吉
の

巌
令

も
充

分
に

そ
の

力

を

發
揮
し

　

　
日

本
人
の

海
外
蝓
出
を
絶
滅
せ

し

め

る
こ

と
が

出
來
な

か
つ

た
。

こ

れ

蓋
し
、．

そ
の

能
動
的

立

揚
に

あ
つ

喪
ポ

ル

ト

ガ
ル

人
の

所
業
を

看

　

　
過
し
て
、

受
動
的
な
立

揚
に

あ
つ

た

日
本

人
の

違
反

者
を
の

み

罰
し

た
か

ら
で

あ
る
。

若
し

秀
吉
に

し
て
、

ポ

ル

ト

ガ

ル

に

と

つ

て

も
日

　

　
本

通
商
は

最
も
重
要

な

利
源
の
一

で

あ
っ

て

如
何

な
る

犧
牲
を
拂
つ

て

も

そ

れ
を

維
持
し

な
け
れ

ぱ

な

ら
な
い

事
情
に

精
通
し
て

ゐ

た

な

嚇

ら
ば、

ボ

ル

ト

ガ

欠
を

し
て

奴
隷
取

引
の

禁
令

蓬
犯

す

れ

ば

儼
科
を

蒙
り
引
い

て

燮、
の

某
通
商
に

影
響
す
る

と
こ

る

大

な
る

も

　
，

　
　

　

　

　
　

卜

六

世

鞄
に

於
け

る

日

本
人

奴

隷
問

題
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
一
一

（ユ3）　Ibidem　1亅・78．

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Socio-Economic History Society

NII-Electronic Library Service

The 　Sooio −Eoonomio 　History 　Sooiety

　

　

　

　
　

　

　

十

六

世

紀
に

於
け

る

目

本
人

奴
隷

問

題

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

＝
一

58
　

の

あ
る．
こ

と

を

豫
知

せ

し

め、

ま

た
遠

慮
な
く
彼
等
の

違
犯

者
を

罰
す
る
こ

と
に

よ
つ

て
．

徹
底
的
な

禁
絶
を

途
行
し

得
た
で

あ

ら

う
。

2　

　

前

引
一

五

九
八

卑
の

破
門
令

議
決
書
に

は．

そ
の

點
に

蘭
す

る
ポ

ル

ト

ガ
ル

人
側
の

懸
念
と

警
戒
を
次
の

如
く
表
は
し

た
、

　

　

　

「

若
し

そ
の

禁
令
を
ポ

ル

ト

ガ

ル

人
に

も
適
用
せ

ら
れ
ん

か
、

そ

は
こ

の

（

ポ

ル

ト

ガ
ル

）

國
民
の

致
命
的

打

撃
た
る

べ

し
。

ま

た

若

　

　

　

し

太

閤
様
に

し
て

ポ

ル

ト

ガ

ル

人
の

大

瞻
に

そ
の

法
令
を

犯

す
を
知
ら

ば、

そ

れ

を

忿
り
て
、

嘗
て

土

佐
に

着
き

た
る

船
サ

ン

．

フ

エ

　

　

　
リ

ツ

ペ

に

行
び

た
る

如
く

、

支

那

よ

り
の

（

ポ

ル

ト

ガ

ル

）

船
を
拿
捕
す
る

ロ

實
と

な
す
こ

と

あ

ら
ん
。

そ

は

媽

港
の

市
に

と

り
て

も

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

ハ
ま　

　

　

　

全

印
度
に

と

り
て

も
一

方
な

ら

ざ

る

損
害
な

ら
ん

。

」

　

　

　

兎
に

角、

日

本
人

奴
隷
貿
易
が

そ
の

後
依
然
と

し
て

行
は

れ

た
の

は、

も
と
よ

リ
ポ

ル

ーー

ガ
ル

人
の

方
に

大

部

分
の

罪
が

あ

り
．

ま

た

　

　

凸
本
の

肚

會
的

事
情
に

も
原
因
が

歸

せ

ら
れ
る

が
、

秀

吉
の

禁
令

勵
行
の

不

徹
底
に

竜
因
る

の

で

あ
る
。

長
崎
の

爲
政

者
は
、

そ
の

や
う

　

　

に

ポ

ル

ト

ガ

ル

商
人
を

罰
し

得
な

か
つ

た

が、

　一

方
で

は
ポ

ル

ト

ガ
ル

人
の

日

本
通
商
の

根
據
地

た
る

媽
港
の

當
局

者
に

意
を
通

じ、

そ

　

　

れ
に

よ

つ

て

閼
接
に

目

的
を

逹
し

や
う

と

し

π
。

前
引
の

破
門
令

議
決
書
に

次

の
如

く

見
え

る

淌
息
は，

媽
港
の

當
局

者
が、

日
本
の

爲

　

　

政

者
の

意
に

添
ひ
、

臼
木
人

取
引
を

中

絶
を
し

め

や
う

と
し

て

と

つ

た
手

段

を

記

載
し
た

も
の

で

あ
る

。

　

　

　

「

長
崎
奉
行
と

も
い

ふ

べ

き
オ

ト

ナ

は

（

ポ

ル

ト

ガ

ル

人
の
）

奴
隷
買
牧

に

よ

り
て

生
す
る

弊
害
を

書
面
を

以
て

媽
港
の

市
會
並

に

と

　

　

　

き
に

支

那
に

在
り

於
る

司

教
ド
ン

・

ペ

ド

ロ

猊

下
に

通
告
せ

り
。

こ

れ

乃
ち、

疊
田

（

日

木
）

司

敏
よ

り

今
我
等
の

述
ぶ

る

破
門
令
を

宣

　

　

　

告
せ

し
む

る
一

動
機
な

り

と

す
。

ま

た

媽
港
の

統
治

者
は．

約
定
に

て

支

郡

（

媽
港
）

の

カ

ピ

タ

ン

・

ジ

エ

ラ

ル

た
る

ス

ー

ノ

，

デ
．

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

（
隆）

　

　

　

メ

ン

ド

ン

サ

に
．

嚴
重
な

る

罰
を

以
て

（

日

本
人
の
）

少
年
少

女
の

舶

載
を

許
誹
せ

ざ
る

べ

き

を

強
制
す
る

に
台
心

り
あ

ら
ざ

り
き

。

し

　

　

　

翌
臣
秀

吉
の

日

本
人
丗

買

買
禁
止

の

後、

耶
蘇
會
に

於
て

も
そ

れ
に

刺
戦
せ

ら

れ
て
、

と
き

の

日

本
司

數
ド

ン

．

ペ

ド

ロ广
．

マ

ル

チ

ー

ネ
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歳

｝

軌

、

　

　
ス

の

初
囘
の

ポ

ル

ト

ガ

ル

人

日

木
人
萱
買
禁
止

破
門
令

を
布

く
に

至
っ

た
。

前

引
一

五

九
八

年
破
門
令
議
決
書
に

次
の

如
く
そ
の

次

第
を

　

　

記

載
し

た。

　

　

　

　
「
（

ル

イ

ス

・

ヂ
・

セ

ル

ヶ

イ

ラ
）

魏
下
の

畝
任
者
司

教
ド

ン

・

ペ

ド
ロ

猊
下

は、

そ
の

始
め

に

於
て

は

久
し
き

年
月
に

經
驗
せ

ら

し

　

　

　

如
く

少

年
少

女
を

購
ひ

て

日

本
國
外
に

蝓
出
す
る

に

際
し

彼
等
の

た
め

に

そ
の

勞
務
の

契

約
に

署
名
し

ま

た

は

彼
等
の

う

ち
の

或

る

者

　

　

　
に

署
名
せ

し
め
て

認
可
を

與
へ

ら
れ

た

り
と
雖
も、

日

本
來
任
後
こ

の

國
の

覊
情
に

通

じ、

こ

の

奴
隷
及
び

そ
の

勞
務
年
限
よ

り

生．
す

　

　

　
る

弊
害
を

看
取
せ

ら

れ
、

印

度
へ

出
發
す
る

に

前
だ

ち
て
一

の

破
門
令
を
認
め

ら

れ

た

り
。

そ
の

破
門

令
は

前
頃
常
市
（

畏
崎
）

に

て

　

　

　
公

布
ぜ

ら
る

。

該
令
に

は、

そ
の

樺
を

司
歡
獨
り
に

保
留
し

．

そ
の

行
爲
自
體
に

よ

り
て

受

く
る

破
門
の

罰
を

以
て
．

凡
そ
ポ

ル

ト

ガ

　

　

　
ル

人
に

し
て

日

本
よ

り
少

年
少

女
を

購
ぴ

舶
載
す

る

を

嚴
禁
し、

徇
そ
の

罰
に

加
へ

て
、

買
は

れ

た

る

者
【

を

解
放
す
る
）

の

損
害
以

　

　

　

外
に

各
少
年
少

女
一

人

毎
に

十
ク

ル

ザ

ー

ド

の

罰
金
を
も
課
せ

ら
れ

た
り
。

そ
の

命
令
の

甚
だ

嚴
重
な
る

は
、

蓋
し

、

該
破
門

令

中
に

、

　

　

　

助
祭
と

雖
屯
ま
た

日
本
に

位
置
を

有
す
る

何
人
と

雖

も
、

唯
一

人
の

奴
隷
買
牧

に

も
許
可

を

輿
ふ
る

能
は

す
と

宣

告
し

た

る

程

な

り

　

　

　

　
めワ

　

　

　
ぎ

。

」

　

　

　
こ

の

記
蓮
に

依
れ
ば、

ド

ン

・

ペ

ド

ロ

司

敏
の

破
門
令
公
布

以
前
に

あ．
つ

て

は
、

ポ

ル

ト

ガ

ル

人
の

奴
隷
舶

載
は

耶
蘇
會
の

認
許
を

得

　

　
て

ゐ

た
の

で

あ
る

。

乃
ち

、

　一

五

七
一

年
の

ド
ン

・

セ

バ

ス

チ

ア

ン

の

敕
令
の

原

動
者
で

あ

つ

た

耶
蘇
愈

自
ら
ポ
ル

ト

ガ

ル

商
人

と

恐

ら

　

　

く
は
止

む

を
得
す
し
て

爰
協
し
、

そ
の

敕
令
を

省
み

な

か
つ

た

が、

秀

吉
の

詰
問
に

邁
つ

て

耶
蘇
會
の

生

存
の

た

め
に
、

同
じ

く
禁
止

法

　

　

令
の

發
布
を

昆
て

ポ

ル

ト

ガ
ル

人
の

逓
商
の

前
途
を
慮
る

た

め
に
、

再
び

元

來
の

精
紳
に

歸
り・
こ

の

問
題
に

干
渉
し、

前
代
に

見
ら

れ
ぬ

592
　

甚
督
教
破
門
と
い

ふ

嚴
罰
と

罰
金
と

を
科
し
て

ポ

ル

ト

ガ
ル

入
を

矯
正

し

や

う

と

し
た

。

そ
の

た
め

に
一

方
で

は、

こ

の

司
教
ド
ン

・

ぺ

　

　

　

　

　

　

　

十

六

世

紀

に

於
け

る

日

本
人

奴
隷

問

題
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　一

三
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260

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　
價

　

　

　

　

　

十−
亠
ハ

惜一
紀

に

於

け

る

日

太冨
人

奴
隷
囲口置
槻尸
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

一

四

ド

臥

は

ポ

ル

ト

ガ
ル

國
王

へ

そ
の

間
の

情
況
を

報
じ。

併
ぜ

て

國
王

の

權
力
を
以
て

禁
正

せ

ん

こ

と

を

請
ふ

た
一

五

九

六

年
十

月
二

十
三

日
付
の

一

書
を

呈

し
た
。

そ
れ

に

は
、

ポ

ル

ト

ガ

ル

商
人
の

貪
欲

な
所

業
が

宣
敏
を

妨
害
す
る

の

甚
だ

し
い

こ

と
、

日

本

航
海
の

カ

ピ

タ

ン

・

モ

ー

ル

を
し
て

國
董

の

名
に

於
て

長
崎
の

ポ

ル

ト

ガ
ル

人
に

嚴
正

な

裁
剿
を
な

さ

し

め
る

こ

と
，

そ
の

敕
令
の

違
犯

者
に

對
す
る

最

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
ロ
み

ゾ

高
裁
判
權
を

日

本
司
教
に

保
持
せ

し

め
る

こ

と

を
求

め

た
。

併
し
、「，

こ

の

司
教
死
去

せ

ら

れ

た
れ

ば
、

從
ぴ

て

そ
の

名
に

於
て

公

布
せ

ら

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　
　
あ

　

れ

し

破
門
令
は

滿
期
と

な

り
て

廢

止

せ

ら
る

る
」

　
に

至

り、

短
か

い

年
月
に

し
て

そ

れ

も

絡
っ

た
の

で

あ
る

。

そ
の

後
任
司

敏
パ

ー

ド

レ

・

ル

イ

ス

・

ヂ
・

セ

ル

ケ
イ

ラ

は

日

本
來
着
の

二

年
後
一

五

九
八

年、

前

任
浙
の

發
布
し

た

破
門
令
の

復
活
を

望
み、

在

日
本

耶
蘇
會

の

首
腦
者
會
議
を

招
集
し
て

諮
聞
し
議
決
し

た

次
第
は、

乃
ち
レ

オ

ン

 
ハ

ジ

ェ

ス

の

著
書
に

佛
譯
し
て

戴
つ

て

ゐ

る
一

五

九
八

年
の

破

門
令
議
決
書
に

悉
す
と
こ

ろ
で

あ
る

。

こ

の

議
決

書
に

そ
の

復、
活
に

至

る

楽

で

の

経
過

を

次
の

如
く
述
べ

た
。

　

　
「

（

協
議
會
臨
席
の
）

諸
パ

ー

ド

レ

は

日

本
の

深
§

経

驗
を

有
し

且
っ

前
記
（

前
任
）

司

敏
魏

下
の

（

破

鬥
令
を
）

制
定
せ

ら
れ

し

は

　

專

甚
だ

重
大
な

る

も
の

に

因
り、

ま

た

日

本
人

朝
鮮
人

奴
隷
及
び

そ
の

勞
務

年
限
吟

問
題

は

諸
パ

ー

ド

レ

も
剰
斷
せ

し

如
く、

印
度
並

　

に

支

那
は

勿
論
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

に

在
り
て

祚
を

畏

る

る

學

識
深
き

入

も
批
難
す

る

如
く

、

甚
だ

疑
ふ

べ

く
愼
垂
な
る

べ

き

こ

と

な
り

と

考

　
へ

た

り
。

こ

の

特
殊

な

る

事
項
に

就
き

現

司

教
の

得
ら

れ
た
る

情
報
に

依

り
て
、

諸
パ

ー

ド

レ

各
々

そ
の

意
見

を
吐

露
せ
ん

こ

と、

司

　

歡
の

任

務
を
邃

行
す
る

に

な
し

能
ふ

る

且
つ

な

さ

怠

る
べ

か

ら
ざ

る

も
の
．

前
記
破
門
令
に・
定

め

ら

れ
た

る

罰
を
以
て

更
に

そ
の

破
門

　

令
を

更

新
す
る

の

適
切
な

り

や
否
や

を

議
せ

ん
こ

と

を

講
パ

ー

ド
レ

に

求

め

ら

れ

た
り’

。

而
し
て
、

諸
パ

！

ド

レ

の

意
見
を

知
り
た

ら

　

ぽ

司
教
自
ら

も
決
定
せ

ら
る

べ

き

も
の

を

述
ぶ

べ

し

と
。

深

奥
な

る

討
議
を

經
て

司
敏
猊

下

及
び

諸
パ

ー

ド

レ

は

滿
揚
一

致
を
以
て

こ

・

事
を
決
定

せ

ら
れ

た

り
。

そ
の

第
一

は、

こ

の

奴
隷
賣
買
よ

り

生
す
る

無
數
の

罪

惡
と

道
義
の

紊

亂
と
に

對
し

必．
嬰

な
る

手

段

を
と

る

（1（1）　L。Delplεしco，　lbidem．
’
匸1
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は
正

欝
な

る

司
教
と

し
て

猊
下
の

椛
限
に

あ
る

こ

と．

ま

た

そ
れ

を
達
成
せ

ん

た
め

前
記
破
門
令
を

同
じ

き

罰
則
を

付
し
て

新
に

制
定

　

公

布
し

、．

奴
隷
の

塲
目

に

於
て

も

被
買
收

者
を
日
木

よ
り

舶

載
す

る

に

細
心

を

以
て

認
可

を

與
へ

ざ
る

べ

謹
と

な
り・

そ
の

第
二

断

　

こ

の

罪
悪
を
更
に

有
效
に

絶
滅
す
る

た

め

猊
下

は

情
況
を
（

ボ

ル

ト

ガ

乃

）

國
王

陛
下
に

開
陳
し

，

神
の

卿
爲
め

に

も

陛
下
の

領
國
の

　

た

め
に

も，

陛
下
の

發
奮
を

熱
心
に

刺
戟
し
奉
る

べ

き
こ

と
に

し

て
、

蓋

し

そ

は

日

本
入
阻
放
に

關
す
る

亡
き

闘
王

ド

ン

・

セ

バ

ス

チ

　

ア

ン

の

制
定

し
給
へ

る

法
令
を
ポ

ル

ト

ガ
ル

に

於
け

る

如
く
こ

の

印
度
・

支

那
・

日

本
の

諸
國
に

て

も

運
守
せ

ら

れ
ん

た

め
、

新
に

そ

　

の

法
令
を
公

布
t
將
來
に

賀
施
せ

し

む
る

を

命
令

あ
り
て

陛

下
の

勢
威
を
以
て

こ

の

問
題
に

干
渉
し

給
ふ

の

緊
要
な

る

所
以
を

陛
下
の

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　
おね

　

叡
慮
に

入

れ
奉
る

の

目

的
な

り
と

す
。

L

　

こ

の

第
二

次
の

破
門
令
は
、

ド

ン

・

ペ

ド

N

司

敏
の

制
定

し
た

第
冖

次
の

そ

れ
と
内

客
が

同

じ

く
、

一

方
で

は
ポ
ル

ト

ガ
ル

國
王

に

訴

へ

て

そ
の
…
權
力
の

發
動
を

請
ふ

た
こ

と

も
前

任
者
の

處

置
を

踏
襲
し

た
の

で

あ

る
。

　

日

本

入

奴
隷
貿
易
に

對
す

る、

日

本
爲
政

者
の

處
理

、

耶
蘇
愈
の

方
針
は

以

上

に

降
々

悉
し

た

か

ら、

次
に
、

こ

れ
に

反

對
な

立

揚
に

て

奴
隷
舶
載
を
繼
績
し

そ
の

利
釜
を

牧
め

た
ポ

ル

ト

ガ

ル

人
側
の

意
見
を
檢
せ

魚
ぱ

な

ら

ぬ
，

ポ

ル

ト

ガ

ル

商
人
の

こ

の

問
題
に

關
す
る

立

思
日

抛

を
堂
口

い

た

も
の

は

無
い

け
れ

ど

も、

滅

剛

記
の

一

五

九
八

年
在
日
太−
耶∬
蘇
侖
但

の
沸

双

門
令
弧
次
融

敵

勲
日

が

發
表
せ

ら
れ
、

ポ

ル

ト

ガ

ル

國
王

へ

禁
止
の

敕
令
公
布
を

請
ふ

て

發
令
に

至
つ

た
と

ぎ
、

印

度
ゴ

ア

の

市
民
が

日

本
人

奴
隷
使

役
者
の

側
よ

り
耶
蘇
會
の

意
見
を

反

陵
し

、

國

王
に

そ
の

禁
配

す
べ

か

ら
ざ
る

所
以
を

陳
じ

た

長

文
の

二

通
の

警
が

あ

る

か

ら
、

こ

れ

を

奴
隷
取
引
存
績
キ
張
者
の

代

表
的
意
見

と
し
て

次
に

紹
介

す
る

。

超
の

一

通
は
…

六

〇
三

年
、

　一

通

は
冖

六

〇
五

年
に

國
王
に

上
是

せ

ら

れ
た

。

　
一

六

〇
三

年
の

堂
日

翰
の

一
折

即
。

　

　
　

　

　

ナ

六

世

紀

に

於

け

る

日

本

人

奴
隷
同
題

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　
　
【

五
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十
六

世

紀

に

於
け

る

日

本
人

奴
隷

問

蹶

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　
一

六

．
「

臣
等
が

陛

下
に

書
を
奉
り

た

る

後
、

ま

た

當

市
に

て

載
荷
し

た

る

船
二

艘
昨
十
二

月
コ

十
九
日

出
帆
し

た

る

後、

臣
等
の

任
期
の

最
終
目
た

る

本
日

當
市
は

副
王

ア

イ

レ

ス

・

デ
・

サ

ル

ダ

ー

ニ

ヤ

の

一

命
令
を

公
布
し

た

る

由
の

報
知
を
得
た

り
。

そ
は

陛
下

の

一

訓
令
を
歯門
田

市
に

公
告
す
べ

き
を

命

じ

た

る

も
の

な
り
・

そ
の

侖
令
に

由
れ
ば

、

亡

き
國
王
ド
ン

・

セ

パ

ス

チ

ア

ソ

の

三

＋
三

年
前
に

發
布
し

給
ひ

し
一

勅
令
を

確
認
し

、

日

本
諸
圓
の

異
教

入
を

購
ふ

を
禁
ぜ

ら
る

る

な
り
。

蓋
し
、

（

前
王

ド
ソ

・

セ

バ

ス

チ

ア

ン

の
）

勍
令
の

效
巣
に

對
す
る

多
分
の

報
知
と

該
勅
令
の

實
施
を

妨
ぐ
べ

き
多
く

の

盡
及
び

眞
憇
の

沈
默
と

を

以

爺
蘇
會
の

が
ド

・

等
の

請

鷺
り

た

る

に

依
る

。

そ
れ
ら
の

潅
、

饗
の

永
き
問
隱
蔽
せ

ら
れ
た

り

と

讐

そ
の

閭
絶
え

て

該
勅
令
を

更
新
す
べ

き
法
令
を

發
せ

し

め

ず
し

て

今
日
に

至
る

ま

で

そ

の

施
行
を

妨
げ
た

る

状
勢
は

常
地

に

て

顯
は

さ
る

る

と

こ

ろ
あ

り
き。

而
し

て
、

そ
の

制
禁
と

し

て

示

す
と

こ

ろ

は
、

該
勅
令
公
布
以

後
は

前
記
の

日

本
人
の

解
放
を

將
來
に

向
ひ

て

言
明
す
る

の

み

な

ら

ず、

現
時

當
（

印
度
）

領
國
に

奴
隷
た

る

者
も
解
放
せ

ら

る
べ

き
を
添
加
す。

そ

は

當
領
國
民
に

大
な
る

苦
痛
を

與
ふ

る

も
の

な
れ
ば
、

画囗
田

市
罠
は

呼
號
急
要
の

意
を
以
て

當
市
會
に

集
合
し

た

り
。

そ

ほ

乃

ち
陛
下

の

禁
令
と

訓
令
に

托

す
る

翩
王

ア

イ
レ

ス

．

デ
．

サ

ル

ダ

ー

ニ

ヤ

と

こ

の

件
に

關
し

臣
等
を

遣
は

　

し

て

商
議
せ

し

む
る

の

仕
儀
に

至

り

し

な
り

。

問
題
は

甚
だ

重

大
に

し

て

而

か

も
臣
等
今
日
任
期
を

終
ら
ん

と

し
，

こ

の

禁
令
の

實
施
せ

ら

る

る

と

き

に

生

ず・
へ

き
弊
害
に

就
き
て

詳
細
な

る

報
告
を

陛
下

に

能
く

上

る

の

期
間
も
あ
ら

ず
、

差
し

富
り

て

は
、

帯

嶺
國
及
び
諸

市
の

名
に

て
、

臣
等
の

言
の

　

屆
く
ま

で
、

果
し

て

邂
守
し

鴛
る

や

を

決
定

せ

ら

る

る

ま

で
、

そ

の

禁
令
を

止

め

ん

こ

と

を

命
じ

給
は

り
，

併
せ

て

副
王

を

し

て

臣
等
に

奴
隷
買，
牧
の

　
簾
利
を

認
め

し

め

ら

る

る

や

5
御
恩
寵
を

下
し

給
は

ら

ん
こ

と

を
陛
ド
に

希
ふ

の

外
術
も
あ
ら

ざ
る

な
り
。

臣
等
は

民
事
裁
判
所
に

於
て

こ

の

禁
令
を

　
阻
止

し

た

り

と

雖
も

，

副
王

は

臣
等
に

そ
れ
を
認
む
る

能
は

ず
と

宣
ぺ

た

り
。

斯
く

の

如
き
命
令
に

伺
意
す

る
の

禪
の

掟
も
人

界
の

法
則
も
あ
る
べ

か

ら

ざ
る

は
・

蓋
し

祺
嶺
國
の

如
き
大
な
る
一

領
國
が

、

久

し

き
年
に

亙
り

て

百
萬、
若
し

く

は

そ

れ
以

上

の

資
金

を

投
じ

て

購
ひ

、

且
つ

日
本
の

基
督

數
を

治
む

る

耶
蘇
會
の

呵
教
錐

に

諸
パ

ー

ド

レ

等
よ

り

そ
の

標
章
あ
る

封
印
の

書
と

證
明
書
と

を

以

て

承
認
せ

ら

れ
た

る

奴
隷
を

奪

は

る

る

に

至

る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ

ロ　

を
、

陛
下
の

御
承
諾
あ
ら

せ

ら

る

る

は
、

臣
等
の

了

解
し

難
き
も
の

な
れ
ば

な
り
。

（

下
略
）

」

一

六、
〇
五

年
の

盤
口

の

一

節
。

　
「

昨
年
當
市
は

、

亡

き
國
王

ド

ン

・

セ

バ

ス

チ

ア

ン

の

目

本
人
を
奴
隷

た

ら

し

め

ざ
る

た

め
、

奴
隷
た

り
し

者
を

解
放
せ

ん

た

め

に

發

布
し

給
ひ

し
一

（17）　Arc｝liYO 　I＞
ortuguez −Oriental．　Fasc．1，　Pt，　II，　pp．125，126．

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Socio-Economic History Society

NII-Electronic Library Service

Ψ

ノ

卜

へ

勅
令
の

實
施
を

耶
蘇
魯
の

諸
パ

ー

ド
レ

の

企
て

た

る

次
第
を
陛
下

に

報
じ

奉
れ
り。

該
勅
令
は

過
去
三

＋
年
圏
施
行
せ

ら

る

る

な

ぐ、

副
王

に

し

て

施

行
せ

し

め

ん

と

命
じ

た

る

人
な

き
慧

、

神
並

び

に

陛
下
へ

の

御
奉
公
の

旨
に

悖
り
，．

基
督
教
を
害
ふ

こ

と

大
な
る

と

ま

た
諸
多
の

關
係
に

響
く

と

こ

ろ

多
き
を

了

解
し

た

る

故
な
ーー

き
。

然
る

に

彼
等
（

諸
パ

ー

ド
レ

）

は

副
王
ア

イ

レ

ス

・

デ
・

サ

ル

ダ
ー

ニ

ヤ

の

治
政
に

そ
れ
を
な
す
の

最
も
有
利
な
る

機
會
あ

る

を

知
り
、

該
勍
令
の

公
布
を

命

じ
、

比
つ

こ

の

と

き
に

當
り
て

そ
れ
に

就
き
て

（

反
對
を
）

講
願
す
る

者
あ
り
と

の

報
知
な
き
に

乗
じ
・

當

領
國
の

反
封
を
阻
み
て

陛
下
よ

り

曙
默
の

確

認
を

得
、

逾
に

そ

れ
を

公
告
せ

し

め

た

り
。

蓋
し
、

そ
ほ

鼈

市
の

豫
て

よ

り
陛
下

に

指
摘
し

上

り

し

諸
理

由
に

よ

り

て

阻
止
し

た

る

も
の

な
り

き
。

既
に

奴
謎
の

解
放
せ

ら
る
べ

き
を

議
す
る

は
，

元
來

そ
の

奴
譲

た
る

に

鞍
意
を
以

て

購
は

れ
た

る

な

れ
ば
、

凡
そ
袵

嚢
に

反
す
る

と

考
ふ

べ

き
事
な

り
。

奴

隷
に

は

莫
大
な

る

資
金

投
ぜ

ら

れ
た

れ
ば

、

そ
れ
が

た

め

に

千
乃
至

は

千
ク

ル

ザ

ー

ド

の

損
失
を

受
く

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　　
お　

る

煢
あ
り
，

而
か

も
少
數
な
る

べ

か

ら

ず・。
（

下
略
）
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こ

の

二

通
の

ゴ

ア

市
よ

り

國
王
へ

の

陳臨
情

書
に

よ
つ

て

知
ら

れ

る
ご

と

は、
・
在

日
本

耶
蘇…
會
破
門
令
砒

戯

決
書
並
に

國
王
へ

の

請
願
書
の

故
に

、

日

本
人
奴
隷
取
引
禁
止
の

敕
令

が

發
せ

ら
れ
印
度
に

於
て

公
布
せ

ら
れ

ん

と

し

た

と
き
、

ゴ

ァ

市
民

が

市
民
侖

暑
開
き

強
硬

な

反

對
を

聲
明
し
て

市

會
の

代
表
を

し
て

副
王

に

そ
の

敕
令
實
施
の

撤
囘
を

交

渉
し
て

承
諾
ぜ

ら
れ

す
、

途
に

國
薫

を
動
か

し
て

そ
の

冖

的
を

貫
徹
せ

ん

と

し

た

熱
意
の

強
さ

で

あ

る

：
・

ア

市
民
は．

日
本
の

國
情
の

變
化
と

爲
政

者
の

方

針
を

省
す、

耶
蘇
會
の

處
置
が

臼

木
の

鬮

惰
に

添

ふ

た

め
止

む
を
得
な
い

も
の

で

あ
つ

奮
と
を

了

解
せ

す，

單
に

布
歡
上
の

利
害
打

算
よ

某
ル

ト

ガ

ル

商
人
並

び
に

奴
隷
使

役

者
の

立

揚
・

乞

無
覗

し

孝
⊂

解
し

た
。

そ
れ
に

は
、

勿
論

青
の

眞
相
が

含
ま

れ
て

ゐ

沈
に

蓮
ぴ

な
い

が
、

ま

た

他
面
よ

り

見
れ
ば
、

耶
蘇

命
に

理

由
あ

る

點

を

推
察
せ

す
に

耶
蘇
會
以

上
の

利
己

的
な

主

張
を

な

し

た

頑
迷
さ

が

あ
つ

た
・

市
民
の

意

見
は
、

飽
く
ま
で

奴

隷
を
莫

大
な

資
金

を

以
て

購
つ

た
渚｝

と

が
笠
目

意
の

契

約
で

あ

り．

正

義
に

從
ぴ
、

絆
の

掟
に

も
人
界
の

法
に

も
反

せ
ぬ

か

ら、

如
何
に

し
て

も
奴

隷
解

放
を
肯
ふ

べ

き
で

な

く
、

寧
ろ

そ
の

禁
止

令
こ

そ

取

り

や

め

ら
る

べ

き
で

あ
る

と
い

ふ
。

そ
の

理
−

田

と

す
る

と
こ

ろ
の

徇
委

細
に

論

　

　
　

　
　

十
六

世

紀

に

於
け

る

日

本

人

奴
隷

問

題
　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　
一

七

（ユ8） Ibidem　P・157・
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＋

六

世

紀

に

於
げ

る

日

本

人

奴
隷
問

題

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
一

八

ぜ

ら
れ
て

ゐ

る

の

は

後
説
に

譲
る

が、

結
す
る

と
こ

ろ、

奴
隷
に

よ

つ

て

多
大
の

勞
務
の

補
給
を
得
て

ゐ

た

臨
の

を

奪
は

れ
ま
い

と
い

ふ

立

場
よ
り

發
し
て

ゐ

た
。

現
代
の

思

想
よ
り

見
れ
ば、

こ

の

ゴ

ア

市
民
の

奴
隷
禁
止

反

對

意
見
は

甚
だ

し

く

矛

盾
し
て

を

り

不
匪

當
で

あ

る

け

れ

ど

も、

奴
隷
取
引
の

盛
に

成
り
行

か

う
と

す
る

濫
觴
期
の

當
時
に

あ

つ

て

は．

奴
隷
存
在
の

當
然
な

祕
會
的
經
濟
的

理

由
と
正

當

觀
念
の

上
に

立
つ

て

ゐ

た
か

ら
こ

の

や
う

に

強

硬
に

主

張
し

得
、

禁
止

を

欲
す

る

反

對
派
を
壓
倒
し
て

そ
の

勞

力
を

案
し

く
せ

し
め

た

の

で

あ

る
。

、

ゴ

ア

市
民
の

こ

の

や
う

な
素

張
は

、

岡

様
に

日

本
人

奴
隷
を

使
役
し
て

ゐ

た
帰、
ラ

ッ

カ

市
民

、

媽
港
市
民
に

も

抱
か

れ

た
に

違
ひ

な
い

。

ポ

ル

ト

ガ

ル

商
人
の

〔

木
に

往
來
し

た

者
は

更
に

強
硬

な

意
見
を

腐
つ

て

ゐ

た
に

違
ぴ

な
い

。

併
し、

今
日
そ

れ

を

徴
す
べ

き

資
料
が

見

ら

れ
ぬ

か

ら、

推
定

に

止

め

る
。

　

日

本
人

奴
隷
問
題
に

關
す
る

ポ

ル

ト

ガ

ル

國
王

及
び

印

度
副
王
の

態

度
は、

前

掲
の

諸
父
書
に

よ

つ

て

推
測
せ

ら

れ
る

如
く、

常
に

他

動
的
で

あ

り、

耶
蘇…
會
に

動
か

さ

れ
て

二

度
ま
た

は

そ

れ

以

上
に

瓦
つ

て

禁
上
の

敕
令

を

發
し
た

け
れ

ど

も、

そ
れ

を

勵
行
す
る

誠
意
を

有
し

な

か
つ

た
。

思
ふ

に

奴
隷
禁
止

を

是
非
共
徹
底
せ

し

め
る

と
の

考
へ

は

勿
論
抱
か

れ
な
か
つ

た
で

あ

ら

う
。

換
言
す
れ

ば

奴
隷
の

存

在
を

必

然
的
に

肯
定
し
て

ゐ

た
に

違
ひ

な

い

が
、

耶
蘇
會
の

凵

本
布
敏
の

都
合
と

日
本
國
情
の

推
移
に

從
ひ

そ
の

通
商
上
に

影
響
す
る

を

怖
れ
て

都
合
に

任
せ

と

き

に

禁
令
を

發
し

た

と
い

ふ

べ

き

で

あ

ら
う

か
。

　

日
本

人

奴
隷
の

舶

載
に

關
聯
し
て
、

支

那
人

朝
鮮

人
を

も
ポ

ル

ト

ガ

ル

人

が

盛
に

取
91
し

た
こ

と

を

擧
げ
ね

ば

な

ら
ぬ

。

大

量
に

賣
買

し

た

支

那

人
の

揚
合
に

於
て

は

日

本
入

と

幾
分

似
た

事
情
の

下
に
、

同
じ
い

時
代
に

奴
隷
取
引

禁
止

令
が

布
か

れ、

こ

れ
を

周
つ

て

利
害

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　
ハ
の

し

關
係
の

衝

突
が

生
じ

た
こ

と

は、
　一

五

九
五

年
の

ポ

ル

ト

ガ
ル

國
王
の

支

那
人

奴
隷

賣
買
牀
示

止

敕
令、
　一

六
一

三

年
に

於

け
る

官

權
の

媽

（19）　　Ibidem ・Fasc・　III，　PP・537・　538・
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甲貼

ρ

懸
市
へ

の

詰

糖
と

媽

藁
牛
ガ

失
の

炎
・

天
一

三

年
の

印
度

型
の

布

麓

＝
ハ

両
年
の

同
國
王

よ

昂
度

禦
へ・
の

調

令
に

よ
つ

て

明
か

に

知

ら

れ

る
が
、

日

木
人
の

揚
合

と

異
な

る

點
は

、

掠
奪
に

よ

る

も
の

が

多
く、

十

七

世
紀
に

入
つ

て

は

マ

ヨ
フ

へ

主

と

し
て

賣
ら
れ

た

こ

と．

支
郡
官
憲
の

抗
議
の

嚴
重
な
る

に

拘
ら

す
、

日

本
人
の

と

ぎ

よ

り
亀
そ
の

禁
止

含
が

行
は

れ

な
い

程
度
が

甚
だ

か

つ

た
こ

と
で

あ

り、

耶
蘇
愈
士
の

介
在
が

な
か

つ

た
こ

と
で

あ
る

。

朝
鮮
人
の

揚
合
に

於
て

は
、

全
く
そ

れ

と

異
激

り、

朝
鮮

征
伐
後

日

本
に

於
て

日

本
人
の

如

く
に

覽
ら

れ
た
の

で

あ
つ

た
。

前
出
の

一

五

九
八

年
破

門
令
決

議
書
に

述
べ

る

と
こ

ろ
は

次
の

如
く
で

あ

る
。

　
「

朝
鮮

人

（

奴
隷
）

の

多
數
は

六

年
前

乃
ち

日

本
人
の

朝
鮮
を

征
服
し

始
め

だ
る

と

き

よ

り

支

那
よ

り
來
る

（

ポ
ル

ト

ガ

ル

）

船
に

て

　
舶

載
せ

ら
れ
た

り
。

」

　
「

（

こ

の

朝
鮮
の

役
に

於
て
）

日

本
人
は

多
撒
の

朝
鮮
人

を
捕
虜
と

な

し
て

日
木
に

連
れ

行
き

僅
か
な

る

價
に

て

　

賚
り

た

り
。

そ
の

と
き

に

當
り
て

、

ポ

ル

ト

ガ

ル

人
の

奴
隷
と

交
易
す
べ

ぎ

生
絲
を

積
み

た

る

船
の

着
く

綣
長
崎
附
近
の

多
數
の

目

本

　
人

は．

朝
鮮
人

を

買
ひ

て

こ

れ

を
ポ

ル

ト

ガ
ル

人
に

槫
賣
せ

ん

た

め

諸
地

方
を
巡
り
て

探
求

し、

更
に

日

本

入
に

征
服

せ

ら
れ
し

朝
鮮

　
の

諸
領
士
へ

そ
の

住
民
を

掠
奪
せ

ん

た
め
に

渡
り

行

き
て
、

多
数
の

朝
鮮

人
を
殘
忍
に

も

殺
戮
せ

る

も
あ

り
き
。

こ

れ

ら
の

日
本

人

は

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
バリ

　
そ
の

動
機
と

し
て

は、

（

朝
鮮
人

を
）

ポ

ル

ト

ガ
ル

人
に

轉
賣
し
て

莫
大
な
る

利
釜
を

占
め

ん

と
の

志
の

外

有
せ

ざ
り
し

な

り
。

」

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　
（

つ

寒

く
）

十

六

世

紀

に

於
け

る

掴

本

人

奴
隷
問

題

一

九

（20）

（21）
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