
研

究

ス
ウ

ェ
ー

デ

ン
の
立
法

顧

問

院

(葺

嬢
鈴)
と
新

し

い
立
法

顧

問

院

法

萩

原

金

美

は

じ

め

に

本
稿

は
、

ス
ウ

、
タ

ソ
の
立
法
顧
問
讐

・鴨
師
甑
.齢)
に
つ
い
て
若
干
の
紹
介

(笙

部
)
を
試
み
る
と
共
に
・
昨
年

(
充

八
〇
年
と

月

一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
に
い
た

っ
た
新
し

い
立
法
顧
問
院
法

の
訳
文

(第
二
部
)
を
提
供
す
る
も

の
で
あ

る
。

筆
者

は
か
ね
て
、

ス
ウ

、
ナ

ソ
司
法
制
度
研
究
の

環

と
し
て
、
立
法
顧
問
院
に
浅

か
ら
ぬ
関
心
を
よ
せ
て
い
る
が
・
そ

の
研
究

は

ス
ウ

、
-
一ア
ン
の
妾

過
塞

磐

関
す

る
広
汎

な
知
識
を
必
要
と
す
誉

め
、
遅

々
と
し
て
進
ま
な

い
有
様

で
あ
電

本
稿

は
・
文
字

ど

お
り
さ
さ
や
か
な

;

の
中
間
墾

口
に
す
ぎ
な
い
。
な
お
、

こ
の
よ
う
な
中
間
報
告
を

こ
こ
に
発
表
す

る
理
由
ξ

い
て
は
・
以
下
第

一
部

の
本
文

の
な
か
で
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(-
)

ス
ウ

貫
π
デ
ン
の
妾

過
程
ξ

い
て
は
、
田

身

罪

餐

。
§

葺

智
瓢

匿

ぎ

欝

三

ポ
§

翼

ド
.塁

謹

窪

§

野

壽

舞

甘
誌
鼻

6ロ
、
国
麟
露

器
竺

レ
簿
。
出
山
①
§

蟹

岸
藁

り
刈
。
)
の

ω
奪

閃
α
尋

ぴ
・§

(。。・謡
中
)
が
最
も
適
切
奮

観
を
楚

る
と
輩

る
・

な
お
・

佐
露

子

、
北

欧
」
川
島
武
慕

.
法
社
会
霧

座
m

(
充

七
三
年
)

δ

四
葺

下
お
よ
び
そ
是

引
用
さ
れ
て
い
る
巌

も
き
わ
め
て
有
益
で
あ

る
・

ち
な
み
に
・
佐
嚢

授

は

剛帥碧
詫
黛

を

「
立
法
評
議
会
」
と
訳

し
て
い
る

(伺
書

}
二
〇
頁
)。
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(
2
)

妾

需

院

に
関
す
る
最
近

の
文
献

と
し
て
は
、

冨

聾

量

罠

轟

辞

§

σ・菱

窯

皆

雪

奢

帥
儒
・,ロ
什同。昏
昌
一ロ
㈹
①
コ
(}麟

一⑩
刈
刈
"N
)
が
有
用

で
あ
る
.

な
お
・

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
の
妾

顧
問
院
と
同
種

の
制
度
は
、
他

の
国

で
は

フ
ィ
ン
ラ

ン
ド
に
の
み
存
在
す
る
と
い
わ
れ
る
。
そ

の
概

要

に

つ

い
て

は
、
』"

雪

鱒

駒
.
ω
N
I

ω
ト

を

み

よ

。
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第

一
部

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
の
立
法
顧
問
院

一

概

説

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
の
立
法
過
程
に
お
い
て
は
、
国
会

に
提
出
さ
れ
る
前

の
最
終
的
法
案
に

つ
い
て
そ
れ
が
重
要

な

も

の
で
あ

る
限

り
通

例
・

妾

鶴

讐

σ・
垂

に

よ

る

法

的

嚢

が

行

な

わ
れ

る
・

こ
れ

塞

本

蚤

の
根

拠

を
有

し

(統
治
組
織
法

〔器
ゆq
。ユ
ロ
σq
。。♂
困日
窪
〕

八
章

一
八
条
)
・

そ

の
組

織

・
活

動

な

ど

に

つ

い

て

の
詳

細

は

立

法

顧

問

院

に
関

す

る

法

律

(一髄
㈹
〔
搭
お

"
。。
①
。。
〕
。
日

一騨
・q
.
鑑
.
"
同
法
施
行
前

は

同
名

の

冨
㈹

〔
お
①
α
"
　
。。
巳
。

以
下
、
前
者
を
新
法

、
後

者
を

旧
法
と

い
う
)
等

に

よ

り

規

整

さ

れ

て

い

る

。

一
九
八
〇
年

一
月

百

か
ら
施
行
さ
れ
た
新
し

い
統
治
懇

法
八
章

天

条
三
項

に
よ
れ
ば
、

立
法
顧
問
院

(以
下
、
た
ん
籟

問
院
と

　　

　

い
う
)

の
職

務

は
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

す

な
わ

ち
l
l

、

⑤ ④ ③ ② ①

法
案

に
は
、
基
本
法
そ

の
他

の
法
秩
序

と
の
関
係

に
お
い
て
、
ど

の
よ
う
な
問
題
が
あ

る
か
、

法
案

に
は
、
そ

の
諸
規
定
相
互
間
に
ど

の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
か
、

法
案

に
は
、
法
的
保
障

(誌
器
。。欝
o臣
o仲)
の
要
請
と

の
関
係

に
お

い
て
、
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
か
、

法
案

は
、
示
さ
れ

た
法

の
目
的
に
適
合
す
る
と
認

め
う
る
よ
う
に
作
成
さ
れ
て

い
る
か
、

法
案
が
立
法
化
さ
れ
た
場
合
、
ど

の
よ
う
な
適
用
上
の
問
題
が
生
じ
う
る

か
、



ス ウ 晶尉デンの立法顧問院(lagk飼et)と 新 しい立法顧問院法

と
い
う
五
点

の
審
査

で
あ
る
。

さ
て
、
沿
革
的
に
み
る
と
、
閣

院
の
前
駆
的
形
撃

な
す
の
は
最
嚢

判
所

(ま
.…
藍

・塁

量

に
よ
る
蒙

の
嚢

で
あ
る
・

ぎ

九
年
に
行
政
講

裁
判
所

(目OσqO「瞬嵩
Oq
㎝HP
齢件Φ昌
)
が
成
立

し
た
の
に
伴

い
、

最
嚢

判
所

の
負
程

減

の
目
的
を
も

ぞ

閣

院
が

創
設
さ
れ

た
の
で
あ

っ
た
。

.」
の
よ
う
な
沿
革
を
反
映

し
て
、
顧
問
院
の
麟
)
(馨

餌く
彗

・・)
は
旧
法
下

で
は
橿

最
嚢

判
事

(貰

駒謹

三

名
と
行
政

最
嚢

判
事

(.。・、
..ぼ
・、・,.陣鎌
と

名
合
計

四
名
を
も

っ
て
震

さ
れ
た

(旧
竺

条
)・

新
法

に
よ
る
と
・

原
則
と
し
て
両
者

の
合
計
三
名

で
部
を
構
成
す
る

(新
法
三
条
)
。
そ
し
て
、
最
嚢

判
妻

よ
び
行
政
最
嚢

判
事

は
原
則

と
し
て
二
年
ご
と

の
。
エ

ア
ー
シ

ョ
ン
で
顧

問
院

に
お
け
る
職
務

に
従
事
す
る
義
務

を
負
う

の
で
あ

る

(旧
法
二
条
、
七
条
・
新
法
六
条
二

七
季

)・

法
案
に
対
す
る
顧
問
院
の
意
見
は
き
わ
め
て
重
要
視
さ
れ
、
補
充
的
な
法
源
を
形
成
す

る
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
蘂

裂
轟
鐸

範
観麟
勤
羅
翫
籔
魏
嚢
鯖
鶴
鶴
藷
貨
櫨
譜
難
蒲
雛
綴
雛

深

い
も

の
を
含

ん
で
い
る
よ
う
意

わ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
わ
が
国

に
お
け
る

ス
ウ

ェ
歩

ン
の
法

.
政
治

の
研
究
を
推
進
す
る
た
め

に
、
.』
の
論
説
の
内
容
を
早
急
に
紹
介
し

て
お
く

こ
と
は
必
ず
し
も
無
蕊

で
は
な

い
と
信
ず
御
㌍

二

顧
問
院

の
活
動
1
ー
寄

鼠

協
判
事

の
論
説

に
よ
る
1

顧
問
院

の
構
成
員

の
任
期

は
、
最
嚢

の
秋
季
開
廷
期

の
開
始

か
ら
起
算
し
工

一年
間

で
あ

る

(旧
法
二
条
・
新
法
六
条
)
ご

」
れ
を
立
法

顧
問
期
璽

.・、.伽
山・。駕
.駒a
)
と

い
う
。
も

っ
と
も
、
そ

の
華

の
延
長

は
、
未
済
案
件

の
処
理

の
た
め
≦

般
的

で
あ
る

(旧
茜

条
・
新

法

一
二
条
)
。
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℃
①
昼

の
場
合
・
任
期

は
七
七
年
九
月
ご
一〇
昆

始
ま
り
、
七
九
年
九
旦

七
昆

終

っ
た
。
そ

の
間

最

り
扱

っ
た
肇

の
籔

は

合
計
二
七
件
・
う
ち

一
六
件
が
法
務
省
、
他

の

=

件
が
他

の
九
省

の
所
管

篇

し
た
。

こ
の
二
年
間

に
部

の
構
成
員
中
終
始
在
任
し
た

の
覧

曇

だ
け

で
・
他

の
三

つ
の
ポ

ス
ト
は
す

べ
て
異
動
が
あ
り
、
六
名
が
そ
れ
を
占

め
た
。
そ

の
内
訳

は
、
最
高
裁
判
事
四
名
、
前

最
高
裁
判
事

一
名
、
前
行
政
最
高
裁
判
事

一
名

で
あ

る
。

e

審
査
対
象
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
問
題
点

右

の
期
間
中

に
お
け
る
顧
問
院

の
甕

は
、
大
部
分

の
蒙

が
終
局
的
な
も

の
で
は
な
く
、

ス
テ
ソ
シ
ル
版

で
提
出
さ
れ
、
継
続
的

に

訂
正
さ
れ
て
い
く
状
態

で
行
な
わ
れ

た
・
そ

の
箪

は
、
鶴

院

の
意
見
が
省

の
妾

作
業

の
中
間
段
階
で
顧
慮

さ
れ
る
.」
と
に
な
り
、

顧
問
院
が
省

の
立
法
作
業

に
巻
き
込
ま
れ
る
と
い
う
、
基
本
法

の
予
想
し
な
い
事
撃

生
ず

乏

い
た

っ
て
い
る
。

.、
の
.〕
と
は
葦

の

実
際

的

メ
リ

ッ
ト
を
も

ち

う

る
と

し
て
も
、

基

本
法

上
支

持

し
が

た

い
手

順

で
あ

る

.」
と

は
明
白

で
あ

る
。

こ
の
よ
う

な
わ
け

で
・

審
査

の
対

象

と
な

る

の
は
し
ば

し
ば

、
他

省

に
配
付

さ
れ

る
時

点

の
状
態

に
あ

る
と

こ
ろ

の
、
将

来
顧
問

院

に

送
付
さ
れ
る
べ
き
も

の
の
峯

た
る
蒙

で
あ
る
。
そ

こ
で
、
顧
問
院
の
甕

が

か
な
り
進
行
し
た
後

に
、
関
縫

関

.
団
体

の
法
羅

対
す
る
意
見
陳
述

(含

.・.・書

量

に
基
づ
く
さ
ま
ざ

ま
な
修
正
が
墾

口
さ
れ

て
く
る
。

法
案

は
と
き
に
、

鶴

院
が
妻

を
終
了
し

た
後

に
始

め
て
最
終
的
な
形
態
を
と
る
こ
と
が
あ

る
。

こ
の
場
盒

は
顧
問
院

の
意
見

の
表
示

は
、
法
案
が
最
終
的
な
形
態

の
も
の
と
し

て
正
式

に
顧
問
院

に
送
付
さ
れ
る
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

例
え
ば

・
強
制
的
社
会
保
障

(・・§

琶

・・§

・・
8

に
関
す

る
包
括
的
な
案
件
は
、

一
九
七
八
年

三

旦

八
日
の
閣
嚢

定
に
ょ
り

政
府

か
ら
顧
問
院
に
送
付
さ
れ
・
矯

院
は
直
ち
に
豪

件

の
嚢

を
開
始
し
た
。
し
か
し
、
最
終
的
な
法
案

の
送
付

は
翌
七
九
隻

万

三

日

に
い
た

っ
て
漸
く
な
さ
れ
た
。
顧
問
院

は
こ
れ

に
つ
い
て
早
く
も
同
月
二
吉

、
四
三
頁

に
お
よ
ぶ
意
見
の
表
示
を
行
な
う

.芝

が

で
き

た
が
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
二

ヵ
月
に
わ
た
る
審
査
作
業

の
所
産
な

の
で
あ

る
。

(58)



ス ウ 墨楓デンの立法顧問院(1ag焔det)と 新 しい立法顧問院法

こ
の
よ
う
な
事
務
処
理
方
式

は
、
顧
問
院

の
審
査
が
公
衆

の
ア
ク
セ
ス
し
え
な
い
段
階

に
お
け

る
法
案

に
向
け

ら
れ
る
、
と
い
う
欠
陥

を
伴
う
。

な
ぜ
な
ら
、
顧
問
院
に
送
付
さ
れ
る
法
案
は
、
終
局
的
な
法
案
と
し
て
の
状
態

で
顧
問
院
が
受
理
し
た
時
点

に
お
い
て
始
め
て

公
文
書
と
な
る
か
ら

で
あ
る

(改
正
前
の
出
版
の
自
由
に
関
す
る
法
律
二
章
四
条
お
よ
び
改
正
後
の
同
章
九
条
参
照
)
。

⇔

立
法
作
業

の
背
景
等

顧
問
院

に
お
け
る
審
査
を
通
し
て
、
立
法
作
業

の
背
景
等

に
つ
い
て
若

干
の
情
報
が
獲
得

で
き

る
。

上
記

の
二
七
件
は
、
そ
の
ル
↓

が
三
二
の
発
議

(一昌
憂

く
)
に
茜

し
て
い
る
。

;

件

に

つ
い
て
は
立
法

調
査

委

員

(会
)
(暮

噌腎

&
目
駒雛
・、)
が
任
命

さ
れ
、
そ

の
曜

(答
申
)
が
立
法
作
業

の
出
発
点
を
な
し
た
.

こ
の

一
七
件

の
う
ち
四
件

の
調
蘂

員

(会
)
は
』

九
七
六
年

一
〇
月

の
政
権
交
替
後

に
任
命
さ
れ
た
も

の
で
あ

る
。

二
七
件

の
婁

を
通
じ
て
の

一
般
的
印
象

は
、
立
法
機
構

の
著

し
く
高
度
な
璽

性

で
あ
る
。
策
定
さ
れ
た
法
変
更

の
た
め
の
省
大
臣

に
よ

る
指
示

(脳
薗
o騨
凶く
)
は
、
約
半
数

の
案
件

に
お
い
て
社
会
民
主
党
政
府

の
も
と
で
発

芸

れ
、

か
つ
、
そ
れ
ら
の
指
示
は
妾

嚢

委
員

(会
)
の
墾

.
書

の
な

か
に
刻
印
さ
れ

て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
報
告
書
塞

つ
く
蒙

は
政
治
的
糞

な
る
構
成
を
も

つ

現
政
府

に
よ

っ
て
是
認
さ
れ
、
顧
問
院

に
送
付
さ
れ

て
い
る
の
で
あ

る
。

立
法
に
お
け

る
主
潮

縷

燧

流
れ
、
し
か
も
そ

の
方
向

は
、
政
権
を
担
当
す
る
政
党

の
色
彩

い
か
ん
に
よ

っ
て
は
き
わ
め
て
限

ら
れ

た
範

囲
で
し
か
影
響
を
受
け
な

い
。
例
、潅

、
現
在

の
婆

・
政
府

の
与
党

は
す

べ
て
野
党
時
代

に
、
行
政
決
定
に
対
す
義

判
所

の
箋

の
拡
大

に
関
心
を
示
さ
な

か

っ
た
。
政
府

は
、
政
党

の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
行
政
上
の
決
定
権
を
行
肇

判
所

に
委
ね

る
こ
と

に
・

つ
ね

に
消
極
的

で
あ

る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

ま
た
、
多
く

の
立
法

は
新
し
い
囎

零

節
昌・・馨

督

)
を
包
倉

て
い
る
が
・
そ
こ
に
簡

題
が

ひ
そ
ん
で
い
る
・
実
際
に
深

働

刻
な
怯
の
干
渉
は
、
男
姦

用
平
等
法
に
よ
り
行
な
わ
れ
た
、
個
々
の
矯

者
が
当
が
い
職
楚

最
適
と
判
断
す

る
者
を
畠

緩

用
で
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ぎ
る
権
利

の
廃
止

で
あ
る
α
結
局

の
と
こ
ろ
.
す

べ
て
の
政
治
的
諸
勢
力

は
¥
瞼
制
規
定
が
政
党
の
推
進
し
よ
う
と
欲
す

る
目
的

の
た
め

に
用

い
ら
れ

る
こ
と
に
対

し
て
、
な
ん
ら

の
異
論
も
示
さ
な

い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

前
述
し
た
立
法
作
業
に
お
け

る
高
度

の
亜

性

の
原
因
は
、
も
ち
ろ
ん
第

一
に
、

四
大
政
党

の
間

に
お
け
る
法

の
内
容

お
よ
び
形
式

に

関
す

る
広
汎
な
価
値
共
通

に
あ
る
。
社
民
党
政
府
が
発
議
し
た
立
法
作
業
は
、
政
権
交
替
後
も
連
合
政
府
に
よ
り
、
政
権
交
替

は
ほ
と
ん

ど
な
ん
ら

の
痕
跡
も

み
せ
な
い
ま
ま
継
続
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

日

立
法
作
業
担
当
者

(省
)
と
顧
問
院
と
国
会
と

の
関
係

し
か
し
、
も
う

一
つ
の
大
き
な
原
因
は
、
政
府
官
房

に
お
け

る
強
力
な
行
政
組
織

の
存
在

で
あ

る
。

巨
大
な
公
務
員
団

は
あ

た
か
も
重

い
ス
チ
ー
ム

・
ロ
ー
ラ
ー
に
似
て
、
自
ら

の
力
で
動
き
、
し
か
も
ゆ

っ
く
り
と
し
か
方
向
を
変
、兄
な

い
・
政
権

の
交
替

は
こ
の
機
構

の
大
部
分
に
と

っ
て
ほ
ん
の
副
次
的
影
響
し
か
与
え
な
い
。

こ
の
.」
と
は
と
り
わ
け
立
法
作
業

の
大
部
分

に
っ
い
て
あ

て
は
ま
る
の
で
あ
る
。

法
案
作
成
に
関
す
る
省

の
仕
事

は
、
当
然

の
事
理
に
属
す

る
が
、
高
度
に
個
人
的
な
仕
事

で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
誰

か
特
定
人
が
法

案

の
基
礎
と
な
る
調
査
委
員

(会
)
の
報
告
書

や
、

こ
れ

に
対
す

る
関
係
機
関

・
団
体

の
意
見
陳
述
を
詳
細

に
検
討
し
た
上
、

こ
れ
ら

の

資
料

に
基
づ

い
て
最
終
的

に
政
府
案
と
な
り
、
顧
問
院

に
送
付
さ
れ
て
く
る
法
案

を
作
り
上
げ

る
の
で
あ

る
。

こ
の
個
人
と
は
通
常
・
嚢

代

理
判
事

(ぎ
く
H蓄

。・　
&

で
あ
華

か
れ
は
省

の
甕

が
蔑

す
る
ふ
ん
囲
気

の
な

か

で
働

く
。

そ

こ
に
は
明
白
な
、
し
か
し
特
定
し
が
た
い
画

一
性
が
支
配
し
て

い
る
。
評
価
判
断

は
巨
視
的

に
共
通
性
が
あ
り
、
政
府

の
交
替

に
よ

っ

て
あ

ま
り
影
響
さ
れ
な

い
。

フ
ラ
ソ
ス
第
三
共
和
国
は
ひ
ん
ば

ん
な
政
権

の
変
動

に
も

か
か
わ
ら
ず
良
く
訓
練

さ
れ

た
有
能

な
官

僚

団

1

そ
れ
は
政
治
的

に
も
大
き
な
影
響
力
を
行
使
し
た
ー

の
存
在
に
よ
り
著
し
い
安
定
性
を
示
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
の
立
法
機
構
に

つ
い
て
も
同
様

の
傾
向
が
看
取

で
き

る
の
で
あ

る
。
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ス ウ 邑一デ ンの立法顧問院(1agk飼et)と 新 しい立法顧問院法

さ
て
、
立
法
作
業
を
担
当
す

る
高
裁
代

理
判
事

の
仕
事
振
り
を
よ
り
詳
し
く
見

て
み
よ
う
。

か
れ
は
省

の
政
治
的
指
導
部

か
ら
、
或
る
法
案

の
終
局
的
作
成
お
よ
び

そ
れ
に
関
す

る
基
本
方
針
ま
た
は
少
な
く
と
も

一
般
的
な
方
向

づ
け

に
つ
い
て
指
示
を
与
え
ら
れ
る
と
、
そ

の
作
業
に
着
手
す

る
。
そ

の
さ

い
、

か
れ
は
し
ば

し
ば
比
較
的
自
由
な
立
場

に
あ
る
け
れ
ど

(
11
)

も
、
直
属
長

(Φ昌
ゴ
O紳m6げ
O{)
お
よ
び
省

の
法
制
局
長

(「鋒
。。鮮
魯

が
、

か
れ

の
仕
事

を
監
視
し
て
い
る
。

こ
の
三
者
間
で
協
議
が
多

か
れ

少
な
か
れ
な
さ
れ

る
。
事
柄

の
政
治
的
重
要
性
が

と
き

に
持
続
的
な
政
治
的
協
力
を
必
要
と
す

る
ケ
ー

ス
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
う
惹
。
し
か

し
大
部
分
の
場
合

は
、
個
別
的
な
問
題
が
政
治
的

レ
ベ
ル
に
ま
で
持
ち
込
ま
れ
る

こ
と
は
あ

ま
り
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し

て
わ
れ
わ
れ

は
、

お
お
む
ね
担
当
高
裁
代
理
判
事
が
所
属
長
と
法
制
局
長
と

の
助

言
に
よ
り
作
成

し
た
法
案
が
法
律
と

な
る
と
結
論
す
る

こ
と
が

で
き
る
。
そ

の
後

に
は
法
案

に
つ
い
て
他

の
政
治
的
解
決

の
選
択
は
ま
れ

に
な
る
。
顧
問
院
は
法
案

に
お
け
る

過
誤
ま
た
は
誤
解
を
招
く
お
そ
れ

の
あ

る
表
現
以
外

の
事
項
を
と
り
上
げ

る
こ
と

は
事
実
上

で
き
な

い
。
他
省

か
ら
は
そ

の
省
が
代
表
す

る
利
益

に
関
係
し
な

い
限
り
は
、
法
案

の
細

目
に
関
す

る
選
択
肢

の
決
定

に
対
し
て
、
批
判
は
め

っ
た
に
行
な
わ
れ
な
い
。
そ
し
て
国
会

は
、

ほ
と
ん
ど
決
し
て
省
大
臣
の
判
断
す
な
わ
ち
高
裁
代

理
判
事
ら

の
判
断

に
反
対
し
な

い
、
と
い

っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
の
立
法

は
、

一
般

に
、
そ

の
細
目
に
つ
い
て
は
ー
ー
と
き

に
相
当
重
要
な
も

の
を
含
め
て
ー
1
担

当
官

の
レ
ベ
ル
、
実
際

に
は
省

の
ヒ

エ
ラ

ル
キ
1
に
お
い
て
か
な
り
低

い
地
位

に
あ

る
法
律
専
門
家

に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

顧
問
院
が
影
響
力
を
行
使
す

る
可
能
性
は
案
件

に
よ
り
異
な
る
。
そ
し
て
、
担
当
高
裁
代
理
判
事

の
個
人
的
性
向
が
大
き
な
意
味
を
も

つ
。
あ
る
者

は
喜

ん
で
顧
問
院
の
指
摘

に
し
た
が
う
が
、
頑
迷
に
自
説
を
固
執
す
る
者
も
あ

る
。
通
例
、
純
粋

に
法
技
術
的
な
小
さ
い
欠

点
に
関
す

る
指
摘
は
最
も
よ
く
聞
か
れ
る
。
困
難

は
し
ば

し
ば
、
大
き
な
考
量

の
余
地

の
あ

る
法
政
策
的
な
理
由

に
よ
る
法
改
正

の
場
合

に
生
ず

る
。

問
題

の
種
類
も
影
響
す
る
。
も

し
闘
題
が
純
粋

な
法
律
問
題

で
、
そ
九

に
対
す

る
回
答
が
法
原
則

の
適
用
に
よ

っ
て
決
す

る
場
合

は
、
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法
的
専
門
知
識

の
程
度
が
決
定
的

で
あ

る
。
顧
問
院
が
優
位

に
立

つ
場
合

は
少
な
く
な

い
。

し
か
し
他

の
場
合

に
は
、
担
当
高
裁
代
理
判

事
ら
が
当
が

い
分
野

に
つ
い
て
よ
り
専
門
的
知
識

を
有

し
、
有
利
な
立
場

に
あ
る
。

多
く

の
場
合
、
考
え
う
る
諸
解
決

の
間

の
選
択

は
、
規
制
対
象
と
な
る
領
域

に
関
す
る
事
実
関
係

に
つ
い
て
の
深

い
知
識
を
要
求
す
る
。

そ
こ
で
は
、
当
が

い
問
題

に
長
期
間

か
か
わ

っ
て
き

た
担
当
高
裁
代
理
判
事
ら
が
明
ら

か
に
優
越
的
地
位
を
占

め
る
こ
と

に
な
る
。
顧
問

院
の
構
成
員
は
、
審
査

の
さ

い
お
そ
ら
く
始
め
て
、
法
案

の
規
制
対
象
と
な
る
実
際
上

の
問
題

に
つ
い
て
知
る
機
会
を
も

つ
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
顧
問
院
は
、
右

の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
往

々
担
当
高
裁
代
理
判
事
も
事
実
関
係

に
つ
い
て
あ
ま
り
熟
知
し
て
い
な
い
と

い
う
危
惧
を
感
ず

る
こ
と
が
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
場
合
、
高
裁
代
理
判
事

は
自
ら
信
頼
す
る
に
足
る
と
考
え
る
省
外

の
専
門
家

の
許

に
赴

く

こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
し
て
、
そ

の
専
門
家

の
判
断
を
自
己
の
見
解

の
支

持
の
た
め
に
援
用
す
る
の
だ
が
、
そ
れ

は
し
ば
し
ば

か
な

り
根
拠
薄
弱
な
支
持
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。

二
年
間
立
法
作
業
が
現
実

に
ど

の
よ
う

に
進
行
す

る
の
か
を
至
近
距
離

か
ら
眺
め
て

い
る
と
、
政
府
部
内

で
企
図
し
て
い
る

こ
と
が
現

実
生
活

に
適
合
せ
ず
、

か
つ
実
際
的

に
支
持

し
え
な

い
も

の
で
あ

る
場
合
が
多

い
、
と
い
う
事
実

に
も
は
や
驚
か
な
く
な
る
。

も

ち
ろ
ん
国
会

は
、
立
法
府
と
し
て

こ
の
よ
う
な
過
誤
が

犯
さ
れ
な

い
よ
う
に
す
る
た
め
の
保
障

の
場

で
あ
る
ぺ
き

で
あ

る
。

し
か
し

悲
し
む
べ
き

こ
と
に
は
、

こ
の
点

に
お

い
て
国
会

は
概

し
て
無
意
義
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
国
会

は
、
政
府
が
提
出
す
る
す
べ
て
の
法
案

に

つ
い
て
徹
底
的

に
審
査
す
る
時
間
も
意
思
も
能
力
も
有
し
て
い
な

い
か
ら

で
あ

る
。
政
府

の
も

つ
威
信
な
る
も

の
が
、
与
党
議
員
を
し
て

か
な
り
明
白
な
過
誤

の
矯
正

を
す

る
こ
と
す
ら
も
抑
制
さ
せ
て
し
ま
う

の
で
あ

る
。

顧
問
院

の
部

は
し
ば

し
ば
、
そ

の
全
構
成
員
が
立
法
作
業

に
つ
い
て
多
年

の
経
験
を
も

つ
法
制
局
長
閲
歴
者

に
よ

っ
て
占

め
ら
れ
て
い

る
。
そ

の
専
門
的
知
識
は
き

わ
め
て
深

い
。
他
方
、
部

の
直
接

の
相
手
方

と
な
る
の
は
担
当
高
裁
代
理
判
事
お
よ
び
そ

の
直
属
長

で
あ

る
。

し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
プ

レ
ス
テ

ィ
ジ
を
も

つ
顧
問
院

の
意
見
が
ど
れ
だ
け
聞
か
れ
る
か
は
後
者
次
第

で
あ
る
と

い

っ
て
よ

い
。

な
ぜ
な
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ス ウ 呂一デンの立法顧問院(1agk飼et)と 新 しい立法顧問院法

ら
、
後
者

は
、
実
際

に
は
基
本
法
上
政
府

"
省

に
属
す
る
す
ぺ
て
の
権
限
を
行
使
で
き

る
か
ら

で
あ

る
ひ
後
者
が
省

の
政
治
的
上
層
部

の

支
持

の
下

に
あ
る
と
き

は
、
顧
問
院
が
ど
ん
な
意
見
を
表
示
し
よ
う
と
、
ま
た
、
そ
れ
が

い
か
に
説
得
力
あ

る
理
由

に
裏
づ
け
ら
れ
て
い

よ
う
と
、
結
果
は

つ
ね
に
担
当
高
裁
代
理
判
事
ら

の
欲
す
る
と
お
り

に
な
る
。
顧
問
院

は
純
然
た
る
権
力
闘
争
的
観
点

か
ら

は
つ
ね
に
劣

位
に
あ
る
と

い
っ
て
よ

い
。

僅∞

審
査
活
動

の
類
型
的
考
察

次
に
、
顧
問
院

の
具
体
的
な
審
査
活
動

に
つ
い
て
類
型
ご
と

に
若
干
眺

め
て
み
よ
う
。

①

基
本
法
に
関
す
る
問
題

の
審
査

二
七
件

の
約
半
数

に
つ
い
て
基
本
法
上
の
問
題
が
存
在
し
た
。

こ
の
種

の
問
題

は
、
政
府

か
ら
顧
問
院
に
対
す
る
法
案
送
付
に
あ

た

っ

て
、
通
常

は
明
示
さ
れ
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
し
ば
し
ば
容
易
に
看
過
さ
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
り
、
顧
問
院
自
身

に
よ

っ
て
発
見
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
、
と

い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

ま
ず
、

「
政
府
は
、

こ
の
点

に

つ
い
て
詳
細
な
規
則
を
定
め
る

こ
と
が
で
き

る
」
と
い
う
伝
統
的
な
委
任
立
法
の
原
則
に
注
意
す

べ
き

で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
規
定

の
存
す

る
あ
ら
ゆ
る
場
合

に
お
い
て
、
そ
れ
が
統
治
組
織
法
八
章

二
条
等

の
規
定
す
る
必
要
的
法
律
事
項

に
属
し
な

い
か
ど
う

か
を
慎
重

に
検
討
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
必
要
的
法
律
事
項
で
あ
れ
ば

も
ち
ろ
ん
、
そ

の
委
任
立
法
規
定

は
基
本
法
違
反
で

あ

る
。

概

し
て
統
治
組
織
法
八
章

の
諸
規
定
は
、
そ

の
適
用
上
不
明
確
な
問
題
を
惹
起
す
る
。
例
え
ば

、
同
章

三
条

の
必
要
的
法
律
事
項
と
同

章

七
条

の
委
任
立
法
事
項
と

の
限
界
の
設
定

は
、
と
き

に
困
難
で
あ
る
。

こ
れ

に
関
連
し
て
、
同
章

=
二
条

に
よ
り
、
政
府

は
必
要
的
法
律
事
項

の
範
囲
内

に
お

い
て
施

行
規

則

(く
①鱒
㎝或
凝
訂
邑
曾
窃
断
【警
⑦
槽)
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を
定
め
る

こ
と
が
で
き
る
、
と
さ
れ
て
い
る
点

に
も
注
意
す

べ
き

で
あ

る
。
実
体
私
法
が
差
し
迫

っ
た
危
険

の
存
す
る
場
合
に
は
、
あ

る

法
律
効
果
が
生
ず
る
、
と
規
定
し
て
い
る
と
き
、
政
府

は
施
行
規
則

に
よ
り
何
が
差
し
迫

っ
た
危
険

で
あ

る
か
を
定

め
る
こ
と

は
で
き

な

い
。

し
か
し
政
府
は
、

こ
の
点
に
お
い
て
は
る
か
に
積
極
的
な
態
度
を
と

っ
て
い
る
よ
う

に
見
受
け
ら
れ

る
。

次

に
、
統

治
組
織

法

二
章

の

「
基

本
的
自

由

お
よ
び

権

利

(O
歪
己
国
αqσq
髄巳
①
窪
6
爵

H彗

幽讐
①§

)
」

の
諸

規
定

-

そ
れ

ら

は
ま

さ

に
、

立
法

者

の
た

め

の
規
範

で
あ

る
ー

は
、

と
く

だ

ん

の
注

意

を
要

求

す

る
。

し
か
し
そ
れ
ら

は
、
顧
問
院

の
審
査

の
た
め
の
基
礎
と
し
て
は
、
あ
ま
り
適
切

で
な
い
よ
う
な

一
般
的
立
言
を
も

っ
て
述

べ
ら
れ
て
い

る
。

し
た
が

っ
て
、
あ
る
法
規
が
同
章

の
規
定
に
直
接
的
に
反
す

る
と
指
摘
す
る

こ
と
は
通
例

か
な
り
困
難
で
あ
る
。
同
章

=

一条
な
い

し

一
六
条
は
そ
の
例
外

の
た
め
の
要
件
を
規
定
し
て
い
る
が
、
そ

の
適
用
は
若
干
の
場
合

に
問
題
と
さ
れ
た
。

一
例
と
し
て
、
精
神
医
療

を
受
け

て
い
る
患
者
が
許
可
な
し
に
出
国
す

る
こ
と
を
禁
止
す
る
旅
券
法

の
規
定
が
挙
げ

ら
れ
る
。

こ
れ

は
同
章

八
条

に
よ
る
国
民
の
自

由

に
出
国
す
る
権
利

の
制
限
と
な
ら
な
い
か
、
精
神
障
害
者
が
外
国

に
お
け
る
治
療
を
求

め
る
こ
と
を
1

本
人
ま
た
は
そ
の
親
族
が
欲

し
て
い
る
の
に
1

妨
げ

る
こ
と
が
許
さ
れ

る
か
?

と

い
う
問
題

で
あ
る
。
立
法
者
は

こ
れ
を
積
極

に
解
し
た

(勺
.け.伽
昌
自
身
は
反
対
の

見
解
を
と
っ
た
)
。

ま
た
、
同
章

一
六
条

の
性

に
基
づ
く
差
別

の
禁
止

に
関
す

る
規
定

お
よ
び

一
章

二
条
三
項

の
平
等
条
項

は
、

一
一
章
九
条
二
項
と

の
関

連

に
お
い
て
す

こ
ぶ
る
解
決
困
難
な
問
題
を
提
示
す
る
。
後
者
は
公
務
員

の
任
用

に
あ

た

っ
て
は
勤
務
成
績

お
よ
び
有
能
さ

の
よ
う
な
客

観
的
理
由

(。。伽距
σq餌
αq謡
巳
臼
)

の
み
が
顧
慮

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
規
定
し
て
い
る
が
、
職
場
に
お
け
る
両
性
の
平
等
な
配
置
を
得

る
と

い
う
企
図
は
、
客
観
的
理
由
と
な

る
の
で
あ
ろ
う

か
?

②

法
案
が
基
本
法
以
外

の
法
秩
序
と
調
和
す

る
か
ど
う
か
の
審
査

こ
の
審
査

は
、
①

の
基
本
法
関
係

の
問
題

の
審
査

ほ
ど

に
は
多

く
の
注
意
力
を
必
要
と
し
な

い
。

し
か
し
、

こ
の
場
合

に
お
け
る
困
難

64{64)



難
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難
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縫
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法
案
が
法
的
保
障

の
要
請
を
ど
の
程
度
充

た
し
て
い
る
か
ど
う

か
、
と
い
う
嚢

ξ

い
て
は
、
主
観
的
意
見

の
相
違
が
き
わ
め
て
大

66

き

く
な
ら

ざ

る
を

え
な

い
・

鋤(

遡
及
効
規
定
は
、
法
的
保
障

の
観
点

か
ら
し
ば

し
ば
問
題
を
生
ず
る
。

ま
た
・
当
然

の
こ
と
な
が

ら
・
顧
問
院

は
手
続

に
関
す

る
問
題

に
大
き
な
関

心
を
よ
せ
て

い
る
。
行
政
機
関

の
決
定

に
対
す

る
抗
出
.
の

行
政
裁
判
所
に
お
け
馨

窪

関
す
る
賜

は
二

・
回
呈

も
顧
問
院
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
顧
問
院
の
意
見
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合

政
府

の
見
解
を
変
更
さ
せ
る

に
い
た
ら
な
か

っ
た
。

⑤

法
案
が
選
択
し
た
蟹

が
・
企
図
さ
れ
た
昌

蓬

成
す
る
た
詮

最
適
で
あ
る
か
ど
う
か
の
嚢

こ
の
点
に
つ
い
て
頼

問
院
が
判
断
す
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
困
讐

あ
る
。
こ
の
点
の
審
査
は
、
お
そ
ら
く
将
来
最
も
鶴

院
を
悩
ま

せ
る
も

の
に
な

る

で
あ

ろ
う
。

灘

蝋

補

鑓

饗

な
葦

多
分
,あ
点
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
・
三
垂

に
葵

藁

包
含
さ
れ
る
.

そ
し
て
こ
の
領
域
で
は
、
政
府
は
通
常
、
顧
問
院

の
変
更

の
提
案

(意
見
の
表
示
)
に
従
う
。

な
お
・
地
方
自
治
体
関
係

の
妾

ξ

い
て
は
・
政
府

は
問
題
点
を
看
過
し
が
ち
で
あ
る
.
そ
れ
ゆ
、兄
、
顧
問
院

に
よ
る
格
別
の
注
意

が
要
求
さ
れ
る
。

㈲

総

括

驕

院

の
構
成
員

と
し
て
の
執
務

は
か
な
り
骨

の
折
れ
る
も

の
で
あ
る
。

か
れ

は
広
汎
な
知
識
を
も

た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
も

ち
ろ

ん
・
各
部
の
幾

員
は
相
互
に
必
覆

知
識
を
廼

兀
し
合
う
。
か
れ
ら
は
共
同
し
て
、
す
ぺ
て
の
分
野
を
カ
バ
圭

き
で
あ
る
.
鶴



院
露

は
み

点
を
巖

し
て
震

さ
砦

必
票

あ
る
伽

難
灘
難
購

鞠難

鰻

欝

鱗

輪纂

蕪
講
繁

続凝灘

貌力

最
後

に
、
筆
者
の
感
想

の

踊

を
附

言
し
て
お
き

た
い
・

ζ
隷
瀦
蕪

籍
厩縫
讐

錘

嶺
籍
勧欝

鑑



て
努

で
あ
る
こ
と
な
ど
を
赤
裸

々
に
示
す
興
味
深

い
内
容

の
も

の
で
あ

る
.

三

に

わ
れ
わ
れ
は
、
現
代
民
主
国
家

に
お
け
る
官
僚
制

鶴
鱗

馨

講

讐
融翻

馨

魁
嶺

櫃謬

黙

主
縫

曝
羅

韓
鍵

郷
難

D縫

雛

磐

ー

のを提
不し
て
い…

は確
かで

あ
ろ
塑(、)織

藩
礒

諜

騰

灘懲

譲

譲
凝
撫
講

韓

謙

難
鍵
総灘
欝
灘
黙
蟻
灘
鍵
撫

(-)　羅

鱒
羅

難

㈱灘

麟
鞭

辮雛

翻猟撫
.構
轍難

る
べ
き
も

の
と
さ
誕

.
影

喜

蓄

9
げ
Z
濠

ω
畠
。
君

ロ
一・'

四.P
P
一劇
鱒
参
照
。

硲(68)



ス ウxデ ソの立法顧問院(lagkddet)と 新 しい立法顧問院法

(
3
)

藁
一島
旨
αq
帥
欝

簿
p

P
P
幹
⑳
鱒

立
法
顧
問
院
に
よ
る
法
案
審
査
の
ル
ー
ッ
は

一
七
七
二
年
の
統
沿
組
織
法
の
規
定
に
ま
で
遡
る
ひ
立
法
腰
陽
院
の
創
設
に
い
た
み

ま

で
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
甘

這
謡
凸

。。
・
嵩
1
一
g。
を
み
よ
。

そ
の
後
、

一
九
二
六
年
に
法
務
大
臣
か
ら
顧
問
院
を
廃
止
し
、
そ
の
法
案
審
査
の
職
務
を
再
び
最
高
裁
に
移
管
す
る
提
案
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

し
か
し
、

最

高
裁

の
反
対

に
よ
り
実
現

し
な
か

っ
た
。
踏
α唱
欝

偽
o
日
昌

ぎ

9
げ
㎞躍
醤

瓢
切ぎ

猷
鴨
鐸

ω
己
目

お
b。
刈
。。・置
ω
中

を
み
よ
。

(
4
)

旧
法
に
よ
る
と
、
顧
問
院
の
常
羅
部
は

一
だ
け
で
あ
る
が
、

政
府
は
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
二
以
上
の
臨
時
部
を
置
く
こ
と
が
で
き
た
。

部
の
構
成
は
両
者
と
も

同
様
で
あ
る

(旧
法

一
条
)
。
新
法
下
で
は
最
高
四
部
を
置
く
こ
と
が
で
き
る

(新
法

一
条
)
。

(
5
)

寄

澤
Φ
留
ゲ
巳

臼

g
げ

ω
窪
儲q
ω
#
α艮

o
一β

ピ
o
㈹
巴

く
巴
器
。・
ぼ

囲
a
o
ヨ

ω
詔
a
o昌

(一8
㎝
)
。◎・課
・

(
6
)

O
冨
鼠

寄

ま

P

定

鴨
似
餅

巨
昌
降

・
o。
ぐ
旨

お
。。
O
㎝』
b。
温

.

ち
な
み
に
、
Φ
田
鼠

℃
葺

ぎ

は

一
九

一
七
年

生
、

ス
ト

ッ
ク
ホ

ル
ム
大
学

の
行
政
法
担
任

の
助
教

授
、

ス
ト

ッ
ク
ホ
ル
ム
高
裁
判
事
等
を
経

て
、

七
二
年
以
降
行
政

最
高
裁
判
事

で
あ
る
。
<
。
圏

騨

昏
葛

お
冨

(お

刈◎。)
,
鉾
。。
b。
。。
・

(
7
)

℃
。伸H窪

の
記
述
す
る
具
体
例

の
紹
介

に
つ
い
て

は
、

か
れ
の
引
用
す
る
原
立
法
資
料
を
参
照
す
る

こ
と
は
現
在

の
と

こ
ろ
困
難

で
あ
り
、
か

つ
、

わ
が
国
の
読

者

に

と

っ
て
必
ず
し
も
興
味
を
惹
く
と
も
思
わ
れ
な

い
も

の
が
多

い
こ
と
か
ら
、
そ
の
大
部
分
を
割
愛
す
る

こ
と

に
し
た
。

ま
た
、
筆
者
に
と

う
て
の
関
心
事
l
i
そ
し
て
お
そ
ら
く
、

読
者
に
と

っ
て
も
同
様
と
考
え
ら
れ
る
も
の
ー

を
中
心
に
要
約
な
い
し
紹
介
し
た
の
で
、
あ
る
い
は

.

宅
卑

窪

の
論
説

の
全
体
的
印
象
を
多
少
ゆ
が

め
る
結

果

に
な

っ
て
い
る
か
も
知
れ
な

い
こ
と
を

お
断

り
し

て
お
く
。

(
8
)

総
選
挙

の
結
果
、
長
年
政
権
を
担
当

し
て
き
た
社

会
民
主
党

(呂
。轄
締
ヨ
o
犀
冨
駐
冨

碧
冨
雷
屈
騨
蒼

)
に
代

っ
て
、
穏
健
党

(質
o
牙
鵠
富

紹
目
匿
嘔
腿
鵠
聾

)、
中
央
党

(8
緊
6
§

a
簿
)

お
よ
び
国
民
党

(ho
臣
冨
臨
o¢

の
三
党

に
よ
る
連
合
政
権
が
成
立
し
た
。

(
9
)

男
女
雇
用
平
等
法
-

正
式
に
は
労
働
生
活

に
お
け

る
女
性
と
男
性
と
の
間

の
平
等

に
関
す
る
法

律

(門
濃

(一$
り
鯛=
一Q。
)
o
ヨ

糠
日
魯
匿
鼻
無

ヨ
Φ
置
ロ
ざ

貯
8
「
8
げ

ヨ
菅

埠

冨
富
熔
ぎ
悼し
ー

に

つ
い
て
は
、
菱
木
教
授

に
よ
る
紹
介

お
よ
び
翻
訳
が
あ
る
。
菱
木
昭
八
朗

「
ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
男
女
雇
用
平
等
法
」

友
愛

(
ゼ
ソ
セ
ン
同
盟

中
央
機
関
誌
)
四

一
九
号

(
一
九
八
〇
年

)
二
六
頁

以
下
。

(10
)

高
裁
代
理
判
事

は
、
裁
判
官
の
キ
ャ
リ
ア
に
お
い
て
、

基
本
法
上

の
身
分
保
障
を
有
す

る
正
規

の

(o
置
。
蕾
幕

)
裁
判
官

に
任
命
さ
れ
る
直
前

の
段
階

の
職

(
に
あ

る
者
)

で
あ
る
。
ち
な
み

に
、
正
規
の
裁
判
官

に
任

命
さ
れ
る
の
は
平
均
年
齢
四
〇
歳

を
超
え
て
か
ら

で
あ
る
。
国
目
9
醤
鱒
話

a
ヨ
母
冨
器

(ω
(Vd

一㊤
圃
戯
"⑩
①)
興
ミ
ー
お

宮
げ
籏
噂
巴
o
臼
。。琶

舞
諺

(ω
O
q

お
刈
ゴ
Q。
O
)
9
刈㌣
Q。
O

を
み
よ
。

政
府
各
雀
そ

の
他
行
政
機
関
に
お
け
る
立
法
関
係
等

の
ポ

ス
ト
と

の
間

の
人
事
交
流
が
き
わ
め
て

ひ
ん
ぱ

ん
の
こ
と
は
、

ス
ウ

ェ
ー
デ

ソ
の
裁
判
官
層

の

一
つ
の
大

き
な
特
徴
を
な
し
て
い
る
。
し
か
も
司
法
部
等

に
お
け

る
高
職

に
達
す

る
者

の
多
く

は
、
高
等
裁
判
所

か
ら
出
向

し
、

政
府

に
お
け
る
立
法
作
業
等

に
関
与
し
、

そ

こ

で
す
ぐ
れ
た
業
績
を
示
し
た
者

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

、
高
等
裁
判
所
は

"
わ
が
国
に
お
け
る
幹
部
公
務

員

の
養
成
大
学

(o
謹

曾

出
。。訂
頃
.・・
8
幕
。q。
)
"
と
称
さ
れ
て
い

ts969



る

の
で
あ
る
。
司
o
障
o
曽
ず
臥
臼

8
ず
ω
峠貫

ω
育
α
巨

o
ぎ

u
P
P

の.
唖
P

ち
な
み
に
、
裁
判
事
務
以
外

の
公
務

の
た
め
に
出
向
し
て
い
る
高
裁
代
理
判
事

の
数

は
、

一
九
七

三
年

一
〇
月
現
在

に
お
い
て
約

コ
ニ
七
名

で
、

そ

の
総
数

の
約
四

分
の
三

に
達

す
る
。
ω
O
d

ち
醤
め
9

p
躍

(11
)

法
制
局
長

(薮
#
零
ゲ
庶
)
は
、
各
省

の
組
織

上
、

政
務
次
官

(。。韓

馨

町
糞
o冨
器
)
お
よ
び
事
務
次
官

(粟
需
岱
窪
o
旨
8
げ
臥
)
と
並

ん
で
、
大
臣

に
次
ぐ
要
職

で
あ

る
。

国
。
慧

≦
民
0
9
ゲ
O
毒
旨
錠

勺
。
紳F

Qり
毛
。亀
9

0
0
謡
旨
目
。艮

〉
山
日
ぼ

駒。欝

ε
戸

§

銘

頴

巳
興

国
。
吋伸
(mW㊥OO
昌
店
「O
<
曲oりO
山
Oユ
凶酔一〇
コ
.
一
〇
刈◎o)
・
・。』
㌣
b。
一・

(12
)

ス
ウ

ェ
ー
デ

ソ
の
裁
判
官

は
、
わ
が
国

の
裁
判
官
な
ど
と
は
比
較

に
な
ら

ぬ
ほ
ど
大
き
な
政
治
的

自
由

を
含
む
市
民
的
自
由
を
享
受

し
て
い
る
。

例

え
ば
、

最
近
新

政
府

に
よ
り
法
務
大
臣

に
任
命
さ
れ
た

国
穿
き

≦
げ
宮
お

は
、

そ
れ
ま

で
高
裁
判
事

(ぎ
謹
似
彗

H践
)

で
あ
り
、

か

つ
、

穏
健
党
所
属

の
国
会
議
員
を
し
て
い
た

人
物

で
あ

っ
た

(国
会
議
員

の
任
期
中
は
裁

判
官

は
休
職
と
な
る
)
。

ω
<
』
↓

鉾
ま
鉾

お
よ
び

一
九
八
〇
年

一
一
月

一
三
日

亀
。
白
ω8
響

①蒔
卑

の

ξ
岳
島
界

[
p
話

〉
匡
9

氏

の
説
明

に
よ
る
。

(13
)

筆
者
が

男
卑
融
口

の
い
く

つ
か

の
論
文
を
読
ん
だ
印
象
に
よ
れ
ば
、

か
れ
は
ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
司
法

部
、

法
曹
界

に
お
け
る
体
制
批
判
派

の
代
衷
的
論
客

に
属
す

る
よ

う

に
思

わ
れ
る
。
こ
こ
に
紹
介
し
た
論
説
も
、

こ
の
こ
と
を
念
頭

に
置

い
て
理
解
す

る
必
要

が
あ

る

で
あ

ろ
う
。

?Q(7の

 

第
二
部

新
し
い
立
法
顧
問
院
法

以

下

に
訳

出
す

る

の
は
、

一
九
七

九
年

五
月

三

一
日

に
制
定

さ
れ
、

一
九

八
〇
年

一
月

一
日

か
ら
施
行

さ

れ
た
新

し

い
立
法
顧

問
院

法

の
全

文

(〔ω
哨
ω

目O
δ
軸。。O
。。〕
但
し
、
経
過
規
定
等
を
除
く
)
で
あ

る
。

従
前

の
同
名

の
法
律

は
新

法

の
施
行

と
同
時

に
廃

止

さ
れ

た
。

訳

文

は
原

則

と
し

て
直

訳

を
旨

と

し
た
。

な

お
、
参

考

の
た

め

に
、
統

治
組
織

法

に
お
け

る
立

法
顧

問
院

に
関
す

る
規

定

で
あ

る
八
章

一
八
条
も

合

わ

せ
て
訳

し
て

お
く
。
本

条

は
、

一
九

七
九
年

一

一
月

一
五
日

に
改

正

さ
れ

(ω
男
oリ
ド㊤刈
㊤
"
㊤
ωω
)
、

一
九
八
〇

年

一
月

一
日

か
ら

施
行

さ
れ

た
。

立
法
顧

問

院

に
関
す

る

一
九

七
九
年

五
月

三

一
日

の
法

律

(第
三
六
八
号
)

第

一
条

立

法
顧

問

院

に
は
最
高

四

つ
の
部

を
置
く
。

一
つ
を
超

え
る
部

を
置

く

と
き

は
、
政
府

が
立

法

顧
澗

院

の
事

務
負

担

を
考
慮

し

て
定

あ
る
。
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第
二
条

立
法
顧
問
院
に
は
最
高
裁
判
所
判
事
お
よ
び
行
政
最
高
裁
判
所
判
事
が
執
務
す
る
。
但
し
、
合
計
九
名
を
超
え
る
最
高
裁
判
所

(
1
)

判
事
お
よ
び
行
政
最
高
裁
判
所
判
事
を
、
同
時

に
立
法
顧
問
院

に
お
け

る
職
務

に
充
て
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

必
要
な
場
合

に
は
、
そ
の
他

の
法
律
専
門
家
も
立
法
顧
問
院
の
構
成
員
と
し
て
任
命
す
る
こ
と
が

で
き

る
。

第

三
条

部
は
三
名

の
構
成
員
を
も

っ
て
構
成
す
る
。
特
段

の
理
由
が
存
在
す

る
と
き

は
、
政
府
は
、
若
干

の
案

件
の
処
理

に
あ

た
り
四

名

を
も

っ
て
部
を
構
成
す

る
旨
を
定
め
る

こ
と
が

で
き
る
。

部

に
は
最
高
裁
判
所
判
事
お

よ
び
行
政
最
高
裁
判
所
判
事
を
包
含

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
条
第

二
項

に
定
め
る
構
成
員

は
、

一

名

を
超
え
て
部

に
執
務

し
て
は
な
ら
な

い
。

第

四
条

政
府
は
第
二
条
お
よ
び
第
三
条
を
顧
慮

し
て
、
立
法
顧
問
院

に
執
務
す
る
最
高
裁
判
所
判
事
お
よ
び
行
政
最
高
裁
判
所
判
事

の

数
お
よ
び
各
部

に
配
分
さ
れ
る
そ
の
数
を
定

め
る
。

第

五
条

最
高
裁
判
所

お
よ
び
行
政
最
高
裁
判
所
は
そ
れ
ぞ
れ
、
立
法
顧
問
院

の
構
成
員
と
な
る
最
高
裁
判
所
判
事
ま
た
は
行
政
最
高
裁

判
所
判
事
を
任
命

し
、

か
つ
、
そ
の
所
属
す

る
部
を
定
め
る
。

政
府

は
、
立
法
顧
問
院

の
構
成
員
と
な
る
そ

の
他

の
法
律
専
門
家
を
任
命

し
、
か

つ
、
そ

の
所
属
す
る
部
を
定
め
る
。

第
六
条

部

の
執
務
ま

た
は
構
成

に
つ
い
て
政
府
が
特
段

の
決
定
を
し
な

い
限
り
、
立
法
顧
問
院
の
構
成
員

の
任
期
は
、
奇
数

の
年
に
お

け
る
、
最
高
裁
判
所

の
秋
季
開
廷
期

の
開
始

日
か
ら
起
算

し
て
二
年
間
と
す
る

(立
法
顧
問
期
間
)
。

若
干
の
場
合

に
お
け
る

こ
れ
と
異
な

る
任
期

は
第

一
三
条

に
定

め
る
。

第

七
条

立
法
顧
問
院

に
お

い
て
立
法
顧
問
期
間
を
最
低

一
年
執
務
し
た
最
高
裁
判
所
判
事
ま
た
は
行
政
最
高
裁
判
所
判
事
は
、
右
期
間

の
満
了
後
特
段

の
理
由
が
な
け
れ
ば

次
の
立
法
顧

問
期
間
が
終
わ
る
ま
で
再
任
さ
れ
な

い
。
最
高
裁
判
所
ま
た
は
行
政
最
高
裁
判
所

の
部

の
畏

は
、
立
法
顧
問
院

の
構
成
員
に
任
命
さ
れ
な

い
。

(71)71



(
2
)

六
〇
歳

に
達
し
た
最
高
裁
判
所
判
事

ま
た
は
行
政
最
高
裁
判
所
判
事
は
、
本
人

の
同
意
が
な
け
れ
ば
立
法
顧
問
院
の
構
成
員

に
任
命

さ

れ
な

い
。

第
八
条

立
法
顧
問
院

の
各
部

は
、
立
法
顧
問
院

に
係
属
す
る
案
件

の
処
理
に
つ
い
て
、
同
等

の
権
限
を
有
す

る
。

案
件
は
、
立
法
顧
問
院
の
構
成
員
ら
が
定

め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
各
部

に
分
配
さ
れ

る
。

第
九
条

立
法
顧
問
院

の
部

の
長
は
、
構
成
員
中

の
最
先
任
者

で
あ

る
最
高
裁
判
所
判
事
ま
た
は
行
政
最
高
裁
判
所
判
事
と
す

る
。

こ
の

規
定
の
適
用

に
あ

た

っ
て
は
か
つ
て
最
高
裁
判
所
判
事
ま
た
は
行
政
最
高
裁
判
所
判
事

の
職
に
在

っ
た
者

は
、
最
高
裁
判
所
判
事
ま
た
は

行
政
最
高
裁
判
所
判
事
と
同
視
す
る
。

立
法
顧
問
院

の
構
成
員
が
全
体
会
議
を
も

つ
と
き

は
、
最
先
任
者
で
あ

る
部
の
長
が
議
長
と
な
る
。

第

一
〇
条

立
法
顧
問
院
が
政
府
官
房

に
お

い
て
立
法
を
準
備
し
た
案
件
を
取
り
扱
う
と
き

は
、
官
房

の
職
員
が
案
件
の
報
告

に
つ
い
て

補
佐
す
る
と
共
に
、
そ

の
他
適
切
な
方
法
を
も

っ
て
補
佐
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
国
会
内

で
発
議
し
た
法
案

の
取
扱

い
の
さ

い
は
、
立

法
顧
問
院

の
意
見

を
求
め
た
委
員
会
が
報
告
者
を
用
意

し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

案
件

の
処
理

に
あ
た

っ
て
は
、
専
門
員
と
し
て
特
別

の
専
門
的
知
識
を
有
す

る
者
を
用

い
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
専
門
員

は
部

の
申

請

に
よ
り
政
府
が
任
命
す
る
。

第

一
一
条

案
件

の
処
理
に
あ

た

っ
て
意
見
が
分
れ

た
と
き

は
、
必
要
な
限
度

で
評
決
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

評
決

に
あ

た

っ
て
は
多
数
意
見
、
ま
た
は
各
意
見
が
同
数

の
と
き

は
最
先
任

者
の
支
持
す

る
意
見

に
よ
る
も

の
と
す

る
。

第

一
二
条

案
件

の
処
理
が
立
法
顧
問
期
間

の
満
了

の
さ

い
終
局
し
な

い
と
き

は
、

こ
の
案
件

の
処
理
が
終

る
ま
で
、
そ
の
処
理

に
関
与

し
て
い
る
構
成
員
は
、
新
し

い
立
法
顧
問
期
間

の
た
め
に
任
命
さ
れ

た
者

に
代

っ
て
、
部

に
お
け

る
執
務
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第

一
三
条

立
法
顧
問
院

の
構
成
員
で
あ
る
最
高
裁
判
所
判
事
も

し
く
は
行
政
最
高
裁
判
所
判
事
が
裁
判
官
職
か
ら
退

い
た
場
合
ま
た
は

72{72)
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心
身

の
故
障
を
生
じ

た
場
合
、
必
要
が
あ

る
と
き

は
、
そ

の
者
を
任
命

し
た
裁
判
所
が
、
他

の
最
高
裁
判
所
判
事
ま
た
は
行
政
最
高
裁
判

所
判
事

を
、
立
法
顧
問
院

に
お
い
て
代

っ
て
執
務
さ
せ
る
た
め
に
任
命

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

部

は
、
構
成
員

の
故
障
中
執
務
し
た
者
が
、
故
障

の
止
ん
だ
後
も
そ

の
関
与
し
た
案
件

の
処
理
が
終
結
す

る
ま
で
、
代

っ
て
執
務
を
続

け
る
こ
と
を
決
定
す

る
こ
と
が

で
き
る
。

第

一
四
条

立
法
顧
間
院

に
執
務
す
る
最
高
裁
判
所
判
事
ま
た
は
行
政
最
高
裁
判
所
判
事

は
、
従
前
終
局
的
裁
判
の
た
め
の
手
続
を
担
当

し
た
訴
訟
ま
た
は
そ

の
他

の
事
件
、
お
よ
び
最
高
裁
判
所
ま

た
は
行
政
最
高
裁
判
所
が
全
体
部
に
よ

り
裁
判
す

べ
き
訴
訟
ま
た
は
そ

の
他

の
事
件
の
処

理
に
関
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第

一
五
条

立
法
顧
問
院

の
構
成
員

は
、
立
法
顧
問
院

の
構
成
員
ら
が
定

め
る
期
間
に
よ
り

一
年
に

つ
き

三

ヵ
月
ま
で
の
休
暇
を
得
る
権

利
を
有
す
る
。

立
法
顧
問
期
間
の
中
途

に
任
命

さ
れ
た
構
成
員
は
、
立
法
顧
問
院

の
構
成
員
ら

の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
休
暇
を
保
有
す
る
。

こ
の
休

暇
は

一
年
に

つ
き

三

ヵ
月
を
超
え
て
は
な
ら
な

い
。

第

二
項

は
、
若
干

の
案
件

の
処
理
に
参
加
す
る
た
め
に
任
命

さ
れ
た
構
成
員

に
も
適
用
す
る
。

第

蝋
六
条

政
府
が
立
法
顧
問
院
に
対

し
、
立
法
顧
問
院

は
若
干

の
期
間
、
な
ん
ら
の
事
件

の
送
付
も
受
け
な

い
旨
を
通
知
し
た
と
き

は
、

立
法
顧
問
院
に
執
務
す

る
最
高
裁
判
所
判
事
お
よ
び
行
政
最
高
裁
判
所
判
事
は
、
右

の
期
間
中
他

に
緊
急

の
案
件
が
な
い
限
り
そ

の
所
属

す
る
裁
判
所
に
お
い
て
執
務
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

そ
の
他

の
場
合

に
お

い
て
も
、
立
法
顧
問
院
に
執
務
す
る
最
高
裁
判
所
判
事
お
よ
び
行
政
最
高
裁
判
所
判
事

は
、
立
法
顧
問
院

の
構
成

員
ら
が
立
法
顧
問
院

の
活
動

に
支
障
が
な

い
と
認

め
る
と
き

は
、
そ

の
所
属
す
る
裁
判
所

に
お
い
て
執
務
す

る
こ
と
が

で
き

る
。

第

一
七
条

法
的
に
正
当
な
支
障
が
な

い
限
り
、
執
務

の
義
務
を
免
除
さ
れ
て
い
な

い
す
べ
て
の
最
高
裁
判
所
判
事
ま
た
は
行
政
最
高
裁

(93}



判
所
判
事
は
・

こ
の
法
窪

よ
り
最
高
裁
判
所
ま
た
は
行
政
最
高
裁
判
所

に
属
す

る
案
件

の
処
理

に
関
与
す
る
も

の
と
す
る
。

拠の

こ
の
法
律
は
・

一
九
八
〇
年

一
月

百

か
ら
施
行
し
、

同
時

霊

法
顧
問
院
に
関
す
る
法
律

二

九
六
五
年
第

一
八
六
号
)
は
廃
止
す

る
。

σ

(以
下
、
経
過
規
定
に
つ
き
省
略
)

以

上

統
治
組
織
法

に
お
け

る
立
法
顧
問
院

に
関
す
る
規
定

第
八
章
第

一
八
条

法
案

に
関
す

る
意
見
を
表
示
す

る
た
め
に
、
最
高
裁
判
所
お
よ
び
行
政
最
山口同
裁
判
所

の
各
判
事
を
構
成
員
に
包
含
す

る
立
法
顧
問
院
を
置
く
。
立
法
顧
問
院

の
意
見

の
表
示

は
、
政
府
に
よ
り
、
ま
た
は
国
会
法

の
定

め
る
と
こ
ろ
に
従

い
国
会

の
委
員
会

に

よ

っ
て
求
め
ら
れ
る
。

立
法
顧
問
院

は
、
出
版

の
自
由
に
関
す
る
基
本
法
、
公
文
書
を
利
用
す

る
権
利

の
制
限

に
関
す

る
法
律
、
本
法
第

二
章
第

一
二
条
第

一

項
、
第

一
七
な

い
し
第

一
九
条
も
し
く
は
第
二
〇
条
第
二
項
に
関
す
る
法
律
ま
た
は
上
記
各
法
律
を
変
更
も
し
く
は
廃
止
す

る
法
律
、
地

方
自
治
体

に
お
け
る
課
税
に
関
す
る
法
律
、
本
章
第

二
条
も
し
く
は
第
三
条

に
関
す
る
法
律
、
ま
た
は
本
法
第

一
一
章

に
関
す
る
法
律

で
、

個
人

に
と

っ
て
も

し
く
は
公
共

の
見
地
か
ら
重
要
な
も

の
に
つ
い
て
国
会
が
決
定
を
す
る
前
に
そ

の
意
見

の
表
示
を
求
め
ら
れ
る
。
但
し
、

立
法
顧
問
院

の
意
見
の
聴
取
が
、
問
題

の
性
質
上
意
義

を
有
し
な
い
と
き
、

ま
た
は
立
法
問
題

の
処
理
を
著
し
い
支
障

の
生
ず

る
程
度
に

遅
滞
さ
せ
る
と
き
は
こ
の
限
り
で
な

い
。
政
府
が

国
会

に
対
し
て
、
第

一
段

に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
法
律

の
制
定
を
提
案
す
る
場
合
、

立
法
顧
問
院

の
意
見
を
事
前

に
求

め
る
こ
と
が

で
き
な

い
と
き

は
、
政
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