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石

J

臾
平

^
.

『
英
国
社
会
思
想
史
斫
究』

産
業
革
命
に
よ
っ
て
確
立
し
だ
若
々
し
い
イ
ギ
リ
ス
の
資
本
主
義
を
代
表
す 

る
辩
学
は
、
ベ
ン
サ
ム
の
功
利
主
義
で
あ
っ
た
。
ダ
イ
シ
I
は
、
十
九
世
紀
の 

イ
ギ
リ
ス
思
想
史
を
立
法
の
立
場
か
ら
三
つ
に
し
、
第
一
を
$
9.
邕

OHS 

Old T
o
r
y
i
s
m
'

第
一
一
を Period.of.Individualism,

第
三
.を
.Period 

of coll

cpc
t
i
v
i
s
m

と
し
て
い
る
が
、
個
人
主
義
の
時
代
を
支
配
し
、
十
九
世
.
 

紀
金
般
に
わ
たっ

て
思
想
的
.に^

も
カ
き
な
影
#
を
及
ぽ
し
た
の
は
べ
ン
サ

ム 

で
あ
る
。
だ
が
そ
の
思
想
は
、
全
て
の
人
に
受
け
容
れ
ら
れ
.た
の
で
は
な
く
で 

逆
に
極
め
て
觉
派
的
で
あった

。

M
合
栄
治
郞
氏
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
思
想
界 

は
お
よ
そ
四
つ
の
種
類
に
区
別
し
得
る
の
で
あ
っ
て
、「

即
ち
一
は
員
も
右
翼 

に
あ
る
保
守
派
な
る
トI
リ
ー
党
で
あ
る
。
最
も
左
翼
に
在
る
も
の
が
仏
蘭
西 

f

思
想
の
宣
伝
渚
で
あ
っ
て
、
共
和
制
を
主
張
し
、
‘

員
^
義
を
説
き
、

_ 

牆
を
説
く
も
の
す
ら
あ
る
。
此
の
中
間
に
ニ
つ
あ
っ
て
、
右
党
に
近
い
も
の 

が
即
ち
ホ
イ
ッ
グ
党
で
、左
党
に
近
い
も
の
が
ベ
ン
サ
ム
一
派
の
^

で̂
あ
る
。 

当
時
保
守
党
の
機
関
雑
認
と
し
て

Qllart

CDry R
e
v
i
e
w

が
あ
る
、
力
ン
-
 

ン
グ
、
.ス
コ
ッ
ト
等
の
主
宰
す
る
所
で
あ
る
。
又
ホ
イ
ッ
グ
党
の
雑
誌
に
は
ジ 

H

ッ
ブ
レ

ー

を
中
心
.と
す
るEdinburgh R

e
v
i
e
w

が
あ
る
。
ベ
ン
サ
ム 

の
閃
弟
は
一
方
に
於
て
最
左
爾
な
る
仏
蘭㈣^
命
思
想
を
攻
擊
す
る
と
共
に
、

.
七

四

(

ニ
六
八)

寧
ろ
主
力
を
傾
け
て
鋭
鋒
を
向
け
た
め
は
ホ
イ
ッ
グ
党
で
あ
っ
て
、
砠
罾
が
不 

徹
底
不
忠
実
な
る
改
革
派
な
る
こ
と'を
攻
め
.た
。
千
八
百
ニ
十
四
年
彼
の
同
志 

は
集
ま
っ
て
高
0
^
&
3
^
泻

R
e
v
i
e
w

を
発
行
し
、
ベ
ン
サ
ム
主
義
の
宣 

伝
を
為
し
、
忽
ち
世
人
の
視
聰
を
惹
い
た
の
で
あ
る
。
其
の
後
此
の
雑
誌
は
廃 

刊
に
な
っ
た
が
、
千
八
百
三
十
四
年

L
o
n
d
o
n

 R
e
v
i
e
w

な
る
名
を
以
て
復 

活
し
、
次
でLo

n
d
o
n

 and. W
e
s
t
m
i
n
s
t
e
r

 R
e
v
i
e
w

な
る
名
称
を
採
.っ 

た
。
之
に
活
動
す
る
人
々
を
称
し
て、PM

l
o
s
o
p
M
c
a
l

 R
a
d
i
c
a
l
s

と
云
っ 

た
の
で
あ
る
。1_( 「

社
会
思
想
史
研
究

」

昭
和
ニ
四
年
、
1
三
九
頁) 

.実
際
に
は
、
ト
ー
リ
ー
と
ウ
イ
ッ
グ.の
性
格
は
あ
ま
り
違
わ
ず
、
.共
に
土
地 

貴
族
、：
一
般
地
主
階
級
に
そ
の
基
礎
を
置
い
て
い
る
が
、
.ウ
イ
ッ
グ
は
、
次
第 

に
高
ま
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
I
の
議
会
制
度
改
革
の
動
き
を.と
ら
え
、
ロ
ン
ド
ン 

の
大
商
人
達
の
支
援
を
受
け
て
や
や
資
本
家
的
'だ
と
い
え
ょ
ぅ
。
ウ
イ
ッ
グ
党 

の
グ
レ
.イ

内
閣
は
、
一.八
三
一
年
以
麥
ー
ー
度
に
わ
た
っ
てl

o

s
 

Bill (

選 

桊
法
改
芷
案)

を
讓
会
に
提
出
し"
産
業
ブ
ル
ジ
a
ア
ジ
ー
と
労
_

双
の
支 

.
持
を
得
て
、
三.ニ
年
六
月
つ
い
に
こ
れ
を
成
立
さ
せ
、
，有
権
者
は
在
来
の
三
倍 

と
な
っ
た
。
こ
の
動
き
を
実
質
的
に
議
し
た
も
の
こ
そ
、
ベ
ン
サ
ム
を
中
心 

と
す
る
功
利
主
義
者
達
で
、
典
趣
的
な
産
業
ブ
ル
'ジ

ョ

ア

ジ

ー
の
イ

デ

オ
ロ
ー 

グ
と
し
て
、
_
_
双
^
正
を
通
じ
て
十
九
世
紀
に
支
^
吣
な
罾
カ
を
损
る
の
で 

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
と
のょ
ぅ

な

勢
力
の
交
替
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の 

重
要
な
問
題
が
考
え
ら
れ
る
。'ま
ず
第
一
に
、
こ
の
.変
転
は
勿
論
産
業
革
命
の 

遂
行
に
よ
る
'産
業
ブ
ル
ジ
ョ

ア

ジ

I
の
経
済
社
会
に
お
け
る
実
質
的
な
支
配
を

反
映
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
政
治
権
力
の
交
替
と
し
て
現
わ
れ
る
場
合
、

ど

の 

一
よ

う

な

過
程
を
と
る
か
。
た
と
え
ば
、改
正
案
が
上
院
で
否
決
さ
れ
た
時
に
は
、 

人
々
.は
#
激
し
て
生
産サ
ボ

タ
I

ジ
ュ

を

行
い
、

ブ

ル

ジ

ョ

ア

ジー

は
銀
行
取 

付
を
起
し
て
経
済
をま
ひ

さ

せ

る

こ

と

ま

でft
画
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、ど 

，の

よ

う

な
点
で
対
立
が
激
し
く
、ま
た

、ど

の

よ

う

に
妥
協
が
行
わ
れ
た
か
。
第 

1

一に
、

こ
の

よ

う

な

変
動
は
、当
然
に
社
会
思
想
に
大
き
な
影
#
を
及
ぼ
す
が

、 

そ
れ
が
ど

の

.
よ

う

な成
果
を
生
ん
だ
か
。
第
三
に
、
そ
れ
が®

級
、
特
に
労 

働
階
級
に
及
ぽ
し
た
影
響
如
何
。

こ
の
運
動
を
担
っ
た
耝
学
的
急
進
派
の
人
々
を
め
ぐ
づ
て
は
、
こ

れ

ま

で

ま
 

と

ま

っ

た

，矹
を
が
乏

し

か
っ
た
が
、
石
上
良
平
氏
が
十
九
世
紀
の
英®
せ
♦

,© 

想
に
つ

い

て

独
自
の
研
毙
を
発
表
さ
れ
た
こ
とは
、
思
想
史
の
空
白
を
満
た
す 

も

の

と

し

て

ま

こ

と

に畠
ば

し

い

。
.十
九
世
紀
の
思
想
が
多
く
新
聞
や
評
論
に 

現
わ
れ
て

い

る

の
で
、
氏
がn

ブ
デ
ン
、

マ
コー

レ
|
、
ミ
ル
、
グ
ラ
ッ
ド
ス 

ト
ー
ン
そ
の
他
の
人
々
の
思
想
をこ
れ

ら

に

よ
っ

て

た

ん

ね

ん
.に
ま

と

め

ら

れ
 

た
業
績
は
貴
重
な
も
の
で
あ
る.°

.

 

'

 

并

:. 

.

« *

.

*

こ
の

書
で
特
に
注民
さ

れ

る

の

は

、

ゥ

ィ

ッグ
.派
と
功
利
主
義
的
急
進
派
の 

対
立
、
つ
ま
り
，T. B. M

a
c
a
u
l
a
y

対
功
利
主
義
者
の
論
争
で
あ
る
。
マ
コ 

丨

レ
ー

.と
い
え
ば
、
グ
レ
ィ
内
開
が
第
一
一
次
選
挙
法
改
正
案
を
提
出
し
て
、
上 

院
に
挑
戦
し
た
時
、「

平
和
裡
に
で
も
ま
た
混
乱
を
通
じ
て
で
も
、
.合
法
的
に 

で
も
非
合
法
的
に
で
も
、員
ムf
通
じ
て
.で
も
議
会
を
無
視
し
て
で
も
、議
会
改 

革
は
実
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

」

と
叫
ん
だ
熱
心
な
改
革
論
者
>
し
て
著

，
評
及
び
貂
介

名
で
あ
る
.の
で
、
と
の
論
争
は
同
じ
改
革
論
者
の
立
場
の
相
違
を
知
る
上
に
も 

ま
こ
と
.に
興
味
深
い
。

マ
コ1
レ
~
'は
1
八
ニ
九
年
のTh

e

 

E
d
i
n
b
u
r
g
h

 

R
e
v
i
e
w

 

に
、
J
.ミ
ル
の
.重
要
な
論
文
；£
0)
|»
3
0̂]
§
丨 Go

v
e
r
n
m
e
n
t

 

に 

猛
烈
な
批
判
を
加
え
、
そ
れ
はJ
V
S
Vミ
ル
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
た
。
息 

子
ミ
ル
は
す
で
に
古
い
功
利
主
義
の
信
条
に
懐
疑
的
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ 

を
機
会
に
社
会
科
学
の
方
法
論
に
対
し
新
た
な
思
索
を
加
え
る
事
と
な

っ
た
。 

だ
が
石
上
氏
は
、
こ
：の
論
争
を
社
会
科
学
方
法
論
上

Q,

観
点
か
ら
見
る
よ
り
は
、 

マ
.コ
|
レ
I
に
よ
.？
て
代
表
さ
れ
る
ウ
ィ.
.ッ
グ
派
■の
思
想
と
、
J
，.ミ
ル
に
よ 

っ
て
^

さ̂
れ
る
功
㈣
、$
義
吣
々
M
進
派
の
思
想
と
の
対
決
と
し
て
こ
れ
を
検
討 

し
て
い
る
。

.1

八
一
一
四
年
に
刊
行
さ
れ
た̂
^
gc+
J
^
y3 .
<D
M
w
e
.
v
i
e
w

は
、「

そ
の
読
者 

は
大
方
は
豊
か
で
な
いf e
^

g
な
階
級
の
人
々—

こ
の
人
々
が
書
物
を
手
に 

入
れ
る
の
ば
主
と.し
て
：い
ろ
い
ろ
の
ク
ラ
ブ
組
織
を
介
し
て
で
あ
る
—

一

で
あ 

っ
た
か
ら
、
読
者
の
数
が
非
常
に
多
か
っ
た

」
(

!>
.
W

&
 
 ̂Janies 

i

)

0
 

こ
れ
は
、
ト
ー
リ-

も
ウ
イ
ッ
グ
も
、「

差
別
は
つ
け
な
が
ら
も
、
等
し
い
熱 

心」

.さ
で
攻
撃
：し
た
か
ら
、

「

貴
族
階
級
の
一
一
つ
の
.分
派
の
間
に
少
か
ら
ぬ
動 

揺
を
惹
き
起
し
た

」
C
B
o
w
r
i
n
g
)。

こ
の「

ウ
于
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
評
論

」

に 

お
い
て
、
.
J 

.
ミ
ル
は
ウ
イ
ッ
グ
のr

エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
評
論

」

を
、
'次
ぎ
の
よ 

ラ

に
批
判
す
る
。
こ
の
国
の
貴
族
に.は
、
在
朝
派(ministerial ).

と
在
野
派 

(opposition)

の
ニ
つ
の
分
派
が
知
り
、

「

エ；
テ
ィ
ン
バ
ラ

」

は
後
者
に
追
随
し 

て
い
る
。'政
治
理
論
：は
階
級
的
傾
向
に
：基
礎
を
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
こ 

れ
ら
の
階
級
が
階
級
的
利
害
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
否
定
さ
る

七

五0
1

六
九)

.



ベ
き
で
，な
い
。
在
野
派
は
擋
カ
に
伴
う
特
典
を
分
配
す
る
竽
段
を
変
更
す
る
こ 

と
をnn
的
と
し
、
.

「

中
等
，お
.よ
び
下
層
階
級」

.

.

(the 

£

lower 

d
i
e
s
)

に
働
ら
き
か
け
る
が
、
自
分
は
貴
族.の一

分
派
で
あ
り
、
指
導
的
分 

派
た
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
、
固
己
の
特
典
を
減
少
さ
せ
る
よ
$
な
こ
と
を
望 

む
替
が
な
い
。
そ
こ
で
双
罾
の
罾_
や
文
章
に
は
、

一
部
は
民
衆
の
利
益
に
、
 

i

部
は
貴
族
の
利
益
に
な
る
よ
う
な
こ
と
を
言
う

「

シ
ー
ソ
ー
遊
び」

が
見
ら 

れ
る
。
彼
ら
は
貴
族
の
権
力
を
縮
小
す
る
方
法
、
た
と
え
ば
歡
密
投
歡
の
採
用 

の
.要
求
に
対
し
.て
は
、
そ
れ
が
惡
い
結
果
を
伴
う
と
称
し
て
猛
烈
に
反
対
す
る 

が
、.
.貴
族
の
権
力
を
縮
小
す
る
よ
う
に
.見
え
て
実
は
む
し
ろ
そ
の
反
対
の
効
果 

を
挙
げ
る
よ
う
な
提̂

—

た
と
え
ば
腐
敗
選
挙
区
の
廃
止
、
州
に
対
す
る
議 

席
の
割
当
の
如
きI

に
対
し
て
は
ハ
ロ
を
極
め
て
賞
讃
す
る
。
い
わ
ゆ
る

「

階 

級
選
挙
制」

の
よ
う
な
も
の
は
、
彼
ら
が
こ
の
よ5
な
態
度
か
ら
発
明
し
た
も 

の
で
あ
る
、
と
。(

本
書
一
一
四〜

六
頁
参
照)

ミ
ル
の
こ

の

批
判
は
、
ト
I
リ
I
、
ゥ
イ
ッ
グ
両
党
の
本
質
を
衝
い
て
あ

ま
 

す

と

こ
ろ
が
な
い
。
ゥ
イ
ッ
グ
の
三◦
年
の
グ
レ
イ
內
閣
は
、
四
人
を
除
い
て 

は
土
地
貴
族
出
身
の
閣
僚
で
し
め
ら
れ
、
そ
の
四
人
も

土
地
*

と̂

親
族
関
係 

に
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
手
で
行
わ
れ
た
改
正

=

議
席
の
再
分
配
に
つ
い
て
も
、
 

改
正
後
も
地
主
の
支
持
を
う
け
る
議
員
が
下
院
で
依
然
過
半
数
を
占
め
る
よ
う 

巧
み
に
工
夫
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
る
と
、
ミ
ル
の
枇
判
は
ま
こ
と 

に
的
を
射
抜
い
た
も
の
で
あ
り
、
ゥ
イ
ッ
グ
攻
擊
の
意
気
込
み
を
示
す
も
の
で 

あ
ろ
う
0

こ
の
よ
う
な
対
立
の
中
に
あ
っ
て
、
マ
コIレ
ー
の
ミ
ル「

政
府
論」

批
判

七

六(

ニ
七
〇)

は
ど
の
上
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
以
下
石
上
氏
の
書
に
よ
る
と
、
.マ
コ
ー
レ
，
 

丨
は
、
功
利
、̂

豸̂
は
狭
い
理
㈱
と
■
か
な
知
識
し
か
持
た
な
い
平
凡
な
人
間 

.
で
あ
る
と
い
う
。高
雅
な
文
学
に.対
し
て
彼
ら
が
系
.す
軽
蔑
は
、
明
ら
'か
に
無
知 

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
功
利
主
義
者
が
称
讃
す
る
t

«は
、
先
験
的
に
推
理
す 

る(to reason a

 w
r
i
o
r
i
y

こ
と
が
可
能
な
諸
科
目
に
の
み
適
す
る
。

ミ 

ル
の
政
府
論
はr「

も
し
二
三
の
偶
然
の
ほ
の
め
か
し
が
無
かった
な
ら
ば
、
こ 

の
著
者
が
人
間
の
間
に
実
際
に
政
府
が
_

し
た
こ
と
を
知
っ
て
い
な
か
っ
た 

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
人
間
の
若
干
の
傾
向
が
想
定
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
想
定
か
ら 

政
治
学
の
全
体
が
綜
合
的
に
演
繹
さ
れ
る
の
だ
！

わ
れ
わ
れ
は
ベ
ィ
コ
ン
と 

ガ
リ
レ
オ
の
時
代
の
前
に
書
か
れ
た
本
を
読
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
、
と
思
お 

う
と
し
て
も
な
か
な
か
難
か
し
いI

こ
れ
は
ま
る
で
、
医
者
が
熱
の
.性
質
か 

ら
熱
病
の
治
療
法
を
推
理
し
、
天
文
学
者
が
天
体
に
独
立
の
運
動
は
な
い
、
何 

.
と
な
れ
ば
天
体
は
不
朽
で
あ
り
、
自
然
は
真
実
を
嫌
う
か
ら
だ
、
と
証
明
し
た 

時
代
の
書
物
だ
！

」
a

三
五頁

：}

ミ
ル
は
、「

歴
史
め
表
面」

で
は
な
く
、「

内
面
の
原&

」

を
搮
究
し
よ
う
と 

し
、
人
間
性
の
法
則
か
ら
、
絶
対
王
制
は
長
い
目
で
見
れ
ば
結
局
悪
制
と
な
る 

こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
。
だ
が
マ
コ
ー
レ
ー
は
、
絶
対
王
制
が
あ
る
場
合 

.に
善
政
を
生
む
と
い
う
経
験
か
ら
、
ミ.ル
の
理
論
が
誤
り
だ
と
主
張
す
る
。
そ 

し
て
ミ
ル
が
政
府
の
目
的
を

「

財
産
の
保
存」

で
あ
る
と
言
っ
た
の
を

「

人
格 

と
財
産」
と
し
、
' ミ
ル
が
人
間
性
の
法
則
か
ら#
砠
双
^
と

絶

双

豸

主
双

^

が 

人
民
を
搾
取
し
虐
待
す
る
傾
向
が
あ
る
と
し
た
の
に
対
し
、
彼
は
人
間
欲
望
の 

対
象
は
物
質
的
欲
望
だ
け
で
は
な
く
、

「

他
人
か
ら
C)
-
好
評」(

t
h
e

oq
o
op*
o
u
y丨

仙

o
n

 of others) 、
「

名
声」

と
い
う
強
い
精
神
的
な
欲
望
が
在
る
こ
と
を
強 

調
し
て
い
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
ど
ん
な
物
質
的
快
楽
よ
り
も
、
隣
人
の
適
度 

の
称
讃
を
尊
い
と
す
れ
ば
政
府
は
不
要
で
あ
る
し
、
逆
で
あ
れ
ば
ミ
ル
が
正
し 

い
0.
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
人
々
は
両
方
の
快
楽
を
持
っ
て
い
る
。

「

今
も
し 

も
二
つ
の
階
級
の
人
々
か
ら
成
る
一
つ
の
共
同
体
が
あ
る
と
し
て
、

一
方
の
階 

級
は
主
と
し
て
一
種
の
衝
動
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
、
他
の
一
方
の
砠
双
は
も
う 

一
種
の
衝
動
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
掠
薄
を
熱
望
し
て
評
判 

に
は
無
関
心
な
階
級
を
抑
制
す
る
た
め
に
、
明
ら
か
に
政
府
が
必
要
と
な
ろ
う
、
 

だ
が
政
府
の
権
力
は
、
主
と
し
て
称
讚
を
求
め
る
心
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
階 

級
に
委
任
し
て
お
い
て{女
全
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

J
「

と
こ
ろ
で
、
次
の
こ
と
は 

か
な
り
の
妥
当
性
を
以
て
主
張
さ
れ
得
る
か
も
知
れ
な
い
。

——

即
ち
、
多
く 

の
国
々
に
お
'い
て
は
、
現
に
、
或
る
程
度
ま
で
右
の
如
き
叙
述
に
合
致
す
る
よ 

う
な
二
つ
の
階
級
が
存
在
十
る
の
で
あ
っ
て
、
貧
し
い
人
々
は
、
政
府
が
こ
れ 

を
抑
制
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
る
階
級
を
構
成
し
、
そ
し
て
若
干
の
財
産
を
有 

す
る
人
々
は
、
政
府
の
権
力
が
危
険
を
伴
わ
ず
に
任
せ
ら
れ
る
よ
う
な
階
級
を 

-

搆
成
し
て
い
る
。
激
し
い
労
働
に
よ
っ
て
や
っ
と
生
活
の
資
を
稼
げ
る
久
は

、
.
 

多
く
の
贅
沢
を
享
楽
す
る
人
よ
り
は
、
他
人
を
掠
奪
し
た
い
と
い
う
龅
い

1
 

を
感
ず
る
、
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
群
集
の
中
に
紛
れ
て
い
る
人
は
、
 

地
位
と
生
活
_

の
た
め
に
人
0
に
立
つ
人
よ
り
も
、
自
己
の
眼
前
に
あ
る
世 

論
を
恐
れ
る
こ
と
が
少
な
い
、
と
言
？
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

」
(

一
四
一
頁)

‘

.
石
上
氏
に
よ
れ
ば
、「

彼
の
社
会
観
も
ミ
ル
と
同
様
に
、

わ
ば

『

階
級
理

•
 

- 

.
 

-

書評及び

■紹
介

. 

.

論

.1
°
的
で
あ
る
。
当
時
、
社
会
的
_
争
が
い
か
に
時
人
に
と
っ

て

階
級
闘
争
と 

し
て
映
じ
て
い
た
か
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
明
瞭
で
あ
る
。

」

ミ
ル
は
、

「

中
等
階 

級
に
よ
っ
て
指
昏
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お；.
い

て

、『
貧
し
い
人
々』

に
信
頼
を
置

い
て
い
る」

し
、「

大
財
産
所
有
者
-
つ
ま
り
貴
族
を
憎
惡
し
た

」

が
、

マ

コ
ー
レ
ー
は
財
避
を
持
つ
す
べ
て
の
人
み
を
擁
護
し
て
、
貧
し
い
人
々
を
信
頼 

し
な
い
の
で
あ
る
。

「

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
階
級
観
の
違
い
こ
そ
は
、
両

者
.
 

の
立
場
を
分
つ
最
も
重
要
で
最
も
顕
著
な
指
標
で
あ
っ
た
。

」
(

一
3
 

S)

歴
史
家
た
る
マ
コー

レ
ー
は
、
歴
史
の
経
験
的
事
実
に
つ
い
て
は
、
理
論
家 

た
る
ミ
ル
に
ま
さ
る
点4

あ
っ
允
。
ま
た
方
法
論
的
に
も
、

「

最
大
多
数
の
最 

大
幸
福」

と
い
う
原
理
が
、
存
在
と
当
為
の
問
題
に
つ
い
て
混
乱
し
て
い
る
と 

い
う
功
利
主
義
批
判
は
、
当
時
の
も
の
と
し
て
出
色
の
も
の
で
あ
る
。
だ
が
全 

体
と
し
て
彼
の
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
ぼ
、
，
ミ
ル
が
等
質
な
個
人
の
集
合
を
前 

猫
と
し

て

民
主
制
を
主
張
し
た
の
に
双
し
、
.
不
平
等
な
階
級
の
^
^
を
強
調
し 

て
特
権
的
な
政
府
の
存
在
を
擁
護
す
る
も
の
で
あ
る
。

「

上
流
，お
よ
び
中
等
の 

階

級(the higher a
n
d

日iddling

o
aa>
H
s

)

は
人
類
の
生
ま
れ
な
が
ら 

の
代
表
者
で
あ
る
。
彼
ら
の
利
害
は
或
る
こ
と
に
お
い
て
は
彼
ら
と
同
時
代
の 

貧
者
の
そ
れ
と
対■立
す
る
と
し
て
も
、
後
に
続
く
無
数
の
世
代
の
そ
れ
と
は
一 

致
す
る
の
で
あ
る
。

」
(

一
五
.
'

1

頁)

.

そ
こ
で
®

法̂
に
つ
い
て
も
、
被
は
功
利
、
3£
義
者
の
よ
う
に#
-1
1
的
な
改
革 

で
は
な
く
、
穏
健
な
改
革
に
賛
成
す
る0「

所
得
上
の
資
格
制
限
は
、
絶
対
に 

必
要
で
あ
る
と
思■う
。
そ
し
て
、
そ
の.金
額
を
決
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
わ
れ
わ 

れ
の
搿
差
す
とこ
ろ

は

、

す
べ
て
の
見
苦
し
か
ら
ぬ
農
民“
商
店
ま
と
が
選̂

• 

七

七(

二
七
一〕



権
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
風
に
、

一
線
を
劃
す
こ
と
：で
あ
る
。
特
殊
.の 

形
態
の
財
産
が
他
の
形
態
に
対
し
て
持
つ
と
こ
ろ
の
、
ま
た
特
殊
の
大
き
さ
の

-
 

財
産
が
他
の
同
じ
大
き
さ
の
防
産
に
対
し
て
持
つ
と
こ
ろ
の
、
凡
ゆ
る
特
典
を 

廃
止
し
.た
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
で
き
れ
ば
、' 
わ
れ
わ
れ
は
満
足
で 

あ
る
。

」

.

(

一
八
0
頁
.

)
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
論
争
の
中
に
、
権
力
の
交
替 

を
め
ぐ
っ
て
争
う
一
一
つ
の
階
級
の
要
求
と
思
想
と
を
、
あ
か
ら
さ
ま
に
読
み
と 

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

：

* 

并 

於

こ
の
書
に
は
更
に
、

「

J

.
S 

•

ミ
ル
の
懐
疑——

『

聖
*y
ン
ド
ル
，丨
ズ
大
学 

II

演』

に
関
述
し
て
^

—
」
「

ダ
ラ
ッ
ド
ス
トI
ン
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
と
自 

曲
主
義」

「

十
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
自
由
主
義
の
変
貌
l

T
、
H•

グ
リ 

丨
ン
の
政
治
思
想
の
研
究
の
た
め
の
序
説
と
し
て

——
」

「

社
会
民
主
主
義
と 

保
守
主
義」

の
諸
章
が
あ
り
、選
拳
法
改
正
後
現
代
に
至
る
ま
で
.の政
治
思
想 

の
う
つ
り
ゆ
き
をま
こ

と

に

興
味
深
く
伝
え
て
く
れ
る
。.そ
し
て
こ
'
れ

ら

の

叙 

.述
の
奥
に
明
滅
す
る
も
の
は
、「

十
九
世
紀
ィ
ギ
リ
ス
の
自
由
主
義
の
本
質
を 

探
る
こ

と

に

よ

っ

て

、
現
代
の
い
わ
ゆ
る
自
由
主
義
の
本
質
を
探
り
あ
て
る
こ 

と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う

」
(

一
七
頁)

と
い
う
著
者
の
一.賞
し
た
意
図
で
あ
る。
.

冒
頭
の
章「

自
幽
主
義
の
本
質
と
構
造

——

特
に
ィ
ギ
リ
ス
の
十
九
世
紀
を 

中

心

と

し

て_
_」

に

よ

る

と

、

こ

こ

で

は「

自
由
主
義
な
る
も
の
の
、
真
に 

中
核
的
な
内
容」

が
問
題
で
あ
り
、r

こ
れ
を
知
る
た
め
に
は
、

わ
れ
わ
れ
は 

s

由
主
義
を
最
も
完
成
さ
れ
整
理
さ
れ
た
形
式
に
お
い
て
I
し
か
も
社
会
の
進 

展
に
交
配
的
な
影
響
を#
え
る
よ
う
な
生A
撥
刺
た
る
形
に
おい
て

把
え
な

け

七

八

-
—-
七
ニ)

れ
过
な
ら
な
い
。

」
「

そ
の
た
め
に
は
、
十
九
世
紀
前
半
の
イ
ギ
リ
.ス
に
お
け
る 

自
由
主
義
を
研
绝
す
る
の
が
最
も
適
当
で
あ
る
。

」

氏
は
そ
こ
：で
、

Benedetto 

C
r
o
c
e
'
R
a
m
s
a
y

 M
u
i
r
,

tdentham, Cobden, 

J. S. M
i
l
l

な
ど
の 

自
由
主
義
に
ふ
れ
、
私
有
財
産
制
と
す
べ
て
の
個
人
的
自
由
と
を
切
り
離
せ
な 

い
と
い
う
態
度
が
、
'初
期
自
由
主
義
の
基
本
的
メ

ン
タ
リ
テ
ィ
を
形
成
す
る
の 

で
あ
り
、
一

一

十
世
紀
の
：新
自
由
主
義
者.に
も
根
強
く
残
っ
て
い
る
か
ら、r

こ

の 

こ

と

こ

そ

自
由
主
義
と
称
さ
れ
る
社
会
思
想
の
中
核
に
あ
る
も
の

」

ハ
五
四
5 

と
結
論
さ
れ
る。

I

M
そ
れ
で
は
、
現
代
の
自
由
主
義
の
本
質
は
何
か
？

「

社
会
の
進
展
は
自
由
主 

義
者
.に
対
し
て
、
自
由
放
任
で
は
な
く
て\『

社
会
改
良』(social reform) 

を
要
求
し
た…

…

自
由
主
義
は
初
期
に
ま
と
っ
て
い
た
外
被
を
着
け
た
：ま
ま
で 

は
、
か
か
る
変
貌
を
遂
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か
ら
、
自
ら
を
抽
象
化
し 

『

心
的
態
度』

『
1

種
の
気
風』

に
自
ら
を
変
え
ざ
る
を
得
な
か
.っ
た
。

」

ラ
ム
ゼ 

I 

.
ミ
ュ
ァ

ー

が「

自

義

は

、

一
定
不
変
の
思
想
体
系
で
あ
る
よ
り
は
、
 

む
し
ろ
.

1

種
の
心
の
習
性
、

一.種
の
物
の
見
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
凡
ゆ
る
生 

き
た
信
条
と
同
じ
よ
う
に
、

一
つ
の
公
式
で
は
な
く
て
、

j

つ
の
！̂

:で
あ
る」 

と
主
張
し
た
よ
う
に
、
二
十
世
紀
の
自
由
主
義
は

「
1

個
の
社
会
思
想
と
し
て 

で
は
な
く
、
か.か
る
心
情
的
な
も
の
と
し
て
存
続
す
る
こ
と
と
-な
.
.っ
た
。

」 

そ
れ
で
は
自
由
主
義
が
、
ニ
十
世
紀
に
入
っ
て
社
会
思
想
の
地
位
か
ら
下
り 

て
こ
.の
よ
う
な
'
種
の
ム

I
ド
に
縮
小
し
た
時
、「

私
有
財
産
と
す
べ
て
の
個 

人
的
自
由
を
切
り
離
し
得
な
い

」

と
：い
うT

自
由
主
義
と
称
さ
れ
る
社
会
思
想.
 

の
中
核」

は
ど
の
よ
う
に
な
つ
た
か
？

こ
の
中
核
は
勿
論
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
窗
に
あ
る 

よ
う
に
、r

社
会
の
進
展
に
支
配
的
な
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
生
々
潑
刺
た
る

」 

自
由
主
義
は
、
選
挙
法
改
正
運
動
に
端
的
に
昆
る
ご
と
く
、
何
よ
り
も
階
級
的 

で
あ
り
、
改
芷
論
渚
の
間
で
も
階
級
的
立
場
の
違
い
に
よ
り
論
争
を
繰
り
ひ
ろ 

げ
る
ほ
ど
激
し
い
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

「

十
九
世
紀
の
自
由
主 

義
の
本
質
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
、矶
れ
の
自
_
エ
義
の
本
質
を
探
り
あ
て
る

」 

と
す
れ
ば
、
現
代
の
ム

ー

ド
は
、「

巾
等
階
級
的
外
被
を
脱
ぎ
す
て
て
油
象
的 

な
も
の
に
な
る」

と
し
て
も
、
や
は
り
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
自
串
王
義
の
最
も
深
い
と
こ
ろ
に
は
、

「

人
間
の
.内
商
的
諸
能 

力
の
§
蓮
、
換
言
す
れ
ば
人
格
の
成
長
こ
そ
普
遍
的
な
善
だ
と
す
る

」

.個
人
务 

義
が
横
た
わ
っ
て
い
る

(

五
五
貢)

。
そ
し
，て
こ
れ
は
、
ィ
ギ
リ
ス
ガ
社
会
主
義 

に
も
、「

.マ
ル
ク
ス
主
義
に
も
、
多
少
の
歪
み
は
あ
ろ
う
と
も

」

あ
.る
と
す
る 

な
ら
ば
、
問
題
は
更
に
大
き
く
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。.’
こ
れ
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
自 

申
王
義
の
変
遷
の
範_
を
越
え
て
、.そ
の
対
立
物
の
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。 

邏
挙
法
の
改
正
が
労
働
者
を
裏
切
っ
た
_
、
±
双
は
チ
ャ

ー

チ

ズ

ム

に
ま
_

書
評
及
び
紹
介

し
、
労
働
運
動
と
社
会
主
義
の
宣
伝
が
行
わ
れ
て
、
自
由
主
義
は
激
化
し
た
労 

資
の
対
立
を
置
風
に
し
て
変
転
し
た
。
三
ニ
年
の
勝
利
の
後
に
も
、

ィ
ギ
リ 

ス
の
ブ
ル
ジ
.3
ア
ジ
I
が
政
府
の
.あ
ら

ゆ

る

要
職
を
大
て
い
土
地
貴
族
に
残
し 

た
の
は
な
ぜ
か
と
い
ぅ
謎
を
、
エ
ン

ゲ

ル
ス
は
フ

ラ

ン

ス|
g

の
1

か
ら
解
い 

て
い
る
が
、
こ
れ
は
勿
論
本
質
前
に
は

「

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
後f

が
す
で 

に
扉
を
叩
き
つ
つ
あ
を

j

:が
故
め
妥
協
で
あ
ろ
ぅ
。
ミ
ル
の
思
想
に
は
、
そ
の 

革
新
性
と
妥
協
性
の
両
面
が
随
所
に
現
わ
れ
て
、
そ
れ
が
ま
た

マ

コ

.
丨

レ

ー

の 

攻
撃
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。(

た
と
え
ば
一
五
ニ

頁
参
照)

ブ
ル
ジ

ョ

ア

ジ

ー

の

趴
§
.

へ
の

.登
場
を
め
ぐ
って
、

私
は
先
に
そ
のi
 

者
階
級
に
及
ぼ
し
た
影
響
の
重
要
性
を
挙
げ
た
が
、
:^
由
主
義
の
根
底
はi
 

者
階
級
に
受
け
つ
が
れ
、
労
資
の
基
本
的
な
対
立
が
ブ
ル
ジ
ョ

ア

自

*
ま

^

の 

動
向
に
多
き
く
影
響
し
て
い
る
の
を
考
え
る
時
、
石上
教
授
の
こ

の

面
の
研
究 

も
期
待
せ
ず
に
はい
ら
れ
な
い
。
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英
国
社
会
思
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研
究」
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社
、
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