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13 19世紀ドイツ憲法の普遍性と特殊性

一
九
世
紀
ド
イ
ツ
憲
法
の
普
遍
性
と
特
殊
性

栗　

城　

壽　

夫

Ⅰ
．
憲
法
に
関
す
る
合
意
原
理
の
現
れ

1
．
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
の
制
定

大
日
本
帝
国
憲
法
の
準
拠
法
と
な
っ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
の
ド
イ
ツ
語
表
記
の
し
か
た
と
し
て
、die preußische Verfassung von 

1848, die preußische Verfassung von 1850

の
ほ
か
に
、die preußische Verfassung von 1848/1850 

と
い
う
も
の
が
あ
る
）
1
（

。
こ
う

い
う
表
記
の
し
か
た
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
一
八
四
八
年
一
二
月
に
国
王
に
よ
っ
て
欽
定
さ
れ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
が
、
議
院
の
第
一
回

召
集
後
直
ち
に
議
院
に
よ
る
修
正
に
服
せ
し
め
ら
れ
る
べ
し
と
す
る
経
過
規
定
に
も
と
づ
い
て
一
八
四
九
年
一
二
月
に
召
集
さ
れ
た
議
院
に

よ
る
修
正
を
受
け
た
う
え
で
、
一
八
五
〇
年
一
月
に
発
効
せ
し
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
表
記
の
し
か
た
は
、
単
に
正
確
を
期
す
る
と

い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
い
う
制
定
・
発
効
の
し
か
た
が
と
ら
れ
た
の
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
国
王
の
権
力

保
持
・
強
化
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
一
八
四
八
年
の
三
月
革
命
の
過
程
で
、
普
通
・
平
等
選
挙
制
に

よ
っ
て
す
べ
て
の
成
年
男
子
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
国
民
議
会
に
よ
る
憲
法
案
の
審
議
の
最
中
に
、
次
第
に
力
を
取
り
戻
し
て
き
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た
保
守
派
に
押
さ
れ
て
、
国
王
は
国
民
議
会
を
解
散
し
、
そ
の
同
じ
日
に
憲
法
を
欽
定
し
た
。
こ
れ
は
、
一
方
で
、
革
命
的
動
き
の
な
か
で

憲
法
制
定
の
主
導
権
を
握
る
た
め
の
措
置
で
は
あ
っ
た
が
、
他
方
で
、
憲
法
制
定
を
行
わ
ず
し
て
は
革
命
的
動
き
を
乗
り
切
れ
な
い
と
い
う

状
勢
を
も
反
映
し
て
い
た
。
ま
さ
に
、
こ
う
い
う
状
勢
の
な
か
で
あ
っ
た
の
で
、
あ
ら
た
め
て
憲
法
案
を
作
り
直
す
時
間
的
余
裕
が
な
く
、

国
王
と
し
て
は
、
国
民
議
会
が
そ
れ
ま
で
審
議
し
て
い
た
憲
法
案
に
若
干
の
手
直
し
を
し
て
そ
の
ま
ま
欽
定
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
こ
の
憲
法
案
は
、
国
民
主
権
原
理
に
立
脚
す
る
一
八
三
一
年
の
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
を
も
と
に
し
て
い
た
の
で
、
君
主
主
権
の
立
場
を
強
調

し
よ
う
と
す
る
国
王
の
意
図
か
ら
は
か
け
離
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
国
王
の
立
場
の
強
化
を
は
か
る
目
的
で
、
国
王
の
目
的
に
か
な
っ
た
選

挙
法
（
＝
三
階
級
選
挙
法
）
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
下
院
及
び
上
院
に
、
国
王
の
利
益
に
か
な
っ
た
方
向
で
の
修
正
を
行
わ
せ
た
う
え
で
憲
法

を
発
効
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
）
2
（

。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
経
過
を
辿
っ
て
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
が
成
立
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
国
王
の
権
力
強
化
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
見
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
け
だ
し
、
国
王
フ
リ
ー
ト
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
は
憲
法
に
関
し
て
一
貫
し
て
合
意
原
理
を
信
奉
し
つ
づ
け
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
憲
法
欽
定
は
緊
急
事
態
に
お
け
る
や
む
を
え
ぬ
措
置
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
な
ん
ら
か
の
形
で
合
意
に
も
と
づ
く

憲
法
制
定
と
い
う
方
法
を
実
現
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
の
成
立
は
時
間
を
ず
ら
し
た
合
意

原
理
の
実
現
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
国
王
が
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
は
、
当
時
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
合
意
に
よ
る
憲
法
制

定
と
い
う
思
想
が
相
当
程
度
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
エ
ル
ン
ス
ト
・
ル
ド
ル
フ
・
フ
ー
バ
ー
は
、「
国
王
は

一
八
四
八
年
の
憲
法
を
一
方
的
に
制
定
し
た
が
、
経
過
規
定
に
よ
っ
て
、
憲
法
を
一
方
的
に
修
正
す
る
法
的
権
利
を
放
棄
し
、
憲
法
修
正
に

つ
い
て
は
、
真
の
立
憲
主
義
に
い
た
る
た
め
に
、
合
意
原
理
を
実
現
し
た
」
と
評
し
て
い
る
）
3
（

。
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15 19世紀ドイツ憲法の普遍性と特殊性

2
．
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
争
議

（
1
） 
一
八
六
一
年
、
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
は
兵
制
改
革
に
乗
り
出
し
、
そ
れ
を
法
案
化
し
て
議
会
に
提
出
し
た
が
、
下
院
が
そ
れ
を
承
認

し
そ
う
に
な
か
っ
た
の
で
提
出
を
断
念
し
、
国
王
の
勅
令
で
兵
制
改
革
を
行
お
う
と
し
た
。
改
革
の
阻
止
の
途
を
一
旦
閉
ざ
さ
れ
た
下
院

は
、
次
の
手
と
し
て
、
兵
制
改
革
に
必
要
な
費
用
を
計
上
し
た
一
八
六
二
年
度
予
算
案
に
つ
い
て
、
そ
の
ぶ
ん
だ
け
を
差
し
引
い
た
残
り
の

金
額
を
承
認
す
る
と
い
う
挙
に
出
た
。
政
府
は
予
算
案
全
体
の
承
認
を
求
め
て
下
院
と
折
衝
し
た
。
折
衝
が
う
ま
く
行
か
ず
、
し
か
し
、
憲

法
の
廃
止
を
迫
る
保
守
派
の
要
求
に
も
し
た
が
わ
ず
、
国
王
は
む
し
ろ
、
退
位
の
途
を
選
ぼ
う
と
し
た
が
、
周
囲
の
説
得
に
よ
っ
て
退
位
を

思
い
と
ど
ま
る
と
、
一
転
攻
勢
に
転
じ
、
パ
リ
駐
在
大
使
で
あ
っ
た
ビ
ス
マ
ル
ク
を
召
還
し
て
首
相
の
地
位
に
据
え
、
下
院
と
の
対
決
の
姿

勢
を
固
め
た
。
首
相
と
な
っ
た
ビ
ス
マ
ル
ク
は
暫
く
の
間
下
院
と
の
妥
協
を
試
み
た
が
、
成
功
の
見
込
み
が
な
い
こ
と
を
見
き
わ
め
る
や
、

議
会
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
を
断
念
し
、
予
算
な
く
統
治
を
行
う
意
思
を
議
会
に
た
い
し
て
表
明
し
た
。
こ
の
意
思
表
明
に
際
し
て
、
ビ
ス

マ
ル
ク
は
合
意
原
理
を
持
ち
出
し
て
、「
立
法
府
を
構
成
す
る
三
つ
の
フ
ァ
ク
タ
ー
の
う
ち
の
一
つ
が
予
算
を
否
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

予
算
に
つ
い
て
の
合
意
が
成
立
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
白
紙
状
態
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
う
い
う
場
合
に
は
、
予
算
な
し
に
国
家

事
務
を
執
行
す
る
政
府
の
緊
急
権
が
発
生
す
る
」
と
主
張
し
た
。
白
紙
の
状
態
に
お
い
て
予
算
な
し
に
国
家
事
務
を
執
行
す
る
権
利
が
国
王

に
あ
る
根
拠
と
し
て
ビ
ス
マ
ル
ク
は
、
憲
法
が
明
文
を
も
っ
て
他
の
国
家
機
関
に
委
ね
て
い
な
い
す
べ
て
の
権
利
は
国
王
に
留
保
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
た
。
こ
の
趣
旨
は
正
式
に
予
算
な
き
統
治
の
宣
言
と
し
て
一
八
六
二
年
一
〇
月
一
三
日
に
議
会
で
読
み
あ
げ
ら

れ
た
）
4
（

。
一
八
六
三
年
一
月
、
再
開
さ
れ
た
議
会
に
お
い
て
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
予
算
な
き
統
治
が
論
議
の
的
に
な
っ
た
が
、
ビ
ス
マ
ル
ク

は
、
自
分
に
た
い
し
て
加
え
ら
れ
た
非
難
に
た
い
し
て
、
前
述
の
趣
旨
を
具
体
化
し
て
次
の
如
く
反
論
し
た
。「
憲
法
は
す
べ
て
の
問
題
に
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お
い
て
、
し
た
が
っ
て
、
予
算
立
法
に
お
い
て
も
、
三
つ
の
立
法
権
力
（
即
ち
、
国
王
、
貴
族
院
、
衆
議
院
）
の
間
に
均
衡
が
成
立
す
る
こ

と
を
堅
く
定
め
て
い
る
。
こ
の
三
権
力
の
い
ず
れ
も
他
の
権
力
を
屈
服
へ
と
強
制
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
憲
法
は
妥
協
の

途
を
と
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
三
つ
の
権
力
の
う
ち
の
一
つ
の
権
力
が
自
己
の
見
解
を
教
条
主
義
的
絶
対
主
義
を
も
っ
て
貫
こ
う
と
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
妥
協
が
不
成
立
に
終
わ
る
場
合
は
、
妥
協
の
連
鎖
が
こ
わ
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
紛
争
が
生
じ
、
紛
争
は
権
力

問
題
と
化
す
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
権
力
を
掌
握
し
て
い
る
者
は
自
分
の
考
え
に
も
と
づ
い
た
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
家
生
活
は

一
瞬
た
り
と
い
え
ど
も
停
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
憲
法
が
議
会
に
た
い
し
て
認
め
て
い
る
権
利
を
縮
減
す
る
意
図
は
私
に

は
少
し
も
な
い
。
憲
法
が
認
め
て
い
る
権
利
以
上
の
も
の
を
議
会
が
要
求
す
る
場
合
に
は
、
私
は
そ
れ
を
拒
否
す
る
。
そ
し
て
、
議
会
の
要

求
に
た
い
し
て
国
王
の
権
利
を
ね
ば
り
強
く
行
使
す
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
国
王
は
そ
の
使
命
を
未
だ
果
た
し
終
わ
っ
て
い
な
い
。
プ
ロ
イ
セ
ン

国
王
は
憲
法
の
単
な
る
装
飾
部
分
と
な
る
ほ
ど
に
は
未
だ
成
熟
し
て
は
い
な
い
。
プ
ロ
イ
セ
ン
国
王
は
議
会
主
義
的
統
治
の
機
構
の
機
械

的
部
分
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
ほ
ど
に
は
未
だ
成
熟
し
て
い
な
い
）
5
（

」。
ビ
ス
マ
ル
ク
は
合
意
原
理
を
専
ら
下
院
に
た
い
し
て
の
み
、
し
た

が
っ
て
、
下
院
を
屈
服
さ
せ
る
た
め
の
論
理
と
し
て
の
み
持
ち
出
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、「
力
は
法
に
勝
る
」
の
主
張
を
憲
法
の
衣
を
借

り
て
押
し
通
す
た
め
に
持
ち
出
し
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
ビ
ス
マ
ル
ク
が
権
力
思
考
を
押
し
通
す
た
め
に
も
憲
法
の
核
心
と

し
て
の
合
意
原
理
を
持
ち
出
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
実
際
、
ビ
ス
マ
ル
ク
が
合
意
原
理
を
単
な
る
権
力
思
考
の
貫
徹
の
た
め
の

口
実
と
し
て
の
み
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
憲
法
争
議
の
終
結
の
し
か
た
に
示
さ
れ
た
。

（
2
） 

ビ
ス
マ
ル
ク
は
、
下
院
が
政
府
の
措
置
を
違
憲
と
す
る
非
難
決
議
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
、
下
院
が
不
信
任
決
議
を
し

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
た
だ
し
、
法
的
効
力
な
し
）、
更
に
は
、
下
院
の
解
散
後
の
総
選
挙
（
一
八
六
三
年
一
〇
月
二
八
日
）
で
再
び
政
府

反
対
派
が
多
数
を
占
め
る
下
院
が
成
立
し
、
政
府
反
対
の
方
針
を
一
層
推
し
進
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
予
算
な
き
統
治
を
強
行
し
つ
づ

け
た
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
戦
争
で
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
が
大
勝
利
し
た
と
の
報
が
全
国
に
伝
わ
る
状
況
の
な
か
で
行
わ
れ
た
一
八
六
六
年

七
月
三
日
の
総
選
挙
に
お
い
て
、
ビ
ス
マ
ル
ク
支
持
の
議
員
が
多
数
を
占
め
る
に
い
た
っ
た
機
を
捉
え
て
、
議
会
に
免
責
法
案
を
提
出
し
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17 19世紀ドイツ憲法の普遍性と特殊性

た
。
免
責
法
案
の
提
出
に
関
し
て
は
、
ビ
ス
マ
ル
ク
を
支
持
す
る
者
の
な
か
に
も
反
対
が
あ
っ
た
。
け
だ
し
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
理
論
に
よ
れ

ば
、
予
算
な
き
統
治
は
合
憲
、
合
法
で
あ
っ
た
か
ら
、
行
為
の
違
法
性
の
承
認
を
ふ
ま
え
て
、
そ
の
責
任
を
免
除
し
て
も
ら
う
こ
と
を
議
会

に
求
め
る
こ
と
は
筋
が
通
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ビ
ス
マ
ル
ク
は
、
免
責
法
案
は
違
法
性
や
責
任
を
認
め
る
こ
と

を
趣
旨
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
単
に
予
算
に
も
と
づ
か
ず
に
行
わ
れ
た
行
財
政
に
つ
い
て
の
議
会
の
事
後
承
認
を
求
め
る
こ
と
を
趣
旨
と

す
る
と
い
う
説
明
で
反
対
す
る
者
た
ち
を
説
得
し
て
、
免
責
法
案
を
議
会
に
提
出
し
、
一
八
六
六
年
九
月
三
日
、
下
院
に
お
い
て
二
三
〇
対

七
五
の
多
数
に
よ
る
承
認
に
こ
ぎ
つ
け
、
四
年
間
に
わ
た
る
憲
法
争
議
を
終
結
さ
せ
た
。
可
決
さ
れ
た
免
責
法
は
、
次
の
如
く
定
式
化
さ

れ
て
い
た
。
第
一
条
「
当
法
律
に
添
え
ら
れ
て
い
る
国
家
収
入
と
国
家
支
出
の
一
覧
表
は
、
一
八
六
二
年
、
一
八
六
三
年
、
一
八
六
四
年
、

一
八
六
五
年
に
関
し
て
憲
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
毎
年
財
政
年
度
の
開
始
前
に
合
意
さ
れ
る
べ
き
予
算
法
の
代
わ
り
と
し
て
決
算
及
び
政

府
の
免
責
の
基
礎
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」。
第
二
条
「
政
府
に
た
い
し
て
、
一
八
六
二
年
初
頭
以
来
、
法
律
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
予

算
法
な
し
に
行
わ
れ
た
行
政
に
関
し
て
、
毎
年
度
の
決
算
書
の
提
出
の
後
に
政
府
の
免
責
に
関
す
る
議
会
の
議
決
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
条
件

と
し
て
、
免
責
が
与
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
政
府
の
責
任
に
関
し
て
、
行
政
が
こ
の
間
法
律
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
、
事
前
に
公
布
さ
れ
た

予
算
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
た
が
如
く
に
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
）
6
（

」。
ビ
ス
マ
ル
ク
が
こ
の
よ
う
な
免
責
法
案
を
議
会
に
敢
え
て
提
出
し

た
こ
と
は
、
合
意
に
も
と
づ
く
国
政
運
営
に
あ
た
ろ
う
と
す
る
ビ
ス
マ
ル
ク
の
態
度
の
現
れ
で
あ
っ
た
）
7
（

。

（
3
） 

プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
争
議
、
と
り
わ
け
、
そ
の
解
決
の
し
か
た
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
憲
法
構
造
に
関
し
て
決
定
的
な
こ
と
を
も
た
ら

し
た
）
8
（

。
即
ち
、
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
に
は
い
わ
ゆ
る
君
主
主
義
原
理
は
明
文
の
規
定
と
し
て
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法

所
定
の
手
続
に
し
た
が
っ
て
予
算
法
が
成
立
し
な
か
っ
た
場
合
の
憲
法
の
欠
缺
を
う
め
る
権
利
を
も
つ
も
の
と
し
て
は
、
国
民
、
し
た
が
っ

て
、
下
院
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
現
に
、
憲
法
争
議
中
の
総
選
挙
で
政
府
反
対
派
が
多
数
を
占
め
た
と
き
に
は
、
国
民
の
意
思
こ

そ
が
憲
法
の
欠
缺
を
う
め
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
国
民
の
意
思
に
し
た
が
っ
て
政
府
は
退
陣
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
行
わ
れ
た
。
こ

れ
に
た
い
し
て
、
ビ
ス
マ
ル
ク
は
、
憲
法
の
欠
缺
を
う
め
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
の
は
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
国
王
で
あ
り
、
国
王
は
こ
の
権
利
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に
も
と
づ
い
て
国
家
存
立
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
、
且
つ
、
こ
の
主
張
を
貫
徹
す
る
こ
と
に
成
功
し

た
。
い
わ
ば
、
ビ
ス
マ
ル
ク
は
憲
法
上
は
不
文
の
憲
法
原
理
と
し
て
の
君
主
主
義
原
理
を
根
拠
と
し
て
憲
法
争
議
を
解
決
し
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
に
も
不
文
の
憲
法
原
理
と
し
て
の
君
主
主
義
原
理
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
一
般
的
に
承
認
さ
せ
る
こ
と
に
成
功

し
た
。
こ
の
意
味
で
、
憲
法
争
議
の
解
決
の
し
か
た
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
に
も
君
主
主
義
原
理
が
妥
当
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
に
決
着

を
つ
け
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
逆
に
、
憲
法
争
議
の
解
決
の
し
か
た
は
、
君
主
主
義
原
理
の
意
味
を
限
定
す
る
役
割
を
も
果
し
た
。
即
ち
、
君
主
主
義
原
理
は

「
憲
法
の
欠
缺
を
う
め
る
の
は
君
主
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
（
＝
権
限
の
推
定
が
君
主
に
有
利
に
生
ず
る
と
い
う
意
味
）
を
も
つ
も
の
と
し

て
理
解
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
通
常
の
場
合
に
は
、
国
政
は
立
法
府
の
三
つ
の
フ
ァ
ク
タ
ー
の
間
の
合
意
に
も
と
づ
い
て
運
営
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
と
い
う
合
意
が
固
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
現
に
ビ
ス
マ
ル
ク
自
身
、
妥
協
を
通
じ
て
合
意
に
も
と
づ
く
国
政
運
営

と
い
う
憲
法
の
地
盤
に
復
帰
し
た
い
と
い
う
強
い
意
思
を
も
っ
て
い
た
し
、
免
責
法
案
の
提
出
を
通
じ
て
こ
の
意
思
を
具
体
的
に
示
し
、
ま

た
、
免
責
法
案
を
可
決
し
た
議
会
も
憲
法
が
合
意
に
も
と
づ
く
国
政
運
営
を
命
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
合
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
フ
ー
バ
ー
の
い
う
よ
う
に
、
免
責
法
案
の
政
府
に
よ
る
提
出
、
議
会
に
よ
る
そ
れ
の
承
認
は
、
合
意
に
も
と
づ
く
国
政
運
営
の
た
め

に
そ
れ
ぞ
れ
が
一
定
の
譲
歩
を
し
合
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
免
責
法
は
政
治
的
妥
協
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
）
9
（

。

3
．
ハ
ノ
ー
バ
ー
憲
法
争
議

こ
の
よ
う
に
憲
法
制
定
及
び
憲
法
運
用
が
合
意
原
理
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
人
々
の
意
識
に
定
着
し
、

人
々
を
動
か
す
と
い
う
現
象
は
、
一
九
世
紀
の
前
半
に
お
い
て
も
見
ら
れ
た
。
例
え
ば
一
八
三
七
年
か
ら
一
八
四
〇
年
に
か
け
て
の
ハ
ノ
ー

バ
ー
憲
法
争
議
の
場
合
に
も
、
そ
れ
が
見
ら
れ
た
）
10
（

。
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（
1
） 

一
八
三
七
年
ハ
ノ
ー
バ
ー
王
国
で
は
死
去
し
た
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
四
世
の
後
を
継
い
で
そ
の
弟
エ
ル
ン
ス
ト
・
ア
ウ
グ
ス
ト
が
国
王

の
地
位
に
つ
い
た
。
も
っ
と
も
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
ア
ウ
グ
ス
ト
は
国
王
の
憲
法
宣
誓
を
受
け
取
る
た
め
に
集
会
し
て
い
た
議
会
を
停
会
し
、

憲
法
で
定
め
ら
れ
た
憲
法
宣
誓
を
行
わ
な
か
っ
た
の
で
、
即
位
し
た
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
微
妙
で
あ
っ
た
。
エ
ル
ン
ス
ト
・
ア
ウ
グ
ス
ト

が
か
か
る
挙
に
出
た
の
は
、
王
位
継
承
者
た
る
自
分
の
同
意
な
し
に
支
配
者
と
し
て
の
権
利
の
放
棄
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
由

と
し
て
、
か
ね
て
か
ら
一
八
三
三
年
の
国
家
基
本
法
を
攻
撃
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
エ
ル
ン
ス
ト
・
ア
ウ
グ
ス
ト
は
、
憲
法
宣
誓
を
し

な
い
ま
ま
国
王
と
し
て
の
活
動
を
開
始
し
、
一
八
三
七
年
七
月
の
国
王
声
明
で
「
一
八
三
三
年
の
国
家
基
本
法
は
国
王
に
と
っ
て
形
式
的
に

も
実
質
的
に
も
拘
束
力
を
も
っ
て
お
ら
ず
、
更
に
多
く
の
点
に
お
い
て
不
十
分
で
あ
る
。
十
分
な
法
状
態
を
創
出
す
る
た
め
に
、
こ
の
国
家

基
本
法
を
変
更
す
る
だ
け
で
十
分
か
、
そ
れ
と
も
一
八
一
九
年
の
国
家
基
本
法
を
復
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
す

る
」
と
宣
言
し
た
。
更
に
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
ア
ウ
グ
ス
ト
は
議
会
を
解
散
し
、
そ
れ
に
続
い
て
、
一
八
三
七
年
一
一
月
一
日
の
国
王
声
明
で

一
八
三
三
年
の
国
家
基
本
法
の
無
効
、
し
か
も
当
初
よ
り
無
効
と
宣
言
し
、
且
つ
、
一
八
一
九
年
の
国
家
基
本
法
で
定
め
ら
れ
て
い
た
身
分

制
議
会
を
召
集
し
て
、
そ
れ
に
憲
法
補
充
に
つ
い
て
の
新
し
い
提
案
を
提
出
す
る
と
宣
言
し
た
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
無
効
の
第
一
次

的
理
由
と
し
て
――
王
位
継
承
者
と
し
て
の
自
分
が
同
意
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
第
二
次
的
理
由
に
ま
わ
し
て
――
一
八
三
三
年
の
国
家

基
本
法
は
、
国
王
と
議
会
と
の
間
の
契
約
と
し
て
の
み
法
的
効
力
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
契
約
が
行
わ
れ
て
い
な
い
、
と

い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
）
11
（

。
こ
の
場
合
の
契
約
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
国
王
と
身
分
制
議
会
と
の
契
約
で
あ

り
、
合
意
原
理
は
専
ら
国
王
の
権
力
を
強
化
す
る
方
向
で
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
立
憲
主
義
の
基
本
原
理
と
し
て
の
合
意
原
理
を

持
ち
出
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
時
代
の
趨
勢
が
現
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
八
三
三
年
の
国
家
基
本
法
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
、

一
八
三
七
年
当
時
存
在
し
て
い
た
議
会
と
の
合
意
は
ど
う
な
る
の
か
？

（
2
） 

エ
ル
ン
ス
ト
・
ア
ウ
グ
ウ
ト
の
声
明
に
た
い
し
て
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
の
七
教
授
は
一
八
三
三
年
の
国
家
基
本
法
に
た
い
し
て

行
っ
た
宣
誓
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
と
し
、
こ
の
国
家
基
本
法
を
議
会
と
の
合
意
に
よ
ら
ず
に
一
方
的
に
廃
棄
し
た
国
王
に
た
い
す
る
抗
議
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声
明
を
出
し
た
。
国
王
は
七
教
授
を
解
職
し
、
更
に
、
そ
の
う
ち
の
三
人
を
国
外
追
放
に
処
し
た
。

ハ
ノ
ー
バ
ー
は
も
ち
ろ
ん
ド
イ
ツ
全
土
の
世
論
は
熱
狂
的
に
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
の
七
教
授
を
支
持
・
支
援
し
た
。
ま
た
、
七
教
授
の
ほ
う

で
も
影
響
力
の
あ
る
刊
行
物
を
通
じ
て
世
論
に
訴
え
た
。

（
3
） 
そ
の
う
え
、
ウ
ィ
ー
ン
最
終
議
定
書
五
六
条
は
、
明
ら
か
に
効
力
を
も
っ
て
い
る
憲
法
を
憲
法
の
定
め
た
手
続
に
よ
ら
ず
し
て
は

変
更
し
な
い
こ
と
を
加
盟
各
国
に
義
務
づ
け
て
い
た
の
で
、
本
来
同
盟
議
会
が
職
権
を
も
っ
て
こ
の
問
題
に
介
入
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
ハ

ノ
ー
バ
ー
国
王
は
一
八
一
九
年
の
国
家
基
本
法
に
も
と
づ
い
て
議
会
選
挙
を
実
施
し
、
一
八
三
八
年
二
月
二
〇
日
、
新
し
い
議
会
を
召
集

し
（
た
だ
し
選
挙
区
に
よ
っ
て
は
代
表
を
選
ぶ
こ
と
を
拒
否
し
た
の
で
定
数
は
み
た
さ
れ
な
か
っ
た
）、
憲
法
争
議
は
法
的
に
も
事
実
的
に

も
終
結
し
た
と
し
て
、
同
盟
議
会
の
介
入
を
防
ご
う
と
し
た
。
し
か
し
、
新
し
く
召
集
さ
れ
た
議
会
は
一
八
三
八
年
三
月
、
国
王
に
よ
る

一
八
三
三
年
国
家
基
本
法
の
廃
棄
の
有
効
性
に
疑
問
を
呈
す
る
議
決
を
し
、
更
に
、
国
王
が
新
し
く
提
出
し
た
新
し
い
憲
法
案
の
審
議
に
あ

た
っ
て
も
「
国
王
の
即
位
前
に
合
法
的
に
存
在
し
て
い
た
憲
法
は
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
国
民
代
表
が
同
意
を
与
え
る
場
合
で
な

け
れ
ば
有
効
に
廃
止
も
し
く
は
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
決
議
を
行
い
、
一
八
三
三
年
の
国
家
基
本
法
が
効
力
を
も
ち
つ
づ

け
て
い
る
と
い
う
立
場
を
表
明
し
た
。
そ
れ
に
続
い
て
議
会
の
有
志
や
ハ
ノ
ー
バ
ー
の
多
く
の
都
市
が
相
次
い
で
同
盟
議
会
に
憲
法
争
議
の

解
決
を
求
め
て
異
議
申
立
て
を
行
っ
た
。
ド
イ
ツ
同
盟
議
会
自
体
は
、
形
式
的
要
件
が
み
た
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
異
議
申
立

て
を
却
下
し
た
が
、
立
憲
主
義
的
諸
国
家
、
と
り
わ
け
、
バ
イ
エ
ル
ン
や
バ
ー
デ
ン
は
、
一
八
三
三
年
の
ハ
ノ
ー
バ
ー
の
国
家
基
本
法
は
有

効
に
発
効
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
憲
法
の
定
め
る
手
続
に
よ
ら
な
い
で
廃
棄
す
る
こ
と
は
ウ
ィ
ー
ン
最
終
議
定
書
五
六
条
違
反
に
あ

た
る
と
し
て
、
同
盟
議
会
の
介
入
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
同
盟
議
会
は
、
一
八
一
九
年
の
国
家
基
本
法
に
も
と
づ
い
て
選

挙
さ
れ
た
議
会
が
召
集
さ
れ
、
憲
法
問
題
を
契
約
的
な
方
法
で
解
決
す
る
態
度
を
示
し
て
お
り
、
既
に
憲
法
争
議
は
解
決
さ
れ
て
い
る
と
す

る
ハ
ノ
ー
バ
ー
政
府
の
説
明
を
受
け
容
れ
て
、
介
入
の
根
拠
が
な
い
と
い
う
決
議
を
し
、
ハ
ノ
ー
バ
ー
の
政
府
反
対
派
の
要
求
を
却
け
た
。

（
4
） 

同
盟
議
会
の
態
度
に
失
望
し
た
第
二
院
の
議
員
た
ち
は
、
国
王
に
よ
る
議
会
再
開
の
後
、
国
王
が
再
度
提
出
し
た
憲
法
案
の
審
議
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に
入
り
、
一
八
四
〇
年
八
月
、
新
し
い
憲
法
を
可
決
し
た
。
憲
法
は
一
八
四
〇
年
八
月
六
日
発
効
し
た
。
一
八
四
〇
年
憲
法
は
多
少
国
王
の

権
限
を
強
化
し
て
は
い
た
が
、
立
法
に
決
定
的
に
参
与
す
る
国
民
代
表
議
会
の
設
立
、
個
人
の
基
本
権
の
保
障
を
含
ん
だ
近
代
的
立
憲
国
家

体
制
を
定
め
て
お
り
、
国
王
自
身
に
憲
法
侵
犯
の
汚
名
を
着
せ
、
国
を
三
年
に
及
ぶ
激
し
い
憲
法
争
議
に
陥
れ
て
ま
で
制
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

（
5
） 

国
王
エ
ル
ン
ス
ト
・
ア
ウ
グ
ス
ト
に
た
い
す
る
ハ
ノ
ー
バ
ー
国
民
の
抵
抗
及
び
ド
イ
ツ
全
土
の
一
般
国
民
の
支
持
・
支
援
は
、
国

王
に
一
八
三
七
年
一
一
月
の
国
王
声
明
を
撤
回
さ
せ
一
八
三
三
年
の
国
家
基
本
法
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
に
は
成
功
し
な
か
っ
た
が
、
し
か

し
、
頑
強
な
抵
抗
運
動
は
国
王
を
し
て
自
分
か
ら
国
王
が
嘗
て
信
奉
し
た
反
動
的
原
則
か
ら
見
て
期
待
で
き
る
以
上
に
自
分
が
違
法
に
廃
棄

し
た
憲
法
に
非
常
に
近
い
憲
法
案
を
提
出
さ
せ
る
に
い
た
っ
た
。
E
・
R
・
フ
ー
バ
ー
は
、
ク
ー
デ
タ
ー
に
も
か
か
わ
ら
ず
ハ
ノ
ー
バ
ー
に

お
い
て
立
憲
国
家
体
制
が
維
持
さ
れ
た
の
は
、
一
八
四
〇
年
頃
に
は
、
世
論
が
勇
気
を
も
っ
て
自
己
の
立
場
を
主
張
す
る
場
合
に
は
、
君
主

は
も
は
や
世
論
を
絶
対
的
な
専
断
を
も
っ
て
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
）
12
（

。

別
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
ア
ウ
グ
ウ
ト
が
言
っ
た
の
と
は
別
の
意
味
で
憲
法
は
契
約
的
合
意
に
も
と
づ
い
て
成
立
し
、
変

更
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
が
相
当
程
度
定
着
・
普
及
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
こ
の
場
合
、
デ
ィ
ル
ヒ
ャ
ー
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
一
八
三
三
年
の
国
家
基
本
法
は
国
王
に
た
い
し
て
国
家
の
統
一
化
、
直
接

化
、
統
合
化
と
い
う
利
益
を
も
た
ら
し
、
国
民
に
た
い
し
て
国
民
代
表
議
会
の
設
置
、
基
本
権
の
保
障
と
い
う
利
益
を
も
た
ら
し
、
両
者
を

相
互
的
結
合
関
係
に
お
い
た
と
い
う
意
味
で
、
実
質
的
な
契
約
関
係
を
設
定
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
実
質
的
な
契
約
関
係
の
基
礎
に
あ
る
国

家
基
本
法
の
変
更
も
契
約
的
方
法
で
変
更
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
が
生
み
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
）
13
（

。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、

当
時
、
国
王
と
議
会
と
の
合
意
に
よ
る
変
更
こ
そ
法
の
方
法
で
あ
る
、
と
い
う
意
識
が
確
立
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
）
14
（

。
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Ⅱ
．
ド
イ
ツ
に
お
け
る
憲
法
制
定

1
．
憲
法
制
定

（
1
） 

ド
イ
ツ
で
は
、
一
九
世
紀
初
頭
幾
つ
か
の
国
で
、
占
領
し
て
い
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
直
接
・
間
接
の
影
響
の
下
に
行
わ
れ
て
い
た
い

わ
ば
先
駆
的
憲
法
制
定
が
あ
っ
た
が
、
本
格
的
憲
法
制
定
は
一
八
一
五
年
の
ド
イ
ツ
同
盟
規
約
一
三
条
の
要
求
に
こ
た
え
る
と
こ
ろ
か
ら
始

ま
っ
た
。
一
八
一
八
年
バ
イ
エ
ル
ン
、
一
八
一
八
年
バ
ー
デ
ン
、
一
八
一
九
年
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
、
一
八
二
〇
年
ヘ
ッ
セ
ン
に
お
け
る
憲

法
制
定
が
そ
れ
で
あ
っ
た
）
15
（

。
こ
れ
ら
の
国
々
に
お
け
る
憲
法
制
定
は
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
の
場
合
を
除
け
ば
、
君
主
に
よ
る
欽
定
で
あ
っ

た
（
こ
の
点
、
憲
法
制
定
の
第
二
波
と
し
て
行
わ
れ
た
三
〇
年
代
の
中
部
ド
イ
ツ
諸
国
の
場
合
で
も
事
情
は
同
じ
で
あ
っ
た
）。
こ
れ
ら
の

国
々
で
は
基
本
的
に
君
主
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
下
に
官
僚
の
手
に
よ
っ
て
憲
法
草
案
が
作
成
さ
れ
、
君
主
の
名
に
お
い
て
憲
法
が
制
定
さ

れ
た
。
憲
法
制
定
の
理
由
は
こ
れ
ら
の
国
々
に
お
い
て
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
。

（
a
）  

ド
イ
ツ
同
盟
規
約
一
三
条
（「
加
盟
各
国
に
お
い
て
議
会
的
憲
法
が
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
」）
に
よ
っ
て
憲
法
制
定
を
義
務
づ

け
ら
れ
た
以
上
、
同
盟
が
「
議
会
的
憲
法
（landständische Verfassung

）」
の
モ
デ
ル
を
作
っ
て
加
盟
各
国
に
押
し
つ
け
て

く
る
に
先
立
っ
て
、
自
主
的
に
憲
法
制
定
を
行
う
こ
と
が
新
た
に
獲
得
さ
れ
た
主
権
を
維
持
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

た
こ
と
）
16
（

。

（
b
）  

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
ド
イ
ツ
占
領
に
と
も
な
う
領
土
の
整
理
・
統
合
の
結
果
、
拡
大
さ
れ
た
領
土
に
新
し
く
編
入
さ
れ
た
、
こ
れ

ま
で
様
々
な
支
配
者
の
支
配
に
服
し
て
い
た
人
々
に
、
一
体
感
を
抱
か
せ
、
住
民
を
統
合
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
憲
法
制
定
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が
適
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
）
17
（

。

（
c
）  

神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
解
体
に
と
も
な
う
世
俗
化
・
陪
臣
化
の
結
果
と
し
て
新
し
く
領
土
に
編
入
さ
れ
た
各
種
の
帝
国
直
属
身

分
に
制
度
化
さ
れ
た
活
動
の
場
を
提
供
し
て
落
ち
着
か
せ
る
た
め
に
は
、
そ
の
た
め
の
制
度
と
し
て
の
議
会
を
設
け
る
こ
と
、

そ
の
た
め
の
法
的
基
礎
と
し
て
憲
法
を
制
定
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
）
18
（

。

（
d
）  
窮
迫
し
た
財
政
事
情
を
解
決
す
る
た
め
に
、
議
会
に
よ
っ
て
定
期
的
に
税
を
承
認
し
て
も
ら
う
制
度
を
設
け
る
必
要
が
あ
り
、

そ
の
た
め
の
法
的
基
礎
と
し
て
憲
法
を
制
定
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
）
19
（

。

（
e
）  

一
八
世
紀
末
か
ら
始
め
ら
れ
、
そ
し
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
占
領
下
で
促
進
さ
れ
た
国
家
的
統
治
の
合
理
化
・
効
率
化
・
近
代
化
を

継
続
的
に
推
進
し
て
い
く
た
め
の
手
段
と
し
て
、
憲
法
が
有
効
・
適
切
な
手
段
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
）
20
（

。

（
2
） 

こ
れ
ら
の
国
々
に
お
け
る
具
体
的
な
憲
法
制
定
に
た
い
す
る
国
民
な
い
し
住
民
か
ら
の
働
き
か
け
は
殆
ど
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、

憲
法
制
定
は
秘
密
裡
に
行
わ
れ
た
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
れ
ら
の
国
々
に
お
け
る
憲
法
制
定
は
君
主
に
よ
る
欽
定
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
憲
法
欽
定
と
い
う
直
接
的
経
過
の
背
後
に
憲
法
制
定
を
求
め
る
国
民
の
声
が
間
接
的
要
因
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
看
過
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

（
a
）  

後
述
す
る
よ
う
に
、
一
八
世
紀
後
半
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
自
然
法
論
に
よ
っ
て
憲
法
制
定
の
必
要
性
が
説
か
れ
て
い
た
こ
と
。

し
か
も
、
地
の
国
々
で
は
憲
法
が
制
定
さ
れ
て
い
る
の
に
、
ド
イ
ツ
で
は
現
実
に
憲
法
制
定
が
行
わ
れ
て
い
な
い
事
態
に
直
面

し
て
、
自
然
法
論
が
「
憲
法
の
代
わ
り
」
を
な
す
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
）
21
（

。「
憲
法
の
代
わ
り
」
と
い
う
観
念
は

「
代
わ
り
」
に
安
住
さ
せ
る
機
能
を
い
と
な
み
も
し
た
が
、
ま
た
、「
憲
法
そ
の
も
の
」
を
追
求
さ
せ
る
機
能
を
も
い
と
な
ん
だ
）
22
（

。

（
b
）  

一
八
世
紀
末
に
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
現
実
に
憲
法
に
関
す
る
討
議
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
な
か
か
ら
国
民
の
憲

法
制
定
権
力
を
基
礎
と
し
、
且
つ
、
近
代
立
憲
主
義
の
本
質
的
要
素
を
含
ん
だ
幾
つ
か
の
憲
法
草
案
が
作
成
さ
れ
、
発
表
さ
れ

た
）
23
（

。
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（
c
）  

ナ
ポ
レ
オ
ン
が
そ
の
支
配
下
に
あ
る
ド
イ
ツ
諸
国
に
た
い
し
て
憲
法
制
定
を
要
求
し
た
こ
と
。
こ
の
場
合
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は

ド
イ
ツ
国
民
の
間
に
憲
法
制
定
の
要
求
が
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
こ
の
要
求
を
み
た
し
て
や
れ
ば
ド
イ
ツ
支
配
が
国
民
に
よ
っ

て
受
け
容
れ
ら
れ
や
す
く
な
る
と
考
え
た
）
24
（

。

（
d
）  
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
た
い
す
る
い
わ
ゆ
る
解
放
戦
争
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
諸
国
の
君
主
・
政
治
家
・
将
軍
た
ち
が
国
民
に
む
け
て

解
放
戦
争
へ
の
参
加
の
呼
び
か
け
を
行
っ
た
が
、
そ
の
呼
び
か
け
の
な
か
で
、
解
放
戦
争
に
勝
利
し
た
場
合
に
憲
法
制
定
を
行

う
と
い
う
約
束
を
し
た
こ
と
。
こ
れ
も
、
国
民
の
間
に
憲
法
制
定
の
要
求
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
前
提
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

（
e
）  

解
放
戦
争
の
後
始
末
を
す
る
た
め
に
一
八
一
四
年
か
ら
一
五
年
に
か
け
て
開
か
れ
た
ウ
ィ
ー
ン
会
議
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
統

一
の
問
題
と
な
ら
ん
で
憲
法
の
問
題
が
論
議
の
的
と
な
っ
た
が
、
統
一
問
題
に
つ
い
て
は
ド
イ
ツ
同
盟
と
い
う
ゆ
る
や
か
な
国

家
結
合
体
を
結
成
す
る
こ
と
で
決
着
が
つ
け
ら
れ
、
憲
法
問
題
に
関
し
て
は
、
前
述
の
如
く
、
ド
イ
ツ
同
盟
規
約
一
三
条
に

「
加
盟
各
国
に
お
い
て
議
会
的
憲
法
が
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
規
定
を
盛
り
こ
む
こ
と
で
決
着
が
つ
け
ら
れ
た
。
確
か
に

一
三
条
の
規
定
は
不
明
確
で
、
且
つ
、
拘
束
力
の
弱
い
規
定
で
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
規
定
で
も
盛
り
こ
ま
れ

た
の
は
、
憲
法
制
定
の
約
束
の
履
行
を
見
守
る
一
般
国
民
の
耳
目
を
意
識
し
た
が
た
め
で
あ
っ
た
）
25
（

。

2
．
憲
法
理
論
の
対
応

憲
法
理
論
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
国
民
の
憲
法
制
定
の
要
求
と
い
う
事
実
と
君
主
に
よ
る
憲
法
の
欽
定
と
い
う
事
実
と
を
調
和
さ
せ
る
た

め
の
理
論
構
成
と
し
て
、
憲
法
は
国
民
の
承
認
に
よ
っ
て
法
的
効
力
を
獲
得
す
る
と
い
う
理
論
を
打
ち
出
し
た
。
そ
し
て
、
国
民
の
承
認
と

し
て
、
事
実
上
の
承
認
を
援
用
し
た
）
26
（

。
そ
し
て
国
民
の
承
認
に
よ
っ
て
法
的
効
力
を
発
生
し
た
以
上
、
国
民
も
し
く
は
そ
の
代
表
に
よ
る
承
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認
が
な
け
れ
ば
変
更
さ
れ
え
な
い
と
い
う
結
論
を
引
き
出
し
た
。
こ
の
理
論
は
、
国
民
も
し
く
は
そ
の
代
表
に
よ
る
同
意
も
し
く
は
承
認
が

な
け
れ
ば
一
旦
効
力
を
発
生
し
た
憲
法
の
変
更
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
、
現
実
的
・
実
践
的
意
義
が
あ
っ
た
。

3
．
二
元
主
義
的
体
制
の
固
定
性
と
弾
力
性

（
1
） 

君
主
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
り
、
且
つ
、
基
本
的
に
は
君
主
の
権
力
の
維
持
・
強
化
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
と

も
か
く
憲
法
が
制
定
さ
れ
、
国
民
代
表
の
国
政
参
加
の
た
め
の
制
度
と
し
て
の
議
会
が
憲
法
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
、
国
民
に
――
臣
民
の
権

利
と
し
て
で
は
あ
る
に
せ
よ
――
一
定
の
権
利
が
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
、
憲
法
に
も
と
づ
く
国
政
運
営
、
即
ち
、
立
憲
主
義
が
開
始
さ

れ
た
。
立
憲
主
義
の
現
れ
と
し
て
現
実
に
国
政
運
営
に
か
か
わ
る
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
、
君
主
及
び
そ
の
下
の
政
府
と
国
民
（
選
挙
民
）
及

び
そ
の
代
表
と
し
て
の
議
会
（
と
り
わ
け
下
院
）
が
制
度
的
に
設
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
位
・
権
限
が
憲
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
（
た

だ
し
、
い
わ
ゆ
る
君
主
主
義
原
理
が
憲
法
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
た
の
で
、
君
主
の
た
め
に
有
利
に
権
限
の
推
定
が
行
わ
れ
え
た
）
27
（

）。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
二
つ
の
フ
ァ
ク
タ
ー
が
対
向
す
る
二
元
主
義
的
体
制
が
憲
法
に
よ
っ
て
制
度
化
さ
れ
た
）
28
（

。

（
2
） 

近
時
、
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
史
の
研
究
に
お
い
て
、
比
較
憲
法
的
研
究
及
び
発
展
史
的
研
究
の
意
義
が
注
目
さ
れ
、
そ

の
成
果
も
発
表
さ
れ
て
い
る
）
29
（

。
例
え
ば
、
キ
ル
シ
ュ
に
よ
っ
て
「
国
民
国
家
的
発
展
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
共
通
性
と
の
間
の
緊
張
関
係
の
な
か

の
一
九
世
紀
の
憲
法
タ
イ
プ
と
し
て
の
君
主
政
的
立
憲
主
義
」
と
い
う
観
念
が
打
ち
出
さ
れ
、
こ
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
①
議

会
の
優
位
を
も
っ
た
立
憲
主
義
（
一
七
九
一
年
、
一
八
三
〇
―
四
八
年
の
フ
ラ
ン
ス
、
一
八
三
一
年
の
ベ
ル
ギ
ー
、
一
八
一
四
年
以
降
の
ノ

ル
ウ
ェ
ー
、
一
八
五
二
年
以
降
の
ピ
エ
モ
ン
ト
、
一
八
六
〇
年
以
降
の
イ
タ
リ
ー
、
一
八
六
〇
―
六
五
年
の
バ
ー
デ
ン
）、
②
ナ
ポ
レ
オ
ン

的
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ズ
ム
、
③
一
八
一
四
年
の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
を
模
範
と
す
る
、
君
主
の
優
位
を
も
っ
た
立
憲
主
義
（
南
ド
イ
ツ
諸
国
、
プ

ロ
イ
セ
ン
、
第
二
帝
政
）
の
三
種
類
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
）
30
（

。
も
ち
ろ
ん
、
議
会
の
優
位
、
君
主
の
優
位
と
い
っ
て
も
種
々
の
段
階
が
あ
る
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の
で
、
こ
の
三
種
類
は
そ
れ
ぞ
れ
更
に
分
岐
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
南
ド
イ
ツ
諸
憲
法
、
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
、
更
に

は
第
二
帝
政
の
憲
法
は
一
八
一
四
年
の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
と
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
「
ド
イ
ツ
の
特
別
の
途

（D
eutscher Sonderew

eg

）」
は
簡
単
に
語
れ
な
い
こ
と
に
な
る
）
31
（

。
と
り
わ
け
、
憲
法
が
君
主
或
い
は
議
会
に
割
り
当
て
て
い
る
権
限
を

固
定
的
・
静
止
的
な
も
の
と
見
な
い
で
、
弾
力
的
・
発
展
的
に
見
て
行
使
の
し
か
た
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
同
じ
ド
イ
ツ
型
も
時
代
に
よ
っ

て
異
っ
た
様
相
を
呈
す
る
。
例
え
ば
、
明
文
も
し
く
は
不
文
の
原
理
と
し
て
す
べ
て
の
ド
イ
ツ
憲
法
の
基
礎
に
あ
る
君
主
主
義
原
理
に
つ
い

て
も
、
最
大
限
に
活
用
し
て
議
会
の
独
立
し
た
活
動
を
否
定
す
る
名
目
と
し
て
援
用
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
れ
ば
、
権
限
の
推
定
の
意
味
で

憲
法
の
規
定
の
意
味
の
不
明
確
な
場
合
に
だ
け
用
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
れ
ば
、
立
憲
主
義
の
精
神
を
も
と
に
し
て
考
え
れ
ば
憲
法
規
定
の

意
味
は
明
確
で
あ
る
と
し
て
権
限
推
定
規
定
を
活
用
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
前
記
③
タ
イ
プ
が
実
際
上
①
タ

イ
プ
に
移
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
可
能
性
と
し
て
は
③
タ
イ
プ
か
ら
①
タ
イ
プ
へ
の
移
行
の
余
地
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
君

主
の
大
臣
任
命
権
と
議
会
の
大
臣
指
名
権
の
違
い
を
厳
格
に
考
え
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
、
ま
た
、
可
能
性
は

あ
っ
た
が
現
実
に
は
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
3
） 

ド
イ
ツ
に
お
い
て
議
院
内
閣
制
に
移
行
す
る
可
能
性
が
あ
り
な
が
ら
、
現
実
に
は
移
行
し
な
か
っ
た
原
因
を
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
メ
ン

タ
リ
テ
ィ
の
問
題
に
帰
着
さ
せ
る
、
即
ち
、
議
会
の
側
に
主
体
的
に
政
権
を
担
当
す
る
用
意
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
原
因
を
求
め
る
）
32
（

。

メ
ン
タ
リ
テ
ィ
を
広
く
捉
え
れ
ば
、
理
論
構
成
も
そ
れ
に
含
ま
れ
る
と
も
い
え
る
が
、
理
論
構
成
に
独
自
性
を
認
め
れ
ば
、
移
行
に
と
っ
て

適
合
的
で
な
い
理
論
構
成
が
議
会
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
も
打
ち
出
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
理
論
構
成
と
い
う
の
は
、
憲
法
の
制
定
・
運
用
に
関
す
る
合
意
原
理
で
あ
る
。
憲
法
は
国
民
の
合
意
に
よ
っ
て
制
定
・
運
用
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
原
理
は
立
憲
主
義
一
般
に
共
通
の
原
理
で
あ
る
が
、
国
民
の
合
意
と
い
う
場
合
の
国
民
が
初
め
か
ら
異
な
っ
た
フ
ァ

ク
タ
ー
と
し
て
の
狭
義
の
国
民
（
君
主
を
除
く
す
べ
て
の
人
）
も
し
く
は
そ
の
代
表
と
し
て
の
議
会
と
君
主
と
に
分
け
ら
れ
、
両
者
の
間
に

合
意
が
形
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
原
理
は
、
ド
イ
ツ
特
有
の
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
、
こ
の
意
味
で
の
合
意
原
理
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の
源
に
ま
で
遡
っ
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

Ⅲ
．
憲
法
に
お
け
る
合
意
原
理
の
生
成

1
．
最
初
の
憲
法
概
念
に
お
け
る
合
意
原
理
の
不
存
在

近
代
的
意
味
に
お
け
る
憲
法
概
念
を
最
初
に
打
ち
出
し
た
の
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
の
弟
子
で
ス
イ
ス
人
の
エ
マ
ー
・
デ
・
ヴ
ァ
ッ

テ
ル
（E

m
er de Vattel

）
で
あ
っ
て
、
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
は
そ
の
著 ” Le D

roit des G
ens ou Principes de la Loi N

aturelle “

（1758

）
に
お

い
て
、
憲
法
概
念
を
打
ち
出
し
た
。
以
下
、
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
の
憲
法
概
念
の
特
質
を
述
べ
る
）
33
（

。

（
a
） 

統
治
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
基
本
的
な
ル
ー
ル
を
一
つ
の
統
一
的
な
文
書
に
総
括

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
が
一
七
五
四
年
の
著
作
で
複
数
のG

rundgesetze

に
つ
い
て
論
究
し
て
い
た
の
に
た
い
し
て
、

ヴ
ァ
ッ
テ
ル
は
種
々
のG

rundgesetze 

を
一
体
と
し
て
把
握
し
、C

onstitution

の
名
の
も
と
に
総
括
し
た
）
34
（

。

（
b
） 

憲
法
（C

onstitution

）
の
定
義

「
公
権
力
の
行
使
の
態
様
を
規
定
す
る
基
本
法
は
、
国
家
の
憲
法
を
な
す
。
憲
法
の
な
か
で
、
政
治
体
と
し
て
のN

ation

が

行
動
す
る
形
式
が
示
さ
れ
、Volk

が
如
何
に
、
ま
た
、
誰
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
か
が
示
さ
れ
、
ま
た
、
統
治
者
の
権
利
・
義

務
が
如
何
な
る
も
の
か
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
憲
法
は
、
基
本
的
にN

ation

が
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
政
治
的
共
同
体
設
立
の
目
的

た
る
利
益
の
獲
得
の
た
め
に
共
同
し
て
活
動
す
る
シ
ス
テ
ム
の
提
示
で
あ
る
）
35
（

。」

（
c
） 

憲
法
と
法
律
と
の
区
別

ky46101�イツ憲法cB.indd   27 10.4.8   4:28:26 AM



28

「
立
法
は
国
の
憲
法
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
け
だ
し
、
立
法
者
は
そ
の
権
限
を
憲
法
か
ら
得
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」

「
何
故
立
法
者
は
、
自
己
の
権
威
の
基
礎
を
こ
わ
す
こ
と
な
し
に
、
憲
法
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
？
）
36
（

」

（
d
） 
政
治
的
法
律
と
市
民
的
法
律
と
の
区
別

「
法
律
と
は
公
権
力
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
、
共
同
体
の
な
か
で
遵
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
範
で
あ
る
。
法
律
は
す
べ
て

国
家
と
国
民
の
福
祉
を
志
向
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
37
（

。」

「
直
接
に
公
共
の
福
祉
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
法
律
が
、
政
治
的
法
律
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
そ
の
相
互
の
協
同
に
よ
っ

て
国
家
の
憲
法
を
構
成
す
る
も
の
が
、
基
本
法
で
あ
る
）
38
（

。」（
即
ち
、
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
はG

rundgesetze

を
複
数
形
で
考
え
つ
つ
、

そ
の
総
体
を
単
数
形
の
憲
法
と
し
て
観
念
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。）

「
私
人
相
互
の
権
利
及
び
行
態
を
規
制
す
る
法
律
が
、
市
民
的
法
律
で
あ
る
）
39
（

。」

（
e
） N

ation

の
憲
法
制
定
権
力

「
国
家
の
憲
法
は
、
国
家
の
安
全
性
及
び
共
同
体
の
目
的
を
達
成
す
る
能
力
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
政
治
的

共
同
体
を
構
成
し
たN

ation

は
国
家
の
憲
法
に
強
く
利
害
関
係
を
も
ち
、
自
分
自
身
に
た
い
す
る
関
係
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
、

最
善
の
、
且
つ
、
状
況
に
最
も
適
し
た
憲
法
を
選
択
す
る
義
務
を
有
す
る
。N

ation

は
こ
の
選
択
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の

自
己
の
維
持
、
そ
の
公
共
の
福
祉
、
そ
の
完
全
性
、
そ
の
幸
福
の
基
礎
を
創
る
）
40
（

。」

「
善
き
憲
法
も
し
く
は
悪
し
き
憲
法
の
も
た
ら
す
重
大
な
結
果
に
か
ん
が
み
、
ま
た
、
で
き
る
だ
け
善
い
憲
法
、
で
き
る
だ
け

適
切
な
憲
法
を
制
定
す
べ
き
不
可
避
の
義
務
に
か
ん
が
み
る
と
、N

ation

は
そ
れ
な
し
に
は
こ
の
義
務
が
達
成
さ
れ
え
な
い
す

べ
て
の
こ
と
に
た
い
し
て
、
権
利
を
有
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、N

ation
が
自
ら
憲
法
を
制
定
し
、
保
護
し
、
改
善
し
、
且
つ
、
政

府
に
関
す
る
す
べ
て
の
こ
と
を
自
己
の
裁
量
に
よ
っ
て
、
な
ん
ぴ
と
か
ら
も
妨
げ
ら
れ
ず
に
規
制
す
る
完
全
な
権
利
を
有
し
て

い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
政
府
はN

ation

の
福
祉
と
幸
福
に
関
し
て
、N

ation

の
た
め
に
の
み
設
け
ら
れ
て
い
る
に
す
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ぎ
な
い
）
41
（

。」

（
f
） 

憲
法
改
正
権
力

「N
ation

が
憲
法
に
関
し
て
悪
し
き
経
験
を
し
た
場
合
に
は
、
疑
い
も
な
くN

ation

に
憲
法
改
正
の
権
利
が
帰
属
す
る
）
42
（

。」

（
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
は
、
憲
法
改
正
は
通
常
の
場
合
は
多
数
決
で
行
わ
れ
、
少
数
派
は
そ
れ
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
し
た
が
、
共

同
体
の
支
配
に
服
す
る
条
件
と
さ
れ
た
統
治
形
態
が
変
更
さ
れ
る
場
合
に
は
、
変
更
は
多
数
決
で
き
ま
る
と
し
て
も
、
変
更
に

反
対
の
人
々
は
変
更
に
服
す
る
必
要
は
な
く
、
共
同
体
を
離
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
）
43
（

）。

（
g
） 

基
本
法
の
契
約
的
構
成
の
否
定

モ
ー
ン
ハ
ウ
プ
ト
は
、
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
の
述
べ
る
と
こ
ろ
を
解
釈
し
て
、
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
は
自
己
決
定
権
を
も
っ
た
政
治
的
団
体

と
し
て
のN

ation 

を
新
し
い
優
越
的
な
決
定
権
力
と
し
て
導
入
し
た
と
述
べ
、
最
高
の
決
定
権
力
と
し
て
のN

ation

の
新
し
い

原
則
的
優
位
はN

ation

の
み
が
憲
法
を
制
定
す
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
し
、
憲
法
はN

ation

か
ら
発
し
な
い
如

何
な
る
介
入
も
受
け
な
い
と
し
た
う
え
で
、
こ
のN

ation

の
自
律
的
地
位
は
そ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
基
本
法
の
契
約
的
構
成

の
根
拠
を
奪
っ
た
と
し
て
い
る
）
44
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
政
治
的
共
同
体
と
し
て
のN

ation

の
構
成
の
し
か
た
は
と
も
か
く
と
し
て
、
構

成
さ
れ
たN

ation

が
憲
法
制
定
権
力
の
主
体
と
さ
れ
、N

ation

が
そ
れ
の
一
方
的
な
行
使
に
よ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
複
数
主
体

間
の
契
約
に
よ
ら
ず
し
て
憲
法
が
成
立
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、N

ation

の
成
立

に
つ
い
て
契
約
理
論
が
と
ら
れ
て
お
れ
ば
、N

ation

に
よ
る
憲
法
制
定
権
力
の
行
使
が
合
意
原
理
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
解
す

る
余
地
は
あ
る
が
、
そ
の
点
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
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2
．
自
然
法
論
に
お
け
る
憲
法
契
約
観
念
の
系
譜

（
1
） 
初
期
の
自
然
法
論

（
a
） 

プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
（Sam

uel Pufendorf, D
e officio hom

inis et civis juxta legem
 naturalem

 libri duo, 1673

）

ド
イ
ツ
に
お
け
る
社
会
契
約
論
の
創
始
者
た
る
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
に
お
い
て
は
、
結
合
契
約
と
服
従
契
約
と
の
間
に
、
統

治
形
態
に
関
す
る
決
定
が
お
か
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
、
統
治
形
態
に
関
す
る
決
定
は
契
約
と
し
て
は
構
成
さ
れ
て
い
な
い
。

た
だ
し
、
服
従
契
約
に
お
い
て
支
配
者
と
国
民
と
が
契
約
関
係
に
お
か
れ
て
お
り
、
こ
の
二
つ
の
人
格
の
対
向
と
い
う
構
成
は
、

一
九
世
紀
中
葉
に
い
た
る
ま
で
の
国
家
の
二
元
的
構
成
の
出
発
点
を
な
す
も
の
で
あ
る
）
45
（

。

（
b
） 

ヴ
ォ
ル
フ
（C

hristian W
olff, Institutiones iuris naturae et gentium

, 1754

）

ヴ
ァ
ッ
テ
ル
の
師
で
あ
っ
た
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
に
お
い
て
も
、
結
合
契
約
と
服
従
契
約
と
の
間
に
国
家
の
制
度
も

し
く
は
組
織
に
関
す
る
国
民
の
決
定
が
お
か
れ
て
い
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
に
お
い
て
も
、
支
配
権
力
を
自
己
に
留
保
す
る
か
他
者
に

委
ね
る
か
、
い
か
な
る
条
件
で
委
ね
る
か
に
つ
い
て
の
決
定
、
支
配
者
の
選
定
は
、
国
民
の
決
定
と
し
て
行
わ
れ
る
と
さ
れ
て

い
る
が
、
国
民
が
こ
の
よ
う
な
政
治
的
基
本
的
決
定
の
担
い
手
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
な
が
ら
、
無
条
件
・
無
制
限
の
権
力
を

他
者
に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
ヴ
ォ
ル
フ
に
お
い
て
も
、
服
従
契
約
に
よ
っ
て

国
家
に
お
け
る
支
配
者
と
国
民
と
の
二
元
的
構
成
が
と
ら
れ
て
い
る
）
46
（

。

（
c
） 

ア
ッ
ヘ
ン
ヴ
ァ
ル
／
ピ
ュ
ッ
タ
ー
（A

chenw
all-Pütter, E

lem
enta Iuris N

aturae, 1750

）

ア
ッ
ヘ
ン
ヴ
ァ
ル
／
ピ
ュ
ッ
タ
ー
に
お
い
て
も
、
国
家
設
立
が
結
合
契
約
と
服
従
契
約
と
の
二
段
階
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
説

か
れ
て
い
る
。
ア
ッ
ヘ
ン
ヴ
ァ
ル
／
ピ
ュ
ッ
タ
ー
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
国
家
構
成
の
理
論
の
重
点
が
服
従
契
約
か
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ら
基
本
法
に
移
さ
れ
、
基
本
法
の
概
念
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
更
に
、
ア
ッ
ヘ
ン
ヴ
ァ
ル
／
ピ
ュ
ッ

タ
ー
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
や
ヴ
ォ
ル
フ
に
お
い
て
基
本
法
に
相
当
す
る
も
の
が
国
民
の
決
定

に
よ
る
と
構
成
さ
れ
て
い
た
の
に
た
い
し
て
、
契
約
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
基
本
法
は
、
契
約
と
し
て
構
成

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
支
配
者
と
国
民
の
両
当
事
者
の
同
意
が
な
け
れ
ば
変
更
さ
れ
え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
基
本

法
の
契
約
と
し
て
の
構
成
は
、
基
本
法
の
存
立
保
障
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
な
お
、
ア
ッ
ヘ
ン
ヴ
ァ
ル
／
ピ
ュ
ッ
タ
ー
に
お

い
て
は
、
基
本
法
は
複
数
存
在
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
）
47
（

。

（
d
） 

ユ
ス
テ
ィ
（Johann H

einrich G
ottlob von Justi, N

atur und W
esen der Staaten, 1771

）

国
民
の
基
本
権
力
の
思
想
を
打
ち
出
し
た
ユ
ス
テ
ィ
に
お
い
て
は
、
基
本
法
は
国
民
の
一
方
的
命
令
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
構
想
は
貫
徹
さ
れ
て
い
な
い
。
ユ
ス
テ
ィ
の
考
え
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

（
i
）  

国
民
は
そ
の
基
本
権
力
に
も
と
づ
い
て
基
本
法
を
制
定
す
る
。
基
本
法
は
最
高
権
力
の
あ
り
か
及
び
行
使
の
し
か
た

を
定
め
る
。

（
ii
）  

国
民
は
基
本
法
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
iii
）  

最
高
権
力
を
行
使
す
る
支
配
者
は
基
本
法
の
下
に
あ
り
、
基
本
法
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
（
ユ
ス
テ
ィ
は
基
本
権
力

と
最
高
権
力
と
を
区
別
し
、
前
者
を
国
民
に
、
後
者
を
支
配
者
に
帰
属
さ
せ
る
。
国
民
の
基
本
権
力
は
、
基
本
法
の
制

定
と
支
配
者
の
選
任
を
し
た
後
は
休
止
状
態
に
入
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
）。

（
iv
）  

基
本
権
力
の
担
い
手
た
る
国
民
か
ら
、
最
高
権
力
の
担
い
手
た
る
支
配
者
へ
の
権
力
の
委
譲
は
、
契
約
に
よ
っ
て
行

わ
れ
る
（
こ
れ
に
よ
っ
て
、
国
民
と
支
配
者
と
は
契
約
当
事
者
と
し
て
同
位
関
係
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
）。

こ
の
よ
う
に
し
て
ユ
ス
テ
ィ
に
お
い
て
国
民
が
支
配
者
の
上
に
立
つ
一
元
的
構
成
が
、
国
民
と
支
配
者
が
並
ぶ
二
元

的
構
成
へ
と
屈
折
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
）
48
（

。
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（
2
） 

自
然
法
論
の
現
実
化
、
具
体
化
、
絶
対
化

一
八
世
紀
八
〇
年
代
以
降
、
自
然
法
論
は
変
化
を
と
げ
る
。
ク
リ
ッ
ペ
ル
は
こ
の
変
化
を
現
実
化
（
人
間
の
権
利
は
自
然
状
態
に
お
い

て
妥
当
す
る
だ
け
で
な
く
て
、
国
家
状
態
に
お
い
て
こ
そ
妥
当
す
る
も
の
と
い
う
主
張
）、
具
体
化
（
人
間
の
権
利
一
般
の
保
障
を
要
求

す
る
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
の
権
利
に
属
す
る
具
体
的
権
利
を
挙
げ
て
そ
の
保
障
を
要
求
す
る
も
の
）、
絶
対
化
（
人
間
の
権
利
の
不
可

譲
性
、
不
可
侵
性
の
主
張
）
と
し
て
捉
え
る
）
49
（

。
そ
の
結
果
、
自
然
法
論
の
な
か
か
ら
個
人
の
権
利
の
保
障
の
要
求
と
な
ら
ん
で
国
民
の
政

治
参
加
の
要
求
が
掲
げ
ら
れ
、
制
定
さ
れ
る
べ
き
憲
法
の
内
容
に
つ
い
て
要
求
が
出
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
憲
法
制
定
に
国
民
が
か
か
わ

る
べ
き
だ
と
い
う
要
求
が
出
さ
れ
、
そ
の
一
つ
の
現
れ
と
し
て
憲
法
契
約
の
観
念
が
登
場
す
る
）
50
（

。
例
え
ば
コ
ッ
タ
（C

hristoph Friedrich 

C
otta, E

inleitung in das natürliche Staatsrecht m
it A

nw
endung auf das R

eich und Teutsche Staaten, 1786

）
は
、
結
合
契
約
と

服
従
契
約
の
ほ
か
に
、
政
府
の
形
式
、
行
使
、
取
得
に
つ
い
て
定
め
る
憲
法
契
約
の
必
要
性
を
説
い
た
。
も
っ
と
も
、
コ
ッ
タ
の
立
論
は
身

分
制
議
会
の
国
政
参
与
権
を
保
証
し
て
い
る
「
基
本
法
」
を
社
会
契
約
の
な
か
に
組
み
入
れ
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
君
主
と
身
分
制
議
会

と
の
身
分
制
的
二
元
主
義
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
）
51
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
民
主
的
共
和
政
を
も
っ
て
憲
法
理
想
と
し
、
し
か
も
そ
れ
を

理
想
に
と
ど
ま
ら
せ
ず
現
実
の
も
の
と
し
よ
う
と
し
た
ベ
ル
ク
（A

dam
 Johann B

ergk, U
ntersuchung aus dem

 N
atur-, Staats- und 

Völkerrecht m
it einer K

ritik der neuesten K
onstitution der französischen R

epublik, 1796

）
は
、
社
会
契
約
を
結
合
契
約
、
憲
法

契
約
、
服
従
契
約
の
三
段
階
か
ら
成
る
も
の
と
し
た
が
、
し
か
し
、
社
会
契
約
を
も
っ
て
互
い
に
権
利
を
保
護
し
合
う
た
め
の
、
す
べ
て
の

人
の
す
べ
て
の
人
と
の
契
約
と
し
て
考
え
て
い
た
。
そ
も
そ
も
ベ
ル
ク
は
社
会
契
約
の
コ
ン
セ
プ
ト
の
意
義
を
、
国
家
に
法
的
に
組
織
さ
れ

た
憲
法
を
与
え
る
必
要
性
を
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
見
出
し
て
お
り
、
憲
法
を
導
入
す
る
こ
と
は
人
間
の
義
務
で
あ
り
、
国
家
の
義
務
で
あ
る

と
考
え
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
契
約
の
締
結
＝
憲
法
制
定
に
は
す
べ
て
の
人
が
参
加
す
べ
き
も
の
と
ベ
ル
ク
は
考
え
て
お
り
、
且

つ
、
代
表
者
の
選
挙
を
通
じ
て
参
加
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
た
）
52
（

。
ベ
ル
ク
が
全
員
に
よ
る
に
せ
よ
代
表
者
を
通
じ
て
の
憲
法
制
定
を
考
え

て
い
た
の
に
た
い
し
て
、
ラ
イ
ス
ラ
ー
（Johann Philipp A

chilles Leisler, N
atürliches Staatsrecht, 1806

）
は
、
憲
法
契
約
の
方
法

ky46101�イツ憲法cB.indd   32 10.4.8   4:28:29 AM



33 19世紀ドイツ憲法の普遍性と特殊性

と
し
て
全
員
に
よ
る
直
接
投
票
を
考
え
て
い
た
。
ラ
イ
ス
ラ
ー
は
、
法
原
則
の
支
配
を
実
現
す
る
た
め
の
制
度
を
設
立
す
る
た
め
に
結
合
契

約
が
締
結
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
結
合
契
約
の
な
か
に
は
制
度
を
設
立
す
る
こ
と
の
合
意
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
制
度
の
具
体
的
な
態

様
に
つ
い
て
の
合
意
を
行
う
た
め
に
憲
法
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
ラ
イ
ス
ラ
ー
は
、
憲
法
契
約
と
い
う
語
を

使
っ
て
い
る
が
、
憲
法
契
約
は
有
識
者
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
憲
法
プ
ラ
ン
を
承
認
す
る
と
の
国
民
の
意
思
表
示
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の

と
し
、
そ
の
場
合
、
す
べ
て
の
人
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
必
要
は
な
く
、
大
多
数
の
国
民
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
ラ
イ
ス
ラ
ー
は
、
更
に
、
国
民
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
憲
法
も
絶
対
的
に
正
し
い
も
の
で
は
な
く
、
相
対
的
に
の
み
正
し
い
も
の
で
あ

る
か
ら
、
国
民
は
一
度
導
入
し
た
憲
法
を
変
更
し
て
よ
い
だ
け
で
な
く
、
誤
り
を
発
見
し
た
場
合
に
は
、
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説

い
て
い
る
）
53
（

。

（
3
） 

憲
法
制
定
に
た
い
す
る
自
然
法
論
の
要
求

こ
の
よ
う
に
、
社
会
契
約
論
の
な
か
で
憲
法
契
約
と
い
う
要
素
の
意
義
が
増
大
し
た
と
い
う
こ
と
は
）
54
（

――
統
治
形
態
に
関
す
る
先
行
形
態

が
あ
っ
た
と
し
て
も
――
い
う
ま
で
も
な
く
、
憲
法
の
重
要
性
が
増
大
し
た
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
、
自
然
法
論

自
身
が
成
文
憲
法
の
制
定
を
要
求
し
た
こ
と
の
反
射
効
な
の
で
あ
る
が
、
自
然
法
論
は
、
こ
の
よ
う
な
要
求
に
関
連
し
て
、
次
の
よ
う
な
こ

と
を
行
っ
た
。

（
a
）  

制
定
さ
れ
る
べ
き
憲
法
の
内
容
と
し
て
、
個
人
の
権
利
及
び
集
団
の
権
利
と
し
て
の
国
民
の
権
利
の
保
障
、
国
民
代
表
の
国

政
参
加
、
権
力
分
立
な
ど
を
盛
り
こ
む
こ
と
を
要
求
し
た
）
55
（

。

（
b
）  

そ
も
そ
も
社
会
契
約
論
は
現
存
国
家
の
正
当
性
を
判
断
す
る
基
準
を
掲
げ
る
と
い
う
機
能
を
い
と
な
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
憲

法
契
約
が
独
自
の
意
義
を
も
つ
よ
う
に
な
る
と
、
憲
法
を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
や
、
如
何
な
る
憲
法
を
も
っ
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
を
現
存
国
家
の
正
当
性
の
判
断
基
準
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
）
56
（

（
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
、
特
に
一
九
世
紀
に

入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
）。
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（
c
）  

現
存
国
家
が
憲
法
を
未
だ
制
定
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
自
然
法
論
は
、
理
論
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
も
の
が
基
準
と

し
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
こ
の
基
準
を
適
用
し
て
国
家
の
具
体
的
措
置
の
合
法
性
・
違
法
性
の
判
断
を
発
表
し

た
（「
憲
法
の
代
わ
り
」
と
し
て
の
機
能
）
57
（

）。

3
．
ド
イ
ツ
的
合
意
原
理

憲
法
契
約
の
観
念
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
は
、
主
と
し
て
、
憲
法
制
定
に
関
す
る
合
意
原
理
は
契
約
、
し
か
も
君
主
（
支
配

者
）
と
国
民
と
の
間
の
契
約
と
し
て
、
構
成
さ
れ
た
。

（
1
） 

国
民
の
憲
法
制
定
権
力
の
行
使
に
よ
る
憲
法
制
定
と
い
う
構
成
の
可
能
性
も
あ
り
、
現
に
そ
の
よ
う
な
考
え
（
国
民
の
基
本
権
力

に
よ
る
国
家
基
本
法
の
制
定
）
を
と
っ
た
論
者
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
う
い
う
場
合
で
も
君
主
（
支
配
者
）
に
特
別
の
地
位

（
国
民
集
会
の
召
集
権
、
国
民
集
会
に
お
け
る
指
揮
権
）
が
認
め
ら
れ
た
り
、
憲
法
を
実
施
す
る
君
主
（
支
配
者
）
と
国
民
と
の
関
係
が
契

約
関
係
と
し
て
構
成
さ
れ
た
り
し
て
、
こ
の
論
理
は
貫
徹
さ
れ
な
か
っ
た
。

（
a
）  

貫
徹
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
ド
イ
ツ
で
は
、
君
主
（
支
配
者
）
の
特
別
の
地
位
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

（
b
）  

ま
た
、
契
約
と
し
て
構
成
し
た
ほ
う
が
双
方
当
事
者
を
拘
束
す
る
こ
と
が
で
き
、
と
り
わ
け
、
国
民
の
立
場
か
ら
考
え
て
、

君
主
（
支
配
者
）
を
拘
束
す
る
効
果
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
た
。

（
c
）  

ま
た
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
考
え
方
の
伝
統
と
し
て
、
人
格
の
二
元
性
（
も
の
ご
と
を
二
つ
の
人
格
の
対
向
関
係
と
し
て
捉
え

る
考
え
方
）
と
い
う
考
え
方
が
根
づ
い
て
い
て
、
こ
れ
も
契
約
と
い
う
思
想
と
結
び
つ
き
易
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
2
） 

契
約
と
い
う
構
成
を
と
る
と
し
て
も
、
す
べ
て
の
人
の
す
べ
て
の
人
と
の
契
約
と
い
う
構
成
も
あ
り
え
た
の
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
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で
は
、
そ
う
は
な
ら
ず
、
全
体
と
し
て
、
君
主
（
支
配
者
）
と
国
民
と
の
契
約
と
し
て
構
成
さ
れ
た
。

（
a
）  

す
べ
て
の
人
の
す
べ
て
の
人
と
の
契
約
と
い
う
構
成
を
と
っ
た
論
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
具
体
的
に

論
を
進
め
て
い
く
に
つ
れ
て
君
主
（
支
配
者
）
と
国
民
と
の
契
約
と
い
う
構
成
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
ペ
ー
リ
ッ

ツ
は
、
憲
法
契
約
が
す
べ
て
の
人
の
間
で
結
ば
れ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
お
き
な
が
ら
）
58
（

、
具
体
的
な
理
論
の
展
開
に
お
い
て

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
…
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
憲
法
契
約
に
お
い
て
、
二
つ
の
部
分
、
即
ち
、
君
主
と
国
民
と
が

二
つ
の
平
等
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
、
二
つ
の
同
権
・
同
義
務
の
道
徳
的
人
格
と
し
て
現
れ
る
か
ら
、
更
に
、
二
つ
の
部
分
は

同
じ
よ
う
に
憲
法
契
約
の
規
定
に
合
意
し
て
い
る
か
ら
…
。
…
け
だ
し
、
君
主
は
憲
法
契
約
に
お
い
て
は
国
民
と
同
じ
同
権
の

契
約
当
事
者
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
）
59
（

」。
或
い
は
、
ま
た
、
フ
レ
ー
ベ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
制
定
さ
れ
た
憲
法
の
形

成
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
理
論
に
し
た
が
え
ば
、
憲
法
契
約
に
関
与
し
た
最
初
の
当
事
者
、
即
ち
、
原
則
と
し
て
君
主
と
国
民

と
の
間
の
後
継
契
約
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
）
60
（

」。

こ
の
よ
う
に
な
る
の
も
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
君
主
に
特
別
の
地
位
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
た
め

で
あ
る
。

（
b
）  

社
会
契
約
論
の
な
か
に
服
従
契
約
と
い
う
要
素
が
残
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
憲
法
契
約
の
要
素
の
比
重
が
増
し
憲
法
契
約
が
前

面
に
押
し
出
さ
れ
た
と
し
て
も
、
結
局
二
つ
の
主
体
の
間
の
契
約
と
い
う
構
成
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
3
） 

立
憲
主
義
思
想
の
生
成
・
発
展
に
た
い
す
る
社
会
契
約
論
の
意
義
を
強
調
し
、
社
会
契
約
論
の
な
か
で
の
憲
法
契
約
論
の
意
義
を

強
調
す
る
ロ
ー
リ
ン
は
、
憲
法
契
約
が
中
心
的
地
位
を
占
め
る
に
い
た
っ
た
国
家
（
社
会
）
契
約
論
が
立
憲
主
義
的
憲
法
論
に
た
い
し
て
い

と
な
ん
だ
機
能
と
し
て
、
国
家
及
び
国
家
権
力
の
理
論
的
正
当
化
の
機
能
、
国
家
権
力
及
び
君
主
の
支
配
の
理
論
的
制
限
の
機
能
、（
憲
法

を
君
主
の
一
方
的
攻
撃
か
ら
護
る
と
い
う
意
味
で
の
）
憲
法
維
持
・
安
定
化
の
機
能
と
な
ら
ん
で
、
憲
法
制
定
過
程
を
説
明
し
、
立
憲
主
義

的
憲
法
制
定
の
妥
協
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
機
能
を
挙
げ
て
い
る
）
61
（

。
ロ
ー
リ
ン
は
そ
れ
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
契
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約
論
的
論
証
は
、
憲
法
の
成
立
に
少
な
く
と
も
二
つ
の
当
事
者
が
参
加
し
た
と
い
う
観
念
を
支
持
し
た
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
、
憲
法
が
妥

協
的
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
君
主
の
利
益
と
市
民
の
利
益
と
の
間
の
妥
協
を
は
か
ろ
う
と
す
る
構
造
を
も
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
支
持
し
た
（
こ
の
こ
と
は
、
憲
法
の
妥
当
要
求
、
安
定
化
要
求
を
下
支
え
し
た
）
62
（

）」。
即
ち
、
こ
こ
で
は
、
憲
法
契
約
が
君
主
と
国
民

と
の
間
で
結
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
憲
法
制
定
を
こ
の
よ
う
な
憲
法
契
約
に
も
と
づ
く
も
の
と
見
る
こ
と

が
当
時
の
ド
イ
ツ
の
現
実
に
マ
ッ
チ
し
、
且
つ
、
憲
法
を
定
着
さ
せ
る
の
に
役
立
っ
た
と
見
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
九
世
紀
初
頭
の
憲
法
が

実
際
上
契
約
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
欽
定
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
当
時
の
契
約
論
者
が
形
式
的
に
は
黙
示
の
契
約
を
援

用
し
て
欽
定
憲
法
を
肯
定
的
に
説
明
し
、
内
容
的
に
は
憲
法
が
国
民
の
権
利
を
承
認
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
憲
法
契
約
の
理
念
が
実
現
さ
れ
た

と
す
る
論
拠
で
欽
定
憲
法
を
肯
定
的
に
説
明
し
た
こ
と
を
紹
介
し
て
、
ロ
ー
リ
ン
は
憲
法
契
約
論
が
当
時
の
状
況
に
照
ら
し
て
み
て
も
維
持

さ
れ
う
る
と
し
て
い
る
）
63
（

。

（
4
） 

自
然
法
論
は
と
り
わ
け
そ
の
憲
法
契
約
論
に
よ
っ
て
憲
法
制
定
を
要
求
し
、
欽
定
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
現
実
に
制
定
さ

れ
た
憲
法
を
、
正
当
化
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
制
定
さ
れ
た
憲
法
の
説
明
は
、
自
然
法
的
憲
法
理
論
の
独
壇
場
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

一
八
三
〇
年
頃
を
境
と
し
て
自
然
法
論
は
新
し
く
登
場
し
て
き
た
有
機
体
思
想
に
憲
法
理
論
の
主
流
の
座
を
明
け
渡
す
に
い
た
っ
た
。
こ
れ

は
、
時
代
の
思
想
風
潮
が
、
一
般
的
・
抽
象
的
・
理
性
的
な
も
の
に
代
わ
っ
て
、
個
別
的
・
具
体
的
・
歴
史
的
な
も
の
を
尊
重
す
る
よ
う
に

な
り
、
ま
た
、
個
人
の
立
場
よ
り
は
全
体
の
立
場
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
有
機
体
思
想

の
ほ
う
で
も
、
そ
れ
ま
で
の
憲
法
に
た
い
す
る
消
極
的
・
拒
否
的
態
度
を
や
め
て
、
憲
法
に
た
い
し
て
協
調
的
・
調
和
的
と
な
り
、
要
す
る

に
立
憲
主
義
化
を
と
げ
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
）
64
（

。

そ
も
そ
も
、
有
機
体
思
想
は
、
国
家
及
び
国
家
権
力
の
統
一
性
の
強
調
、
元
首
の
地
位
の
強
調
、
身
分
的
編
成
の
重
視
、
国
家
全
体
を
貫

く
客
観
的
法
則
（
＝
国
民
全
体
の
利
益
の
実
現
）
の
支
配
の
信
奉
な
ど
を
特
徴
と
し
て
い
た
が
、
次
第
に
、
全
体
と
部
分
と
の
密
接
な
結
合

を
説
く
理
論
的
枠
組
み
の
な
か
で
部
分
の
ほ
う
に
重
点
を
移
す
よ
う
に
な
り
（「
全
体
な
け
れ
ば
部
分
な
し
」
か
ら
「
部
分
な
け
れ
ば
全
体
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な
し
」
へ
）、
ま
た
、
国
家
全
体
を
貫
く
客
観
的
法
則
に
つ
い
て
も
君
主
単
独
の
認
識
・
実
現
の
主
張
か
ら
、
君
主
と
議
会
と
の
共
同
作
業

に
よ
る
認
識
・
実
現
の
主
張
へ
と
、
重
点
を
移
す
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
な
る
と
、
国
民
代
表
議
会
を
設
置
し
て
い
る
立
憲
主
義
的
憲
法
と

親
和
的
で
あ
り
、
そ
の
う
え
、
君
主
主
義
原
理
を
基
本
原
理
と
し
て
い
る
ド
イ
ツ
型
憲
法
と
一
層
調
和
的
で
あ
っ
た
）
65
（

。

立
憲
主
義
化
し
た
有
機
体
思
想
に
お
い
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、
君
主
と
議
会
と
の
協
働
（Zusam

m
enw

irken

）
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
が

強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
代
表
的
な
有
機
体
論
者
で
あ
っ
た
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
は
、
立
憲
君
主
政
の
説
明
に
お
い

て
、
国
家
有
機
体
の
首
長
と
し
て
の
君
主
に
な
お
他
の
分
肢
に
た
い
す
る
優
越
的
地
位
を
認
め
、
且
つ
、
国
政
に
関
す
る
現
実
的
な
イ
ニ
シ

ア
テ
ィ
ブ
の
権
利
を
認
め
、
議
会
的
政
府
（
＝
議
院
内
閣
制
）
の
導
入
に
反
対
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
憲
法
及
び
法
律
の
制
定

に
首
長
と
分
肢
と
を
含
む
国
民
全
体
が
参
加
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
憲
法
制
定
に
関
し
て
は
、
欽
定
・
契
約
・
国
民
議
会
に
よ
る
一
方
的

制
定
の
そ
れ
ぞ
れ
を
不
可
と
し
、
首
長
の
指
導
の
下
で
の
す
べ
て
の
フ
ァ
ク
タ
ー
の
協
働
を
要
求
し
、
通
常
の
立
法
に
関
し
て
は
、
両
議
院

が
君
主
と
共
同
し
て
一
つ
の
立
法
権
を
も
つ
と
説
明
し
、
い
ず
れ
の
フ
ァ
ク
タ
ー
も
単
独
で
は
立
法
権
を
も
た
な
い
と
説
明
し
て
い
る
。
こ

の
説
明
は
、
議
会
の
地
位
の
引
き
揚
げ
を
主
眼
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
国
家
権
力
の
不
可
分
性
の
強
調
を
主
眼
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
は
、
国
家
権
力
の
不
可
分
性
の
強
調
の
た
め
に
は
、
君
主
に
よ
る
全
国
家
権
力
の
独
占
と
い
う
図
式
が
用
い
ら
れ
て
き

た
の
に
、
そ
う
し
な
い
で
、
君
主
と
議
会
へ
の
立
法
権
力
の
共
同
帰
属
と
い
う
図
式
を
打
ち
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
変
化
が
見
ら
れ
る
の

で
あ
る
）
66
（

。

こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
首
長
と
部
分
、
君
主
と
議
会
と
の
協
働
関
係
が
、
国
家
全
体
を
貫
く
客
観
的
法
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
協
働
と
い
う
こ
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
合
意
原
理
に
相
当
す
る
と
い
え
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
合
意
原

理
が
自
然
法
論
に
お
い
て
は
社
会
契
約
の
現
れ
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
有
機
体
思
想
に
お
い
て
は
、
合
意
原
理
に
相
当
す
る
協
働
原
理
は
客

観
的
法
原
則
の
現
れ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
5
） 

合
意
原
理
に
せ
よ
協
働
原
理
に
せ
よ
、
一
九
世
紀
七
〇
年
代
ま
で
の
ド
イ
ツ
憲
法
理
論
に
と
っ
て
、
君
主
と
そ
れ
以
外
の
も
の
と
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が
合
意
を
結
ぶ
、
或
い
は
協
働
す
る
と
い
う
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
点
、
協
働
と
い
う
場
合
、
君
主
と
そ
れ
以
外
の
も
の
と
い
う
こ

と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
合
意
と
い
う
場
合
、
既
述
の
如
く
、
全
員
が
全
員
と
合
意
を
結
ぶ
と
い
う
構
成
も
あ
り

え
た
け
れ
ど
も
、
一
九
世
紀
に
入
る
と
、
専
ら
君
主
と
そ
れ
以
外
の
も
の
と
の
合
意
と
し
て
構
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
抽
象
的
段
階
で

は
、
全
員
と
全
員
と
の
合
意
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
え
た
が
、
現
実
に
憲
法
が
制
定
さ
れ
、
運
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
段
階
で
は
、
君

主
と
そ
れ
以
外
の
も
の
と
の
合
意
に
収
斂
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
ド
イ
ツ
的
特
色
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。

（
6
） 

一
九
世
紀
七
〇
年
代
以
降
に
な
る
と
、
有
機
体
思
想
に
代
わ
っ
て
実
証
主
義
的
憲
法
学
が
憲
法
理
論
の
主
流
の
座
に
つ
い
た
。
実

証
主
義
的
憲
法
学
の
特
色
は
、
憲
法
問
題
を
法
人
と
し
て
の
国
家
の
意
思
発
動
の
問
題
と
し
て
捉
え
、
内
容
的
に
制
限
の
な
い
国
家
意
思
の

発
動
の
形
式
が
厳
格
に
遵
守
さ
れ
る
こ
と
を
追
求
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
国
民
の
合
意
に
も
と
づ
く
国
政
運
営
と
か
、
君
主
と
議
会
と
の
協

働
に
よ
る
国
政
運
営
と
い
う
よ
う
な
実
質
的
な
も
の
を
憲
法
学
の
な
か
に
持
ち
こ
ま
な
い
と
こ
ろ
に
反
面
の
特
色
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
実

証
主
義
的
憲
法
学
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
お
い
て
、
議
会
の
法
律
発
案
権
の
保
障
、
議
会
の
法
律
承
認
権
の
尊
重
、
議
会
の
予
算
承
認
権
の

尊
重
な
ど
を
通
じ
て
、
国
政
に
た
い
す
る
議
会
の
影
響
力
が
高
め
ら
れ
た
段
階
を
固
定
化
し
、
そ
れ
を
国
家
意
思
の
形
式
に
即
し
て
論
究
す

る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
は
、
君
主
と
議
会
と
の
関
係
を
国
家
機
関
相
互
の
関
係
と
し
つ
つ
、
引
き
揚
げ
ら
れ
た
議
会
の
地
位
を
確
保

す
る
機
能
を
い
と
な
ん
だ
）
67
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
実
証
主
義
的
憲
法
学
は
、
実
質
的
に
見
れ
ば
、
憲
法
・
法
律
の
制
定
・
改
廃
に
は
議
会
の
同
意
が

必
要
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
の
合
意
原
理
の
維
持
・
確
保
に
貢
献
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
実
証
主
義
的
憲
法
学
は
国
政
運

営
に
お
け
る
合
意
原
理
の
進
展
に
貢
献
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
実
質
的
に
見
れ
ば
、
実
証
主
義
的
憲
法
学
は
、
国
政
運
営
に
お
け
る
合
意

の
形
成
が
議
会
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
下
に
行
わ
れ
る
方
向
で
の
積
極
的
提
案
を
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
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Ⅳ
．
ド
イ
ツ
憲
法
の
普
遍
性
と
特
殊
性

1
．
ド
イ
ツ
憲
法
の
普
遍
性
と
特
殊
性

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
立
憲
主
義
的
憲
法
が
制
定
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
議
会
が
設
置
さ
れ
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
合
意
に
も
と
づ
く
国
政
運

営
と
い
う
こ
と
が
国
政
運
営
の
基
礎
と
さ
れ
、
そ
れ
に
反
す
る
こ
と
が
非
難
さ
れ
、
そ
れ
に
合
致
す
る
こ
と
が
賞
賛
さ
れ
た
。
こ
の
点
で

は
、
ド
イ
ツ
憲
法
も
他
の
国
々
の
憲
法
と
共
通
の
普
遍
性
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
合
意
は
、
他
の
国
々
の

憲
法
の
場
合
、
す
べ
て
の
人
が
平
等
な
立
場
に
お
い
て
相
互
的
に
合
意
を
形
成
す
る
の
と
は
違
っ
て
、
基
本
的
に
、
君
主
と
い
う
特
別
の
地

位
を
も
っ
て
い
る
も
の
と
そ
れ
以
外
の
も
の
（
＝
国
民
）
と
の
間
の
合
意
と
し
て
理
解
さ
れ
、
ま
た
、
こ
の
理
解
に
し
た
が
っ
て
国
政
運
営

が
行
わ
れ
た
。
こ
の
点
に
ド
イ
ツ
憲
法
の
特
殊
性
が
あ
っ
た
。

2
．
ド
イ
ツ
的
特
殊
性
の
原
因

（
1
） 

合
意
原
理
が
常
に
初
め
か
ら
特
別
の
地
位
を
認
め
ら
れ
た
君
主
と
そ
れ
以
外
の
も
の
と
の
契
約
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
合
意
形
成
に
関
し
て
君
主
に
特
別
の
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
、
特
殊
性
の
原
因
が
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
は
、
結
局
、
三
月
革
命
の
失
敗
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
保
守
的
勢
力
に
支
え
ら
れ
た
君
主
の
権
力
が
強
大
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
抗

す
べ
き
市
民
階
級
の
政
治
力
が
弱
か
っ
た
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
た
）
68
（

。
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（
2
） 

合
意
原
理
の
弾
力
的
理
解
・
運
用
の
欠
如

（
a
）  

合
意
原
理
を
弾
力
的
に
理
解
・
運
用
す
れ
ば
、
君
主
の
同
意
の
要
素
を
形
式
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
に
、
そ
こ

ま
で
ふ
み
こ
ん
だ
こ
と
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
大
臣
任
免
に
つ
い
て
、
君
主
の
任
免
権
を
形
式
的
な
も
の
と
し
て
捉

え
、
議
会
の
決
定
を
君
主
が
承
認
す
る
と
い
う
形
で
合
意
原
理
が
成
立
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
こ
ま
で
の
ふ
み
こ
み
は
行
わ

れ
な
か
っ
た
。

（
b
）  

一
九
世
紀
自
然
法
論
に
お
け
る
人
格
の
二
元
性
の
固
執
、
有
機
体
思
想
に
お
け
る
君
主
の
元
首
と
し
て
の
特
別
の
地
位
の
固

執
、
実
証
主
義
的
憲
法
学
に
お
け
る
形
式
的
な
も
の
の
固
執
が
、
こ
れ
ら
の
理
論
か
ら
合
意
原
理
の
弾
力
的
理
解
能
力
を
奪
っ

た
。

（
c
）  

一
九
世
紀
前
半
に
お
い
て
議
会
の
独
立
し
た
活
動
を
否
定
す
る
名
目
と
し
て
最
大
限
活
用
さ
れ
た
君
主
主
義
原
理
の
意
味
転

換
を
行
っ
て
、
君
主
主
義
原
理
と
立
憲
主
義
と
を
対
抗
関
係
に
お
く
の
を
や
め
て
、
君
主
主
義
原
理
を
議
会
主
義
原
理
と
の
対

抗
関
係
に
お
い
て
ド
イ
ツ
諸
国
が
議
院
内
閣
制
を
導
入
す
る
の
を
防
ご
う
と
し
た
フ
リ
ー
ト
リ
ヒ
・
ユ
リ
ウ
ス
・
シ
ュ
タ
ー
ル

の
理
論
の
影
響
力
が
強
か
っ
た
）
69
（

。
シ
ュ
タ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
議
会
主
義
原
理
と
君
主
主
義
原
理
と
が
原
理
的
に
異
な
っ
た
も

の
と
し
て
対
置
さ
れ
、
運
用
に
よ
っ
て
議
会
主
義
原
理
に
移
行
す
る
可
能
性
が
否
定
さ
れ
て
い
た
。
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注

（
1
） 

例
え
ば
、R

ainer W
ahl, Verfassungsstaat, E

uropäisierung, Internationalisierung, Suhrkam
p, 2003, S. 313.

（
2
） 

プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、E

rnst R
udolf H

uber, D
eutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, B

d. 3, N
achdruck der 

2. A
ufl. von 1970, Verlag W

. K
ohlham

m
er, 1978, S. 35

―53.

（
3
） H

uber

（A
nm

. 2

）, S. 33 f.

（
4
） H

uber

（A
nm

. 2

）, S. 306 f.

（
5
） H

uber

（A
nm

. 2

）, S. 309 f.

（
6
） E

rnst R
udolf H

uber

（H
g.

）, D
okum

ente zur deutschen Verfassungsgeschichte, B
d. 2, 3. A

ufl., Verlag W
. K

ohlham
m

er, 1986, S. 

102.

（
7
） 

プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
争
議
の
経
過
に
つ
い
て
は
、H

uber
（A

nm
. 2

）, S. 275

―369.

（
8
） 

例
え
ば
、R

ainer W
ahl, D

er K
onstitutionalism

us als B
ew

egungsgeschichte, in: U
lrike M

üßig

（H
g.

）, K
onstitutionalism

us und 

Verfassungskonflikt, M
ohr Siebeck, 2006, S. 222 f.

（
9
） H

uber

（A
nm

. 2

）, S. 368. 

こ
れ
に
た
い
し
て
、
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
は
、
ビ
ス
マ
ル
ク
は
当
時
の
政
治
状
況
の
な
か
で
は
君
主
主
義
原
理
を
貫
徹

す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
免
責
法
案
を
提
出
し
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
君
主
主
義
原
理
を
貫

徹
で
き
な
か
っ
た
以
上
君
主
主
義
原
理
に
立
脚
す
る
立
憲
君
主
政
は
そ
の
存
立
の
根
拠
を
失
っ
て
い
た
と
見
る
。E

rnst-W
olfgang B

öckenförde, 

D
er Verfassungstyp der deutschen konstitutionellen M

onarchie im
 19. Jahrhundert, in: D

ers.

（H
g.

）, M
oderne deutsche 

Verfassungsgeschichte

（1815

―1918

）, K
iepenheuer &

 W
irtsch, 1972, S. 157 f.  

こ
れ
は
、
憲
法
を
も
っ
て
一
つ
の
決
断
の
所
産
と
見
る

か
、
種
々
の
立
場
の
調
整
の
産
物
と
見
る
か
の
違
い
で
あ
る
。

（
10
） 

ハ
ノ
ー
バ
ー
憲
法
争
議
の
経
過
に
つ
い
て
は
、E

rnst R
udolf H

uber, D
eutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, B

d. 2, N
achdruck der 
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2. A
ufl. von 1968, Verlag W

. K
ohlham

m
er, 1975, S. 91

―115.
（
11
） H

uber

（A
nm

. 10

）, S. 95.
（
12
） H

uber

（A
nm

. 10

）, S. 114 f.

（
13
） G

erhard D
ilcher, Zum

 Verhältnis von Verfassung und Verfassungstheorie im
 frühen K

onstitutionalism
us, in: G

. K
leinheyer/P. 

M
ikat

（H
g.

）, B
eiträge zur R

echtsgeschichte: G
edächtnisschrift für H

erm
an C

onrad, Ferdinand Schöningh, 1979, S. 73.

（
14
） D

ilcher

（A
nm

. 13

）, S. 78 f.

（
15
） 

第
一
波
の
憲
法
制
定
に
つ
い
て
は
、D

ieter G
rim

m
, D

eutsche Verfassungsgeschichte 1776

―1866, Suhrkam
p, 1988, S. 71 ff.

（
16
） E

lisabeth Fehrenbach, Verfassungsstaat und N
ationsbildung 1815

―1871, R
. O

ldenbourg Verlag, 1992, S. 3.  

バ
ー
デ
ン
に
つ
い
て
、

R
obert G

oldschm
it, G

eschichte der badischen Verfassungsurkunde 1818

―1918, B
raunsche H

ofbuchdruckerei, 1918, S. 26.

（
17
） E

rnst R
udolf H

uber, D
eutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, B

d. 1, N
achdruck der 2. A

ufl. von 1967, Verlag W
. K

ohlham
m

er, 

1975, S. 73.

（
18
） H

uber

（A
nm

. 17

）, S. 73.

（
19
） H

uber

（A
nm

. 17

）, S. 73.

（
20
） G

rim
m

（A
nm

. 15

）, S. 72.

（
21
） D

iethelm
 K

lippel, Politische Freiheit und Freiheitsrechte im
 deutschen N

aturrecht des 18. Jahrhunderts, Ferdinand Schöningh, 

1976, S. 184 ff.

（
22
） K

lippel

（A
nm

. 21

）, S. 187.

（
23
） D

ie A
nfänge des K

onstitutionalism
us in D

eutschland: Texte deutscher Verfassungsentw
ürfe am

 E
nde des 18. Jahrhunderts, 

H
rsg. und m

it einer E
inleitung von H

orst D
ippel, K

eip Verlag, 1991.  

本
書
に
お
い
て
デ
ィ
ッ
ペ
ル
は
、
当
時
の
憲
法
に
関
す
る
討
議
の

状
況
を
解
説
し
、
自
由
民
主
的
な
憲
法
運
動
は
一
八
四
八
／
四
九
年
に
始
ま
る
の
で
は
な
く
、
一
八
〇
〇
年
頃
に
始
ま
る
と
し
た
う
え
で
、
当

時
出
さ
れ
た
憲
法
草
案
を
収
録
し
て
い
る
。

（
24
） G

rim
m

（A
nm

. 15

）, S. 59.

（
25
） G

rim
m

（A
nm

. 15

）, S. 69 f.
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（
26
） H

uber

（A
nm

. 17

）, S. 318; Jan R
olin, D

er U
rsprung des Staates, M

orh Siebeck, 2005, S. 137, 146 ff.
（
27
） 
南
ド
イ
ツ
諸
国
の
憲
法
に
は
、
明
文
の
規
定
と
し
て
君
主
主
義
原
理
が
盛
り
こ
ま
れ
て
い
た
。
例
え
ば
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
第
二
章
第
一
条
は
次

の
よ
う
な
文
言
か
ら
成
っ
て
い
た
。「
国
王
は
国
家
の
元
首
で
あ
っ
て
、
国
家
権
力
の
す
べ
て
を
そ
の
一
身
に
統
合
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら

を
国
王
が
決
定
し
、
こ
の
憲
法
典
の
な
か
に
盛
り
こ
ん
だ
規
定
に
し
た
が
っ
て
行
使
す
る
」。
こ
の
君
主
主
義
原
理
の
意
味
は
必
ず
し
も
明
確
で

は
な
か
っ
た
。
最
初
の
う
ち
は
、
ド
イ
ツ
同
盟
の
ほ
う
で
ウ
ィ
ー
ン
最
終
議
定
書
第
五
七
条
に
「
自
由
都
市
を
除
い
て
、
ド
イ
ツ
同
盟
は
主
権

的
君
主
た
ち
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
か
ら
生
ず
る
基
本
概
念
に
も
と
づ
い
て
、
す
べ
て
の
国
家
権
力
は
国
家
元
首
の
下
に
と

ど
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
主
権
者
は
特
定
の
権
利
の
行
使
に
際
し
て
の
み
議
会
の
参
与
を
受
け
る
よ
う
に
議
会
的
憲
法

に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
文
言
を
盛
り
こ
ん
で
、
こ
の
文
言
が
表
現
す
る
君
主
主
義
原
理
を
ド
イ
ツ
同
盟
の
基
本
方
針
と

し
て
そ
の
遵
守
を
加
盟
各
国
に
義
務
づ
け
、
こ
う
し
た
方
法
で
加
盟
各
国
の
憲
法
に
含
ま
れ
て
い
る
君
主
主
義
原
理
の
解
釈
を
指
導
し
た
。
そ

し
て
ド
イ
ツ
同
盟
は
一
八
三
〇
年
代
ま
で
は
加
盟
各
国
の
議
会
が
独
立
し
た
動
き
を
す
る
の
を
お
さ
え
る
た
め
の
名
目
と
し
て
君
主
主
義
原
理

を
用
い
た
。
し
か
し
、
一
九
世
紀
の
後
半
に
な
る
と
、
君
主
主
義
原
理
の
解
釈
に
ド
イ
ツ
同
盟
が
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。

ド
イ
ツ
諸
国
の
憲
法
に
共
通
の
理
解
（
＝
一
般
ド
イ
ツ
憲
法
学
）
と
し
て
は
、
権
限
の
推
定
規
定
と
し
て
抑
制
的
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
た
だ
し
、
君
主
主
義
原
理
は
一
九
世
紀
後
半
に
は
政
治
的
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
援
用
さ
れ
た
。
即
ち
、
議
院
内
閣
制
の
導
入
を
防
ぐ

た
め
の
名
目
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。

（
28
） 

二
元
主
義
的
体
制
と
い
う
の
は
、
君
主
・
政
府
と
国
民
・
議
会
と
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
対
向
し
て
い
る
体
制
で
あ
る
。
し

か
し
、
二
つ
の
フ
ァ
ク
タ
ー
が
同
じ
比
重
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
憲
法
上
は
君
主
・
政
府
の
方
に
大
き
な
比
重
が
か
け
ら
れ
て
い
た
。

更
に
憲
法
が
定
め
て
い
る
以
上
に
一
方
が
他
方
の
比
重
を
低
下
さ
せ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
時
は
二
元
主
義
体
制
が
そ
れ
を
防
ぐ
機

能
を
い
と
な
む
。
一
九
世
紀
前
半
に
お
い
て
は
、
二
元
主
義
体
制
は
君
主
・
政
府
に
よ
る
議
会
の
独
立
性
の
否
定
の
動
き
を
封
ず
る
機
能
を
い

と
な
み
、
一
九
世
紀
後
半
に
は
、
二
元
主
義
体
制
は
議
院
内
閣
制
の
導
入
を
お
さ
え
る
機
能
を
い
と
な
ん
だ
。
ま
た
、
一
九
世
紀
の
前
半
に
お

い
て
、
議
会
が
政
権
を
自
ら
担
当
す
る
用
意
も
見
込
み
も
な
い
の
で
、
専
ら
政
府
の
批
判
・
攻
撃
を
事
と
す
る
態
度
を
も
っ
て
二
元
主
義
的
と

評
す
る
こ
と
が
あ
る
。

（
29
） W

ahl

（A
nm

. 8

）, S. 199 ff.

（
30
） M

artin K
irsch, M

onarch und P
arlam

ent im
 19. Jahrhundert: D

er m
onarchische K

onstitutionalism
us als europäischer 
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Verfassungstyp: Frankreich im
 Vergleich, Vandenhoeck &

 R
uprecht, 1999, S. 386 ff.

（W
ahl [A

nm
. 8], S. 206

に
よ
る
）

（
31
） W

ahl

（A
nm

. 8

）, S. 203.
（
32
） W

ahl
（A

nm
. 8

）, S. 218.

（
33
） 

こ
こ
で
はD

ie K
lassiker des Völkerrechts, B

d. III 

と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
、W

ilhelm
 E

urer 

の
ド
イ
ツ
語
訳
（J. C

. B
. M

ohr, 1959

）

に
よ
る
。

（
34
） 

例
え
ば
ホ
フ
マ
ン
の
指
摘
。H

asso H
ofm

ann, R
echt

―Politik

―Verfassung: Studien zur G
eschichte der politischen Philosophie, 

A
lfred M

etzer Verlag, 1986, S. 278.

（
35
） E

m
er de Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle, D

eutsche Ü
bersetzung von W

ilhelm
 E

urer, J. C
. B

. M
ohr, 

1959, S. 40 f.

（
36
） Vattel

（A
nm

. 35

）, S. 44.

（
例
え
ば
、G

erald Stourzh, Vom
 W

iderstandsrecht zur Verfassungsgerichtsbarkeit, G
raz, 1974, S. 15 f. 

の

指
摘
）

（
37
） Vattel

（A
nm

. 35

）, S. 41.

（
38
） Vattel

（A
nm

. 35

）, S. 41.

（
39
） Vattel

（A
nm

. 35

）, S. 41.

（
40
） Vattel

（A
nm

. 35

）, S. 41.

（
41
） Vattel

（A
nm

. 35

）, S. 43.

（
42
） Vattel

（A
nm

. 35

）, S. 43.

（
43
） Vattel

（A
nm

. 35

）, S. 43 f.

（
44
） H

einz M
ohnhaupt, Verfassung

（I

）, in: O
. B

runner/W
. C

onze/R
. K

oselleck

（H
g.

）, G
eschichtliche G

rundbegriffe, B
d. 6, K

lett-

C
otta, 1990, S. 859.

（
45
） 

以
上
に
つ
い
て
、H

isao K
uriki, D

er G
edanke des Volkes im

 deutschen N
aturrecht des 18. Jehrhunderts, in: ders., B

eiträge zur 

G
eschichte der deutschen Staatsrechtsw

issenschaft: G
edanke des Volkes in der deutschen Staatsrechtsw

issenschaft, Seibundo, 

2009, S. 87 ff. 

参
照
。
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（
46
） 

以
上
に
つ
い
て
、K

uriki

（A
nm

. 45

）, S. 99 ff. 

参
照
。

（
47
） 
以
上
に
つ
い
て
、K

uriki

（A
nm

. 45

）, S. 106 ff. 

参
照
。

（
48
） 
以
上
に
つ
い
て
、K

uriki

（A
nm

. 45

）, S. 113 ff. 

参
照
。

（
49
） K

lippel
（A

nm
. 21

）, S. 68, 114 ff., 119 ff., 124 ff.

（
50
） K

uriki
（A

nm
. 45
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olin

（A
nm

. 26
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olin
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nm
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い
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lippel
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（
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olin
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）, S. 138 ff., 143.

（
57
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olin

（A
nm

. 26

）, S. 143; K
lippel

（A
nm
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）, S. 184 ff.

（
58
） K

arl H
einrich Ludw

ig Pölitz, D
ie Staatsw

issenschaften im
 Lichte unsrer Zeit, 1. Teil, 2. A

ufl., J. C
. H

irichssche B
uchhandlung, 

1827, S. 112.

（
59
） K

arl H
einrich Ludw

ig P
ölitz, D

as constitutionelle Leben, nach seinen F
orm

en und B
edingungen, H

ahn ’schen Verlags-

B
uchhandlung, 1831, S. 59.

（
60
） R

olin

（A
nm

. 26

）, S. 144

に
よ
る
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（
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） R
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）, S. 141 ff.
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） R

olin
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）, S. 145.
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） R

olin
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）, S. 146 ff.

（
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olin

（A
nm

. 26

）, S. 153 ff., 218 ff.; K
uriki

（A
nm

. 45

）, S. 169 f.

（
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） 

栗
城
壽
夫
『
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
憲
法
理
論
の
研
究
』（
信
山
社
、
一
九
九
七
年
）、
一
九
六
―
二
〇
六
頁
、
三
〇
五
―
三
三
五
頁
。

（
66
） 

栗
城
・
前
掲
注（
65
）、
一
三
〇
頁
、
二
〇
一
―
二
〇
二
頁
。
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（
67
） 

栗
城
・
前
掲
注（
65
）、
四
六
七
―
五
〇
五
頁
。

（
68
） 
例
え
ば
、T

hom
as E

llw
ein, D

as E
rbe der M

onarchie in der deutschen Staatskrise, Isar Verlag, 1954, S. 142.

（
69
） 
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
シ
ュ
タ
ー
ル
が
憲
法
の
精
神
に
適
合
し
な
い
ほ
ど
に
高
度
に
保
守
的
で
あ
っ
た
こ
と
、
シ
ュ
タ
ー
ル
の
理
論
構
成
が
立
憲
主
義
の

枠
内
で
許
さ
れ
る
発
展
を
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
狭
め
た
こ
と
、
議
会
が
ノ
ー
マ
ル
な
政
治
的
発
展
の
枠
内
で
立
憲
主
義
の
修
正
な
い
し
内
部
的

変
種
と
し
て
達
成
し
え
た
こ
と
を
シ
ュ
タ
ー
ル
が
体
制
破
壊
的
と
断
罪
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。W

ahl

（A
nm

. 8

）, S. 225. 

シ
ュ
タ
ー
ル
の

理
論
に
つ
い
て
は
、Friedrich Julius Stahl, D

as m
onarchische Prinzip: E

ine staatsrechtlich-politische A
bhandlung, 1845; E

llw
ein

（A
nm

. 68

）, S. 82
―93 

参
照
。
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