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キ
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モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
権
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立
論

H

モ
ソ
テ
ス
キ
ュ
ー
と
イ
ギ
リ
ス
と
の
関
係

ロ
モ
ン
テ
ス
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ュ
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と
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の
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四
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
以
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の
権
力
分
立
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五

、

あ

と

が

き

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
権
力
分
立
論
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一c
 

こ
れ
ま
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
は
じ
め
、
聖
ト
ー
マ
ス
、

権
力
分
立
論
の
史
的
考
察

ボ
ー
ダ
ン
、

権
力
分
立
論
の
史
的
考
察
（
二
）

ホ
ッ
ブ
ス
、

の
で
あ
る
が
、
権
力
分
立
の
優
れ
た
公
式
を
見
出
す
た
め
に
は
、
何
と
い
っ
て
も
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

藤
ロ
ッ
ク
等
々
の
権
力
分
立
論
に
つ
い
て
み
て
き
た

本
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嗣
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を
訪
れ
、

一
七
二
八

権
力
分
立
論
の
史
的
考
察

り
、
ま
た
、
こ
の
理
論
に
関
し
て
は
、

モ
ソ
テ
ス
キ
ュ
．
ー
の
名
は
厳
然
と
し
て
そ
の
座
を
確
保
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

モ
ソ
テ
ス
キ
ュ
ー

(
C
h
a
r
l
e
s
d
e
 S
e
c
o
n
d
a
t
 d
e
 M
o
n
t
e
s
q
u
i
e
u
,
 1
6
8
9ー

1
7
5
5
)

は、

の
ラ
・
プ
レ
ー
ド
館
で
法
服
貴
族
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、

一
七
一
四
年
同
院
判
事

(
C
o
n
-

一
七
一
六
年
同
院
院
長

(
p
r
e
s
i
d
e
n
t
a
 mo
r
t
i
e
r
)

を
歴
任
し
た
。

seiller 
a
u
 p
a
r
l
e
m
e
n
t
 d
u
 B
o
r
d
e
a
u
x
)
、

て
、
彼
は
非
常
な
勤
勉
家
で
あ
り
、
立
派
な
役
職
者
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
「
私
は
書
物
を
著
す
奇
癖
が
あ
る
。
」
と
彼
自
身
云
っ
て

い
る
よ
う
に
、
彼
は
、
そ
の
間
に
お
い
て
も
常
に
学
問
上
の
機
会
を
も
つ
こ
と
を
心
掛
け
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
同
年
(
-
七
一
六
年
）
I

ボ
ル
ド
ー
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー

紙」

(
L
e
t
t
r
e
s
.
P
e
r
s
a
n
e
s
,
1
7
2
1
)
 

ま
で
行
き
、

は
、
絶
対
王
政
下
の
政
治
社
会
を
鋭
く
風
刺
し
た
全
く
無
名
の
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
好

評
を
博
し
、
彼
の
文
名
を
高
め
る
結
果
と
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
時
、
自
由
を
好
ん
だ
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
旅
行
す
る
こ
と
を
思
い
立

っ
た
。
そ
の
動
機
と
い
う
の
は
、

L
e
t
t
r
e
s
P
e
r
s
a
n
e
s
が
成
功
し
た
の
で
、
未
だ
見
た
こ
と
も
な
い
国
に
つ
い
て
の
書
物
を
書
き
続
け
よ

う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
の
大
志
・
非
常
な
好
奇
心
・
知
的
誠
実
さ
と
い
う
性
癖
か
ら
、
そ
の
啓
蒙
し
よ
う
と
す
る
大
き
な
主
題
に

近
ず
く
前
に
、
そ
れ
の
準
備
の
不
充
分
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
、
そ
れ
を
補
う
た
め
に
、
数
年
の
長
期
旅
行
を
企
て
た
の
で
あ
る
。
こ
の
旅

行
に
は
可
成
り
調
子
の
狂
っ
た
旅
程
が
く
ま
れ
て
い
る
。

モ
ソ
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
先
ず
最
初
に
、

フ
ロ
ー
レ
ン
ス
、

ナ
ま
で
半
島
を
遡
っ
た
。
そ
こ
か
ら
ア
ル
プ
ス
を
横
断
し
て
イ
ン
ス
ブ
ル
グ
に
行
き
、

ウ
ィ
ー
ン
に
行
き
、
次
に
ハ
ン
ガ
リ
ー

イ
ン
ス
プ
ル
グ
か
ら
ラ
イ
ン
河
を
船
で
オ
ラ
ン
ダ

オ
ラ
ソ
ダ
か
ら
チ
ェ
ス
ク
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
卿
の
ヨ
ッ
ト
で
イ
ギ
リ
ス
に
渡
っ
て
い
る
。
こ
の
チ
ェ
ス
ク
ー
フ
ィ
ル
ド
卿
と
の

出
会
い
が
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
イ
ギ
リ
ス
観
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、

ロ
ン
バ
リ
ジ
ア
乎
原
、
ミ
ラ
ノ
を
通
っ
て
ヴ
ェ
ニ
ス
に
戻
り
、

ロ
ー
マ
、

ナ
ボ
リ
を
訪
ね
、
続
い
て
ヴ
ェ
ロ

(
A
c
a
d
e
r
n
i
e
 d
e
 B
o
r
d
e
a
u
x
)

に
入
り
自
然
科
学
を
研
究
し
て
い
る
。
彼
の
処
女
作
「
ペ
ル
ツ
ャ
人
の
手

こ
れ
ら
の
職
に
あ
っ

一
七

0
八
年
ボ
ル
ド
ー
高
等
法
院
弁
護
士
、

一
六
八
九
年
一
月
一
八
日
に
ボ
ル
ド
ー
近
郊

六
八
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度
こ
の
よ
い
時
期
に
で
て
、

ギ
リ
ス
と
の
間
の
学
問
上
の
関
係
が
緊
密
で
あ
っ
て
、
殊
に
、

影
響
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
見
逃
し
難
い
。
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
は
、

ィ
レ
、ー

ヒ
ュ
ー
ム
、

時
期
に
あ
た
り
、
こ
れ
ら
の
理
論
が
、

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ミ
ル
、
プ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
、
ベ
ン
ク
ム
等
々
の
学
者
が
輩
出
し
、
革
命
的
理
論
を
提
唱
し
て
い
た

（註
2
)

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
実
践
的
効
果
を
も
ち
つ
つ
あ
っ
た
時
で
あ
っ
た
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
丁

フ
ラ
ン
ス
と
イ
ギ
リ
ス
と
の
架
橋
を
な
す
役
割
を
果
し
た
と
い
え
よ
う
。
同
時
に
、

て
彼
の
イ
ギ
リ
ス
に
対
す
る
観
察
を
非
常
に
容
易
に
し
た
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
チ
ェ
ス
ク
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
卿
と
い
う
優
れ
た
指
導
者
に

師
事
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
、

権
力
分
立
論
の
史
的
考
察

イ
ギ
リ
ス
の
政
治
精
神
に
殊
に
感
心
の
深
か
っ
た
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
、
そ
の
精
神
の
生
来
の
強
壮
さ

と
イ
ギ
リ
ス
諸
制
度
の
歴
史
的
研
究
を
有
り
の
儘
に
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

前
述
し
た
よ
う
に
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、

年
か
ら
二
九
年
に
亙
っ
て
欧
州
を
旅
行
し
、

ー
ド
館
に
閉
じ
寵
り
、
旅
行
で
得
た
体
験
を
整
理
す
る
た
め
の
仕
事
に
と
り
か
か
っ
た
。
そ
の
間
に
も
、
楽
し
み
の
一
っ
と
し
て
、

ム
・
デ
ィ
フ
ォ
ン
、

り
論
文
を
、

一
七
二
九
年
か
ら
三
一
年
ま
で
イ
ギ
リ
ス
で
そ
の
社
会
を
研
究
し
た
。
帰
国
後
、
ラ
・
プ
レ

マ
ダ
ム
・
ゲ
フ
ェ
リ
ン
、

「
ロ
ー
マ
人
盛
衰
原
因
論
」

(
C
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
s
s
u
r
 les 
c
a
u
s
e
s
 d
e
 la 
g
r
a
n
d
e
u
r
s
 et 
d
e
 la 
d
e
c
a
d
e
n
c
e
 d
e
s
R
o
m
a
i
n
s
)

と
い
う

補
足
す
る
論
文
と
し
て
「
法
の
精
神
の
擁
護
」

(
D
e
f
e
n
s
e
d
e
 l'Esprit 
d
e
s
 L
o
i
s
)

を
公
刊
し
て
い
る
。

既
に
六
十
過
ぎ
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
仕
事
は
極
度
に
彼
の
健
康
を
衰
弱
さ
せ
、

（註
1
)

り
旅
行
を
し
て
い
る
時
、
肺
炎
の
た
め
。
ハ
リ
で
そ
の
生
涯
を
閉
じ
た
。

一
七
二
九
年
一

Q
月
に
イ
ギ
リ
ス
に
遊
学
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
に
は
フ
ラ
ン
ス
と
イ

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル

(
V
o
l
t
a
i
r
e
1
6
9
4
~
 17
7
8
)

や
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
る

ボ
リ
ン
グ
プ
ロ
ー
ク
、

コ
リ
ン
ズ
、

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
以
上
に
、

六
九

フ
ラ
ン
ス
の
た
め
に
イ
ギ
リ
ス
か

シ
ャ
フ
ッ
ペ
リ
イ
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
を
し

マ
ン
ド
ヴ

一
七
五
五
年
二
月
一

0
日
に
、

い
つ
も
の
通

し
か
し
、
彼
も
こ
の
時
に
は

一
七
四
八
年
に
彼
の
代
表
作
「
法
の
精
神
」

(l9
炉
prit

d
e
s
 
L
o
i
s
)

を
、
さ
ら
に
、

一
七
五

0
年
に
は
「
法
の
精
神
」
を

マ
ダ
ム
・
テ
ン
シ
ソ
等
々
の
パ
リ
在
住
の
友
達
を
訪
ね
て
い
る
。
彼
は
、

一
七
三
四
年
に

マ
ダ
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゜
4
ノ

権
力
分
立
論
の
史
的
考
察

命
的
無
分
別
を
避
け
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
か
ら
自
己
の
結
論
を
得
よ
う
と
努
力
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
モ
ソ
テ
ス

キ
ュ
ー
は
、

イ
ギ
リ
ス
の
制
度
や
風
習
を
鋭
く
観
察
し
て
は
い
る
が
、

い
て
で
あ
り
、
こ
の
分
野
に
お
い
て
、

こ
の
よ
う
な
観
点
に
た
っ
て
、

こ
の
意
味
で
、

ペ
ニ
ン
ト
ソ
、

的
と
し
て
、

一
八
世
紀
哲
学
の
形
而
上
的
悪
癖
を
完
全
に
忌
避
し
、
同
様
に
、
非
宗
教
的
革

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
影
響
を
受
け
た
の
は
特
に
公
法
の
分
野
に
お

（註
3
)

イ
ギ
リ
ス
の
政
治
的
特
性
を
観
念
と
し
て
で
は
な
く
、
現
実
の
も
の
と
し
て
把
握
し
た
の
で
あ
り
、

イ
ギ
リ
ス
憲
法
上
の
多
く
の
機
構
を
称
讃
し
、
そ
こ
か
ら
自
由
な
統
治
形
態
を
収
得
し
た
の
で
あ
っ
て
、

イ
ギ
リ
ス
に
関
す
る
「
法
の
精
神
」
の
各
章
は
、
歴
史
上
の
地
に
お
い
て
発
見
さ
れ
た
非
常
に
意
義
深
き
も
の
と
云
え
よ

そ
れ
で
は
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
称
讃
し
た
自
由
な
統
治
形
態
と
い
う
の
は
イ
ギ
リ
ス
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
発
展
し
た
の
か
。
理
論
上
、

（註
4
)

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
伝
統
的
に
、
国
家
理
論
と
し
て
混
合
政
体
論
が
展
開
さ
れ
、
半
田
教
授
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
プ
ッ
シ
ャ
ナ
ソ
、

力
分
割
論
の
果
し
た
役
割
は
大
き
い
。
し
か
し
、

ロ
ッ
ク
、

ボ
リ
ン
グ
プ
ロ
ー
ク
、
プ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
等
々
の
権

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
を
し
て
、
こ
の
一
般
原
則
の
発
見
に
ま
で
導
い
た
の
は
、
彼
が
発
展

さ
せ
た
も
の
に
類
似
す
る
と
惟
わ
れ
る
原
則
を
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
学
ん
だ
以
上
に
、
実
際
に
は
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
情
勢
の
影

響
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
と
云
え
る
。
そ
れ
は
、

イ
ギ
リ
ス
国
民
の
代
表
者
た
る
議
会
構
成
員
に
よ
る
国
王
の
権
力
の
制
限
を
目

イ
ギ
リ
ス
議
会
が
国
王
の
権
力
に
対
し
て
な
し
た
一
世
紀
に
も
亙
る
争
い
の
産
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
結
果
、
殊
に

一
六
八
八
年
の
名
誉
革
命
以
後
、
神
権
論

(
D
o
g
m
a
of 
Divin 
Right)
は
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
か
ら
永
久
に
消
減
し
た
の
で
あ
り
、
国

王
と
議
会
と
の
間
の
権
限
の
分
割
す
な
わ
ち
立
法
権
と
行
政
権
と
の
問
の
権
限
の
分
割
が
な
さ
れ
、
権
力
の
均
衡
が
或
る
意
味
で
確
立
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
権
衡
が
急
速
に
現
実
化
さ
れ
た
丁
度
こ
の
時
期
に
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
で
て
、

ハ
リ
ン
ト
ン
、

一
イ
ダ
ム
、

シ
ド
ニ
イ
、
テ
ン
プ
ル
、

ら
有
益
な
収
獲
を
得
る
こ
と
に
努
力
し
た
こ
と
、

ま
た
、

七
〇

イ
ギ
リ
ス
の
制
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度
を
基
礎
と
し
て
自
己
の
研
究
を
進
め
た
の
で
あ
り
、
こ
の
甚
礎
の
上
に
「
法
の
精
神
」
の
中
で
述
べ
て
い
る
一
般
的
理
論
の
抽
出
に
ま

で
結
晶
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

七
一
の
国
家
に
お
い
て
、
そ
れ
が

そ
れ
ら
が
相
互
に
自
制
す
る
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が

ロ
ッ
ク
、
ボ
リ
ン
グ
プ
ロ
ー
ク
、
プ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
等
の
一
連
の
系
譜
に
属
す
る
と

或
る
意
味
に
お
い
て
プ
ッ
シ
ャ
ナ
ン
は
じ
め
、

看
倣
さ
れ
る
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
し
た
が
っ
て
、
混
合
政
体
の
賛
成
者
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
民
主
政
治
と
独
裁
政
治
は
そ
の
性

格
か
ら
決
し
て
自
由
な
状
態
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
り
、
政
治
的
自
由
は
抑
制
さ
れ
た
政
治
に
お
い
て
の
み
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
常
に
抑
制
さ
れ
た
状
態
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
権
力
が
濫
用
さ
れ
な
い
限
り
政
治
的
自
由
は
危
険
に
曝
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
、
権
力
を
も
つ
す
べ
て
の
者
が
権
力
を
濫
用
す
る
こ
と
は
、
過
去
の
経
験
か
ら
避
け
難
い
事
実
で
あ
る
か
ら
、
権
力
を
濫
用
し
得

（註
5
)

な
い
よ
う
に
す
る
に
は
、
物
の
定
め

(disposition
d
e
s
 c
h
o
s
e
s
)

に
よ
っ
て
、
権
力
が
権
力
を
拘
束
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
こ

に
権
力
の
限
界
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
た
め
に
は
、
権
力
を
混
合
す
る
必
要
が
あ
り
、
権
力
を
規
整
す
る
必
要
が
あ
り
、
権
力

を
鎮
め
る
必
要
が
あ
る
。
謂
わ
ば
、
権
力
自
体
に
重
荷
を
与
え
る
こ
と
で
あ
り
、
権
力
に
対
し
て
抵
抗
す
る
こ
と
の
で
き
る
状
態
を
与
え

て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的
自
由
を
増
大
す
る
秩
序
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、
君
主
の
活
動
、
貴
族
の
活
動
、

人
民
の
活
動
に
お
け
る
混
合
政
体

(
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
m
i
x
t
e
)

を
確
信
し
、

最
も
妥
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
＇
る
。
要
す
る
に
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
人
間
が
権
力
を
も
っ
と
い
う

}
J

と
は
誤

り
で
あ
っ
て
、
人
間
が
自
己
の
限
界
を
見
出
す
ま
で
は
す
べ
て
の
人
間
が
権
力
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
有
す
る
権
力
を
濫
用

し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
物
の
定
め
に
よ
っ
て
権
力
が
権
力
を
拘
束
す
る
必
要
を
生
じ
た
の
で
あ
り
、

一
人
の
人
間
で
あ
ろ
う
と
一
の
団
体
で
あ
ろ
う
と
、
唯
一
の
権
力
者
の
掌
中
に
ま
で
す
べ
て
の
権
力
が
結
集
し
た
場
合
、
政
治
的
自
由
は

危
険
に
曝
さ
れ
る
。
す
べ
て
の
権
力
を
同
時
に
も
つ
人
間
あ
る
い
は
政
治
的
団
体
が
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
そ
の
人
間
ま
た
は
政
治
的
団
体

権
力
分
立
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史
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の
も
つ
権
力
を
制
限
す
る
何
等
の
権
力
が
な
い
場
合
、
そ
れ
ら
の
も
の
は
無
限
の
権
力
を
有
す
る
こ
と
に
な
り
、

権
力
の
す
べ
て
が
も
つ
危
険
性
は
、
市
民
の
極
端
な
圧
迫
に
ま
で
通
ず
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
危
険
を
避
け
る
た
め
に
は
、
先
ず
権

力
機
構

(
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
d
g
p
o
u
v
o
i
r
s
)

の
基
礎
づ
け
が
必
要
で
あ
り
、
公
権
威
を
多
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

々
の
帰
属
主
体
に
ま
で
分
割
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
似
た
権
威
の
有
す
る
権
力
に
よ
る
各
々
の
権
威
の
権
力
の
相
互
制
肘
を
す
る
こ
と

（註
7
)

が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
各
権
威
の
過
激
な
権
力
の
掌
握
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

民
主
主
義
者
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
自
由
主
義
者
で
あ
っ
た
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、

と
み
た
の
で
あ
る
が
、
彼
の
指
向
し
た
自
由
は
、
あ
く
ま
で
も
「
制
限
さ
れ
た
自
由
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
決
し
て
「
哲
学
的
自
由
」
で

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

の
「
特
殊
目
的
」

る
。
す
な
わ
ち
、

ら
ず
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
し
た
が
え
ば
、

マ
ル
ベ
Jレ

し
か
も
、
無
制
限
な
る

ま
た
は
、
主
権
を
種

イ
ギ
リ
ス
こ
そ
自
己
の
理
想
と
す
る
自
由
な
国
家

ど
の
国
家
に
も
自
存
と
い
う
「
一
般
目
的
」

(objet
g
e
n
e
r
a
l
e
)

と
は
別

(objet particuliere)

な
る
も
の
が
あ
っ
て
、
政
治
的
自
由
も
こ
の
特
殊
目
的
の
一
種
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
法
の
許

容
す
る
範
囲
内
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
な
し
得
る
権
利
で
あ
る
と
考
え
た
。
し
か
し
、
こ
の
政
治
的
自
由
も
種
々
に
理
解
さ
れ
て
い

マ
ル
ベ
ル
は
、
三
権
分
立
の
原
則
は
、
市
民
の
自
由
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
同
様
に
、
国
家
の
権
威
そ
の

も
の
の
自
由
を
確
保
す
る
こ
と
を
も
そ
の
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
、
そ
れ
の
相
互
関
係
と
し
て
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な

し
た
が
っ
て
、
権
力
の
行
使
も
市
民
の
自
由
を
確
保
す
る
と
同
時
に
国
家
の
権
威
そ
の
も
の
の
自
由
を
も
確
保
す
る
も
の
で
な
け

（註
8
)

れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
、
治
者
の
自
由
と
被
治
者
の
自
由
の
相
互
的
保
障
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
清
宮
教
授
は
、

よ
り
も
狭
く
解
さ
れ
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
民
主
主
義
者
と
い
う
よ
り
は
自
由
主
義
者
で
あ
る
。
そ
の
所
謂
「
政
治
的
自
由
」
は
治
者
の

自
由
と
か
国
家
へ
の
自
由
ま
た
は
民
主
主
義
的
自
由
と
か
い
わ
れ
る
「
参
政
権
」
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
被
治
者
の
自
由
と
か
国
家

（註
9
)

か
ら
の
自
由
ま
た
は
自
由
主
義
的
自
由
と
い
わ
れ
る
「
市
民
的
自
由
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
さ
ら
に
一
円
教
授
は
一
層
限
定

七
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的
に
解
さ
れ
て
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
三
権
分
立
を
自
由
主
義
的
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
君
主
制
国

（註
10)

家
体
制
の
下
に
お
け
る
自
由
で
あ
っ
て
、
国
家
か
ら
の
自
由
や
国
民
主
権
的
な
自
由
で
は
な
い
と
さ
れ
て
、
特
定
の
国
家
に
お
け
る
、
特

殊
国
家
体
制
下
の
自
由
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

七

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
「
政
治
的
自
由
」
の
概
念
も
、
な
ん
ら
統
一

的
な
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
こ
に
は
種
々
な
見
解
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

註
①

M
a
r
c
e
l
P
r
e
l
o
t
"
H
臣
g

e
des Idees politique, 
1959 p. 
3
8
6
 f. 

R

S
巴
n
t
G
i
r
o
n
s
;
 E
器
ai
s
u
r
 la 
separation d
e
s
 pouvoirs. 
1器
1
p. 
92. 

⑥
こ
の
点
に
関
し
て
、
イ
ニ
リ
ネ
ッ
ク
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
い
う
イ
ギ
リ
ス
は
、
現
実
の
イ
ギ
リ
ス
と
し
て
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
が
政
治
的
自
由
を
実
現
し
て
い

る
国
の
典
型
と
し
て
把
え
て
い
る
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
(
G
.
Jellinek; 
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 Staatslehre 
1922, 
S. 
6
0
3
)
ま
た
、
ミ
ル
キ
ー
ヌ
・
グ
ェ
ツ
ェ
ヴ
ィ

ッ
チ
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
イ
ギ
リ
ス
論
は
ユ
ー
ト
ビ
ア
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
(
B
.
M
i
r
k
i
n
e
 Guetzevitch ;
 Re
v
u
e
 intemationale d
e
 d
r
o
i
t
8
m
、

pare. 
B
d
.
 7
5
 1952 p.・ 

207, 
M
a
x
 I
m
b
o
d
e
n
,
 M
o
n
t
e
s
q
u
i
e
u
 u
n
d
 die 
L
e
h
r
e
 d
e
r
 G
e
w
a
l
t
g口
・ennung
1959 S. 
4
)
ま
た
別
の
面
か
ら
、
マ
キ
シ
イ
は

「
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
に
つ
い
て
誤
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
以
上
に
、
そ
の
読
者
の
殆
ん
ど
が
そ
め
誤
り
に
気
づ
い
て
い
な
い

の
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
人
さ
え
も
そ
の
誤
り
に
気
づ
い
て
い
な
い
」
(
C
h
gけ
r,
C. M
a
x
e
y
;
 T
h
e
 A
m
e
r
i
c
;
m
 P
r
o
b
l
e
m
 of G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 p. 
1
7
8
)
と
し
て

い
る
し
、
水
木
教
授
も
「
彼
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
制
度
を
基
礎
に
そ
の
理
論
を
打
ち
立
て
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
誤
解
に
基
づ
く
と
い
う
の
が
通
説
に
な
っ
て
い
る
」

（
水
木
惣
太
郎
著
「
基
本
的
人
権
」
二
九
六
頁
）
と
さ
れ
る
。

c
半
田
輝
雄
教
授
「
権
力
分
立
論
か
ら
権
力
分
割
論
へ
序
説
」
公
法
研
究
＝
一
号
八
一
頁
。

R
一
円
教
授
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
そ
の
権
力
分
立
論
に
お
い
て
、
立
法
部
は
相
異
な
る
見
解
と
利
害
関
係
を
も
つ
集
団
で
あ
る
庶
民
の
代
表
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

る
部
分
と
貴
族
団
と
の
二
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
る
二
院
制
を
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
の
立
法
部
自
体
の
中
に
民
主
政
と
貴
族
制
と
の
混
合
政
体
的
要
素
が
存
在
す
る
と

さ
れ
て
い
る
。
（
一
円
一
億
教
授
「
三
権
分
立
」
綜
合
法
学
一
九
六
一
・
八
月
号
、
―
―
―
―
頁
）
さ
ら
に
ハ
ー
マ
ン
は
、
,
.
M
o
n
t
g
q
u
i
e
u
,
s4bdivisant sa pensee, 

presente successivement trois 
combinaisons c
o
m
m
e
 etant d
e
 nature a
 assurer d
e
n
s
 u
n
 ordre croissant la 
liberte 
politique, 
savoir 
le 

g
o
u
v
e
m
e
m
g
t
日
mete,
d
e
n
s
 lequel l'action 
d
u
 
monarque•celle 

d
e
 
l'aristO<"ratic 
et 
celle 
d
u
 peuple•se 

m
o
d
e
r
e
n
t
 
r
e
c
i
p
r
o
q
u
e
m
e
n
t
"
 

(
F
g
i
g
,
H
g
m
g
乙
し
咎
ぼ
ration
dg・ 
p
o
u
v
o
i
r
 d'apres l'histoire 
et 
la 
droit constitutionnel comp!lre 1880 p. 
2
8
1
)
と
涼

i

べ
て
い
る
。

⑥
M
o
n
t
g
q
E
o
e
u
;
 l'Esprit 
d
e
s
 Lois 
1748 liv•XI, 

ch. 

VI; E. Forsthoff ;
 Ei
n
l
e
i
t
g
g
 "
 V
o
m
 Geist d
e
r
 Gesetze・・1951
B
u
c
h
 
XI•Kapitel 

V
I
 

R
C
a
r
r
e
 d
e
 M
a
l
b
e
r
g
 ;
 Constitution <1 
la 
theorie generale d
e
 
1•Etat 

t. 
II, 
1922 p. 
5. 
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の
執
行
権
を
さ
ら
に
狭
義
の
執
行
権
た
る

と
裁
判
権
と
に
一
応
区
別
は
し
て
い
る
が
、

そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
種

権
力
分
立
論
の
史
的
考
察

R
マ
ル
ベ
ル
は
、

La
doctrine 
de Montesquieu se 
rattache d
o
n
e
 essentiellement a
u
 system d
e
 l'≪Etat 
d
e
 droit≫. Ce~dant, 

par 
la 
force 

d
g
c
h
o
s
e
s
,
 cette 
dectrine, 
bien q
u
e
 visant 
principalement 
a
 siuvegarder 
la 
liberte 
civil, 
implique 
aussi 
certaines 
dispositions 
a
 

p
苔
ndre,
e
n
 v
u
e
 d-assurer la 
liberte 
des autorites publiques e
U
e
,
m
e
m
g
…
と
し
て
い
る
。

(N[alberg;ibid•p. 

8
)
 

R
清
宮
四
郎
著
「
権
力
分
立
制
の
研
究
」
四
二
頁
。

⑲
一
円
一
億
教
授
前
掲
書
一
＝
二
頁
。

二

す
べ
て
の
国
家
に
は
一
＿
一
種
の
権
力
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
立
法
権
、
万
民
法
に
関
す
る
事
項
を
執
行
す
る
権
、
市
民
法
に
関
す
る
事
項

を
執
行
す
る
権
が
こ
れ
で
あ
る
。
立
法
と
は
、
暫
定
的
あ
る
い
は
恒
久
的
な
法
律
を
制
定
し
、
現
行
の
法
律
を
変
更
し
、
そ
れ
を
廃
止
す

る
作
用
で
あ
る
。
こ
の
第
一
の
権
力
で
あ
る
立
法
権
は
、
立
法
権
以
外
の
す
べ
て
の
権
力
で
あ
る
執
行
権
に
対
立
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の

執
行
権
は
、

「
講
和
あ
る
い
は
戦
争
を
な
し
、
大
使
公
使
を
派
遣
接
受
し
、
安
全
を
確
保
し
、
外
敵
の
侵
略
に
備
え
る
権
」
た
る
「
公
の

議
決
を
執
行
す
る
権
力
」
で
あ
る
現
在
の
行
政
権
に
相
当
す
る
「
国
家
の
執
行
権
」

(
p
u
i
s
s
a
n
c
e
e
x
e
c
u
t
r
i
c
e
 
d
e
 l'Etat)
と
「
犯
罪
に

（註
11)

対
し
て
処
罰
を
科
し
、
個
人
の
争
訟
に
対
し
て
判
決
を
与
え
る
権
力
」
た
る
「
裁
判
権
」
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
第
二
の
権
た
る

国
家
の
執
行
権
は
、

ロ
ッ
ク
の
同
盟
権

(
f
e
d
e
r
a
t
i
v
e
p
o
w
e
r
)

に
ほ
ぼ
一
致
す
る
も
の
と
看
傲
さ
れ
る
。

「
国
家
の
執
行
権
」

こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
こ

の
権
力
は
国
内
治
安
の
維
持
を
除
い
て
、
主
と
し
て
対
外
関
係
を
規
定
し
て
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
で
行
政
機
構
の
本
来
の
語
義

に
ま
で
定
義
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
定
義
上
の
欠
点
は
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
第
二
の
権
力
を
国
家

（註
12)

権
力
の
う
ち
の
立
法
権
と
裁
判
権
以
外
の
す
べ
て
の
権
力
す
な
わ
ち
現
在
の
行
政
権
に
相
当
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
彼
は
、
そ
の
権
力
の
区
別
に
お
い
て
、
立
法
権
以
外
の
権
力
を
す
べ
て
執
行
権
と
し
て
立
法
権
に
対
立
せ
し
め
、
こ
の
広
義

七
四
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「
法
の
精
神
」
の
中
で
は
、

―
つ
の
国
家
意
思
を
意
図
し
た
分
割
論
と
い
う
よ
り
も
、

か
か
る
前
提
の
下
に
、

設、り
、
裁
判
権
の
内
容
に
関
し
、

マ
ル
ベ
ル
は
「
…
・
・
・
モ
ソ
テ
ス
キ
ュ
ー
に
対
す
る
非
難
と
い
う
の
は
、
行
政
機
能

(
f
o
n
c
t
i
o
n

（註
13)

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
)

の
定
義
に
関
し
て
詳
述
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
」
と
し
、
ま
た
、
ダ
ニ
ン
グ
も
「
租
税
の
賦
課
徴
収
、
道
路
の
敷

（註
14)

貨
幣
の
鋳
造
な
ど
重
要
な
作
用
が
分
類
か
ら
漏
れ
る
こ
と
に
な
る
。
」
と
し
て
、
執
行
権
の
説
明
不
足
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ

サ
ン
・
ジ
ロ
ン
は
「
裁
判
権
に
関
す
る
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
考
え
は
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
こ

れ
は
純
粋
且
つ
単
純
な
ア
テ
ネ
の
体
系
に
ま
で
帰
す
る
も
の
で
あ
る
。
偏
見
、
不
智
、
金
次
第
で
ど
う
に
で
も
な
る
と
い
う
の
は
人
民
裁

の
慣
行
的
欠
点
で
あ
る
。
…
…
モ
ソ
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、

（註
15)

せ
る
た
め
に
イ
ギ
リ
ス
憲
法
か
ら
自
己
を
遠
ざ
け
た
の
で
あ
る
。
」
と
し
、

七
五

古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
広
場

(
A
g
o
r
a
)

を
蘇
生
さ

ロ
ッ
ク
や
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

が
、
執
行
機
能
と
司
法
機
能
と
の
明
確
な
関
係
を
定
義
づ
け
て
い
る
の
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
等
は
立
法
機
能
を
本
来
の
語
義

に
ま
で
定
義
ず
け
て
い
な
い
。
立
法
機
能
が
「
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
」
に
あ
る
と
い
う
の
は
一
の
類
語
反
復

(tautologie)
で
あ
る
に

（註
16)

過
ぎ
な
い
と
述
べ
て
、
こ
の
形
式
的
区
分
の
欠
点
を
補
充
し
て
そ
れ
を
完
成
さ
せ
た
の
は
ル
ゾ
ー
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
種

々
の
難
点
は
あ
っ
た
に
し
て
も
、
彼
が
熱
心
に
論
述
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
権
力
の
分
割
と
同
時
に
異
っ
た
機
能
担
当
者
間
に
機
能
の
行

使
を
分
割
し
よ
う
と
す
る
実
践
的
分
立

(
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
p
r
a
t
i
q
u
e
)

の
見
地
に
立
っ
て
国
家
機
能
を
弁
別
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
は
恐
ら
く
、

国
家
機
能
の
行
使
に
際
し
て
、
各
機
関
間
の
調
整
を
は
か
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、

権
力
分
立
論
の
史
的
考
察

判
(

J

uridiction 
p
o
p
u
l
a
i
r
e
)
 

々
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

国
民
の
自
由
を
獲
得
す
る
手
段
と
し
て
、

力
機
構
を
多
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
間
で
権
力
の
調
整
を
な
さ
し
め
よ
う
と
す
る
三
つ
の
機
関
意
思
に
ま
で
の
分
割
す
な
わ

ち
権
力
の
有
機
的
分
立

(
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
o
r
g
a
n
i
q
u
e
 d
e
s
 p
o
u
v
o
i
r
s
)

を
意
図
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は

（註、
17)

s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 p
o
u
v
o
i
r
s
と
い
う
圭
《
祖
8

は
あ
ま
り
使
わ
れ
て
は
お
ら
ず
、
そ
の
理
論
は
「
法
の
精
神
」

さ
ら
に
、

デ
ュ
ベ
ル
ジ
ェ
は
、

で
き
る
だ
け
権
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権
力
分
立
論
の
史
的
考
察

の
全
体
か
ら
判
断
す
る
外
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
彼
が
主
と
し
て
述
べ
よ
う
と
し
た
の
は
、
国
家
権
力
と
人
民
の
自
由
と
の
関
係
す
な
わ

ち
、
「
同
一
人
の
掌
中
に
、
あ
る
い
は
、
同
一
団
体
の
掌
中
に
、
立
法
権
と
執
行
権
が
集
中
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
少
し
も
自
由
が
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
の
場
合
（
例
え
ば
、
君
主
ま
た
は
セ
ナ
ー
ト
が
立
法
権
と
執
行
権
を
併
有
す
る
場
合
）
に
は
、
独
断
的
な
執
行
を
す
る
た

め
に
独
断
的
な
法
律
を
制
定
す
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
も
し
裁
判
権
が
立
法
権
や
執
行
権
か
ら
分
離
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、

そ
こ
に
は
少
し
も
自
由
が
な
い
。
も
し
も
、
裁
判
権
が
立
法
権
と
結
合
す
る
場
合
、
そ
の
権
力
は
市
民
生
活
や
市
民
の
自
由
を
専
断
的
に

前
述
せ
る
ご
と
く
、

処
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
裁
判
官
は
立
法
者
た
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
裁
判
権
が
執
行
権
と
結
合
す

れ
ば
、
裁
判
官
は
圧
制
者
た
る
の
力
を
も
ち
得
る
。
も
し
同
じ
人
間
あ
る
い
は
貴
族
と
か
人
民
の
同
一
団
体
が
こ
の
一
二
権
力
を
行
使
す
る

な
ら
ば
万
事
休
す
る
こ
と
に
輝
廷
。
」
と
述
べ
て
、

態
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
権
力
を
も
っ
て
い
た
が
、
そ
の
権
力
を
濫
用
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
物
の
定
め
に
よ
っ
て
権

力
が
権
力
を
拘
束
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
し
か
し
、
こ
の
理
論
を
徹
底
的
に
押
進
め
る
と
専
制
体
制

(
R
e
g
i
m
e
autocratique)
あ
る
い

は
絶
対
的
権
力
体
制

(
R
e
g
i
m
e
d
u
 p
o
u
v
o
i
r
 absolu)
に
ま
で
通
ず
る
怖
れ
が
あ
り
危
険
で
あ
る
。
こ
の
危
険
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、

権
力
機
構
の
基
礎
づ
け
を
し
っ
か
り
と
し
、
国
家
権
威
を
多
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
々
の
権
威
の
も
つ
権
力
の
相
互
制
肘
を
な
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
各
権
威
が
過
当
な
権
力
の
掌
握
を
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
そ
れ
を
制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
問

題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
国
家
機
能
を
三
機
能

(trois
fonctions)
す
な
わ
ち
立
法
機
能
・
執
行
機
能
・
司
法
機
能
の
各
機
能
に
ま
で

分
割
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
て
、
も
し
同
一
人
あ
る
い
は
、
同
一
団
体
が
、
こ
れ
ら
の
三
権
力
を
行
使
す
れ
ば
、
人
民
の
自
由
を
確
保
す

る
途
が
な
く
な
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
結
果
の
招
来
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
第
一
に
、
立
法
権
と
執
行
権
と
を
分
割
す
る
必

要
が
あ
る
。
市
民
を
法
律
に
よ
っ
て
保
護
す
る
体
制
で
あ
る
法
治
国
家
体
制

(
R
e
g
i
m
e
d
e
 l'Etat 
legal)
に
お
け
る
こ
の
保
障
の
保
護

人
間
が
自
己
の
限
界
を
見
出
す
ま
で
、
す
な
わ
ち
、
自
然
の
状

七
六
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「
一
般
意
志
」
の
範
囲
を
守
る
べ
き
で
あ
っ
て
、

か
ら
、

的
価
値
は
、
法
律
が
一
般
的
抽
象
的
規
範
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
個
々
の
事
件
の
た
め
に
案
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
法
律
は
そ
れ
が

適
用
さ
れ
る
事
件
に
前
存
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
す
べ
て
の
者
に
と
っ
て
同
等
な
も
の
と
し
て
定
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
す
べ

d
e
s
 
droits 
d
e
 l
'
h
o
m
m
e
 et 
d
u
 citoyen 
d
e
 1
7
8
9
 
art. 
6
)

に
流
心
ベ
ム
L
れ
て
い
る
ご
と
く
「
吐
た
律
L

は
す
べ
て
の
者
に
と
っ
て
同
じ
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(
L
a
loi 
doit 
etre la 
m
e
m
e
 p
o
u
r
 tout)
の
で
あ
り
、

の
礎
石
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
人
間
の
現
実
的
偏
見
に
よ
っ
て
、
立
法
者
を
啓
蒙
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ

っ
て
、
立
法
者
自
身
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
法
定
立
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
に
法
律
の
一
般
的
抽
象
的
規
範
た
る
の
意

味
が
あ
る
の
で
あ
り
、

こ
の
意
味
で
、

一
般
意
志

(volonte
generale)
た
る
立
法
者
の
定
立
せ
る
法
は
「
一
時
的
事
件
」

（註
19)

m
o
m
e
n
t
a
n
e
e
s
)
ま
た
は
「
特
殊
意
志
」

(volonte
particuliere)
と
し
て
の
執
行
権
・
裁
判
権
に
対
立
す
る
の
で
あ
る
。

に
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
機
能
の
厳
格
な
分
割
を
意
図
し
た
か
ら
、
法
律
が
公
平
に
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
法
律
が
行
政
部
に
よ
っ
て

発
せ
ら
れ
る
こ
と
を
な
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
換
言
す
れ
ば
、
行
政
部
は
元
来
執
行
者
の
肌
合
い
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
奉

仕
の
肌
合
い
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、

特
定
の
事
件
に
関
し
、

に
立
法
権
を
も
併
有
す
る
場
合
、
行
政
に
都
合
の
よ
い
法
律
の
制
定
を
強
力
に
押
し
進
め
る
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
定
立
さ
れ
た
法
律
を

自
己
の
都
合
の
よ
い
よ
う
に
執
行
す
る
怖
れ
も
あ
り
、
事
に
よ
れ
ば
、
そ
の
時
の
感
情
に
よ
っ
て
法
定
立
を
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
だ

執
行
部
の
規
則
制
定
権

(
p
o
u
v
o
i
r
reglementaire)
は
一
般
に
存
立
の
余
地
な
く
、

権
力
分
立
論
の
史
的
考
察

執
行
部
の
活
動
自
体
が
、

七
七

機
宜
に
適
し
た
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
を
常
と
す
る
か
ら
、
も
し
行
政
権
が
同
時

か
か
る
も
の
と
し
て
、
ま
た
は
、

か
か
る
意
味
に
お
い
て
の
み
意
義
が
あ
る
の
で
あ
り
、

こ
れ
に
対
し
、

立
法
権
の
側
で
も
そ
の

「
特
殊
意
志
」
の
領
域
に
ま
で
立
ち
入
っ
た
り
、
能
動
的
議
決

(resolution
active) 

し
た
が
っ
て
、

法
律
は
、

て
の
者
に
と
っ
て
同
等
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、

一
七
八
九
年
の
人
権
宣
言
第
六
条

(Declaration

将
来
の
た
め
に
そ

(choses 

こ
の
よ
う
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で
あ
る
。

し
こ
の
二
権
力
が
同
一
人
の
掌
中
に
ま
で
帰
属
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
者
は
圧
制
者
と
し
て
の
実
力
を
も
ち
得
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

裁
判
権
を
も
併
有
す
る
執
政
官

(
A
r
g
e
n
t
executif)
が
執
行
の
過
程
に
お
い
て
、
判
決
に
よ
る
法
律
の
適
用
に
先
立
っ
て
そ
れ
を
不
自

然
な
も
の
に
ま
で
変
質
さ
せ
る
可
能
性
を
充
分
含
ん
で
い
る
か
ら
、
そ
れ
を
放
置
す
れ
ば
独
裁
へ
の
道
に
ま
で
通
ず
る
こ
と
云
う
を
侯
た

な
い
。
だ
か
ら
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
自
身
、
裁
判
機
能
と
執
行
機
能
の
分
割
は
、
合
法
性
を
保
持
す
る
決
定
的
方
法
で
あ
る
と
考
え
た
の

勢
力
関
係
の
外
に
立
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

事
実
、
も

る
口
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

裁
判
官
の
す
る
判
決
は
、

政
治
的
な

ま
た
、
裁
判
は
法
律
を
執
行
す
る
裁
判
官
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

裁
判
官
は
、
法
の
言
葉
を
述
べ

櫂
力
分
立
論
の
史
的
考
察

を
な
す
こ
と
は
恣
意
に
よ
る
支
配
を
な
す
怖
れ
が
あ
る
か
ら
差
控
え
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
、
立
法
権
と
執
行
権
が
同
一
主
体
に
ま
で

集
中
す
る
な
ら
ば
、
執
行
を
嘱
託
さ
れ
た
多
く
の
権
威
は
法
律
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
結
果
に
な

り
、
そ
の
上
、
立
法
権
に
よ
っ
て
執
行
の
瞬
間
に
変
更
さ
れ
る
可
能
性
も
生
ず
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
で
、
市
民
は
、
立
法
部
ま

た
は
執
行
部
の
、
こ
の
よ
う
な
暴
政
的
な
一
瞬
の
専
断
に
よ
っ
て
生
じ
た
立
法
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
、
正
当
な
制
度
的
保
障
が

（註
20)

な
く
な
っ
た
と
同
様
の
状
態
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
の
現
出
す
る
の
を
避
け
る
た
め
に
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

は
、
立
法
権
と
執
行
権
の
絶
対
的
分
離

(separation
absolu)
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
。
同
じ
理
由
か
ら
、

立
法
権
と
司
法
権
の
分
割
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
と
い
う
の
は
、
裁
判
官
で
あ
り
同
時
に
立
法
者
で
あ
る
者
は
、
自
己
の
気

ま
ぐ
れ
に
よ
っ
て
法
律
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
、
法
律
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

一
人
の
か
か
る
裁
判
官
の
掌
中
に
権
力
が
集
中
す
る
と
、
市
民
生
活
や
市
民
の
自
由
は
裁
判
官
の
恣
意
に
よ
っ
て
勝
手
気
儘
に
変
え
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。

法
の
正
確
な
宣
言
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
意
味
で
、

司
法
権
は
執
行
権
か
ら
引
離
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

七
八

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
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と
は
各
別
に
集
会
し
討
議
す
る
必
要
が
あ
る
。

を
有
す
る
に
止
ま
る
。
こ
の
よ
う
に
、

め
よ
う
と
し
た
の
か
。

立
法
権
は
、

そ
れ
で
は
、

関
し
、

七
九

ま
た
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
三
機
能
に

フ
ェ
ヌ
ロ
ン
や
サ
ン
・
シ
モ
ン
と
い
う
大
領
主
に
近

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
こ
れ
ら
の
機
関
の
担
当
者
す
な
わ
ち
各
機
関
に
お
け
る
権
力
の
把
持
者
を
何
人
に
ま
で
帰
属
せ
し

堕
匹
（
す
べ
て
の
市
民
）
に
よ
っ
て
選
挙
さ
れ
た
団
体
で
あ
る
庶
民
院

(
C
o
r
p
s

r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
f
)
と
世
襲
的
貴
族
の
団
体
で
あ
る
貴
族
院

(
C
o
r
p
s
d
e
s
 
n
o
b
l
e
s
)

に
ま
で
帰
属
す
る
。
こ
の
場
合
の
貴
族
院
の
機
能
は
、

庶
民
院
ま
た
は
君
主
を
鎮
め
る
た
め
の
一
の
調
整
権
力
(
u
n
e
p
u
i
s
s
a
n
c
e
 r
e
g
l
a
n
t
e
)
で
あ
っ
て
、

権
力
分
立
論
の
史
的
考
察

彼
に
よ
れ
ば
、

た
だ
庶
民
院
の
決
定
を
妨
げ
る
権
能

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
権
力
の
絶
対
的
分
立
を
確
立
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
君
主
と
庶
民
院
と
を
完

全
に
隔
絶
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
君
主
と
庶
民
院
と
の
間
の
調
整
権
力
た
る
貴
族
院
を
考
え
た
の
で
あ

り
、
こ
の
点
に
君
主
と
人
民
と
の
妥
協
点
を
見
出
そ
う
と
企
図
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

て
の
部
分
を
被
っ
て
い
る
。
法
服
貴
族
に
繋
が
り
の
あ
る
彼
の
身
分
か
ら
し
て
も
、

づ
こ
う
と
す
る
気
持
が
あ
っ
た
の
で
却
忍
。
」
と
い
う
表
現
も
実
感
と
し
て
納
得
で
き
よ
う
。

サ
ン
・
ジ
ロ
ン
が
述
べ
て
い
る
ご
と
く
「
貴

族
の
団
体
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
時
代
に
は
構
成
さ
れ
て
い
た
の
か
非
常
に

（註
22)

疑
わ
し
い
。
フ
ラ
ン
ス
に
は
貴
族
は
あ
っ
た
が
貴
族
政
治
は
な
か
っ
た
。
」
と
い
う
こ
と
が
事
実
な
ら
ば
、
プ
レ
ロ
ッ
ト
の
い
う
「
モ
ン

テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
貴
族
的
伝
統
主
義

(
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
i
s
m
e

a
r
i
s
t
o
c
r
~
t
i
q
u
e
)

の
継
承
者
で
あ
り
、
そ
の
考
え
は
彼
の
概
念
の
殆
ん
ど
す
べ

立
法
権
力
は
も
と
も
と
国
民
に
ま
で
帰
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
国
民
全
体
が
立
法
権
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
が
、
国
民
全
体
が
立
法
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
庶
民
院
と
い
う
一
の
代
表
団
体
を
通
じ
て
国
民
の
意
思

を
表
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
庶
民
の
団
体
は
世
襲
的
貴
族
の
団
体
た
る
貴
族
院
と
は
当
然
に
相
異
な
る
利
害
関
係
に

立
つ
か
ら
、
貴
族
の
団
体
と
「
国
民
を
代
表
す
べ
く
選
出
さ
れ
た
団
体
」

(
C
o
r
p
s
q
u
i
 p
e
r
a
 c

h
o
i
s
i
 
pou:r 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
r
 le 
p
e
u
p
l
e
)
 

し
か
し
、
立
法
団
体

(
C
o
r
p
s
legislatif)

は
、
始
終
集
会
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
っ
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 ，
 

て
、
ま
た
、
そ
れ
は
自
発
的
集
会
権
を
も
つ
べ
き
で
は
な
く
、
継
続
的
審
議
を
す
る
た
め
に
期
間
を
延
長
す
る
権
利
を
も
つ
べ
き
で
は
な
い
。

貴
族
院
は
、

ハ
ー
マ
ン
が
述
べ
て
い
る
よ

立
法
権
の
活
動
に
関
し
て
拒
否
権

(droit
d
e
 

ま
ぎ
れ
も
な
く
政
治
的
に
は
無
価
値
(
n
o
n
,
v
a
l
e
u
r
)
で
あ
り
、
庶
民
院
の
作
成
せ
る
草
案
に
対
し
て
賛
意
を
示
し
、

ま
た
は
、

そ
れ
の
議
決
に
対
し
て
反
対
意
見
を
表
明
し
得
る
に
過
ぎ
な
い
団
体
で
あ
る
。
執
行
部
に
つ
い
て
は
、
執
行
権
は
一
の
君
主
に
ま
で
帰
属

す
る
。
執
行
そ
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
常
に
即
時
的
行
動
を
必
要
と
す
る
作
用
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
管
理
す
る
に
は
多
数
に
よ
る
よ
り
も

一
人
の
方
が
よ
い
。
執
行
権
は
、
立
法
権
の
侵
害
に
対
し
て
自
己
を
保
護
す
る
た
め
に
、

v
e
t
o
)

を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
執
行
権
は
法
律
案
の
起
草
に
ま
で
関
与
す
べ
き
で
は
な
く
、

同
時
に
、
そ
れ
の
提
出
権
を

も
つ
べ
き
で
な
い
と
し
、
さ
ら
に
、
司
法
部
に
関
し
て
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
裁
判
権
は
、
他
の
二
権
と
違
っ
て
国
政
に
能
動
的
に
関
与

（註
24)

す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
「
無
」

(nulle)

で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
裁
判
権
は
、
裁
判
を
行
う
必
要
の
あ
る
と
き
に
の
み
存
続

す
る
裁
判
所
を
構
成
す
る
た
め
に
、
人
民
の
団
体
か
ら
選
出
さ
れ
た
裁
判
官
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の

場
合
の
裁
判
官
は
、
被
告
と
同
じ
立
場
に
あ
る
者
や
同
じ
階
級
に
属
す
る
者
か
ら
選
ば
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
人
は
裁
判

官
を
怖
れ
る
の
で
は
な
く
、
裁
判
官
の
職
を
怖
れ
る
の
で
あ
る
と
考
え
た
モ
ソ
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
職
業
的
裁
判
官
を
認
め
よ
う
と
せ
ず
、

（註
25)

陪
審
的
な
裁
判
制
度
を
最
善
の
も
の
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
サ
ン
・
ジ
ロ
ソ
も
述
べ
て
い
る
ご
と
く
「
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
人

民
の
団
体
か
ら
選
出
さ
れ
た
裁
判
官
は
、
唯
単
に
事
実
問
題
を
審
理
し
た
に
止
ま
り
、
法
律
問
題
は
終
身
の
裁
判
官
す
な
わ
ち
職
業
的
裁

（註
26)

判
官
に
よ
っ
て
審
理
さ
れ
た
」
と
す
れ
ば
、
彼
が
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
制
度
を
受
入
れ
た
と
考
え
る
よ
り
も
、

こ、
＇ 

4
ノ

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
イ
ク
リ
ア
の
世
襲
的
貴
族
制

(
R
e
g
i
m
e
aristocratique hereditaire)
に
み
ら
れ
る
裁
判
権
は
、
中
庸
的

立
場
に
あ
る
若
干
の
裁
判
官

(plusieurs
t
r
i
b
u
n
a
u
x
)
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
の
中
庸
性
(
a
t
t
e
n
u
a
t
i
o
n
)

を
受
け
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
裁
判
官
が
多
数
で
あ
る
場
合
に
は
、
時
と
し
て
、
裁
判
官
の
職
す
な
わ
ち
職

八
〇



八

一
が
国
家
の
一
般
意

（註
27)

業
的
裁
判
官
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
と
み
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
欧
州
旅
行
中
、

イ
ク
リ
ア
に
立

寄
っ
た
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
そ
こ
で
、
世
襲
的
貴
族
制
の
立
場
で
も
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
裁
判
制
度
を
実
際
に
見
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
り
、
彼
の
態
度
か
ら
し
て
も
、
そ
れ
に
共
鳴
す
る
可
能
性
が
充
分
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、

モ

ソ
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
立
法
権
は
そ
の
規
定
の
一
般
性
に
よ
っ
て
特
色
づ
け
ら
れ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
イ
ギ
リ
ス
憲
法
に
つ
い
て
」

の
冒
頭
で
結
論
づ
け
て
い
る
の
も
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
、
国
王
あ
る
い
は
執
政
官
は
、

た
法
律
を
履
行
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
、

そ
の
時
代
あ
る
い
は
そ
の
時
宣
に
適
し

一
般
的
規
範

(regles
g
e
n
e
r
a
l
e
s
)
が
立
法
の
本
来
の
内
容
を
な
す
場
合
、
逆
の
意
味
に
お

い
て
、
執
行
機
能
は
、
現
在
の
時
点
に
お
け
る
限
ら
れ
た
空
間
あ
る
い
は
程
度
と
し
て
理
解
さ
れ
る
権
力
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
す

な
わ
ち
、
執
行
権
は
一
時
的
事
物
に
つ
い
て
行
使
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
云
わ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
場
合
、

志
で
あ
り
、
他
が
そ
の
一
般
意
志
の
執
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
の
相
互
関
係
に
お
い
て
考
究
さ
れ
る
二
権
力
の
実
質
的
性

格
に
ま
で
自
己
の
学
説
を
要
約
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
様
に
、
司
法
権
に
つ
い
て
は
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

は
、
そ
れ
は
法
の
正
確
な
適
用
に
お
い
て
の
み
成
り
立
つ
と
し
、
判
決
を
下
す
場
合
に
は
、
法
律
の
条
文
の
正
確
な
適
用
だ
け
が
問
題
と

な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
注
目
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
裁
判
官
の
権
力
が
、
法
律
の
条
文

の
再
生
産
に
ま
で
帰
し
、
そ
れ
を
適
確
に
宣
言
す
る
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
表
明
し
た
こ
と
の
す
べ
て
は
、
大
体
に
お
い
て
こ
の
原
則
的
観
念
す
な
わ
ち
権
力
分
立
に
よ
っ
て
権

カ
の
行
使
を
適
法
に
行
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
民
の
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ

（註
28)

ー
は
、
民
主
主
義
者
と
い
う
よ
り
も
自
由
主
義
者
で
あ
っ
た
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
考
え
で
は
、
権
力
分
立
の
み
が
統
治
に
決
定
的
か
つ

有
効
な
保
障
を
与
え
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
行
政
部
の
有
す
る
権
力
を
制
限
す
れ
ば
行
政
官

W
は
正
当
な
権
力
の
行
使
を

権
力
分
立
論
の
史
的
考
察
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す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
甘
い
考
え
に
基
づ
い
て
こ
の
原
則
を
置
く
だ
け
で
は
充
分
で
は
な
く
、
行
政
官
庁
そ
の
も
の
と
し
て
は
、

法
律
を
制
定
し
、

現
行
の
法
律
を
変
更
し
、

律
の
変
更
に
ま
で
云
々
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
行
政
官
庁
は
、
た
だ
単
に
立
法
手
続
を
履
行
す
る
だ
け
の
機
関
と
化
し
、
行
政

官
庁
が
そ
の
権
力
を
増
強
し
よ
う
と
欲
す
る
と
き
に
は
何
時
で
も
そ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
、
適
法
な
行
政
の
原
則

(
P
r
i
n
c
i
p
e
 de-
l'administration legal)
は
、
佃
芭
価
個
亡
な
形
式
主
義
の
原
則

(
P
r
i
n
c
i
p
e
d
'
u
n
 v
a
i
n
 
f
o
r
m
a
l
i
s
m
)
と
し
て
の
価
値
し

か
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
原
則
を
効
果
的
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
法
律
の
変
更
を
他
の
国
家
機
関
の
意
思
に
依
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
上
の
問
題
と
し
て
も
、
単
な
る
権
能
の
分
化
や
権
能
の
専
問
化
•
特
殊
化
だ
け
で
は
、
権
力
の
制
限
を
実
現

す
る
た
め
に
充
分
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
云
う
を
侠
た
な
い
。
こ
の
制
限
を
厳
格
に
す
る
た
め
に
は
、
分
立
さ
れ
た
三
権
力
が
他
の
二
権

力
を
支
配
し
、
徐
々
に
絶
対
的
権
力
を
確
保
し
得
る
よ
う
な
体
制
を
可
能
な
限
り
排
斥
し
て
、
そ
れ
ら
の
何
れ
も
が
最
高
・
絶
対
の
権
力

を
有
た
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
最
高
・
絶
対
の
権
力
を
獲
得
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
た
め
に
は
、
三
権
力
の
各
々
が
異
っ
た
権
限
を
有
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
有
機
的
構
造
に
お
い
て
相
互
に
独
立
し
て
お
り
、

相
互
に
同
等
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
事
柄
と
な
る
。
も
し
も
、
そ
う
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
執
行
官
が
立
法

団
体
に
従
属
す
る
も
の
と
し
て
自
己
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
執
行
機
能
を
立
法
機
能
か
ら
区
別
す
る
も
の
は
何
で
あ

り
、
も
し
裁
判
官
が
一
個
人
と
し
て
執
行
部
に
従
属
し
て
い
る
場
合
、
裁
判
権
の
執
行
権
か
ら
の
分
離
が
ど
れ
程
効
果
あ
る
も
の
な
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
組
織
そ
の
も
の
が
如
何
な
る
状
態
に
あ
ろ
う
と
も
、
他
の
二
権
力
の
あ
ら
ゆ
る
侵
害
に
対
し
て
自

己
を
防
禦
で
き
る
よ
う
な
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
権
力
分
立
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
自
己
に
ま
で
帰
属
す
る
権
限
を
充
分

に
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
独
立
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
が
、
こ
の
理
論
を

そ
れ
を
廃
止
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

も
し
行
政
官
庁
が
、

八

法
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し
て
、
よ
り
完
全
な
も
の
と
し
、

八

一
人
の
人
間
の
意
思
に
依
存
し
、
あ
る
い
は
、

―
つ
の

（
註
笹

゜

よ
り
深
遠
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
理
論
は
、
制
限
'(£reins)

と
均
衡

(contre-poids)

の
体
系
に
基
づ
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
そ
の
価
値
が
認
め
ら

れ
る
所
謂
「
権
衡
論
」

(la
t
h
e
o
r
i
e
 d
e
 la bala,nce et d
e
 l'equilibre d
e
s
 p
o
u
v
o
i
t
s
)
で
あ
り
、
併
立
的
権
力
分
立
論
で
あ
っ
て
、
そ

れ
は
「
権
力
段
階
論
」

(la
t
h
e
o
r
i
e
 q
u
i
 fait d
e
p
e
n
d
r
e
 le 
d
e
g
r
e
 d
e
 p
u
i
s
s
a
n
c
e
)
す
な
わ
ち
階
層
的
権
力
分
立
論
と
は
異
な
る
と
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

権
力
を
見
出
し
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
国
家
権
力
を
全
体
と
し
て
結
合
せ
し
め
結
束
さ
せ
る
た
め
に
国
家
に
お
い
て
異
っ
た
一
―
―

そ
の
各
々
が
異
っ
た
内
容
を
も
ち
、
相
互
の
関
係
に
お
い
て
、

そ
れ
自
体
が
同
等
・
独
立
・
自
治
を
有
す
る
も
の
と
し

て
機
能
す
る
権
力
構
造
を
前
提
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
国
家
権
力
の
一
一
一
部
分
か
ら
成
る
こ
の
区
分
に
ま
で
一
致
す
る
三
権
威
は
、

そ
の
各
々
が
特
定
の
部
分
を
有
し
、
各
々
が
異
っ
た
部
分
を
有
す
る
と
い
う
意
味
に
解
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
各
々
が
固
有
の
活
動
領

域
を
も
ち
、
そ
の
範
囲
内
に
お
い
て
独
立
で
あ
り
、
主
体
性
が
あ
る
意
味
で
、
そ
の
各
々
は
並
置
さ
れ
且
つ
同
等
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、

)
1
の
結
果
か
ら
、
三
権
力
の
各
々
の
領
域
に
お
い
て
、
最
も
上
位
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
そ
の
把
持
者
が
、
真
に
最
高
機
関
と
し

て
の
性
格
を
も
つ
と
す
る
。
だ
か
ら
モ
ソ
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
三
権
力
が
、
こ
の
語
の
固
有
の
意
味
に
ま
で
分
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

す
る
の
で
は
決
し
て
な
く
、
国
家
意
思

(
v
o
l
o
n
t
e
etatique)
を
代
表
し
表
現
す
る
三
つ
の
異
っ
た
権
威
に
ま
で
の
そ
れ
の
有
機
的
分
割

を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
主
張
の
中
心
点
を
な
し
て
い
る
の
は
、
国
家
権
力
を
学
問
的
に
区
分
す
る
と
い
う

よ
り
も
、
む
し
ろ
実
質
的
権
力

(
p
u
i
s
s
a
n
c
e
materiell)

と
形
式
的
権
力

(
p
u
i
s
s
a
n
c
e
f
o
r
m
e
l
l
e
)

と
を
可
能
な
限
り
一
致
さ
せ
、

関
係
に
お
い
て
、
も
し
国
家
権
力
の
行
使
が
●
完
全
に
分
割
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

集
団
の
意
思
に
依
存
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
の
暴
政
に
よ
っ
て
自
由
は
絶
滅
し
、

権
力
分
立
論
の
史
的
考
察

し

か
も
制
限
と
均
衡
の
体
系
に
甚
づ
い
て
各
権
力
を
分
立
さ
せ
よ
う
と
の
政
治
的
要
請
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
政
治
体
制
と
の

そ
こ
に
は
自
由
に
代
っ
て
専
制

(
d
e
s
p
o
t
i
s
m
e
)
が
あ
る
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の
み
で
あ
る
と
み
る
の
で
あ
る
。

の
観
念
は
、
分
立
論
を
し

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
意
図
し
た
「
相
互
自
縛
」

(s'arreter
l'un 
l'autre) 

て
有
力
な
も
の
と
す
る
の
に
貢
献
し
た
こ
と
は
見
逃
し
難
い
。
事
実
そ
れ
ら
の
各
々
は
、
公
権
力
の
各
機
関
に
ま
で
の
分
割
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
る
特
定
の
活
動
領
域
を
有
し
、
そ
の
国
家
権
力
の
把
持
者
は
、
制
限
さ
れ
た
範
囲
内
で
他
の
権
力
把
持
者
の
そ
れ
に
対
抗
す
る
権

利
や
能
力
を
有
し
、
自
己
の
閉
鎖
的
地
盤
を
形
成
す
る
。
だ
か
ら
こ
の
原
則
は
、
国
家
に
お
け
る
一
一
一
種
の
異
っ
た
権
力
の
共
存
を
当
然
に

含
む
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
立
法
機
能

(fonction
legislative)
、
執
行
機
能

(fonction
executice)
、
司
法
機
能

(fonction

judiciaire)
を
主
権
者
の
有
す
る
権
力

(puissance
souveraine)
と
同
様
に
考
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
、
少
く
と
も
主
権
の
分
割
さ
れ
た
、

そ
の
独
立
性
を
有
す
る
主
権
の
一
部
分
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
で
箇
琴
。
こ
の
概
念
は
、

（註
31)

ギ
ー
も
同
様
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

一
七
九
一
年
憲
法
も
、
立
法
機
関
・
執
行
機
関
・
司
法
機
関
の
各
々
に
ま
で
帰
属
す
る
権
力
を
論
じ
た
の
で
あ
り
、
特
定
の
機

要
す
る
に
、

そ
れ
自
体
分
割
不
可
能
な
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
た
単
一
の
権
力

(
u
n
e
seule 

et 
m
e
m
e
 puissance)
を
行
使
す
る
の
と
は
違
っ
た
形
態
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、

「
主
権
者
の
権
力
の
分
割
さ

れ
た
部
分
」

O
a
portion d
e
m
e
m
b
r
e
e
 d
e
 la puissance sbuveraine)
と
し
て
、
ま
た
は
、
「
主
権
者
の
権
力
の
区
分
さ
れ
た
構
成
部

分
」
（
E
l含
m
e
n
t
fr.actionne 
d
e
 la p
u
i
s
s
a
n
c
e
 souveraine)
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
別
々
の
三
権
力
を
構

成
す
る
も
の
と
し
て
考
究
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
後
、
こ
の
各
々
の
権
力
は
、
主
権
の
断
片

(
u
n
f
r
a
g
m
e
n
t
 d
e
 la souverainete) 

と
し
て
、
同
時
に
、
そ
れ
自
体
が
完
全
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
で
充
分
で
あ
る
権
力
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
意
味
で
の
独
立
性
を
有
す

る
も
の
と
し
て
、
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
権
力
の
集
合

(
R
↑u
n
i
o
n
d
e
 ces 
p
o
u
v
o
i
r
s
)
が
主
権
を
形
造
る
も
の
と
し
て
考
え
ら

（註
32)

れ
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
こ
の
原
則
は
、
三
種
の
権
力
が
、
異
種
の
一
二
権
威
に
ま
で
別
々
な
も
の
と
し
て
分
割
さ
れ
る
も
の
と
し
て
定

関
の
権
限
を
論
じ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

と
あ
り
、

権
力
分
立
論
の
史
的
考
察

「
法
の
精
神
」
第
一
―
篇
第
六
章
に
は
、

そ
れ
は
、

「
各
国
家
に
は
一
一
一
種
の
権
力
が
あ
る
。
…
…
」

一
七
八
九
年
憲
法
議
会
の
そ
れ
で
あ
り
、
デ
ュ

八
四
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八
五

義
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
結
果
的
に
は
、
そ
れ
自
体
各
々
―
つ
の
権
力
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
こ
の
権
威
を
考
究
し
、

相
互
に
独
立
性
を
有
す
る
国
家
意
思
の
部
分
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
―
―
―
つ
の
異
種
の
意
思
主
体
す
な
わ
ち
三
種
の
意
思
主
体
と
し
て
み
る
の

で
あ
っ
て
、
こ
の
考
え
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、
国
家
に
同
等
・
独
立
の
三
つ
の
主
権
的
人
格
者
の
存
在
を
認
め
、
そ
れ
が
こ
の
三
つ
の
意

思
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
よ
う
と
す
る
「
国
家
三
人
格
者
併
存
論
」

(la
theorie.de l'Etat u
n
 e
n
 trois 
pers0
日
1es)

そ
れ
で
は
、
こ
の
原
則
に
反
対
す
る
者
は
ど
の
よ
う
な
見
解
を
も
っ
て
い
る
の
か
。
こ
の
原
則
は
、
種
々
な
形
で
批
判
さ
れ
、
修
正
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
国
家
権
力
の
単
一
性
と
い
う
面
か
ら
モ
ン
テ
ス
キ
．
ュ
ー
の
原
則
を
批
判
し
て
い
る
マ
ル
ベ
ル
の
見
解
に
つ
い

の
単
一
性
の
原
則
と
一
致
し
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
国
家
の
単
一
性
の
原
則
と
一
致
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

法
に
つ
い
て
」
の
章
の
最
初
で
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
述
べ
て
い
る
「
す
べ
て
の
国
家
に
は
一
＿
一
種
の
権
力
が
あ
る
」
と
い
う
有
名
な
言
葉
に

は
反
対
の
態
度
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
公
式
は
決
し
て
正
確
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
国
家
に
は
三
権
力
は
な
い
の

に
ま
で
協
力
す
る
も
の
で
あ
り
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
原
則
に
お
い
て
継
続
し
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
の
観
念
は
、

要
す
る
に
、

「
イ
ギ
リ
ス
憲

そ
こ
に
は
国
家
に
お
け
る
単
一
か
つ
不
可
分
の
意
思
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
最
高
の
支
配
意
思

(
s
u
p
r
e
m
a
t
i
e
 d
'
u
n
e
 v
o
l
o
n
t
e
 d
o
m
i
n
a
n
t
e
)
の
碑
g
但
5

が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

の
可
能
で
あ
る
こ
と
を
排
斥
す
る
の
で
あ
り
、
も
し
国
家
の
権
力
が
、
並
存
せ
る
・
同
等
な
数
種
の
権
力
に
ま
で
分
割
さ
れ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
の
各
々
は
支
配
的
性
格
を
有
し
得
な
い
の
で
あ
り
、
結
局
、
そ
の
よ
う
な
構
成
要
素
か
ら
成
り
、
部
分
的
組
織
で
あ
る
も
の
か
ら
成

る
全
体
の
権
力
は
、
そ
れ
自
体
こ
の
性
格
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
三
主
体
あ
る
い
は
三
人
格
者
が
、
各
々
、
国
家

権
力
分
立
論
の
史
的
考
察

で
あ
っ
て
、
支
配
権
力
で
あ
る
単
一
の
権
力
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

「
支
配
」
と
い
う
語
そ
の
も
の
が
、
所
謂
権
力
の
多
様
性

国
家
機
能
が
分
割
さ
れ
て
も
、
そ
れ
ら
は
単
一
目
的

て
述
べ
て
み
た
い
。

マ
ル
ベ
ル
に
よ
れ
ば
、

国
家
権
力

に
ま
で
繋
が
る
も
の
と
も
看
倣
し
得
る
。
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権
力
分
立
論
の
史
的
考
察

（註
33)

の
利
益
の
た
め
に
、
そ
れ
に
固
有
の
意
思
す
な
わ
ち
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
た
意
思
を
表
明
す
る
と
い
う
考
え
を
認
め
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

必
然
的
な
単
一
的
国
家
体
系
に
お
い
て
、
国
家
意
思
は
国
家
機
関
の
―
つ
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
、
他
の
機
関
と
の
関
係
に
お
い
て
、
そ
れ

は
そ
の
権
限
の
範
囲
内
で
規
則
正
し
く
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
か
か
る
理
論
は
、
た
だ
単
に
、
国
家
権
力
の
単
一
性
の
原
則

を
無
視
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
国
家
人
格
の
現
代
的
観
念
を
根
擦
づ
け
て
い
る
と
こ
ろ
の
本
質
的
理
念
の
一
っ
を
も
否
定
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
現
代
的
観
念
は
、
国
家
は
実
在
す
る
も
の
と
し
て
、
唯
一
の
権
力
主
体
と
し
て
考
究
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ

自
体
に
よ
っ
て
、
複
数
の
権
力
主
体
を
認
め
よ
う
と
す
る
す
べ
て
の
学
説
を
排
斥
す
る
の
で
あ
る
。
国
家
が
一
の
人
格
者
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
事
実
上
、
国
家
が
公
権
力
の
単
一
的
主
体
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
面
か
ら
、
そ
れ
は
単
一
の
権
力
で
あ
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
結
果
的
に
は
、
主
観
的
見
地
か
ら
、
現
代
国
家
に
お
い
て
一
ー
一
権
力
を
弁
別
し
得
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
、
客
観
的
見
地
か

ら
、
国
家
権
力
に
お
い
て
一
＿
一
権
力
を
弁
別
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
国
家
権
力
の
単
一
性
を
示
す
た
め
に
、
国
家
機
関
に
つ
い
て
の
新

し
い
理
論
を
導
い
た
こ
と
は
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
と
に
現
行
の
公
法
が
、
国
家
権
力
の
把
持
者
は
こ
の
よ
う
な
国
家
人
格
か
ら
は
別
の
、

そ
れ
に
固
有
の
人
格
を
有
さ
な
い
と
す
る
考
え
を
示
し
た
こ
と
は
正
鵠
を
得
て
い
る
。
個
々
の
機
関
は
、
機
関
を
条
件
と
し
て
法
主
体
た

る
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
個
々
の
資
格
に
お
い
て
そ
の
権
力
を
行
使
す
る
の
で
は
な
く
、
国
家
か
ら
賦
与
さ
れ
た
そ
の
権
能
に

よ
っ
て
そ
の
権
力
を
行
使
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
条
件
に
お
い
て
は
、
国
家
は
多
く
の
機
関
を
有
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
機

関
の
各
々
は
、
単
一
人
格
者
た
る
国
家
の
有
す
る
権
力
を
、
国
家
に
よ
っ
て
賦
与
さ
れ
た
権
限
の
範
囲
内
に
お
い
て
の
み
行
使
し
得
る
に

過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
立
法
機
能
・
執
行
機
能
・
司
法
機
能
の
担
当
者
は
、
国
家
権
力
の
一
片

(
m
o
r
c
e
a
u
x
d
e
 p
u
i
s
s
a
n
c
e
 etatique) 

と
し
て
で
は
な
く
、
各
々
に
ま
で
区
分
さ
れ
た
そ
れ
の
合
体
に
ま
で
運
命
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
こ
の
機
能
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
和
協
的
な
政
治
的
力

(les
forces 
politiques 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
e
s
)

あ
る
い
は
主
権
的
人
格
者
と
し
て
そ

八
六
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ュ
ギ
ー
等
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
に
お
い
て
一
二
権
分
立
論
を
批
判
し
て
い
る
。

⑪

M
o
n
t
e
s
q
u
i
e
u
;
 ibid., liv•XI, 

ch. 
V
I
.
 

⑫
清
宮
教
授
は
、
こ
の
よ
う
な
見
解
を
採
ら
れ
る
が
（
清
宮
四
郎
前
掲
書
四
八
頁
）
水
木
教
授
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
「
立
法
権
、
外
務
執
行
権
、
内
務
執
行
権
と
に

分
け
た
理
論
的
根
拠
は
明
か
で
な
い
。
そ
の
外
務
執
行
権
と
は
、
外
交
権
に
相
当
す
る
か
ら
、
今
日
の
行
政
権
は
除
外
さ
れ
て
い
る
」
（
水
木
惣
太
郎
著
前
掲
書
二
九

六
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

⑱

M
a
l
b
e
r
g
 ;
 ibid;, 
p. 
3
 cf. 
E
s
m
e
i
n
 ;
 El

e
m
e
n
t
 d
e
 droit 
constitutionnel, 
7e ed’, 
t. 
1, 
p
,
4
5
8
 et 
s. 
:
 Jellinek; 

L
'
E
t
a
t
 m
o
d
o
r
n
e
.
 ed・franc;;・,t. 

II, 
P
,
2
9
8
,
 

⑭

D
u
n
n
i
n
g
;
 Political 
theories 
p. 
4
1
3

濡
宮
四
郎
著
前
掲
書
五

0
頁。

⑮

L
e
s
 idees 
d
e
 M
o
n
t
e
s
q
u
i
e
u
 s
u
r
 l'autorite 
judiciaire 
n
o
u
s
 paraissent 
defectueuses. 
C'est 
le 
retour 
p
a
r
 et 
s
i
m
p
l
e
 a
u
 s
y
s
t
e
m
e
 a
t
h
e
n
i
e
n
 

.... 
M
o
n
t
e
s
q
u
i
e
u
 s'eloigne 
d
e
 la 
constitution 
anglaise 
p
o
u
r
 ressusciter 
l'Agora'
（

S
a
i
n
t
 G
i
r
o
n
s
;
 ibid., 
p. 
96) 

⑲

M
a
u
r
i
c
e
 D
u
v
e
r
g
e
r
;
 D
r
o
i
t
 
constitutionnel 
et 
institution 
politiques 
1
9
5
5
 
p
,
1
5
3
,
 

(

•V 

e
r
g
e
b
e
n
s
 s
u
c
h
t
 m
a
n
 in・ 
d
e
n
 e
n窃
c
h
e
i
d
e
n
d
e
n
partien 
d
e
s
 Esprit 
d
e
s
 L
o
i
s
 clas 
W
o
r
t
 "
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
"
;
 n
u
r
 beilaufig 
wire! 
a
u
 einer ein
、

zigen 
Stelle erklii~t, 

d
a
B
 die 
Freiheit 
nicht B
e
s
t
a
n
d
 h
a
b
e
n
 
kiinne, 
"
s
i
 
la 
p
u
i
s
s
a
n
c
e
 
d
e
 
j
u
g
e
r
 
n'est 
p
a
s
 
s
e
p
a
r
e
e
 
d
e
 
la 
p
u
i
s
s
a
n
c
e
 

legislative 
et 
d
e
 l'executrice" 
(
M
a
x
 I
m
b
o
d
e
n
;
 M
o
n
t
e
s
q
u
i
e
u
 u
n
d
 die L
e
h
r
e
 d
e
r
 G
e
w
a
l
t
e
n
t
r
e
n
n
u
n
g
 1
9
5
9
 S. 
9) 

⑱

M
o
n
t
e
s
q
u
i
e
u
;
 ibid', 
!iv 
X
I
,
 c
h
,
I
V
,
 

⑲

M
a
l
b
e
r
g
 ;
 ibid,, 
p. 
6, 

⑲
清
宮
四
郎
前
掲
書
五
四
ー
五
五
頁
。

権
力
分
立
論
の
史
的
考
察

こ
の
よ
う
に
、

マ
ル
ベ
ル
は
、

機
能
・
司
法
機
能
に
区
分
す
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、

八
七

ル
ソ
ー
、
デ
ュ
ギ
ー
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
よ
う
。

の
権
能
を
行
使
す
る
地
位
に
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
複
数
の
機
能
担
当
者
は
、
異
っ
た
権
限
に
よ
っ
て
、
単
一
の
権
力
の
行
使
に
ま
で
協

力
す
る
使
命
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
結
果
的
に
は
、
単
一
の
国
家
意
思
な
ら
び
に
共
同
国
家
意
思

(
u
n
e
v
o
l
o
n
t
e
 e
t
a
t
i
q
u
e
 
u
n
i
q
u
e
 e
t
 

c
o
m
m
u
n
e
)

の
形
成
に
ま
で
協
力
す
べ
き
使
命
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
考
え
は
、
国
家
機
能
を
立
法
機
能
・
執
行

国
家
権
力
は
―
つ
で
あ
る
と
す
る
所
謂
機
能
分
割
論
に
ま
で
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
理
論
を
批
判
し
て
い
る
が
、
彼
の
ほ
か
に
も
、
例
え
ば
ミ
シ
ョ
ー
ド
、

ル
ソ
ー
、
デ
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＠
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
い
う
す
べ
て
の
市
民
と
い
う
の
は
、
シ
ェ
イ
ニ
ス
の
い
う
第
三
身
分
（
氏
g
s
Etat)
と
は
同
じ
で
は
な
い
。
シ
ェ
イ
ニ
ス
に
よ
れ
ば
、

Qu'gt.

g
q
u
e
 la 
tiers 
etat●

a
 tous

で
あ
る
が
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
い
う
こ
の
湯
合
の
す
べ
て
の
市
民
と
い
う
の
は
能
力
の
な
い
者
（
下
賤
民
な
ど
）
を
除
い
た
そ

の
す
べ
て
で
あ
る

C

@
S
.
 Girons ;
 
ibid••p. 

9
6
.
 

⑲

Prelot ;
 
ibid••p. 

385. 

⑭
大
西
教
授
は
、
裁
判
権
の
性
質
そ
の
も
の
の
劣
性
と
他
の
二
権
力
と
の
均
衡
関
係
に
つ
い
て
「
こ
の
性
質
的
に
弱
い
裁
判
権
を
他
の
二
権
に
対
し
て
均
衡
関
係
に
お
く

に
は
、
む
し
ろ
、
立
法
権
、
執
行
権
か
ら
何
ら
の
抑
制
を
う
け
ず
、
か
え
っ
て
他
の
二
権
に
対
し
て
一
方
的
に
抑
制
を
加
え
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、

裁
判
官
の
完
全
な
独
立
性
と
違
憲
立
法
審
査
権
お
よ
び
違
法
な
行
政
に
対
す
る
裁
判
権
が
こ
れ
で
あ
る
。
か
よ
う
な
裁
判
権
の
独
立
性
と
一
方
的
な
抑
制
権
は
、
一

見
、
権
力
の
相
互
抑
制
の
理
論
に
矛
盾
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
権
の
性
質
的
な
劣
性
と
い
う
実
際
的
な
条
件
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
か
え
っ

て
、
こ
れ
は
抑
制
均
衡
の
権
力
分
立
原
理
を
現
実
に
即
し
て
展
開
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
て
い
る
（
大
西
芳
雄
教
授
「
権
力
分
立
」
法

学
セ
ミ
ナ
ー
、
一
九
六

O・

JO) 

⑮

M
o
n
t
e
s
q
u
i
e
u
;
 ibid., 
!iv・

ピ．

g
．

w.

(

L•Angleterre 

a
 le 
jury -seulement pour les 
questions d
e
 fait; 
des 
juges 
inamovibles 
debident 
!es 
q
u誇
tion
de 
droit. 
(S. 
Girons ;
 

ibid., 
p. 9
6
)
 

@
M
o
n
t
e
s
q
u
i
e
u
 v
a
 plus loin 
et aclmet q
u
e
 le 
regime aristocratique h
e
r
~
届

e

d
g

吾
ubliqugd'Italie
re!;Qit 
u
n
e
 certaine attenuation 

d
e
 cc"que la 
justice 
est exercee par plusieurs 
tribunaux̂

q̂ui
緊

pemperent≫

c
a
r
^
＾la 
maltitude 
des 
magistrats 
a
d
o
u
g
t
 
q
 uelquefois 

la 
magistrature.≫ (Fuzier•Herman; 

ibid., 
p. 2
8
2
)
 
M
o
n
t
e
s
q
u
i
e
u
 ;
 ibid., 
!iv. 
XI, ch. 
VI. 

⑲
清
宮
四
郎
著
•
前
掲
書
四
二
頁
。

⑲
こ
の
よ
う
に
云
っ
て
も
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
何
も
権
力
分
立
の
み
が
政
治
的
自
由
を
確
保
す
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
、
権
力
分
立

が
な
く
て
も
相
対
的
自
由

G
汀
r
t
e
"焦
ttive)
は
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
専
制
に
ま
で
繋
が
る
廃
類
せ
る
君
主
政
の
生
ず
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
権
力
の
配
分
が
最

善
の
方
法
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

(Fuzier-Herman;ibid••p. 

2
8
1
)
 

(

L•Duquit; 

T!aite d
e
 droit constitutionnel t. 
I, 
P. 
119 et 3
5
0
.
 

@
M
a
l
b
e
r
g
 ;
 
ibid••p. 

2
2
.
 

@
C
.
 Ma
l
b
e
r
g
 ;
 
ibid••p. 

2
3
.
 

⑲
イ
ニ
リ
ネ
ッ
ク
や
デ
ュ
ギ
ー
は
、
こ
の
理
念
を
あ
ま
り
に
も
極
端
に
押
進
め
よ
う
と
す
る
カ
ン
ト
の
結
論
が
不
合
理
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
反
動
的
に
、
モ

ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
理
論
に
、
こ
の
意
味
で
近
づ
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

cf.
G
.
 Jellinek ;
 L'Etat m
o
d
e
r
n
e
 t. 
IT, 
p. 
1
6
1
 :
 
L•Duguit; 

ibid••p. 

119. 

権
力
分
立
論
の
史
的
考
察

¥,¥、
I

I
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ア
メ
リ
カ
人
は
、

数
は
漸
次
増
加
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

‘,’ 三（
 

そ
れ
で
は
各
国
家
に
お
い
て
権
力
分
立
の
原
則
は
ど
の
よ
う
な
形
で
受
入
れ
ら
れ
た
の
か
。

論
が
現
れ
て
以
来
著
し
い
反
響
を
生
ん
だ
。
彼
の
理
論
は
、
絶
対
君
主
制

(
m
o
n
a
r
c
h
i
e
absolu)
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
そ
の
絶
頂
に

あ
り
、
そ
れ
が
崩
壊
の
方
向
に
徐
々
に
進
み
つ
つ
あ
っ
た
時
期
に
折
よ
く
打
立
て
ら
れ
た
。

法
の
特
色
は
、
事
実
上
国
家
権
力
の
す
べ
て
の
属
性
が
国
王
個
人
に
ま
で
集
中
し
た
こ
と
で
あ
り
、

カ
の
化
身
と
考
え
ら
れ
、
少
く
と
も
国
王
か
ら
す
べ
て
の
権
力
が
生
ず
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
絶
対
主
義
に
対
す
る
反
動

原
理
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
こ
の
意
味
で
、

の
た
め
に
、
権
力
分
立
論
は
革
命
を
準
備
し
指
導
す
る
者
達
に
と
っ
て
の
本
質
的
な
政
治
的
ド
グ
マ
と
し
て
必
要
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い

（註

35)

フ
ラ
ン
ス
革
命
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
り
、
革

命
の
成
功
後
、
権
力
分
立
の
原
則
は
、
絶
対
的
原
則
と
し
て
人
権
宣
言
の
中
に
と
り
い
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
第
一
六

条
は
「
権
力
分
立
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
す
べ
て
の
社
会
は
少
し
も
憲
法
を
も
た
な
い
」
と
し
て
、
権
力
分
立
を
採
用
す
る
社
会
の
み
が

真
の
憲
法

(veritable
constitution)
を
も
つ
資
格
が
あ
る
と
定
め
て
い
る
。
革
命
時
代
に
採
用
さ
れ
た
こ
の
ド
グ
マ
は
、
後
に
非
常

な
影
響
力
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、

あ
る
。
こ
の
地
盤
の
上
で
、
こ
の
理
論
は
優
れ
た
学
者
、
例
え
ば
、

（註

36)

れ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
優
れ
た
支
持
者
の
後
継
者
の
間
で
は
、

ロ
ッ
ク
の

^
:
T
w
o
Treaties 
of g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
,
,
や
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の

6cl"Esprit
d
e
s
 Lois,,
に
よ
っ
て
影

権
力
分
立
論
の
史
的
考
察

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
学
説
の
発
展
に
と
っ
て
実
に
都
合
の
よ
い
地
盤
を
形
成
す
る
こ
ど
と
な
っ
た
の
で

⑭

C. 
Malberg ;
 

ibid,•p. 

24 et 
s. 

ニ
ス
メ
ェ
ン
、
ミ
シ
ョ
ー
ド
、

八
九

サ
ン
・
ジ
ロ
ン
等
に
よ
っ
て
支
持
さ

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
理
論
は
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
理

し
た
が
っ
て
、
国
王
は
す
べ
て
の
権

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
権
力
分
立
論
を
批
判
す
る
者
の

一
八
世
紀
初
頭
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
基
本
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権
力
分
立
論
の
史
的
考
察

響
を
受
け
る
と
と
も
に
、

一
七
八
九
年
に
は
新
憲
法
に

一
七
八
七
年
に
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
憲
法
会
議
が
開
か
れ
た
と
き
、

ア
メ
リ
カ
国
民
自
身
が
体
験
し
た
政
治
的
経
験
に
よ
っ
て
、
権
力
分
立
の
原
則
の
影
響
を
受
け
た
。
独
立
戦
争

時
代

(
1
1
7
5
~
8
5
)

の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
教
養
あ
る
ア
メ
リ
カ
人
は
、

ロ
ッ
ク
や
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
著
書
に
親
し
ん
だ
の
で
あ
り
、

（註
37)

こ
の
こ
と
は
、
独
立
戦
争
前
後
の
ア
メ
リ
カ
人
の
政
治
的
経
験
の
中
に
容
易
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お

さ
ず
権
力
分
立
の
原
則
が
、
彼
等
に
対
し
て
非
常
に
説
得
力
の
あ
っ
た
原
則
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

ー
の
著
書
が
、
当
時
、

ロ
ッ
ク
や
モ
ン
テ
ス
キ
ュ

ア
ッ
プ
・
ツ
ウ
・
デ
イ
ト
な
も
の
と
し
て
の
魅
力
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
独
立
戦
争
以
前
に
も
立

法
と
司
法
と
は
、
或
る
意
味
で
の
独
立
な
権
力
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
‘
部
分
的
に
せ
よ
独
立
し
た
地
位
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
範
囲
内
で
権
力
の
分
立
が
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
権
力
分
立
制
の
原
則
が
あ
き
ら
か
に
採
用
さ
れ
た
の
は
一

七
八
七
年
の
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
憲
法
会
議
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
以
前
に
も
、
例
え
ば
、

年
に
権
力
分
立
制
を
採
用
し
て
は
い
る
が
そ
の
前
の
一
七
七
六
年
の
憲
法
に
は
こ
の
兆
し
は
現
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

の
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
憲
法
で
も
権
力
分
立
の
原
則
を
宣
言
し
て
は
い
た
が
、
こ
の
憲
法
の
場
合
、
立
法
部
が
執
行
部
に
対
し
て
優
位
な
立
場

に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
憲
法
に
つ
づ
い
て
同
年
七
月
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
憲
法
、
同
年
九
月
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
憲
法
、

同
年
―
一
月
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
憲
法
、
同
年
―
二
月
ノ
ー
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
憲
法
、

一
七
七
七
年
二
月
ジ
ョ
ー
ジ
ア
憲
法
、
同
年
四
月
ニ
ュ

（註

38)

ー
ヨ
ー
ク
憲
法
が
権
力
分
立
制
を
採
用
し
た
が
い
ず
れ
も
徹
底
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
理
念
が
一
般
的
に
普
及
し
た
の
は
、

七
八

0
年
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
憲
法
で
そ
れ
が
著
し
く
反
映
さ
れ
、

何
等
の
疑
問
も
な
く
こ
の
観
念
が
受
入
れ
ら
れ
て
か
ら
で
初
和
6

そ
し
て
翌
年
に
は
一
三
州
の
承
認
を
得
、

よ
る
新
政
府
が
成
立
し
、
初
代
大
統
領
に
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
が
満
場
一
致
で
選
ば
れ
た
。
そ
の
際
制
定
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

憲
法
(
-
七
八
八
年
）
は
、
権
力
分
立
の
原
則
を
一
般
に
配
分
条
項

(
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n

c
l
a
u
s
e
s
)

と
呼
ば
れ
る
三
つ
の
条
項
で
も
っ
て
規

一
七
七
六
年
六
月

一
ュ
ー
・
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
で
は
一
七
八
四

九
〇
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る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
と
規
定
し
て
、

そ
の
構
成
員
の
分
割
を
確
保
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

九

「
そ
れ
が
世
襲
に
よ
る
者
で
あ
っ
て
も
、

ア
メ
リ
カ
で
は
、

一
七
八
八
年
に
制

定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
条
第
一
節
は
「
す
べ
て
の
立
法
権
は
合
衆
国
連
邦
議
会
に
与
え
ら
れ
る
」
と
規
定
し
、
第
二
条
第
一
節

は
「
執
行
権
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
に
帰
属
す
る
」
と
し
、
第
三
条
第
一
節
に
は
「
合
衆
国
の
裁
判
権
は
一
の
最
高
裁
判
所
お
よ
び

連
邦
議
会
が
随
時
制
定
設
置
す
る
下
級
裁
判
所
に
属
す
る
」
と
し
て
、
権
力
分
立
の
原
則
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
第
一
条
第
六
節

第
二
項
で
「
上
院
お
よ
び
下
院
の
議
員
は
、
そ
の
在
任
期
間
に
お
い
て
、
新
設
せ
ら
れ
あ
る
い
は
報
酬
の
増
額
の
あ
っ
た
合
衆
国
の
権
威

の
下
に
あ
る
官
職
に
任
命
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
何
人
と
い
え
ど
も
、
合
衆
国
の
公
職
に
あ
る
者
は
、
そ
の
在
職
中
、
議
員
と
な

定
さ
れ
た
成
文
憲
法
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
て
お
り
、
連
邦
政
府
は
、
立
法
、
執
行
、
司
法
の
権
限
を
極
端
に
分
割
す
る
三
権
分
立
制
を
採

用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
政
府
の
執
行
権
は
大
統
領
に
ま
で
帰
し
、
大
統
領
は
彼
を
助
け
る
機
関
と
し
て
内
閣
を
組
織
す
る
が
、

内
閣
は
あ
く
ま
で
も
大
統
領
の
諮
問
機
関
で
あ
っ
て
、
内
閣
を
構
成
す
る
各
長
官
は
、
行
政
上
の
長
た
る
の
要
素
が
強
い
の
で
あ
り
、
こ

の
点
で
、
議
院
内
閣
制
を
採
用
し
て
い
る
国
家
と
は
少
し
事
情
を
異
に
す
る
。

会
に
属
す
る
が
、
上
院
は
下
院
に
比
し
憲
法
上
重
要
な
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
司
法
権
を
委
ね
ら
れ
て
い
る
連
邦
最
高
裁

判
所
は
、
憲
法
の
最
終
解
釈
権
を
も
っ
て
お
り
、

ュ
ー
の
権
力
分
立
思
想
が
、

権
力
分
立
論
の
史
的
考
察

ま
た
、
立
法
権
は
、
上
院
と
下
院
で
組
織
さ
れ
る
連
邦
議

ア
メ
リ
カ
政
治
上
、
非
常
に
重
要
な
地
位
を
有
す
る
。
と
い
う
の
は
、
最
高
裁
判
所
の

判
決
は
、
国
家
の
進
路
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で
も
三
権
分
立
の
原
則
は
憲
法
上
の
規
定
に

（註
40)

ま
で
成
熟
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
際
に
お
け
る
理
論
家
の
活
躍
も
見
逃
せ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
憲
法
の
成
立
当
時
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
起
草
者
達
、
こ
と
に
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
理
論
の
忠
実
な
継
承
者
と
目
さ
れ
て
い
る

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
マ
デ
ィ
ソ
ン
に
与
え
た
影
響
は
大
き
か
っ
た
。
彼
は
「
立
法
、
執
行
お
よ
び
司
法
の
す
べ
て
の
権
力
が
同
一
人
の
掌
中
に

ま
で
集
中
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
暴
政
の
定
義
そ
の
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、

さ
ら
に
続
け
て
、

モ
ン
テ
ス
キ
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権
力
分
立
論
の
史
的
考
察

（註
41)

自
己
任
命
し
た
者
で
あ
っ
て
も
、
選
挙
に
よ
る
者
で
あ
っ
て
も
こ
の
こ
と
は
同
様
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
そ
の
権
力
の
把
持
者
が
ど
の
方

し
て
い
る
。

マ
デ
ィ
ソ
ン
か
ら
は
大
分
遅
れ
て
、

法
に
よ
っ
て
そ
の
資
格
を
獲
得
し
て
も
、
す
べ
て
の
権
力
が
そ
の
者
の
掌
中
に
ま
で
集
中
し
た
と
き
に
は
暴
政
に
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に

ウ
ッ
ド
ロ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
そ
の
政
治
的
秩
序
と
い
う
点
か
ら
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

の
原
則
に
批
判
的
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
、

ア
メ
リ
カ
の
憲
法
上
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
権
威
の
数
が
権
威
の
劣
等
性
を
補
う
と
い

う
期
待
に
よ
っ
て
多
く
の
主
権
的
権
威
を
も
っ
と
考
え
、

し
た
が
っ
て
、
分
割
の
現
実
的
効
果
は
、

ア
メ
リ
カ
の
政
治
体
制
に
お
い
て
想

像
さ
れ
、
そ
の
場
合
、
各
々
に
ま
で
の
統
治
権
力
の
分
岐
は
、
各
々
の
機
能
が
容
易
に
自
ら
を
逃
れ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
各

（註
42)

機
能
の
責
任
を
軽
減
す
る
こ
と
の
承
認
で
あ
る
と
考
え
た
。
こ
の
点
、
多
分
に
ア
メ
リ
カ
連
邦
国
家
的
権
力
分
立
論
の
色
彩
が
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
点
で
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
権
力
分
立
論
が
、
分
割
の
体
系
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
が
相
互
関
係
を
有
し
、
互
い
に
並
立
す
る

権
威
間
に
権
力
を
分
割
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
機
関
に
ま
で
責
任
を
帰
属
せ
し
め
よ
う
と
し
た
の
と
は
大
い
に
異
な
る
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
こ
の
原
則
を
引
立
た
せ
よ
う
と
す
る
者
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、

オ
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
が
そ
れ
で
あ
り
、
彼
は
、
新
し

い
意
味
で
権
力
分
立
の
原
則
を
是
認
し
た
ド
イ
ツ
で
最
初
の
学
者
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

マ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、

ド
イ
ツ

は
フ
ラ
ン
ス
を
モ
デ
ル
と
し
て
権
力
分
立
の
原
則
を
採
用
し
た
の
で
あ
り
、
権
力
分
立
の
原
則
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
活
動
的
な
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
生
気
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
権
力
分
立
は
実
現
可
能
な
政
治
体
制
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
実
際
に
ド
イ
ツ
に

お
い
て
実
現
さ
れ
た
と
す
る
。
さ
ら
に
、
ド
イ
ッ
君
主
制
の
下
に
お
い
て
も
、
立
法
権
や
執
行
権
の
背
後
に
単
一
の
意
思
が
潜
在
し
て
は

な
ら
な
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
国
王
の
意
思
は
執
行
権
の
担
い
手
た
る
の
そ
れ
で
あ
り
、
決
し
て
立
法
権
の
担
い
手
た
る
の
意
思

を
有
す
べ
き
で
は
な
い
か
ら
、
国
王
は
選
挙
さ
れ
た
議
会
構
成
員
に
よ
る
同
意
を
条
件
と
し
て
の
み
法
律
を
制
定
し
得
る
に
過
ぎ
な
い
の

で
あ
り
、
権
力
分
立
の
原
則
が
、
君
主
制
の
原
則
と
両
立
し
難
い
も
の
で
あ
る
と
信
ず
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

九
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彼
が
結
論
ず
け
よ
う
と
し
た
の
は
、
権
力
分
立
の
原
理
も
ド
イ
ッ
君
主
制
の
下
に
お
け
る
法
律
に
よ
っ
て
充
分
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
明
白

に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
権
力
分
立
の
原
則
を
認
め
た
と
い
っ
て
も
、

る
ア
ソ
シ
ュ
ッ
ツ
の
見
解
は
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
見
解
と
は
余
り
似
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
彼
等
は
完
全
な
る
権
力

す
る
」
と
規
定
し
、
同
法
第
六
二
条
で
「
立
法
権
は
国
王
と
二
院
と
の
共
同
で
行
使
さ
れ
る
」
と
し
、
さ
ら
に
同
法
第
八
六
条
が
「
司
法

権
は
、
法
律
の
権
威
以
外
の
い
か
な
る
他
の
権
威
に
も
服
従
し
な
い
独
立
の
裁
判
所
に
よ
り
、
国
王
の
名
に
お
い
て
行
使
さ
れ
る
」
と
規

定
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
原
則
を
明
確
に
公
式
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
条
文
は
、
国
王
の
権
力
と
立
法

と
司
法
と
の
関
係
に
お
け
る
そ
れ
の
限
界
を
憲
法
上
定
め
た
も
の
で
あ
り
、

九

し
た
が
っ
て
、
国
王
は
こ
の
範
囲
内
で
の
権
力
し
か
行
使
で

き
な
い
こ
と
を
規
定
し
た
の
で
あ
る
と
し
て
、
原
則
的
に
は
、
．
プ
ロ
シ
ャ
の
国
王
は
、
名
目
上
、
三
権
力
の
把
持
者
で
あ
り
、
執
行
権
に

関
し
て
は
、
国
王
は
自
身
で
あ
る
い
は
そ
の
権
威
に
よ
っ
て
、
充
分
に
そ
の
権
力
を
行
使
し
得
た
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
自
分
自
身
で

司
法
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
全
然
で
き
な
か
っ
た
し
、
立
法
権
に
つ
い
て
も
、
議
会
の
協
賛
に
よ
っ
て
の
み
そ
れ
を
行
使
し
得
た
に
過
ぎ

（註
43)

な
い
と
考
え
た
。
彼
は
、
こ
の
意
味
で
、
ド
イ
ッ
君
主
制
に
お
い
て
も
権
力
分
立
の
存
す
る
こ
と
を
認
め
て
マ
イ
ヤ
ー
の
見
解
に
同
調
し

マ
イ
ヤ
ー
や
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
は
、
さ
ら
に
加
え
て
、
例
え
ば
、
プ
ロ
シ
ャ
憲
法
第
六
二
条
に
よ
っ
て
「
立
法
権
は
国
王
と
二
院

一
八
一
四
年
憲
法
や
一
八
三

0
年
憲
法
で
も
同
じ
内
容
の
規
定
を
設
け
て
い
る
こ
と
か
ら
し

て
、
国
王
は
単
独
で
は
法
律
を
制
定
し
得
ず
、
国
王
に
よ
っ
て
望
ま
れ
た
法
案
が
議
会
に
よ
っ
て
可
決
さ
れ
た
場
合
に
限
り
、
法
律
の
カ

(
M
a
c
h
t
 d
e
r
 
G
e
s
e
t
z
)

を
自
己
の
意
思
通
り
に
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、

に
直
接
協
力
し
た
の
で
あ
り
、
こ
と
に
、
そ
れ
に
裁
可
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
協
力
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
裁
可
は
法
律
を

権
力
分
立
論
の
史
的
考
察

と
の
共
同
で
行
使
さ
れ
る
」
と
規
定
さ
れ
、

て
い
る
。

分
立
に
反
対
の
立
場
を
採
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
は
、

こ
の
留
保
の
も
と
に
、
国
王
は
立
法
権
の
行
使

一
八
五

0
年
憲
法
第
四
五
条
が
「
執
行
権
は
国
王
に
の
み
帰
属

マ
イ
ヤ
ー
や
次
に
述
べ
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発
す
る
場
合
の
最
終
的
手
続
と
し
て
必
要
で
あ
っ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
法
律
を
制
定
す
る
場
合
の
国
王
の
権
力
の
限
界
も
こ
こ
に
置
か
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
憲
法
に
よ
れ
ば
、
国
王
は
、
原
則
上
、
す
べ
て
の
権
力
の
把
持
者
で
あ
り
な
が
ら
、

立
法
権
や
執
行
権
を
行
使
す
る
際
、

や
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
は
、

と
く
に
制
限
的
状
態
に
服
せ
し
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
原
則
を
ド
イ
ツ
の
制
度
に
導
入
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
国
王
の
権
力
を
限
界
づ
け

て
い
る
体
系
で
、
下
部
構
造
に
ま
で
の
権
限
の
分
割
が
或
る
意
味
で
確
立
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
権
限
間
に
相
違
が
認
め
ら
れ
た
現
実
に
着
目

し
て
、
そ
れ
を
体
系
ず
け
る
た
め
に
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
原
則
を
利
用
し
た
と
も
惟
え
る
。

三
権
分
立
論
に
つ
い
て
最
近
ド
イ
ツ
で
問
題
と
し
て
採
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
分
割
論
や
ロ
ッ
ク
の
分
割
論

と
の
比
較
考
察
で
は
な
く
、
教
義
上
の
論
争
点
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
教
義
上
の
分
裂
が
生
じ
た
も
と
を
た
だ
せ
ば
、
そ
れ
は
モ
ン
テ

ス
キ
ュ
ー
の
労
作
に
つ
い
て
の
不
的
確
な
把
握
に
端
を
発
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
論
争
点
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
権

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
国
家
の
最
上
級
機
関

(Letztinstanz)
を
独
立
せ
し
め
よ

う
と
し
た
の
か
あ
る
い
は
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
そ
れ
を
相
互
抑
制
の
体
系
に
ま
で
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
イ

ン
ボ
ー
デ
ン
は
こ
の
問
題
に
関
し
て
次
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。
「
権
力
分
割
」

(
G
e
w
a
l
t
e
n
t
r
e
n
n
u
n
g
)
と
「
権
力
結
合
」

(
G
e
w
a
l
t
g
,

v
e
r
b
i
n
d
u
n
g
)
と
い
う
両
概
念
は
、
国
家
学
に
お
い
て
厘
と
外
面
的
に
は
和
解
し
が
た
い
項
目
と
し
て
理
解
さ
れ
、
そ
の
各
々
が
、
そ
れ

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
自
身
は
、

お
そ
ら
く
自
分
の
学
説
が
二
つ
の
面
を
示
し
て

い
る
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
が
和
解
し
得
る
余
地
の
な
い
両
概
念
を
内
含
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
よ
う
と
は
し
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
権
力
の
独
立

(
Verselbstandigung d
e
r
 G
e
w
a
l
t
e
n
)
の
見
解
を
採
る
と
権
力
の
相
互
抑
制

(wechselseiti,

g
e
n
 K
o
n
t
r
o
l
l
e
 d
e
r
 G
e
w
a
l
t
g
)
の
見
解
を
採
る
と
に
よ
っ
て
、
相
反
せ
る
実
際
上
の
分
離
に
ま
で
帰
着
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

本
来
の
意
義
を
も
つ
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
し
か
し
、

カ
の
分
離
か
そ
れ
と
も
権
力
の
結
合
か
と
い
う
こ
と
と
、

権
力
分
立
論
の
史
的
考
察

九
四

マ
イ
ヤ
ー
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合
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
。

各
々
に
ま
で
区
分
さ
れ
た
国
家
組
織
に
は
、

九
五

本
然
的
に
、
‘
分
離
と
結
合
、
独
立
と
接
合
と
い
う
二
つ
の

象
は
、

す
る
に
、

権
力
分
離
に
価
値
を
認
め
る
場
合
、
行
政
裁
判
所
の
権
限
や
司
法
裁
判
所
の
行
政
的
統
禦
を
ど
う
説
明
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る

が
、
し
か
し
、
機
関
相
互
抑
制
の
体
系
に
価
値
を
置
く
場
合
、

ア
メ
リ
カ
の
例
や
現
在
の
ド
イ
ツ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
に
立
法
や

執
行
の
監
視
を
委
嘱
す
る
よ
う
な
こ
と
は
お
こ
ら
な
い
。
だ
け
ど
、
こ
の
よ
う
な
考
察
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
、
権
力
の
分
離
ま
た
は
権
力

の
結
合
の
何
れ
が
妥
当
で
あ
る
か
の
問
題
に
対
す
る
解
答
に
は
な
ら
な
い
。
分
割
論
を
「
権
力
の
独
立
あ
る
い
は
権
力
の
相
互
抑
制
と
い

う
二
者
択
一
（
Alternative)

の
立
場
で
み
る
場
合
、

そ
れ
は
厳
格
に
限
定
さ
れ
た
意
味
で
の
内
容
を
満
た
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
考
察
の
仕
方
自
体
批
判
的
吟
味
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
偉
大
な
学
者
で
あ
る
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
「
分
離
あ
る
い
は
結
合
」

と
い
う
根
本
的
な
二
者
択
一
を
回
避
し
た
と
考
え
る
の
は
余
り
に
も
早
計
で
あ
る
。
人
は
「
法
の
精
神
」
の
中
で
徒
ら
と

ĉ
separation
"
 

と
い
う
語
を
探
し
求
め
た
が
る
が
、
そ
こ
で

'̂separation
"
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
「
も
し
裁
判
権
が
立
法
権
や
執
行
権

か
ら
分
離
さ
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
自
由
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
唯
一
箇
所
だ
け
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
意
味
で
會

モ
ン
テ

ス
キ
ュ
ー
が
人
民
の
自
由
を
保
護
す
る
た
め
に
要
求
し
た
の
は
、
権
力
の
分
割
で
は
な
く
、
そ
れ
は
三
権
力
の
一
種
の
配
分
で
あ
る
。
要

「
権
力
の
分
割
」
と
「
権
力
の
結
合
」
と
い
う
二
つ
の
表
象
は
、
そ
れ
自
体
排
他
的
な
も
の
で
は
な
く
し
て
、
こ
の
二
つ
の
表

一
が
他
に
重
っ
て
引
き
合
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
権
力
の
結
合
に
注
視
せ
ず
し
て
権
力
の
分
割
は
把
握
し
得
な
い
し
、
権
力
分
立

を
前
提
と
し
な
い
権
力
相
互
の
独
立
性
は
理
解
で
き
な
い
。
機
能
集
団
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
将
し
く
、
原
則
的
区
分
に
よ
り
分

離
さ
れ
た
も
の
の
結
合
を
考
え
る
の
で
あ
り
、
最
上
級
機
関
を
相
互
抑
制
の
体
系
を
通
じ
て
互
い
に
関
係
づ
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
れ

を
先
ず
第
一
に
何
ら
か
相
互
に
分
離
さ
れ
た
も
の
と
し
て
考
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
権
力
分
割
と
か
権
力
結
合
と
か
い
う
も
の
は
、

い
か
な
る
状
態
に
お
い
て
も
、
国
民
と
国
家
と
の
相
互
関
係
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
決
し
て
た
だ
単
な
る
権
力
分
割
と
か
権
力
結
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て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、

ical)

に
お
い
て
、

貴
族
的
伝
統
に
し
た
が
え
ば
、

権
力
分
立
論
の
史
的
考
察

(
G
e
w
a
l
t
e
n
,
D
e
f
f
e
r
e
n
z
i
e
r
u
u
g
)

と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
研
究
も
大
分
活
澄
に
な
っ

一
は
、
垂
直
的
意
味

(sens
vert, 

面
が
あ
る
。
分
立
と
相
互
依
存
と
い
う
宿
命
的
と
も
い
え
る
二
者
択
一
を
回
避
す
る
こ
と
を
欲
す
る
な
ら
ば
、

の
選
択
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
、
支
配
力
の
相
違
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、

お
そ
ら
く
支
配
力
の
相
違

フ
ラ
ン
ス
的
権
力
分
立
論
と
ア

（
註
4
4
)

メ
リ
カ
的
権
力
分
立
論
の
相
違
は
、
支
配
力
の
相
違
に
よ
る
結
果
そ
の
よ
う
な
違
い
を
生
じ
た
と
し
て
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
権
力
分
立
論
に
お
け
る
イ
ン
ボ
ー
デ
ン
の
見
解
は
、
今
日
ド
イ
ツ
の
通
説
で
あ
る
所
謂
「
機
能
論
」

最
近
の
フ
ラ
ン
ス
の
動
向
を
簡
単
に
述
べ
る
と
、
例
え
ば
、
パ
リ
大
学
法
学
部
の
プ
レ
ロ
ッ
ト
教
授
な
ど
は
、
権
力
を
弱
め
る
．
方
法
と

し
て
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
流
に
云
え
ば
、
そ
の
配
分
に
は
二
つ
の
方
法
が
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、

よ
う
に
、

に
ま
で
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
の
権
力
と
そ
の
権
力
の
部
分
的
受
託
者
た
る
幾
つ
か
の
主
体
を
な
す
介
在
的
団
体

と
の
槃
が
り
に
お
い
て
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
で
あ
り
、
他
は
、
水
平
的
意
味

(
s
e
n
s
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
)

に
お
い
て
、
立
法
権
、
執
行
権
と
第

．
．
．
．
．
 

三
の
権
力
す
な
わ
ち
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
"
federative p
o
w
e
r
,
,

で
あ
り
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
と
っ
て
は
＾
ゴ
p
o
u
v
m
r
3ud1cia1re,, 

で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
認
め
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
三
権
力
の
権
衡
を
保
た
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
ま
た
、
教
授
は
デ
ビ
ー
教
授
が
、
権
力
理
論
は
、
公
共
の
福
祉
と
か
個
人
の
自
由
と
か
機
能
の
上
手
な
分
割

(
f
a
m
e
u
s
e
repar̀
 

（註
45)

tition 
d
e
s
 
f
o
n
c
t
i
o
n
s
)
と
い
う
よ
う
な
基
本
的
な
規
律
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の

フ
ラ
ン
ス
で
は
最
近
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
対
す
る
感
心
が
高
ま
り
つ
つ
あ
り
、

一
九
四
一
年
に
は
、
貴
族
的
伝
統
主
義

(traditionalisme
aristocratique)
と

イ
ギ
リ
ス
立
憲
主
義

(constitutionalism
b
r
i
t
a
n
i
q
u
e
)

と
い
う
「
法
の
精
神
」
の
二
面
性
に
つ
い
て
、

比
較
法
学
会
の
支
持
の
も
と

(
F
u
n
k
t
i
o
n
e
n
l
e
h
r
e
)
 

分
割
論
の
種
々
の
相
違
せ
る
形
は
、

分
割
と
結
合
と
の
問

九
六
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kこ

＠
 

九
七

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
こ
の
二
面
性
が
問
題
と
さ
れ
た

一
九
五
四
年
に
は
、
ボ
ル
ド
ー
で
「
モ
ン
テ

マ
ル
キ
ー
ヌ
・
ゲ
ェ
ツ
ェ
ビ
ッ
チ
教
授
の
発
案
に
よ
っ
て
、
バ
リ
大
学
法
学
部

(
F
a
c
u
l
t
e
d
e
 D
r
o
i
t
 d
e
 P
a
r
i
s
)

に
お
い
て
一
連

の
研
究
会
が
開
か
託
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
討
論
が
な
さ
れ
た
こ
と
と
、
少
し
遅
れ
て
、

ス
キ
ュ
ー
研
究
会
」

(
C
o
n
g
r
e
s
M
o
n
t
e
s
q
u
i
e
u
)

と
い
う
研
究
集
会
が
開
か
れ
、

こ
と
か
ら
し
て
も
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
態
度
は
、
現
在
で
も
生
々
と
し
て
そ
の
精
神
を
留
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑮

M
a
u
r
i
c
e
 D
u
v
e
r
g
e
r
;
 D
r
o
i
t
 constitutionnel 
et 
Institution 
politique 
p. 
240. 
cf. 
G
.
 B
o
n
n
o
;
 
L
a
 Constitution 
britanique 
d
e
v
a
n
t
 !'opinion 

frarn;ais 
d
e
 M
o
n
t
e
s
q
u
i
e
u
 ii. 
B
o
n
a
p
a
r
t
e
 1932. 

⑮

C
.
 M
a
l
b
e
r
g
;
 ibid., 
p. 
1
2
 
cf. 
E
s
m
e
i
n
 ;
 El

e
m
e
n
t
 d
e
 droit 
constitutionnel 
7c 
ed., 
t. 
I, 
p. 
4
6
7
 et 
s. 
M
i
c
h
o
u
d
 ;
 T
ぽ
orie
d
e
 la 
personnalite 

m
o
r
a
l
e
 t. 
I, 
p. 
2
8
1
 
et 
s.: 
Saint G
i
r
o
n
s
;
 ibid., 
p. 
1
3
8
 et 
s. 

@
C
h
e
s
t
e
r
.
 C
.
 M
a
q
e
y
"
T
h
e
 A
m
e
r
i
c
a
n
 P
r
o
b
l
e
m
 o
f
 G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 5
t
h
 edition 
1
9
4
9
 
p. 
178. 

⑲
清
宮
四
郎
著
•
前
掲
書
七
八
頁
以
下
参
照
。

⑲
こ
の
間
の
事
俯
に
つ
い
て
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、

T
h
e
s
t
a
t
e
s
m
e
n
 at 
P
h
i
l
a
d
e
l
p
h
i
a
 in 
1
7
8
7
 d
i
d
 
n
o
t
 
a
d
o
p
t
 
t
h
e
 
federal 
s
y
s
t
e
m
 
o
f
 
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 

b
e
c
a
u
s
e
 t
h
e
y
 c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
 it 
superior to 
t
h
e
 
u
n
i
t
a
r
y
 m
o
d
e
l
.
 
T
h
e
y
 established 
t
h
e
 federal s
y
s
t
e
m
 b
e
c
a
u
s
e
 it 
w
a
s
 t
h
e
 o
n
l
y
 t
y
p
e
 their 

c
o
u
n
t
r
y
m
e
n
 w
o
u
l
d
 
accept•Here 

w
e
r
e
 thirteen 
practically 
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
 states 
w
h
o
 h
a
d
 u
n
d
e
r
 t
h
e
 s
t
r
e
s
s
0
f
 
w
a
r
 enter~d 

a
 l
e
a
g
u
e
 

o
f
 friendship: b
u
t
 w
i
t
h
 t
h
e
 conclusion 
of 
p
e
a
c
e
 t
h
e
y
 b
e
c
a
m
e
 increasingly 
jealous 
of 
t
h
e
 "
s
o
v
e
r
e
i
g
n
t
y
`
f
r
e
e
d
o
m
,
 a
n
d
 i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
 "
 

t
h
e
y
 h
a
d
 retained u
n
d
e
r
 t
h
e
 Articles 
o
f
 Confederation." 
(Claudius. 
C
.
 J
o
h
n
s
o
n
;
 G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 in 
t
h
e
 U
n
i
t
e
d
 States 
P. 
4
9
 a
n
d
 50) 

と
述
ぺ
て
い
る
。

＠
イ
ン
ポ
ー
デ
ン
は
、
こ
の
点
に
関
し

E
r
n
s
t
m
a
l
s
in 
d
e
n
 sic_h 
verselbstiindigenden 
a
m
e
r
i
k
a
n
i
s
c
h
e
n
 K
o
l
o
n
i
e
n
 w
u
r
d
e
 d
e
r
 Begriff d
e
r
 G
e
w
a
l
t
e
n
,
 

s
e
p
a
r
i
e
r
u
n
g
 in 
die 
V
e
r
f
a
s
s
u
n
g
s
s
p
r
a
c
h
e
 u
m
g
e
s
e
t
z
t
.
 
V
i
e
r
 d
e
r
 
z
w
i
s
c
h
e
n
 
1
7
7
6
 
u
n
d
 
d
e
r
 
U
n
i
o
n
g
r
i
i
n
d
u
n
g
 _geschaffenen 
verfass●
n
g
e
n
 

a
m
e
r
i
k
a
n
i
s
c
h
e
r
 Einzelstaaten, 
zeitlich 
v
o
r
a
n
 V
i
r
g
i
n
i
a
 
u
n
d
 inhaltlich 
a
m
 betontesten M
a
r
y
l
a
n
d
,
 n
a
h
m
e
n
 in 
d
e
n
 K
a
t
a
l
o
g
 d
e
r
 G
r
u
n
d
'
 

r
e
c
h
t
e
 d
e
n
 G
r
u
n
d
s
a
t
z
 auf. 
"
T
h
a
t
 t
h
e
 p
o
w
e
r
 s
h
o
u
l
d
 b
e
 separate a
n
d
 distinct" 
(
M
a
x
 I
m
b
o
d
e
n
;
 
M
o
n
t
e
s
q
u
i
e
u
 
u
n
d
 
die 
L
e
h
r
e
 
d
e
r
 

G
e
w
a
l
t
e
n
t
r
e
n
n
u
n
g
 S. 
9)
と
述
べ
て
、
権
力
分
立
の
原
則
が
憲
法
上
の
用
語
に
転
換
さ
れ
た
の
は
ア
メ
リ
カ
が
最
初
で
あ
り
、
時
間
的
に
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
が
真

先
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
、
メ
リ
ー
ラ
ソ
ド
が
三
権
分
立
の
原
則
を
基
本
権
の
カ
ク
ロ
グ
の
中
に
採
り
入
れ
た
こ
と
を
明
か
に
し
て
い
る
。

清
宮
四
郎
著
•
前
掲
書
一

0
0
頁
。
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B
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.
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