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「混合王政と租税国家一近代イギリス財政史研究」

本
書
は
一
九
八
九
年
に
出
版
さ
れ
た
「
近
代
イ
ギ
リ
ス
財
政
史
研
究
」

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
の
続
編
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
本
密
に
よ
っ
て
、

普
段
は
な
か
な
か
入
手
し
難
い
著
者
の
紀
要
論
文
が
一
書
に
纏
め
ら
れ
出

版
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
こ
れ
で
わ
が
国
の
近
代
イ
ギ
リ
ス
財
政
史
研
究
の

研
究
水
準
が
一
段
と
高
ま
っ
た
こ
と
を
、
ま
ず
は
喜
び
た
い
。
近
年
、
財

政
史
は
歴
史
研
究
の
な
か
で
も
、
脇
に
追
い
や
ら
れ
つ
つ
あ
る
感
を
否
め

な
い
が
、
こ
う
し
た
地
道
な
研
究
が
学
会
の
共
有
財
産
と
し
て
も
っ
と
評

価
さ
れ
て
し
か
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
本
嘗
の
杏
評
執
筆
に
至
っ
た
理
由
の

―
つ
も
そ
こ
に
あ
る
。

と
こ
ろ
で
本
書
を
十
分
に
読
み
こ
な
す
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
を
な
す

井

内

太

郎

『
混
合
王
政
と
租
税
国
家

ー
近
代
イ
ギ
リ
ス
財
政
史
研
究
』

酒
井
重
喜
著

い
く
つ
か
の
鍵
概
念
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
議
会

の
「
課
税
協
贅
権
」
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
戦
時
の
財
政
負
担
に
限
っ
て
の

み
国
王
は
議
会
に
課
税
を
求
め
、
議
会
が
そ
れ
に
同
意
す
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
議
会
課
税
を
巡
っ
て
権
利
と
義
務
を
双
方
が
遵
守
し
、
双
方
の

独
立
を
尊
重
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
財
政
の
中
世
的
二
元
主
義
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
「
混
合
王
政
」
の
理
念
の
中
核
を
な
す
原
則
で

も
あ
る
。
さ
ら
に
著
者
は
、
「
混
合
王
政
」
に
関
し
て
独
特
の
理
解
を
示

す
(
―

-
I
三
頁
）
。
す
な
わ
ち
、
混
合
王
政
は
租
税
国
家
へ
の
不
可
避

の
圧
力
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
二
元
主
義
を
廃
し
て
、
一
元
的
主
権
国
家
を

目
指
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
転
換
に
は
行
反
的
な
二
つ
の
道
、
す
な
わ
ち

国
王
が
恣
意
的
、
恒
常
的
に
税
を
課
す
絶
対
主
義
と
制
限
王
政
の
二
つ
の

道
が
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
は
二
つ
の
革
命
の
間
に
そ
の
い
ず
れ
か
の
政
体
の

選
択
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
本
西
の
問
題
設
定

と
い
っ
て
も
よ
い
。
ご
く
手
短
に
本
書
の
骨
子
と
そ
の
論
点
に
つ
い
て
示

せ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
本
書
は
第
一
部
「
身
分
制
議
会
の
「
助
力
」

の
限
界
」
（
一
＼
三
章
）
と
第
二
部
「
身
分
制
議
会
の
「
助
言
」
の
拡
張
」

（
四
章
）
の
二
部
、
四
章
の
構
成
か
ら
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
何
と
い
っ

て
も
本
書
の
中
核
を
な
す
の
は
、
一
六
一

0
年
の
「
大
契
約
」
論
議
と
そ

の
失
敗
を
検
討
し
な
が
ら
、
著
者
の
い
う
「
中
世
的
二
元
主
義
の
難
死
」

の
問
題
を
扱
っ
た
第
三
章
で
あ
る
。

財
政
の
中
世
的
二
元
主
義
は
、
一
六
世
紀
初
頭
か
ら
早
く
も
実
際
の
財

政
運
営
面
か
ら
崩
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
、
政
府
財
政
は
行
政
機
構

の
拡
充
に
よ
る
行
政
費
の
増
大
、
物
価
の
甜
騰
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
国

王
私
財
の
み
に
よ
っ
て
平
時
の
経
常
喪
を
賄
う
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
っ
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た
。
そ
の
た
め
次
第
に
租
税
収
入
の
経
常
費
へ
の
違
法
的
流
用
が
顕
著
と

な
っ
て
い
く
。
財
政
的
二
元
主
義
が
実
務
面
か
ら
大
き
く
掘
り
崩
さ
れ
た

こ
と
が
、
理
論
面
に
お
い
て
い
か
程
の
改
変
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、

そ
の
解
釈
が
近
年
の
議
会
課
税
論
争
の
争
点
を
な
し
て
い
る
。
エ
ル
ト
ン

は
、
こ
の
時
期
に
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
イ
ー
ー
シ
ア
テ
ィ
ヴ
の
も
と
、
た
と
え

平
時
で
あ
っ
て
も
、
「
行
政
革
命
」
に
よ
る
新
奇
な
国
家
事
業
に
対
し
て

臣
民
は
貢
納
義
務
を
負
う
と
見
倣
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
課
税
根
拠
と
し

て
の
非
経
常
的
必
要
が
ー
戦
争
以
外
の
も
の
に
ま
で
大
幅
に
拡
大
さ
れ
た

と
考
え
る
。
こ
う
し
て
平
時
の
経
常
喪
支
弁
の
た
め
の
課
税
が
可
能
と
な

り
、
伝
統
的
二
元
論
が
根
本
的
に
否
定
さ
れ
た
と
す
る
。
一
方
で
ハ
リ
ス

は
、
実
務
的
改
変
の
事
実
は
認
め
な
が
ら
も
、
こ
の
窯
政
的
原
則
は
事
実

の
圧
迫
の
中
で
堅
持
さ
れ
、
理
論
面
で
改
変
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
よ
り
効

力
を
発
揮
し
た
と
し
て
、
エ
ル
ト
ン
や
オ
ー
ル
ソ
ッ
プ
ら
の
解
体
な
い
し

修
正
論
に
真
っ
向
か
ら
反
対
す
る
の
で
あ
る
。

著
者
は
ハ
リ
ス
に
依
拠
し
な
が
ら
、
テ
ュ
ー
ダ
1
期
と
一
六
一

0
年
の

「
大
契
約
」
論
争
時
に
お
け
る
課
税
問
題
の
性
格
を
比
較
し
、
両
者
は
事

実
に
お
い
て
連
勁
し
て
い
た
が
、
理
論
的
に
は
断
絶
し
て
い
た
と
主
張
す

る
。
「
大
契
約
」
は
、
国
王
が
国
王
大
権
の
主
要
部
分
を
な
す
徴
発
権
と

後
見
権
を
放
棄
す
る
代
償
と
し
て
議
会
は
臨
時
供
与
税
と
と
も
に
、
経
常

費
支
弁
の
た
め
の
恒
久
的
直
接
税
を
認
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

れ
は
明
ら
か
に
実
務
的
な
改
変
を
一
歩
踏
み
出
し
て
、
初
め
て
そ
の
原
理

的
な
廃
棄
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
点
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
評
者
に

と
っ
て
は
、
そ
の
恵
政
的
新
奇
性
の
指
摘
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
流

産
の
理
由
が
興
味
深
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
試
み
は
、
混
合
王
政
が
国

王
に
と
っ
て
は
制
限
王
政
、
議
会
に
と
っ
て
は
国
王
の
専
制
君
主
化
へ
転

化
す
る
危
険
性
を
卒
ん
で
い
た
た
め
、
両
者
は
臆
し
そ
れ
を
忌
避
し
て
中

世
的
伝
統
へ
回
避
し
、
議
会
の
助
言
機
能
の
限
界
を
露
呈
し
た
と
い
う
わ

け
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
二
つ
の
革
命
を
経
て
、
混
合
王
政
か
ら
制
限
王

政
へ
と
転
化
し
た
形
で
の
租
税
国
家
の
成
立
で
決
習
す
る
と
い
う
見
通
し

が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

第
二
部
で
は
イ
ギ
リ
ス
恵
政
史
上
、
初
め
て
議
会
主
権
を
提
示
し
た
と

さ
れ
る

H
・
パ
ー
カ
ー
の
思
想
の
検
討
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
自
体
は

従
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
注
目
す
ぺ
き
は
、
か
れ
の
思
想
が
議
会

．．． 
的
絶
対
主
義
の
思
想
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
内
乱
期
の
国
王
派

と
議
会
派
の
論
争
の
争
点
は
、
「
国
家
理
性
11
行
政
」
と
「
法
11
司
法
」

か
ら
な
る
二
元
主
義
の
関
係
性
を
巡
る
問
題
で
あ
っ
た
。
戦
争
な
ど
の
緊

急
時
に
国
家
理
性
に
訴
え
て
政
策
を
決
定
す
る
権
限
は
、
超
法
規
的
で
絶

対
的
な
権
力
で
あ
る
。
バ
ー
カ
ー
は
、
議
会
が
国
王
か
ら
そ
の
権
力
を
奪

取
す
べ
き
こ
と
を
理
論
的
に
正
当
化
し
た
。
こ
う
し
て
議
会
は
助
言
機
能

を
国
王
専
権
事
項
に
拡
張
し
、
国
家
理
性
を
体
す
る
行
政
機
能
を
兼
務
す

る
と
い
う
「
両
院
制
議
会
絶
対
主
義
」
の
理
論
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
い
く
つ
か
の
論
評
を
行
っ
て
み
よ
う
。
第
一
に
国
王
と
議
会
の
関

係
を
巡
る
問
題
で
あ
る
。
本
杏
で
は
議
会
は
協
調
と
い
う
よ
り
も
財
政
的

二
元
主
義
を
堅
持
す
る
た
め
に
、
よ
く
守
旧
的
抵
抗
を
行
っ
た
点
が
強
調

さ
れ
る
。
し
か
し
近
年
の
行
政
史
研
究
で
は
エ
ル
ト
ン
が
指
摘
す
る
よ
う

••••••• 

に
、
三
つ
の
国
王
を
中
心
と
す
る
主
要
な
中
央
統
治
機
構
、
す
な
わ
ち
議

会
、
枢
密
院
、
宮
廷
と
国
王
と
の
間
に
対
立
で
は
な
く
協
調
関
係
が
存
在

し
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
各
種
利
害
の
調
整
も
行
わ
れ
て
い
た
。
少
な
く
と

(750) 136 
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も
エ
リ
ザ
ペ
ス
治
世
末
ま
で
こ
の
関
係
は
持
続
し
、
国
家
安
定
の
メ
カ
ー
ー

ズ
ム
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
決
し
て
エ
ル
ト
ン
に
「
体
制
論

的
視
角
が
欠
け
（
五
五
頁
）
」
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

最
近
注
目
さ
れ
て
い
る
議
会
の
手
続
き
・
連
営
・
審
議
に
関
す
る

M.

R
.
A
.
G
r
a
v
e
s
た
ち
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
エ
リ
ザ
ペ
ス
期
の
議
会
で
課

税
承
認
は
中
心
的
な
審
議
事
項
で
は
な
く
、
ま
た
拒
否
を
め
ぐ
っ
て
真
剣

な
審
議
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
ま
ず
な
か
っ
た
。
ま
た
「
宮
廷
の
浪
費
」
と

し
て
批
判
さ
れ
る
国
王
に
よ
る
集
中
的
な
パ
ト
ロ
ネ
イ
ジ
の
行
使
や
宮
廷

規
模
の
拡
大
の
意
味
も
、

S
.
A
d
a
m
s
や
R
.
G
.
A
s
c
h
た
ち
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ら
は
国
王
に
と
っ
て
貴
族
の
自
律
性
を
奪
い
、
地
方
へ
の
影
密
力
を

強
化
し
て
政
治
的
統
合
を
進
め
て
い
く
た
め
の
必
然
的
な
前
提
で
あ
っ
た

と
い
う
観
点
か
ら
の
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
本
田

の
よ
う
な
怠
政
史
の
議
論
と
行
政
史
の
議
論
の
辿
関
性
が
今
後
問
わ
れ
る

こ
と
に
な
ろ
う
。

最
後
に
本
嘗
全
体
を
通
し
て
気
に
な
っ
た
の
は
、
二
元
主
義
、
絶
対
主

義
、
混
合
王
政
と
い
っ
た
概
念
が
様
々
な
パ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
組
合
せ
で

用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
概
念
的
に
不
鮮
明
か
つ
あ
る
場
合
に
は

郎
語
を
き
た
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
冒
頭
の
ハ
リ
ス
の
混
合
王

政
論
（
混
合
王
政
↓
制
限
王
政

o
r
絶
対
王
政
）
に
従
え
ば
、
結
局
の
と

こ
ろ
イ
ギ
リ
ス
史
上
に
絶
対
主
義
は
実
在
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま

た
著
者
も
断
っ
て
は
い
る
が
（
一
ー
頁
）
、
第
一
部
と
第
二
部
で
は
、
こ

の
三
つ
の
概
念
の
捉
え
方
が
基
本
的
に
全
く
違
う
こ
と
で
、
両
者
は
論
理

的
一
貰
性
を
欠
い
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
疑
問
点
の
多
く
は
、
近
代
イ
ギ
リ
ス
史

研
究
の
今
後
の
課
題
と
い
っ
て
も
良
い
も
の
で
あ
り
、
本
田
が
近
代
イ
ギ

リ
ス
財
政
史
研
究
の
水
準
を
反
映
す
る
好
著
で
あ
る
こ
と
に
何
ら
変
わ
り

は
な
い
。
本
相
が
社
会
史
や
生
活
史
の
立
場
か
ら
も
広
く
読
ま
れ
る
こ
と

を
期
待
し
た
い
。

（
弘
文
堂
、
一
九
九
七
年
三
月
、
三
五
八
頁
、
三
七
0
八
円
）
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