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第
一
章
　
は
じ
め
に
：
今
な
ぜ
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
な
の
か

　
新
古
典
派
経
済
学
の
理
論
体
系
と
そ
の
数
理
的
扱
い
に
十
分
に
通
じ
て
い
る
経
済
学
専
攻
の
大
学
院
生
が
『
国
富
論
』
の

数
ペ
ー
ジ
を
読
む
と
、
彼
ら
が
学
問
的
な
訓
練
に
よ
っ
て
身
に
付
け
た
経
済
学
の
方
法
と
は
全
く
異
な
る
手
法
に
直
面
す

る
。
続
け
て
読
ん
で
い
く
と
、
そ
こ
に
は
数
学
は
な
く
、
文
体
は
い
ら
だ
た
し
い
く
ら
い
に
難
解
で
、
み
る
か
ら
に
長
た
ら

し
く
、
時
に
は
不
明
瞭
で
あ
る
。
ま
た
、
明
ら
か
に
関
連
性
が
疑
わ
し
い
「
脇
道
」
に
そ
れ
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
も
あ

る
。
特
に
、
院
生
た
ち
が
よ
く
対
処
し
て
い
る
種
類
の
問
題
に
比
べ
た
場
合
に
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
。
院
生
た
ち
が
ア

ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
話
法
ス
タ
イ
ル
に
す
ぐ
に
共
感
す
る
こ
と
は
な
さ
そ
う
だ
。
そ
れ
で
も
彼
の
著
書
の
な
か
に
は
、
院
生
た

ち
の
よ
り
奥
深
い
問
題
の
い
く
つ
か
に
光
を
当
て
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
ま
た
、
現
代
理
論
を
マ
ス
タ
ー

す
る
際
に
障
害
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
に
も
出
会
う
か
も
し
れ
な
い
。
ど
う
し
て
現
代
経
済
学
が
そ
の
よ
う
な
不
確
か

な
源
か
ら
発
展
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
な
ぜ
彼
が
「
経
済
学
の
創
始
者
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
か
と
今
日
の
経

済
学
者
が
疑
問
に
思
う
の
は
無
理
も
な
い
。

　
大
成
功
に
近
い
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
・
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
い
う
当
然
視
さ
れ
た
考
え
が
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
に
経
済
学
者
に
注
ぎ
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込
ま
れ
た
第
二
次
大
戦
後
の
明
る
く
自
信
に
み
ち
た
初
期
の
時
代
は
一
九
八
〇
年
代
ま
で
に
衰
退
し
て
当
惑
に
陥
り
、
多
く

の
未
解
決
の
経
済
政
策
問
題
が
再
び
表
面
化
し
た
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
そ
れ
と
軌
を
一
に
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
経
済

思
想
史
と
そ
の
仲
間
の
学
問
分
野
で
あ
る
経
済
史
が
難
解
な
課
題
に
そ
っ
と
入
り
始
め
た
。
そ
れ
ら
に
は
教
授
職
が
な
く
、

教
授
職
を
持
っ
て
い
る
者
の
退
職
を
待
ち
な
が
ら
研
究
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
一
方
で
、
数
学
者
の
大
行
進
は
続
き
、
そ
れ
に

よ
っ
て
数
量
的
思
考
に
強
い
経
済
学
者
は
「
ハ
ー
ド
サ
イ
エ
ン
ス
」
の
仲
間
に
加
え
ら
れ
る
と
い
う
あ
こ
が
れ
の
賞
を
得
た
。

　
新
し
い
千
年
紀
ま
で
に
は
、「
自
由
貿
易
と
保
護
貿
易
」
と
い
う
初
期
の
論
争
が
再
燃
し
て
い
る
。
ま
た
、
市
場
対
政
府

に
よ
る
管
理
は
か
つ
て
と
同
じ
よ
う
に
国
論
を
二
分
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
国
内
お
よ
び
世
界
の
貧
困
問
題
に
対
す
る
矛
盾

す
る
も
ろ
も
ろ
の
解
決
策
は
、
知
性
的
に
も
実
践
的
に
も
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
残
し
た
と
こ
ろ
で
行
き
詰
ま
っ
て
い
る
。
今

日
の
経
済
学
の
主
な
特
徴
は
、
基
本
的
な
現
実
の
政
策
に
つ
い
て
合
意
が
な
く
国
論
を
二
分
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
ハ
ー

ド
サ
イ
エ
ン
ス
の
装
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
不
安
定
な
状
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
当
然
な
が
ら
私
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
を
、
彼
の
思
想
を
そ
の
ま
ま
二
十
一
世
紀
の
政
策
論
争
に
転
送
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
紹
介
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
社
会
と
経
済
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
彼
の
半
ば
隠

さ
れ
た
歴
史
お
よ
び
社
会
発
展
の
理
解
の
応
用
事
例
を
教
材
と
し
て
紹
介
す
る
。
私
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
を
経
済
学
が
独

立
し
た
学
問
分
野
に
な
る
前
の
政
治
経
済
学
の
重
要
な
思
想
家
と
し
て
説
明
す
る
の
で
、
読
者
に
は
、
懐
疑
的
な
人
も
関
心

の
あ
る
人
も
、
彼
の
著
作
の
歴
史
的
な
面
に
焦
点
を
当
て
て
ほ
し
い
。

　
経
済
学
者
の
読
書
が
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
著
書
か
ら
の
陳
腐
な
引
用
句
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
彼
は
「
見
え
ざ
る
手
」
の
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理
論
家
で
あ
り
、「
自
由
放
任
主
義
」
の
主
唱
者
で
あ
り
、「
夜
警
国
家
」
の
小
さ
な
政
府
を
支
持
し
、「
自
由
貿
易
」
の
純

粋
な
主
唱
者
で
あ
る
と
い
う
問
題
の
あ
る
考
え
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
を
よ
り
正
確
に
み
る
よ

う
す
べ
て
の
経
済
学
者
に
忠
告
す
る
。

『
国
富
論
』
は
何
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
の
か

　『
国
富
論
』
は
経
済
学
の
教
科
書
で
は
な
い
。『
国
富
論
』
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
世
界
観
を
よ
り
広
範
な
歴
史
的
問
題

に
適
用
し
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
歴
史
的
問
題
と
は
、
英
国
経
済
が
緩
や
か
で
は
あ
る
が
着
実
な
成
長
に
よ
り
持
続
的
な

改
善
の
足
跡
を
印
す
よ
う
に
な
っ
た
原
因
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
も
し
英
国
が
近
隣
諸
国
な
ら
び
に
北
米

植
民
地
と
の
国
際
貿
易
に
対
す
る
政
策
ス
タ
ン
ス
に
一
定
の
変
更
を
し
て
い
た
な
ら
ば
達
成
で
き
た
可
能
性
の
あ
る
状
況
よ

り
も
、
よ
り
よ
い
成
績
を
あ
げ
る
こ
と
を
阻
ん
だ
も
の
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。『
諸
国
民
の
富
の
性
質
と
原
因

の
研
究
』（
以
下
、『
国
富
論
』）
と
題
し
た
彼
の
著
書
は
、
英
国
を
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
と
し
て
使
っ
て
い
る
。

　『
国
富
論
』
は
独
特
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
彼
が
提
供
す
る
詳
細
は
度
を
越
し
て
お
り
、
ま
た
、
折
に
ふ
れ
て
繰
り
返

さ
れ
る
。
そ
う
し
た
詳
細
の
な
か
の
例
外
的
な
話
題
が
現
代
の
教
科
書
を
飾
る
こ
と
は
な
い
。
彼
の
二
つ
の
著
作
で
は
、
ど

の
話
題
も
古
代
ギ
リ
シ
ャ
と
ロ
ー
マ
の
世
界
か
ら
決
し
て
遠
く
離
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
グ
ロ
リ
ア
・
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ン
ザ

（V
ivenza, 2001

）
が
含
蓄
の
あ
る
と
こ
ろ
を
み
せ
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
彼
の
古
典
教
育
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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ス
ミ
ス
に
と
っ
て
の
主
要
な
テ
ー
マ
は
、
西
欧
が
「
失
わ
れ
た
」
商
業
時
代
を
取
り
戻
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
兆
候
を
示
し

て
い
る
こ
と
の
観
察
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
流
行
し
た
文
学
お
よ
び
美
術
作
品
、
建
築
様
式
、
技
術
の
伝
播
に
明
ら

か
に
み
て
と
れ
る
。
技
術
伝
播
の
多
く
は
労
働
力
を
助
け
増
大
さ
せ
た
が
、
そ
の
様
子
は
デ
ウ
ニ
・
デ
ィ
ド
ロ
に
よ
る
多

巻
の
『
百
科
全
書
』
の
な
か
で
図
解
さ
れ
て
い
る
（D

iderot and D
, A

lem
ebert, 1751-1777

）。
人
口
の
大
部
分
に

つ
い
て
一
人
当
た
り
所
得
の
変
化
が
ほ
と
ん
ど
な
い
状
況
で
人
口
が
ゆ
っ
く
り
と
増
加
し
た
こ
と
は
、
全
生
産
の
う
ち
生
計

に
当
て
ら
れ
た
割
合
が
着
実
に
上
昇
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
。
消
費
が
ゆ
っ
く
り
と
増
加
し
て
お
り
、
そ
れ
は
人
口
の

う
ち
中
間
お
よ
び
上
層
部
の
生
計
費
を
十
分
に
上
回
っ
て
い
た
が
、
大
多
数
の
貧
困
層
の
一
人
当
た
り
生
計
費
は
歴
史
的
低

水
準
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
市
場
で
取
引
さ
れ
る
生
産
物
が
着
実
に
増
加
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
こ
れ

ら
は
、
歴
史
的
な
重
要
性
を
も
つ
何
か
が
、
最
初
は
英
国
で
後
に
西
欧
中
で
生
じ
て
い
た
こ
と
の
確
か
な
兆
候
で
あ
っ
た

（D
eane and C

ole, 1967, 80; cf. C
larke, 2007

）。
探
検
航
海
と
発
見
の
目
覚
ま
し
い
物
語
は
、
既
知
世
界
の
驚

き
の
種
を
数
倍
の
規
模
で
増
加
さ
せ
た
。

　
ス
ミ
ス
は
哲
学
者
の
役
割
は
「
何
も
し
な
い
こ
と
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
観
察
す
る
こ
と
で
あ
る
」（W

N
 21

）

と
考
え
、
そ
れ
を
実
践
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
古
典
の
資
料
に
加
え
て
、
ア
メ
リ
カ
、
ア
フ
リ
カ
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
へ
そ
の

頃
旅
行
し
た
人
び
と
の
物
語
、
お
よ
び
そ
の
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
記
事
を
広
範
に
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ

る
。
彼
は
、
仕
事
場
を
訪
れ
、
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
人
び
と
の
話
を
聞
い
た
。
彼
が
「
窓
の
外
を
観
察
し
た
」
学
者
で
あ
っ
た

こ
と
は
ま
っ
た
く
確
か
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
ら
の
情
報
源
か
ら
、
生
計
の
基
本
的
な
要
素
に
生
じ
て
い
る
変
化
と
、
エ
リ
ー
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ト
の
間
に
ぜ
い
た
く
品
が
増
え
て
い
る
と
い
う
兆
候
に
気
付
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
全
て
で
は
な
い
が
、
多
く
の
人

び
と
の
暮
ら
し
向
き
が
ゆ
っ
く
り
と
良
く
な
っ
て
い
た
。

　
ア
メ
リ
カ
で
初
期
の
狩
猟
時
代
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
「
未
開
人
」
の
み
じ
め
な
生
活
は
、
乱
暴
で
残
酷
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

入
植
者
と
彼
ら
が
持
ち
込
ん
だ
病
気
に
よ
っ
て
さ
ら
に
悪
化
し
た
（D

iam
ond, 1997

）。
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
の
最
も
貧
し
い
雇
わ
れ
人
の
一
般
労
働
者
と
そ
の
家
族
の
生
活
は
、
原
始
的
な
分
業
と
市
場
の
広
が
り
に
よ
っ

て
、
よ
り
満
足
の
い
く
も
の
で
あ
っ
た
（W
N

 24

）。
そ
の
こ
と
か
ら
彼
は
、「『
富
』
は
何
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
」

と
問
う
。
そ
れ
は
、
お
金
な
の
か
、
あ
る
い
は
、「
生
活
必
需
品
、
衣
食
住
の
便
利
な
設
備
、
娯
楽
」
と
い
う
毎
年
生
産
さ

れ
る
製
品
を
利
用
す
る
権
利
な
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
、
富
は
後
者
で
あ
る
と
み
た
。
金
ゴ
ー
ル
ドは
手
段
で
あ
り
目
的
で
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、「“
未
開
人
”
た
ち
が
入
手
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
“
生
活
必
需
品
、
衣
食
住
の
便
利
な
設
備
、
娯

楽
”
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
び
と
が
よ
り
多
く
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
も
の
は
何
か
」
を
問
う
た
。
ス
ミ

ス
の
『
国
富
論
』
は
こ
れ
ら
の
二
つ
の
問
に
対
す
る
彼
の
答
え
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
多
数
の
典
拠
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
の

う
ち
の
一
部
は
彼
の
私
的
蔵
書
や
文
通
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
彼
の
多
く
の
友
人
の
蔵
書
か
ら
借
り
た
資
料
に
よ
っ

た
の
で
あ
る
（C

orr 101, 115-120, 132, 137

）。

　
彼
は
準
拠
す
べ
き
先
験
的
な
一
連
の
原
則
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
利
用
し
た
関
連
す
る
問
題
に
つ

い
て
の
簡
単
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、
内
容
豊
富
で
は
な
い
に
し
て
も
限
定
的
な
答
え
を
提
供
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
ど
う

し
よ
う
も
な
い
ほ
ど
間
違
っ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
だ
い
た
い
に
お
い
て
、
彼
は
多
く
の
間
接
的
な
情
報
か
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ら
合
成
さ
れ
た
現
在
の
限
ら
れ
た
知
識
の
価
値
を
検
討
し
、
そ
の
結
論
を
彼
が
想
定
し
て
い
た
聴
衆
に
対
し
て
発
表
し
た
。

そ
の
聴
衆
と
は
議
員
と
英
国
の
政
治
的
指
導
者
層
に
影
響
力
を
持
つ
人
び
と
で
あ
っ
た
。

　
彼
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
民
国
家
は
、
重
商
主
義
の
保
護
主
義
、
商
業
の
国
内
規
制
、
植
民
地
の
よ
う
な
冒
険
的
事
業
と

取
る
に
足
ら
な
い
目
的
の
た
め
の
戦
争
な
ど
と
い
っ
た
「
貿
易
に
つ
い
て
の
嫉
妬
」
と
い
う
政
治
上
の
落
と
し
穴
に
向
か
っ

て
漂
流
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
よ
り
高
い
成
長
率
に
よ
る
商
業
の
拡
大
と
農
業
の
改
善
の
成
果
を
十
分

に
実
現
す
る
力
を
減
少
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
と
り
わ
け
最
も
貧
し
い
大
多
数
の
人
び
と
に
求
め
ら
れ
て
い
る

富
裕
に
向
け
て
よ
り
速
く
進
む
力
が
弱
め
ら
れ
て
い
る
と
結
論
付
け
て
い
る
。
彼
は
原
理
的
に
政
府
の
役
割
に
反
対
し
た
の

で
は
な
か
っ
た
。
彼
が
反
対
し
た
の
は
、
重
商
主
義
的
な
考
え
の
貿
易
業
者
、
近
視
眼
的
な
保
護
主
義
者
、
そ
し
て
狭
量
な

独
占
者
の
誤
っ
た
教
義
に
従
っ
て
商
業
を
損
な
い
抑
制
す
る
よ
う
な
政
府
の
役
割
で
あ
っ
た
。

　
ス
ミ
ス
は
政
治
経
済
学
の
既
存
の
知
識
を
統
合
し
て
、
そ
れ
を
使
っ
て
ロ
ー
マ
帝
国
の
崩
壊
以
降
に
西
欧
で
何
が
起
っ
た

の
か
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
。
ま
た
、
政
府
の
現
在
の
政
策
の
何
が
富
裕
へ
の
進
歩
を
妨
げ
て
い
る
の
か
を
つ
き
と
め
よ
う

と
し
た
。
そ
し
て
彼
は
、
経
済
分
析
を
そ
れ
ら
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
諸
力
の
範
囲
内
で
定
着
さ
せ
た
（W

N
 89, 111-

112

）。

　
ス
ミ
ス
の
考
え
は
、
一
人
当
た
り
の
生
計
が
一
定
と
い
う
昔
か
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
と
い
う
予
想
外
の
歴
史
的
好
機

を
、
商
業
と
い
う
「
世
の
新
た
な
慣
わ
し
」
が
い
か
に
し
て
も
た
ら
し
た
の
か
に
つ
い
て
明
瞭
な
説
明
を
提
供
し
た
。
昔
か

ら
の
問
題
と
い
う
の
は
、
人
口
の
大
多
数
で
あ
る
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
「
下
級
者
」
の
生
活
条
件
は
生
計
か
ら
み
て
静
態
的
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で
あ
り
、
彼
ら
の
先
祖
は
数
千
年
に
わ
た
っ
て
絶
対
的
な
貧
困
に
耐
え
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
彼
は
、
す
で
に
比
較
的

富
裕
な
財
産
保
有
階
級
と
成
長
が
続
く
な
ら
ば
そ
の
階
級
に
加
わ
る
だ
ろ
う
と
彼
が
期
待
し
た
他
の
多
く
の
人
び
と
が
、
生

活
の
安
定
を
持
続
で
き
る
よ
う
に
す
る
の
に
適
切
な
政
策
を
検
証
し
た
。

　
彼
の
理
論
は
、
革
命
家
の
た
め
の
声
明
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
即
座
に
と
い
う
意
味
で
の
過
激
な
変
化
を
求
め
る
声
明

で
も
な
か
っ
た
。
彼
は
、
文
章
に
「
ゆ
っ
く
り
と
徐
々
に
」
と
い
う
句
を
添
え
た
が
、
そ
れ
は
、
感
情
的
な
反
対
を
生
じ
さ

せ
な
い
こ
と
を
確
実
な
も
の
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
働
い
て
い
る
貧
困
者
の
生
活
水
準
が
低
い
と
い
う
状
態
は
、

慈
善
的
な
再
配
分
に
よ
っ
て
変
わ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
変
化
は
人
口
に
対
す
る
働
く
人
び
と
の
比
率
が
増
加
し
、「
生
活

必
需
品
、
衣
食
住
の
便
利
な
設
備
、
娯
楽
」
の
総
生
産
を
増
加
さ
せ
る
よ
う
な
経
済
的
・
社
会
的
な
成
長
に
よ
っ
て
の
み
生

じ
る
だ
ろ
う
と
結
論
付
け
た
。

　
彼
は
情
報
源
か
ら
得
た
詳
細
な
証
拠
を
『
国
富
論
』
に
詰
め
込
ん
だ
。
そ
れ
ら
は
、
主
と
し
て
彼
の
歴
史
に
関
す
る
知
識

に
根
ざ
し
、
か
な
り
単
純
な
経
済
成
長
理
論
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、『
国
富
論
』
を
英
国
議
会

制
度
の
議
員
階
級
と
議
員
に
近
い
人
び
と
、
啓
蒙
運
動
の
同
僚
「
メ
ン
バ
ー
」、
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
人
物
、
そ
し
て
、

よ
り
広
範
な
英
国
の
読
書
家
に
提
供
し
た
。
ま
た
、
英
国
以
外
の
西
欧
諸
国
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
な
人
び
と
に
提
供
さ
れ

た
。
そ
れ
に
は
、
北
米
に
お
け
る
英
国
植
民
地
の
人
び
と
も
含
ま
れ
て
い
た
。

　
ス
ミ
ス
は
『
国
富
論
』
を
、
教
育
を
受
け
た
階
層
の
中
・
上
流
層
が
理
解
し
話
し
て
い
る
言
葉
で
語
っ
て
い
る
。
彼
は
、

特
に
「
下
層
」
階
級
に
向
け
て
は
話
さ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
彼
が
死
ん
だ
一
七
九
〇
年
の
直
後
の
時
代
に
生
じ
た
事
件
が
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示
す
こ
と
に
な
る
よ
う
に
、
十
八
世
紀
の
英
国
で
は
非
常
に
危
険
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（EPS 309, 339; Rothschild, 

2001

）。「
下
層
階
級
」
な
い
し
今
日
の
差
別
廃
止
語
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
下
級
（inferior

）
階
級
」
が
彼
の
思
考
か
ら
ま
っ

た
く
外
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
労
働
者
の
利
益
と
現
下
の
苦
境
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
彼
は
感
情
抜
き
で

事
実
に
即
し
て
語
り
、
彼
の
明
ら
か
な
同
情
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
そ
っ
と
隠
す
の
が
常
で
あ
っ
た
（W

N
 96

）。

　
そ
れ
で
も
時
々
、
彼
は
「
怠
惰
な
」
地
主
、「
陰
謀
を
め
ぐ
ら
す
独
占
者
」、「
や
か
ま
し
く
要
求
す
る
」
商
人
と
製
造
業

者
に
対
し
て
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
非
難
を
も
っ
て
急
に
怒
鳴
り
つ
け
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
は
「
支
配
者
」
と
「
放
蕩

者
」
を
同
意
語
と
し
た
。
さ
ら
に
、
彼
が
感
じ
て
い
た
「
上
流
階
級
」
の
政
治
行
動
を
支
配
し
て
い
る
考
え
に
あ
る
「
不
条

理
」
に
対
す
る
い
ら
だ
ち
を
一
層
激
し
く
し
た
（W

N
 144, 339-340, 434, 612-614

）。

ス
ミ
ス
の
西
欧
史

　
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
す
べ
て
の
著
作
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
最
も
は
っ
き
り
と
し
た
特
徴
は
、
彼
の
歴
史
に
対
す
る
考
え

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
先
史
時
代
に
つ
い
て
の
ま
ば
ら
な
記
述
を
使
っ
て
、「
未
開
人
」
が
「
驚
く
べ
き
」
地
上
の
現
象
を
恐

れ
て
い
た
こ
と
（EPS 48

）、「
二
人
の
未
開
人
」
が
「
必
要
品
を
互
い
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
」
努
力
し
た
こ

と
（LRBL 203

）、「
未
開
人
」
の
間
に
は
「
同
情
と
大
目
に
見
る
こ
と
」
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
「
人
生
を

極
端
に
軽
視
」
し
て
い
た
こ
と
（TM

S205, 288

）
を
推
察
し
て
い
る
こ
と
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
彼
は
「
交
換
す
る
、
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物
々
交
換
す
る
、取
引
す
る
性
癖
」
は
「
理
性
と
言
語
の
能
力
の
必
然
的
な
結
果
」
で
あ
っ
た
と
も
推
察
し
て
い
る
。（W

N
 

25
）。

　
と
り
わ
け
、
ス
ミ
ス
の
決
定
的
な
特
徴
は
、
将
来
を
み
る
の
で
は
な
く
、
過
去
を
み
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
将
来
に
つ
い

て
の
予
測
を
ほ
と
ん
ど
し
な
か
っ
た
。
彼
は
遠
い
時
代
か
ら
「
現
在
」
に
向
か
っ
て
研
究
し
た
。
多
く
の
場
合
は
古
代
ギ
リ

シ
ャ
・
ロ
ー
マ
時
代
か
ら
で
あ
っ
た
が
、
人
類
の
「
太
古
の
時
代
」
に
遡
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
彼
は
旅
行
者
の
報
告
か

ら
、
近
ご
ろ
発
見
さ
れ
た
遠
隔
地
の
狩
猟
形
態
の
生
活
の
習
性
や
慣
習
に
通
じ
て
い
た
。
そ
し
て
、
当
代
の
未
開
人
を
数
千

年
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
標
本
と
み
な
し
た
。

　
彼
は
歴
史
理
論
を
四
つ
の
「
人
類
の
時
代
」
と
し
て
表
明
し
、
そ
れ
を
「
人
類
が
通
過
す
る
生
活
の
状
態
、
す
な
わ
ち
、

猟
師
、
羊
飼
い
、
農
業
、
そ
し
て
商
業
」
と
呼
ん
だ
（LJ 14

）。
人
間
の
活
動
に
つ
い
て
の
彼
の
「
生
活
」
理
論
は
、
個
人

の
観
点
か
ら
は
子
供
た
ち
が
幼
児
期
を
超
え
て
生
育
し
、
子
供
を
産
む
ま
で
長
生
き
で
き
る
よ
う
に
、
生
物
学
上
生
存
に
必

要
な
も
の
を
上
回
る
食
糧
の
余
剰
を
生
産
す
る
方
法
を
探
し
求
め
る
可
能
性
と
結
び
付
い
て
い
た
。
可
能
性
と
い
っ
た
の
は

必
然
性
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
食
糧
を
増
産
で
き
た
と
こ
ろ
で
は
、
一
人
当
た
り
食
糧
消
費
の
増
加
で
は
な
く
、
お
そ
ら

く
何
世
代
に
も
わ
た
り
人
口
が
増
加
し
た
。
な
ん
ら
か
の
理
由
で
悪
い
状
態
が
続
い
た
と
こ
ろ
で
は
人
口
の
水
準
は
静
態
的

に
な
る
か
減
少
し
た
（C

lark, 2007

）。
世
界
の
大
部
分
が
十
八
世
紀
ま
で
に
狩
猟
時
代
以
上
に
発
展
す
る
こ
と
に
失
敗

し
た
こ
と
は
、
進
歩
の
必
然
性
を
保
証
す
る
社
会
進
化
の
「
法
則
」
が
必
ず
し
も
あ
る
わ
け
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
ス
ミ
ス
は
ロ
ー
マ
時
代
以
降
の
歴
史
に
関
す
る
知
識
か
ら
次
の
よ
う
な
疑
問
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
な
ぜ
、
人
間
の
集
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団
の
一
部
が
最
初
の
時
代
で
あ
る
狩
猟
か
ら
発
展
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
一
部
の
集
団
は
彼
ら
が
達
し
た
羊
飼
い
や
農
業

の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
五
世
紀
の
ロ
ー
マ
帝
国
の
崩
壊
前
に
商
業
の
時
代
を
最
初
に
経
験
し

た
西
欧
の
少
数
派
が
、
な
ぜ
、
い
ま
商
業
の
復
活
を
経
験
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
当
時
、
西
欧
の
商
業
の
復
活
は
十
五
世

紀
以
降
ま
す
ま
す
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
。

　
ロ
ー
マ
帝
国
崩
壊
後
の
「
失
わ
れ
た
」
千
年
は
、
単
な
る
偶
発
的
な
出
来
事
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
農
業
か
ら
商
業

へ
の
社
会
的
発
展
に
甚
大
な
影
響
を
与
え
た
。
こ
う
し
た
背
景
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
国
富
論
』
の
意
味
が
わ
か
る
。
同

書
は
、
そ
の
背
景
を
何
も
知
ら
な
い
者
に
は
、
単
な
る
経
済
学
の
教
科
書
と
し
て
は
、
昔
も
今
も
、
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
さ

な
い
。
ス
ミ
ス
は
、
商
業
が
再
び
生
じ
た
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
ま
た
、
い
っ
た
い
何
が
再
出
現
を
推
進
し
た
の
か
、
自
然

に
成
長
を
誘
発
す
る
商
業
が
生
じ
る
の
を
阻
止
し
て
い
る
も
の
は
何
か
に
つ
い
て
、
あ
く
な
き
探
究
を
し
た
。『
国
富
論
』

を
そ
の
よ
う
な
哲
学
者
の
報
告
と
み
る
こ
と
が
大
い
に
意
味
を
な
す
の
で
あ
る
。
重
商
主
義
政
治
経
済
学
の
支
配
的
な
政
策

と
そ
れ
に
結
び
つ
い
た
国
民
国
家
の
管
理
が
、『
国
富
論
』
を
十
八
世
紀
に
出
版
さ
れ
た
他
の
何
も
の
よ
り
も
優
れ
た
も
の

に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
私
の
主
た
る
焦
点
は
ス
ミ
ス
が
実
際
に
記
述
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
伝
記
的
な
事
実
も
い
く
ぶ
ん
加
味
し
た
。
ま
た
、
彼

が
記
述
し
た
と
他
の
研
究
者
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
彼
の
業
績
が
内
部
で
相
互
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
の
理

解
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
時
々
簡
単
に
言
及
し
て
い
る
。


