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は

じ
め

ソ

に

シ

ュ

イ
エ

ス

は
一

七

八

九

年
の

｢

第
三

身
分

と

は

何
か
+

で

革

命
の

口

火
を

切

り
､

一

七

九

九

年
に

は

ブ

リ
ュ

メ

ー

ル

一

八

日

の

ク

ー

･

デ
タ

に

よ

っ

て

革
命
を

終

わ

ら
せ

て

い

る
｡

こ

の

革
命
指

導
者

は
､

九
三

年
憲
法
を

除
く

､

革
命
期
の

す
べ

て

の

憲
法
制

定

(

1
)

に

関

与

t
て

い

る
｡

彼
は

利
恵
に

特
別
の

執
着
と

自

信
を

持
っ

て

い

た
｡

彼
の

リ

ー

ダ

ー

･

シ

ッ

プ

は

制

憲
を

通

し
て

実
現
さ

れ

た

と

い

っ

て

よ

い
｡

こ

の

意
味
に

お

い

て
､

憲
法
学
に

よ

る

シ

ュ

イ

エ

ス

研
究
は

一

つ

の

有
効
性
を

主

張
で

き

る

で

あ

ろ

う
｡

と

こ

ろ
で

彼
は

革
命
期
の

全

体
を

通
し

て

リ

ー

ダ

ー

･

シ

ッ

プ

を

握
っ

て

い

た

わ

け
で

は

な
い

｡

ジ

ャ

コ

バ

ン

独

裁

下
で

は

明

ら

か

に

革
命
の

舞
台
か

ら

退
い

て

い

る
｡

彼
は

ロ

ベ

ス

ピ

エ

ー

ル

か

ら

｢

革
命
の

も

ぐ

ら
+

と
い

う
あ

だ

名

を

も

ら
っ

て

い

る
｡

彼
が

そ

の

指
導
性
を

最
も

良

く

発

揮
し

た

革
命
初

期
に

お

い

て
､

ど

の

よ

う
な

憲
法

思

想

を

も
っ

て

革
命
に

臨
み

､

革
命
情
勢
の

展
開
に

応
じ
て

そ

れ

を

ど
の

よ

う
に

発
展
さ

せ

た

か

を
､

本
稿
で

は

検

討

し
た

い
｡

シ

ュ

イ

エ

ス

は
一

七

四

八

年
に

生

ま
れ

､

一

八

三

六

年
に

死

ん

で

い

る
｡

こ

の

八

八

年
の

生

涯
は

制
冠
と
の

か

か

わ

り

あ

い

の

観

点
か

ら
五

つ

の

時
期
に

分

け
ら

れ

る
｡

革
命
以

前
の

時
期

｡

一

七

四

八

年
か

ら
一

七

八

八

年
夏
ま
で

｡

彼
に

と
っ

て

は
､

革
命
を

思

想

的
に

準

備
し
た

時
期
で

あ

る
｡

革
命
初
期

｡

一

七

九
二

年
夏
ま

で
｡

彼
の

憲
法

構
想
の

基
本
が

示
さ

れ

た

時
期

｡

中

期
｡

一

七

九

四

年
夏
ま

で
｡

革
命
の

舞
台
か

ら

退
か

な

け
れ

∽



一 橋 論叢 第七 十 三 巻 第 二 号 ( 2 0 )

ば

な

ら

な
か

っ

た

時
期

｡

末
期

｡

一

七

九

九

年
秋
ま

で
｡

自
己
の

構
想

を

実
現

す
べ

き

憲

法

制

定
に

､

最
後
の

努
力
を

傾
け
た

時
期

｡

革
命
後

｡

一

八
三

六

年
ま
で

｡

完
全
に

活

動
を

終
わ
っ

た

時
期

｡

本
稿
で

扱

う

革
命
初
期
を

､

彼
の

憲
法
思

想
の

展
開
に

応
じ
て

､

さ

ら
に

四

つ

の

時
期
に

区
別

し

て

み

た
｡

第
一

期
｡

一

七

八

八

年
夏
か

ら
一

〇

月

ま
で

｡

初
め
て

革
命
に

か

か

わ

り

を

持
っ

た

時
期

｡

反

王

権
が

主
張
の

中
心

｡

第
二

期
｡

一

七

八

九

年
六

月
ま
で

｡

反

特
権
に

議
論
の

焦
点
を

し

ぼ
っ

た

時

期
｡

第
三

期
｡

七

月
か

ら
一

七

九
一

年
秋

ま
で

｡

所
有
権
を

中
心

と

す
る

憲
法

構
想

を

明

確
に

し

て

い

っ

た

時

期
｡

第
四

期
｡

一

七

九
二

年
夏
ま

で
｡

議
会
活

動
か

ら

離
れ

て

い

た

時
期

｡

こ

の

時
期
の

彼
の

憲
法

思
想

は

不

明
｡

一

意
法
思

想
の

展
開

1
､

王

権

(

2
)

一

七

八

八

年
の

夏
シ

ェ

イ

エ

ス

は
一

つ

の

パ

ン

フ

レ

フ

ト
(

｢

見

解
+

と

略
す
)

を

出
し
て

い

る
｡

一

七

八

九

年
に

彼
が

書
い

た

序

文
で

は
､

そ

の

執
筆
時
期
は

大

臣
ブ

リ

エ

ン

ヌ

の

失

脚
(

一

七

八

八

年
八

月
二

三

日
)

直
前
と

な
っ

て

い

る
｡

こ

れ

は

彼
の

憲
法

思

出

想

を

初
め
て

公
に

し

た

文

書
で

あ

る
｡

そ

の

中
で

､

全

身
分

会
議

(

3
)

の

目

的
を

租
税
の

決
定
と

憲
法
制

定
に

求
め

､

そ

の

実
現
の

仕
方

(

4
)

=

｢

執
行

手

段
+

を

明

ら
か

に

し

よ

う

と

し
た

｡

そ

の

原
理
と

し

て
､

｢

(

一

)

全

身
分

会
議
は

立

法

権
を

有
す

る

こ

と
､

(

二
)

立

法

権
を

自
由
に

行
使
す
る

権
限
は

全
身
分

会
議
に

の

み

属
す
る

こ

と
､

(

三
)

全
身
分

会
議
は

そ

の

審
議
結
果
に

永

続
性

と

独

立

性

(

5
)

を

与

え

る

こ

と
が

で

き

る

こ

と
+

を

確
認

す
る

｡

そ

れ

を

以

下
の

よ

う
に

基
礎
づ

け
る
｡

｢

市
民

の

自

由
+

あ

る

(

6
)

い

は

｢

自
然

権
+

が

立

法

権
の

上
に

立

ち
､

そ

れ

を

指
導
す
る

｡

そ

れ

ら

の

権

利
は

､

具

体

的
に

は
､

｢

人

的

所

有
+

p

岩
p

ユ

空
か

p
e

r
s

O

ロ

n
e

ロ
e

(

自
分
の

能
力
に

対

す

る

権
利
)

と

｢

物
的
所
有
+

(

7
)

p
r

O

p
r
i

賢
か

【

訂
】

e

の

行
使
が

妨
げ

ら
れ

な

い

こ

と

に

存

す
る

｡

そ

こ

に

含
ま
れ

る

市
民
の

意
思

決
定
の

自

由
か

ら
､

そ

の

集
合
体

(

8
)

と

し

て

の

国

民
の

意
思

決
定
の

自

由
､

し

た

が

っ

て

唯
一

の

国
民

代
表
で

あ
る

全

身
分

会
議
の

立

法

権
が

帰
結
さ

れ

る
｡

同

様
に

し

て
､

市

民
の

財
産

権
か

ら
､

そ

の

譲
渡
で

あ
る

租
税
に

関

す
る

全

(

9
)

身
分

会
議
の

同

意
権
が

導
か

れ

る
｡

(

1 0
)

生

産

労
働
と

統
治

労

働
の

分

業
と

対

応
､

p
O

u

く
O
i

r

c

O

n
S
t
i

t

苧

p

ロ
t

(

た

だ

し

子
文

字
)

と

勺
○

亡

彗
1

0
叫

【

〔

○

ロ

畏
t

已
(

た

だ

し

単
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(

1 1
)

(

12
)

数
)

の

区

別
､

納
税
者
を

社

会
的
企

業
の

株
主

と

す
る

説
明
な

ど
､

彼
の

時

期
に

展
開
さ

れ

る

こ

と

に

な

る

議

論
が

､

す
で

に

見

出
さ

れ

る

こ

と

も

注

目
さ

れ

よ

う
｡

こ

の

パ

ン

フ

レ

ッ

ト

で

は
､

そ

れ

ま
で

自
明

祝
さ

れ

て

き

た

権

力
の

存
在

根
拠
が

､

市

民
の

権
利
保

障
の

観
点
か

ら

検
証
し

直
さ

(

1 3
)

れ

て

い

る
｡

し
た

が

っ

て
､

そ

の

検
証
に

た

え

な

い

ア

ン

シ

ャ

ン

･

レ

ジ

ー

ム

打
倒
を

帰
結
し

う
る

論
理
が

用

意
さ

れ

て

い

る

と

い

い

う

る
｡

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

シ

ュ

イ
エ

ス

自
身
が

序

文
の

中

で

言
っ

て

い

る

よ

う
に

､

｢

後
に

諸

身
分
の

問
に

巻
き

起
っ

た
､

や
っ

か

い

な

論
争
に

関

す
る

も

の

は
､

こ

こ

に

は

何

も

な
い

｡

問

題
は

､

一

方
に

お

け
る

国

民
と

､

他

方
に

お

け
る

無

制

限
の

権
力

と

の

問
に

､

完
全
に

存
す
る

｡

+

全
身
分

会
議
が

ど
の

よ

う
に

し

て

立

法

権
を

王

権
か

ら

奪
い

返

す
か

に
､

論
理
の

中
心

が

置
か

れ

(

M
)

て

い

る
｡

こ

の

点
で

の
､

特
権
身
分

と

第
三

身
分
の

一

致
が

前
提

さ

れ

て

い

る
｡

こ

の

意
味
に

お

い

て
､

本

書
の

革
命
的
論
理
は

ま

だ

現
実
の

政

治

的
な

カ

を

持
つ

こ

と

が

で

き

な
い

｡

革
命
の

客
観

情
勢
に

お

い

て

も
､

両

者
の

不
一

致

が

明

確
に

な
る

の

は
､

パ

ル

ル

マ

.
ン

が

全

身
分

会
議
の

従

来
通
り
の

開

催
方

法
を

決
定
し

た
一

七

八

八

年
九

月
二

五

日

以

降
で

あ
る

｡

2
､

特

権

｢

見

解
+

ほ

す

で

に

印

刷
に

付
さ

れ

て

い

た

が
､

シ

ェ

イ
エ

ス

は

そ

の

刊
行
の

延

期
を

決
意
す
る

に

至

る
｡

そ

の

間
の

事

情

を

(

1 5
)

｢

シ

ュ

イ

エ

ス

小

伝
+

は

次
の

よ

う
に

説
明
し

て

い

る
｡

-
原

稿
を

印

刷
に

付
し

た

後
に

､

政

治

情
勢
の

変
化
を

知
り

､

刊
行
の

中

止

を

決
意
し

た
｡

今
や

国

民

全

体
が

絶
対

権
力
か

ら

権

利
回

復

を

因
っ

て

い

る

の

で

は

な

く
､

特

権
身

分
が

､

国
民

全

体
の

利
益

を

犠
牲
に

し

て
､

特
権
の

維
持

･

拡
大

を

ね

ら
っ

て

い

る
｡

そ

の

こ

と
を

彼
ら

は

第
二

次

名
士

会
で

示

し
た

｡

そ

こ

で
､

反

特

権
の

主

張
を

明

確
に

す

る

た

め
に

､

特
権
論
と

第
三

身
分

論
の

執
筆
に

と

り

か

か

り
､

以

上

三

つ

の

パ

ン

フ

レ

ッ

ト

を

引
き

続
い

て

公

表

す
る

こ

と

に

な
っ

た
｡

-
し
た

が

っ

て
､

こ

の

証

言
に

よ

れ

ば
､

彼
が

主

張
の

焦
点
を

反

王

権
か

ら

反
特
権
に

し

ぼ
っ

た

き
っ

か

け

は
､

第
二

次

名
士

会
(

一

七

八

八

年
一

一

月
六

日

か

ら
一

二

月
一

二

日
)

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

し

て
､

｢

見
解
+

の

中
に

す
で

に

存
在

し

て

い

た

革
命
的
な

論
理

は
､

そ

れ

を

現

実
化

す
る

政

治

的
契
機
を
つ

か

み
､

(

1 6
)

第
三

身
分

論
は

フ

ラ

ン

ス

革
命
に

お

け
る

最
大
の

政

治

的

扇
動
文

(

1 7
)

(

1 8
)

書
と

な
る

｡

反

特

権
に

焦
点
を

し

ぼ
っ

た

憲
法

構
想

を
も
っ

て
､

彼
は

一

七

-
L

J

八

九

年
五

月
五

日

の

全

身
分

会
議
の

開

会
を

迎
え

る
｡

六

月
一

〇

上J
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日
､

シ

ェ

イ
エ

ス

の

提
案
に

し

た

が
っ

て
､

第
三

身
分

は
､

議
員

資
格
の

合
同

審
査
に

加
わ

る

よ

う
､

特
権
身
分
に

対

し
て

最
後
通

(

1 9
)

告
を

発

す
る

｡

合
同

審
査
へ

の
一

部
特
権
身
分
の

参
加
の

事
態
を

基
礎
に

､

彼
は

六

月
一

七

日

に

は

議
会
に

｢

国

民

議
会
+

の

成
立

(

2 0
)

を

喜
一

言

さ

せ

て

い

る
｡

こ

の

日
､

議
場
に

入

ろ

う
と

す

る

シ

ェ

イ

(

2 1
)

エ

ス

を
､

期
せ

ず
し
て

議
員
達
は

起
立

し

て

迎
え

た

と
い

う
｡

こ

の

時
が

､

生

涯
二

度
と

な
い

彼
の

リ

ー

ダ

ー
･

シ

ッ

プ

の

絶
頂
期

で

あ

っ

た
｡

二

三

日
､

国
王
が

身
分

別
の

討
議
を

命
じ

た

の

に

対

し

て
､

彼
は

､

恐

れ

ず
制
憲
に

向
か

っ

て

進
も

う
と

訴
え

､

満
場

(

2 2
)

一

致
の

支

持
を

受

け
た

｡

七

月

七
､

八

日

の

演
説
で

は
､

議
会
の

決
定
に

対

す
る

選

挙
区
の

拒
香
権
な

ら
び

に

議
会
の

決
定
の

適
用

(

2 3
)

(

2 4
)

に

対

す
る

選

挙
区

の

免
除
権
の

禁
止
の

確
認
を

主

張
し

､

議
会
に

(

2 5
)

そ

れ

を

採
用
さ

せ

る

こ

と
に

よ
っ

て
､

封
建
勢
力
の

抵
抗
を

排
除

し
て

､

近

代
的
議
会
の

確
立
に

貢
献
し
た

｡

革
命
前
夜
の

憲
汰
構
想
を

現

実
化

し

た

こ

の

六
､

七

月
は

､

反

特
権
の

論
理
が

そ

の

完
全
な

有
効
性
を

発
揮
し

た

時
期
で

あ

る
｡

彼
は

こ

の

時
期
の

最
大
の

議
会
指
導
者
と

な
る

｡

3
､

所
有
権

八

月

四

日
､

封
建
的
特
権
の

廃

止
が

宣

言
さ

れ

る
｡

こ

の

宣

言

の

内

容
は

､

人

的
特
権
の

無

償
廃

止
､

物
的
特
権
の

有
償
廃
止

と

定

式
化
で

き
る

｡

翌
日

か

ら
の

宣

言
の

文

章
化

作
業
の

中
で

､

十

∽

分
の

一

税
は

無
償
廃
止

か

有
償
廃

止

か
､

さ

ら
に

教
会
財
産
は

国

有
化

す
べ

き
か

ど

う
か

が

争
わ

れ

る
｡

そ

れ

に

対

し
て

一

〇
日

､

シ

ュ

イ
エ

ス

ほ

十

分
の
一

税
の

無

償
廃

止

と

教
会
財
産
の

国

有
化

(

2 6
)

に

反
対

す

る

態

度
を

表
明

す
る

｡

こ

れ

は
､

僧
侶
で

あ
る

シ

ュ

イ

エ

ス

が

自
己
の

特
権
を

守
ろ

う
と

し

た

も
の

で

あ
る

と

し
て

､

き

(

2 7
)

わ

め

て

不

評
で

あ
っ

た
｡

こ

の

発
言
を

き
っ

か

け

と

し
て

彼
は

人

気
を

急
速
に

失

う
｡

彼
の

発
言
が

教
会
の

立

場
を

擁
護
し

ょ

う
と

し

た

も

の

で

あ
る

こ

と

は

否
定
で

き

な
い

｡

そ

の

こ

と
は

､

種
々

の

封

建
的
特

権
の

廃
止

問
題
の

中
で

､

彼
が

教
会
の

問
題
に

つ

い

て

の

み

発
言

し

た

点
､

教
会
の

仕
事
の

続
行
と

僧
侶
の

生

活
を

何
よ

り

も

心

配

し
て

(

2 8
)

い

る

点
､

ま

た

教
会
職

務
の

公

共

性
と

特
殊
性
を

強
調
し

て

い

る

(

2 9
)

点

な

ど
か

ら

う
か

が

う
こ

と
が

で

き
る

｡

し
か

し

彼
は

教
会
の

特
権
を

ど
の

よ

う
な

論
理

で

擁
護
し

た

の

で

あ

ろ

う
か

｡

す
べ

て

の

十

分
の

二
視

は

八

月

四

日

の

買

戻

し

(

3 0
)

(

3 1
)

宣

言
に

よ

っ

て

合
法
的
な

権

利
と

認

め

ら
れ

た

の

で

あ

る

か

ら
､

(

3 2
)

無
償
廃
止

は

許

さ

れ

な
い

､

さ

ら
に

教
会
の

そ

の

財
産
に

対

す

る

権
利
は

神
聖
不

可

侵
の

所
有
権
で

あ
る

か

ら
､

国
有
化
ほ

不

可
能

(

3 3
)

で

あ
る

と

い

う
｡

こ

の

論
理

は
､

教
会
擁
護
と
い

う
だ

け
で

は

す
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ま

な
い

も
の

を

含
ん

で

い

る
｡

そ

れ

は
､

教
会
の

特

権
だ

け
で

は

な

く
､

す
べ

て

の

物
的
特
権
に

あ

て

は

ま

る

か

ら
で

あ
る

｡

物
的
特
権
の

革
命
後
の

合

法
化
を

帰
結
す
る

こ

の

論
理

は
､

そ

れ

ま
で

の

彼
の

激
し
い

特
権
批
判
の

立

場
と

矛

盾
し

な
い

で

あ

ろ

ぅ
か

｡

こ

れ

に

彼
は

次
の

よ

う
に

答
え

る
｡

｢

偏
見

を

持
つ

人
々

は
､

特
権
を

攻

撃
し
て

い

る

と

私
を

非
難
し

た
｡

今
日

､

彼
ら
は

､

所
有
権
を

擁

護
し

て

い

る

と

私
を

非
難
し

て

い

る
｡

こ

の

よ

う
に

､

原

理
の

上
に

し
っ

か

り

立
っ

て

い

る

者
は

す
べ

て
､

ど

ち

ら
の

方

(

3 4
)

に

せ

よ
､

原

理
か

ら
そ

れ

た

人
々

を

確
か

に

不

愉
快
に

す
る

｡

+

特

権

-
攻

撃
､

所
有
権

-
擁
護
で

彼
は

本
当
に

一

貫
し

て

い

る

で

あ

ろ

う
か

｡

最
も

厳
し
い

反
特
権

論
を

展
開
し

て

い

る

第

三

身
分

論
が

検
討
し

て

い

る

の

は
､

そ

の

冒
頭
の

問
題
提
起
が

示

し
て

い

る

よ

う
に

､

｢

政

治

的
秩
序
+

に

お

け
る

第
三

身
分

の

地

位
で

あ
る

｡

｢

我
々

が

こ

こ

で

は

第
三

身
分
に

つ

い

て

考

察
し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

の

は
､

そ

の

市
民

的
地

位
に

お

い

て

よ

り

も

意

(

3 5
)

法

と

の

関
係
に

お

い

て

で

あ

る
｡

+

他

方
で

､

特
権

身
分

が

持
つ

(

3 6
)

経

済
的
利
益
を

､

自
然

権
と

し
て

の

所
有
権
と

と

ら

え

る
｡

結
局

彼
は

､

絶
対

王

政

下
の

経

済

的
利
益

を
､

特
権
と
し

て

で

は

な

く
､

(

3 7
)

所
有
権
と
し

て

と

ら

え

な
お

そ

う

と

し
て

い

る

の

で

あ

る
｡

そ

の

こ

と

を
､

政

治

的
特
権
を

排
除
し

､

私

的
特

権
の

中
で

は

｢

人

的

(

3 8
)

(

3 9
)

特

権
+

を

否
定

す
る

こ

と
に

よ

っ

て
､

行
お

う
と

し

て

い

る
｡

物

的
特
権
の

こ

の

よ

う

な

と

ら

え

直
し

の

可
能
性
は

､

｢

共

通

の

法

律
の

下
に

生

活

し
､

同
じ

立

法

機
関
に

よ

っ

て

代
表
さ

れ

る

結
合

(

4 0
)

者
の

団
体
+

と
い

う
｢

国
民
+

の

定
義
自
体
の

中
に

示
さ

れ

て

い

る
｡

所
有
権
擁
護
と
い

う

共

通
の

法

律
に

よ
っ

て

と

ら

え

ら
れ

る

限
り

で
､

既

得
の

経
済
的
利
益
が

正

当

化
さ

れ

る

か

ら
で

あ
る

｡

第
三

身
分

論
以

前
の

｢

見

解
+

に

お

い

て
､

絶
対

王

政

下
の

国
債

(

4 1
)

の

推
持
を

所
有
権
原

理
に

基
づ

い

て

主
張
し
て

い

る

の

も
､

同

じ

(

4 2
)

文

脈
に

あ
る

と

見
る

こ

と

が

で

き

る

で

あ

ろ

う
｡

所
有
権
を

中
心

と

す

る

自

然
権
保
護
の

法
体

系
を

実
現

す
る

た

め
に

は
､

ま

ず
特
権
を

特
権
と

し
て

維
持
し

ょ

う
と

す
る

体
制
を

打
破
し

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

反
特

権
に

焦
点
を

し

ぼ
っ

た

革
命

で

あ

る
｡

こ

れ

は
､

反

特
権
と
い

う

点
で

の

第
三

身
分
の

ば

く

然

と
し

た

統
一

と
､

そ

の

中
で

の

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

ジ

ー

の

イ
ニ

シ

ア

テ

ィ

ブ

を

前
提
と

し

て

い

る
｡

し
か

し

こ

の

革
命
は

民

衆
革
命
展
開

の

契
機
と

な

り
､

そ

の

前
提
を

揺
る

が

せ

て

し

ま

う
｡

民

衆
､

特

に

農
民
は

特
権
を

所
有
権
と

し

て

も

承

認
し

な
い

｡

こ

こ

に

至
っ

て
､

所
有
権
保
護
の

体
系
に

と
っ

て
､

民

衆
と
の

緊
張
関
係
が

現

実
化
す
る

｡

あ
る

種
の

特
権
を

所
有
権
と

し
て

再

評
価
す
る

こ

と

7

に

よ
っ

て
､

所
有
者
の

統
一

が

明

確
化

す

る
｡

｢

土

地

解

放
の

た

J l
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め

に

闘
う

農

民
に

対

す
る

所
有
者
階

級
､

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

ジ

ー

と

貴

(

43
)

族
の

提
携
+

｡

し

た

が
っ

て
､

｢

原
理
+

の

明
確
化
の

時
期
は

､

お

そ

ら

く
七

月
一

四

日

の

パ

リ

の

革
命
と

そ

れ

に

続
く
グ

ラ

ン

ド
.

プ

ー

ル

か

ら

始
ま
っ

た

と

見
る

べ

き
で

あ

ろ

う
｡

特
権

-
攻

撃
､

所
有
権

1
擁
護
と

い

う
シ

ェ

イ
エ

ス

の

原

理

自
体

は
､

有
償
廃
止

論
で

ま

と

ま
っ

た

議
会
の

多
数
派
と

矛

盾

し

な
い

｡

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

こ

の

時
期
に

彼
が

前
の

時
期
の

よ

う
な

目
ざ

ま

し
い

イ
ニ

シ

ア

テ

ィ

ブ

を

失
っ

た

の

は

な

ぜ

で

あ

ろ

う
か

｡

教
会
財
産
の

問
題
で

す
っ

か

り

人

気
を

落
と

し

た

の

が
､

そ

の

重

要
な

き
っ

か

け
で

あ

る
｡

教
会
財
産
は

､

人

的

特

権
で

あ

る

た

め
で

は

な

く
､

そ

の

公

共

的
性
棉
を

理

由
に

､

無
償
廃
止

､

国
有
化
の

扱
い

を

受
け
る

こ

と
に

な
っ

た

が
､

こ

れ

に

彼
は

つ

い

て

行
く
こ

と

が

で

き

な

か
っ

た
｡

そ

れ

は

何
よ

り

も

彼
が

僧
侶
で

あ
っ

た

た

め
で

あ

ろ

う
｡

し

か

し

彼
の

イ
ニ

シ

ア

テ

ィ

ブ

の

喪
失

の

よ

り

根
本

的

な

原
因
は

､

民

衆
革
命
に

対

処

す
る

す
べ

を

知
ら

な

か
っ

た

こ

と
で

あ
る

｡

彼
に

は

民

衆
を

理

解
す
る

姿
勢
も

能
力

(

4 4
)

も
な

い
｡

民

衆
を

労
働
の

機
械
に

な
っ

て

し

ま
っ

て

い

る

と

見
､

(

4 5
)

｢

第
三

身
分
の

う

ち

余
裕
の

あ
る

階
層
+

に

よ

っ

て

市

民
の

イ

メ

ー

ジ

を

作
っ

て

い

る
｡

た

だ
､

こ

の

点
で

ほ

他
の

大
部
分
の

議
員

も

同
じ
で

あ

ろ

う
｡

し
か

し

彼
ら

は

有
償
廃

止
に

よ

る

民

衆
に

対

す
る

妥

協
と

そ

の

懐
柔
と

い

う
､

所
有
者
と

し

て

賢
明
な

決
断
を

∽

選
択
す
る

こ

と

が

で

き

た
｡

シ

ュ

イ
エ

ス

は

確
か

に

有
償
廃

止
の

原
則
に

よ

っ

て

教
会
財
産
を

擁
護
し

た

が
､

彼
自
身
が

積
極
的
に

そ

の

原
則
に

賛
成
で

あ
っ

た

わ

け
で

は

な
い

｡

八

月

四

日

の

宣

言

が

良
く

準

備
さ

れ

た

結
果
で

あ
る

こ

と

は

知
ら

れ

て

い

る

が
､

そ

の

企
て

の

あ

る

こ

と

を

知
り

な
が

ら
､

彼
は

そ

の

日

の

議
会
に

欠

席
し
て

い

る
｡

む
し

ろ

反
対
で

あ
っ

た

ら
し

い

と

ル

フ

ェ

ー

ブ

ル

(

4 6
)

は

見
て

い

る
｡

｢

も

し

革

命
が

ど

の

よ

う
に

向
き

を

変
え

る

の

か

を

知
っ

て

い

た

な

ら

ば
､

私
は

決
し

て

そ

れ

に

か

か

わ

り

あ

わ

な

(

47
)

か
っ

た

で

あ

ろ

う
+

と

ま
で

言
っ

た

と

伝
え

ら

れ

て

い

る
｡

特
権

1
攻

撃
､

所
有
権

1
擁
護
と

い

っ

て

も
､

有
償
廃
止

に

よ
っ

て

そ

の

原
理

を

積
極
的
に

実
現

す

る

の

で

は

な

く
､

特
権
を

所
有

権
と

し
て

評
価
し

直
す

､

も
っ

と

保
守
的
な

線
を

彼
は

考
え

て

い

た
よ

う
で

あ

る
｡

具
体

的
に

何

を

考
え

て

い

た

か

は

わ

か

ら

な
い

｡

そ

れ

を

明
ら

か

に

す

る

前
に

､

革
命
の

流
れ

に

追
い

越
さ

れ

た

の

で

あ
る

か

ら
｡

こ

れ

以

後
､

彼
は

沈
黙
が

ち

と

な

る
｡

八

月
四

日

の

封
建
的

特
権
の

廃
止

宣
言

と
二

六

日

の

人

権

軍
言

に

ょ

っ

て
､

利
恵
の

基
本
原
則
が

確
定
し

た

た

め

に
､

こ

の

時
期

以

降
の

利
恵
作

業
は

具

体

的
な

も
の

に

移
っ

て

行

く
｡
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(

鳩
)

九

月

七

日

に

彼
は

命
令
的
委
任
禁
止
の

論
理

を

展
開
す
る

｡

そ

の

こ

と
に

よ
っ

て

国
政
へ

の

民

衆
の

影

響
力
を

排
除
し

､

所
有
者

国
家
の

形

成

原

理
の

明

確
化
に

貢
献
す

る
｡

自
由
権
の

保
障
と

し

(

4 9
)

て

の

君

主

制
の

再

評
価
も

注

目
さ

れ

る
｡

所
有
秩

序
の

保

障
に

と
っ

て

司

法
制
度
と

警
察
制
度
は

不

可

欠

(

5 0
)

で

あ
る

が
､

こ

れ

に

関
す
る

彼
の

実
は

､

革
命
以

前
の

経
済
的
利

益

を

所
有
権
と

し
て

保
護
す

る

た

め
の

制

度
を

構
想
す
る

点
で

､

議
会
の

基
本

的
な

流
れ

と

異
な

ら

な
い

が
､

革
命
以

前
か

ら
の

職

(

51
)

美
的
法
曹
に

よ

る
､

陪
審
の

事
実

上
の

独

占
に

典
型

的
に

見
ら

れ

る

よ

う
に

､

他
の

案
と

此
べ

て
､

よ

り

保
守
的
な

線
で

所
有
権

擁

(

5 2
)

護
を

考
え
て

い

る
｡

(

5 3
)

代

表
者
選

出
の

基
礎
お

よ

び

行
政

区

画

と
し

て
､

非
常
に

幾
何

学
的
な

地

域
分

け
を

構
想

す
る

｡

全

国

を

八
一

の

県
に

､

各
県

を

九
の

デ

ィ

ス

ト

リ

ク

ト

に
､

各
デ
ィ

ス

ト

リ

ク

ト

を

九
の

カ

ン

ト

ン

に
､

そ

れ

ぞ

れ

等
面

積
に

な
る

よ

う
に

分

け
る

｡

こ

れ

が
､

地

域
を

基
礎
と

す
る

封
建
勢
力
の

打
破
に

よ

る

国

民

的

統
一

を

ね

ら

っ

た

も

の

で

あ

る

こ

と

は

明

ら
か

で

あ

ろ

う
｡

そ

れ

と

と

も
に

､

(

5 4
)

代
表
の

基
準
と

し
て

､

土

地
､

人
口

､

税
金
を

考
え

る
｡

納
税
額

の

多
い

地

域
は

､

そ

れ

だ

け

多
く
立

法
､

行
政

に

影

響
力

を

行

使

で

き
る

よ

う
に

配

慮
さ

れ

て

い

る
｡

特
権

i
攻

撃
､

所
有
権
-

ー
擁
護
の

｢

原

理
+

の
一

つ

の

現
れ

と

見

る

こ

と
が

で

き
よ

う
｡

ま

た
､

民

衆
運

動
に

対

す
る

彼
の

対

処
の

仕
方

を

示

す

も
の

と

〔

5 5
〕

〔

5 6
)

し

て
､

出
版
取

締
法
案

､

宗
教
活

動
に

関
す

る
パ

リ

県

条
例
に

も

注
目

す

る

こ

と

が

で

き
る
｡

〓

憲
法

思

想
の

構
造

シ

ェ

イ

エ

ス

の

憲
法
思

想
に

と
っ

て

革
命
初
期
は

､

反
王

権
､

反

特

権
､

所
有
権
擁
護
と

主

張
の

焦
点

を

移
す
こ

と

に

よ

っ

て
､

そ

の

構
造
が

明

確
に

な
っ

て

行
く

過

程
で

あ
っ

た
｡

そ

れ

は

ど
の

よ

う

な

構
造
を

持
っ

て

い

た

の

で

あ

ろ

う
か

｡

(

5 7
)

彼
の

所
有
論
を

基
礎
づ

け

る

論
理

は
､

｢

労
働
に

よ

る

所
有
+

で

あ
る

｡

こ

れ

は

小

商
品

生

産
を
モ

デ
ル

と

し

て

作
ら

れ

て

い

る

こ

と

は

明
ら

か

で

あ

る

が
､

こ

の

論
理

自
体
は

商
品

交
換

一

般
を

(

盟
)

正

当

化
す

る

も
の

で

あ

る
｡

あ
る

種
の

所
有
を

労
働
に

基
づ

か

な

い

も

の

と

し

て
､

そ

れ

に

制
限
を

課
し

､

あ

る

い

は

そ

れ

を

香
足

す
る

論
理

で

は

な

く
､

す
べ

て

の

所
有
を

労
働
に

基
づ

く

も
の

と

し

て
､

そ

れ

に

対

す
る

社

会
的
規
制
を

排
除
す

る

も
の

で

あ

る
｡

(

5 9
)

そ

の

こ

と

は
､

｢

権
利
の

平

等
+

と

｢

手

段
の

不

平

等
+

の

区

別

(

6 0
)

に

よ
っ

て
､

無
制
限
の

所
有
の

不

平
等
を

正

当

化

す
る

点

を

見
る

(

6 1
)

だ

け
で

も

明

ら
か

で

あ
る

｡

J J 9
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人

的
･

物

的

所
有
権
に

含
ま

れ

る

個
人
の

意
思

決

定
の

自
由
か

ら
､

そ

の

集
合

体
と

し

て

の

国
民
の

意
思

決
定
の

自
由
が

帰
結
さ

れ

る
｡

こ

こ

に

彼
の

主

権
論
が

存

在
す

る
｡

そ

の

構

造

を
､

彼

の

憲
法

構
想

を

初
め

て

示
し

た

｢

見
解
+

で

ま

ず
確
認
し

て

お

こ

ゝ

つ
0

彼
に

よ

れ

ば
､

自
由
な

選

挙
の

な
い

と
こ

ろ
に

｢

真
の

代

表
+

(

6 2
)

は

な
い

｡

ゆ

え

に

国
王

は

代
表
に

は

な

ら

な
い

｡

し
か

し

こ

の

選

(

6 3
)

挙
は

年
齢
の

他
に

納
税
も

条
件
と

す

る
｡

議
員
の

任

期
は

短

期
で

(

6 4
)

な

け

れ

ば

な

ら

ず
､

彼
は

選

挙

人

に

よ

っ

て

罷

免
さ

れ

う
る

｡

｢

国
民

議
会
+

が

成

立

す
る

た

め
に

ほ
､

議
会
に

対

す
る

選

挙
区

(

6 5
)

の

拒
香

権
･

免
除

権
が

禁
止

さ

れ

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

｢

各
議

員
は

社

会
全

体
を

代

表
す
る
+

も

の

で

あ

る

か

ら
､

彼
を

票
の

単

な

る

運

搬
人
に

す
る

こ

と

は

で

き

な
い

｡

な

ぜ

な

ら
､

選

挙

区
が

議
員
の

意
思

を

厳
甥
に

拘
束
し

て

し

ま

う
と

､

議
会

内
で

の

議
員

間
の

妥

協
が

不

可

能
に

な

り
､

｢

共

同

意
思
+

が

形
成

さ

れ

な

く

な
る

か

ら

で

あ

る
｡

し

た

が

っ

て
｢

受
任

者
+

E
p

n

d

巴
巴
r

e

s

に

広

い

｢

信
顛
+

を

与

え

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

こ

の

こ

と
に

よ

っ

て

議
員
は

｢

真
の

代

表
者
+

に

な
る

｡

し

か

し

議
貞
は

選

挙
区
か

ら

完
全
に

自
由
に

な

る

わ

け
で

は

な
い

｡

議
員
の

｢

任

務
+

m
i

s

s
i

O

ロ

は

選

挙
人

か

ら

与

え

ら

れ

る

の

で

あ

る

か

ら
､

選

挙
人
は

い

つ

で

も
そ

れ

を

撤
回

し
､

時

期
や

｢

問
題
の

性

質
+

】

p

ロ

已
弓
e

d
①

S

加
一

丁
⊥

P

斡

巴
r

e
ひ

に

関
し

て

そ

れ

を

限

定
す

る

こ

と

が

で

き

る
｡

議

員
は

新
し
い

事
態
を

選

挙
人
に

知
ら
せ

､

そ

の

意
見
を

聞
く
こ

と

が

要

(

6 6
)

求
さ

れ

て

い

る
｡

こ

こ

に

見
ら

れ

る

主

権
論
は

､

反

特

権
に

焦
点
を

し

ぼ
っ

た

時

期
に

も
､

維
持
さ

れ

て

い

た

と

見
て

よ

い

で

あ

ろ

う
｡

制
限
選

挙

の

上
に

､

命
令
的
委
任
と

リ
コ

ー

ル

の

制
度
を

置
き

な

が

ら
､

議

員
が

選

挙

区
の

代
理

人

で

は

な

く
､

国
民

全

体
の

代

表
者
で

あ

る

こ

と

を

理

由
に

､

あ

る

い

は

討
議
の

た

め
に

は

議
員
に

意
見
変
更

の

自
由
が

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

こ

と

を

理

由
に

､

命
令
的
委
任
に

(

6 7
)

限

定

を

加
え

て

い

る

こ

と

な

ど

は
､

明

ら
か

に

確
認
で

き

る
｡

所
有
権
擁
護
に

主

張
が

し

ぼ

ら

れ

て

く
る

時
期
に

な

る

と
､

そ

れ

に

つ

れ

て
､

｢

国
民

主
権
+

の

姿
も

は
っ

き

り

し

て

く

る
｡

国

民

主

権
か

ル

ソ

ー

的
人

民
主

権
か

の

問
題
は

､

身
分
を

廃

止

し
て

も

な
お

残
る

所
有
の

不

平

等
を

､

国
政
の

上

で

ど

う
扱
う
か

と
い

う

問
題
だ

か

ら

で

あ

る
｡

受

動
的
市
民

論
に

よ

る

制
限

選

挙
の

定

(

6 8
)

式
化

､

命
令
的
委
任
の

全
面

禁
止

､

｢

国
民
+

お

よ

び

｢

代

表
+

の

観
念
化
の

帰
結
と

し

て

の
､

国
王
の

代

表
資

蒋
の

承

認
､

｢

民

主

制
+

と

｢

代

表
制
+

の

対

置
な

ど
｡

｢

個
別

意
思
は

共

同

意
思
の

唯
一

の

要
素
で

あ

る
+

と
い

う
定
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式
は

､

初
め
て

の

作
品
で

あ

る

｢

見

解
+

以

来
､

一

貫
し

て

確
認

さ

れ

て

い

る

が
､

こ

れ

は
､

反

王

権
あ
る

い

ほ

反

特
権
を

帰
結
す

る

た

め
に

必

要
な

論
理
で

あ
っ

た
｡

主

権
が

国
王
で

は

な

く

国
民

に
､

特
権

身
分
で

は

な

く

第
三

身
分
に

あ

る

こ

と

を

基
礎
づ

け
る

た

め

に

は
､

議
論
を

個
人
か

ら

出
発
さ

せ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

か

ら

で

あ

る
｡

こ

の

意
味
に

お

い

て
､

シ

ュ

イ
エ

ス

の

個
別

意
思

-

-
共

同
意
思

論
は

､

国

民

主

権
論
の

形
成
に

と
っ

て

必

要
な

経
過

点
と

し

て
､

国
王

お

よ

び

特
権
身
分
の

支

配
を

打
破

す
る

た

め

の

も

の

で

あ
っ

て
､

民

衆
に

よ

る

主

権
の

確
保
を

直
ち
に

意
味
す
る

も
の

で

は

な
い

｡

個
別

意
思
を

共

同

意
思
の

唯
一

の

要
素
と

す

る

定

式
は

､

受
動

的
市
民
に

参
政
権
を

拒
否
し

､

命
令
的
委
任
を

禁
止

し
､

国
王

に

国

民

代
表
権
を
承

認
し

て

い

る

段
階
で

も

維
持
さ

れ

て

い

る
｡

勿

論
そ

こ

に

矛

盾
は

あ

る

の

で

あ
る

が
｡

彼
に

は

あ

ま

り

鋭
く

意
識

さ

れ

て

い

な
い

｡

そ

れ

は

な

ぜ

で

あ
ろ

う
か

｡

個
別

意
思

と

共

同

=
一

般
意
思
の

結
び

つ

き
が

弱
い

か

ら
で

あ

ろ

う
｡

ル

ソ

ー

に

お

(

6 9
)

い

て

は
､

個
別

意
思
は

特
殊
意
思

と
一

般
意
思
の

統
一

で

あ
る

｡

個
別

意
思
は

､

一

般
意
思
に

発
展
す
る

実
機
を

含
む

｡

そ

の

こ

と

が

自
覚
さ

れ

て

い

る
｡

し

た

が
っ

て
､

一

般
意
思
の

現

実
化
の

た

め
に

は
､

す
べ

て

の

個
別

意
思
の

集
合
が

不

可

欠

と

な
る

｡

だ

か

ら
こ

そ
､

主

権

行

使
を

決

定

し

う
る
一

般

意
思
と

､

単
な

る

特

殊

意
思
の

集
合
に

す
ぎ

な
い

全

体

意
思

を

区
別

す
る

必

要
も

出
て

く

る
｡

と
こ

ろ
が

シ

ュ

イ
エ

ス

に

は
､

個
別

意
思
と

特
殊
意
思
の

区

別

と

関
連
を

問
う

姿
勢
は

希
薄
で

あ
る

｡

し

た

が

っ

て
､

個
別

意

思
の

集
合
が

､

ル

ソ

ー

の

言

葉
で

い

え
ば

､

全

体

意
思
と

無
自

覚

に

同
一

視
さ

れ
､

し

た

が
っ

て

ま

た
､

個
別

意
思
と

切
り

離
さ

れ

た

と
こ

ろ
に

共

同

意
思
の

形
成
を

求
め

ざ
る

を
え

な

く
な

る
｡

こ

の

よ

う
な

可

能
性
を

彼
の

個
別

意
思

-
共

同

意
思

論
は

常
に

含

ん

で

い

る
｡

こ

の

ル

ソ

ー

と
シ

ュ

イ

エ

ス

の

違
い

は
､

ル

ソ

ー

が

所
有
に

対

す
る

何

ら
か

の

社

会
的

規
制
の

上
に

市

民
の
一

般
性
=

共

同

性
を

作
り

出
そ

う

と

す
る

の

に

対

し
て

､

シ

ュ

イ
エ

ス

が
､

物
的
手

段
を

独

占
す
る

市
民
も

､

人

的
手

段
し
か

持
た

な
い

市
民

も
､

共
に

所
有
者
で

あ
る

と

す
る

形
式
=

｢

権
利
の

平

等
+

に

の

み
､

共
同

性
=

一

般
性
を

求
め

る

と
い

う
､

社
会
に

対

す
る

二

人

の

構
想
の

仕
方
の

質
的
差
異
に

基
づ

く
｡

と

こ

ろ

で
､

こ

の

よ

う

な

彼
の

憲
法
思

想
の

基

礎
に

､

ど

の

よ

う

な

社

会
観
が

存
在
す

る

の

で

あ

ろ

う
か

｡

彼
は

､

経

済
よ

り

政

(

7 0
)

治
､

農
業
よ

り

商
工

業
､

い

な
か

よ

り

都
市

を

重

視
す
る

｡

彼
の

視
野
に

は

経

済
の

あ

り

方
の

変
革
は

含
ま

れ

て

い

な
い

｡

社

会
の

.丁
⊥

矛
盾
を

政

治
の

指
導
性
に

よ

っ

て

解
決
し

ょ

う
と

す

る
｡

そ

こ

で

㌶
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憲
法
制
定
に

異
常
な

期
待
を

か

け
る

こ

と

に

な

る
｡

こ

の

よ

う
な

考
え

方
の

方

法

的
基

礎
は

､

勿
論

､

自
然
法

論
で

あ

る

が
､

ど

の

よ

う
な

自
然
法

論
で

あ

ろ

う
か

｡

近

代
自
然
法

論

に

は
､

そ

の

形
式
の

非

歴
史
性
に

も
か

か

わ

ら

ず
､

そ

の

内

容
が

､

ロ

ッ

ク

や

ス

ミ

ス

に

見

ら
れ

る

よ

う
に

､

き

わ

め
て

豊
か

な

歴

史

感

覚
に

よ
っ

て

基
礎
づ

け
ら

れ

て

い

る

も

の

が

あ
る

｡

そ

れ

は
､

自
然
法

論
が

､

自
己
の

主

張
を

自
然
な

も
の

と

し
て

正

当

化
し

ょ

う
と

す

る

実

践
的
な

態

度
だ

け
で

は

な

く
､

社

会
を

客
観
的
に

貫

く

自
然
法

則
を

認

識
し

ょ

う

と

す
る

理

論
的
な

態

度
を

含
ん

で

い

る

か

ら

で

あ

る
｡

自

然
法
に

よ

っ

て

理

論
と

実
践
の

統
一

が

図
ら

れ

て

い

る
｡

と
こ

ろ
が

シ

ュ

イ
エ

ス

は
､

事
実
や

歴
史
を

転
視

･

軽
蔑
し

､

そ

れ

ら

と

の

関
係
を

完
全
に

断
切
っ

た

と

こ

ろ

で

｢

理

性
+

や

｢

原

理
+

に

耳
を

傾
け

よ

う
と

す
る

｡

勿
論
こ

れ

は
､

事

実
や

歴
史
と

し

て

の

ア

ン

シ

ャ

ン

･

レ

ジ

ー

ム

を

批

判
し

ょ

う
と

す
る

と

こ

ろ
か

ら

生

ま

れ

る

態
度
で

あ

り
､

多
か

れ

少
な

か

れ

す

べ

て

の

自
然
法

論
者
に

共

通
し

て

い

る

が
､

シ

ュ

イ
エ

ス

の

場
合

に

は
､

一

見
香

定

的
に

評
価
せ

ざ

る

を

え

な
い

事
実
や

歴

史
の

､

し

か

し

そ

の

底
に

働
い

て

い

る

は

ず
の

理

性
や

原

理

を

探
究
し

ょ

う
と

す

る

思

考
方

法
が

な
い

｡

し

た

が
っ

て
､

そ

の

理

性
や

原
理

の

体

系
と

し

て

の

自
然
法
は

､

現

実
社

会
に

対

し

て
一

面

的
に

超

越
的
で

あ

り
､

技
術

的
性
格
を

色

濃
く

持
つ

こ

と

に

な

る
｡

こ

の

㍊
一

⊥

態

度
が

､

一

方
に

お

い

て

種
々

の

巧
み

な

憲
法
理

論
(

彼
に

と
っ

て

は

最
高
の

社

会
技
術
)

創

出
に

プ

ラ

ス

す
る

と

と

も

に
､

他

方

に

お

い

て

憲
法
制
定
の

社
会

･

経
済
的

基
盤
の

認

識
を

不

可
能
に

し
て

い

る
｡

彼
は

法

理

論
の

形
成
の

点
で

は

す

ぐ
れ

て

い

た

が
､

社

会
認
識
の

レ

ベ

ル

で

は

先
人
に

つ

け

加

え

た

も
の

を

あ

ま

り

持

(

7 1
)

た

な

か
っ

た

と
い

っ

て

よ

い

の

で

は

な
い

で

あ

ろ

う
か

｡

お

わ

り
に

革
命
期
の

ほ

ぼ

全

体

を

通

じ
て

彼
は

｢

憲
法

制
定

者
+

と

し
て

の

評
判
を

持
ち

続
け
る

｡

こ

れ

が
､

革
命
開

始
期
の

は

な

ば

な

し

い

リ

ー

ダ

ー

･

シ

ッ

プ

に

ま
つ

わ

る

革
命
家
と

し

て

の

権
威

と
､

優
越
し

た

憲
法
理

論
構
成

能
力
に

基
礎
を

持
つ

も

の

で

あ

る

こ

と

は

疑
い

な

い
｡

し

か

し

な

が

ら
､

彼
に

対

す
る

｢

憲
法
制
定

者
+

と

い

う

規
定
は

､

反

面
､

彼
の

政

治

的

指
導
能
力
の

喪
失
を

前
提

と

し
て

い

る
｡

一

七

八

九

年
八

月
の

政

治

的

失

敗

以

後
､

彼
に

期

待
さ

れ

て

い

た

の

は
､

現

実
に

政
治
を

指
導
し
て

行
く

憲
法

制
定

能
力
で

あ

る

よ

り
も

､

別
の

人

間
に

よ

っ

て

す
で

に

切

り
ひ

ら

か

れ

た

政

治
的
方

向
を

､

権
威
づ

け
､

意
法
に

ま

と

め

あ

げ
る

技
術

だ

っ

た

よ

う
で

あ

る
｡
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と
こ

ろ
で

｢

憲
法

制
定
者
+

と

し

て

の

シ

ュ

イ

エ

ス

を
理

論
的

に

支

え

て

い

た

基
礎
は

､

彼
の

所
有

論
で

あ

る
｡

こ

の

こ

と

が
､

彼
の

理

論
の

体

系
性
を

保

障
す

る

と

と

も
に

､

革
命
の

そ

れ

ぞ

れ

の

段
階
で

､

所
有
権
擁
護
に

と
っ

て

よ

り

大

き
な

障
害
と

し
て

､

攻

撃
の

焦
点

を
あ

る

い

は

特
権

身
分
に

あ
る

い

は

民

衆
に

し

ぼ

る

と
い

う
､

柔
軟
な

政

治

的
態

度
を

可

能
に

し

た

の

で

あ

る
｡

革
命

(

7 2
)

初

期
に

お

い

て

所
有
権
論
は

､

｢

法
律
革
命
+

の

観
念
の

中

核
と

し
て

､

ア

ン

シ

ャ

ン

･

レ

ジ

ー

ム

下
の

経
済
的
利
益
と

近

代

的
な

権
利

を

結
ぶ

働
き
を

す
る

｡

し

か

し

な
が

ら
､

彼
の

所
有
権
の

い

(

7 3
)

わ

ば

自
己

目

的
化

･

抽
象
化
は

､

彼
の

憲
法

理

論
が

､

革
命
の

特

定
の

段
階
に

お

け
る

機
能
を

越
え

て
､

あ
る

い

は

長
く
あ

る

い

は

短

く
､

市

民

憲
法

思

想
の

中
で

生

き

る

こ

と

を

可

能
に

し

た
｡

(

1
)

九
五

年

憲

法

制
定

作

業
に

お

け

る

シ

ュ

イ
エ

ス

の

構
想
に

つ

い

て

ほ
､

浦
田

一

郎

｢

共

和

磨
三

年
の

シ

ュ

イ
エ

ス

+

『

一

橋
研

究
』

､

第

二

六

号
､

一

九

七
三

年
､

一

五

-
二

七

頁
｡

(

2
)

論
文

末
に

掲
げ
た

文

献
目

録
1

｡

(

3
)

丸

巴
礼

こ

り

岩
い

.

岩
戸

(

4
)

蒜

㌫
こ

p
.

甲

(

5
)

蒜
丸

札
こ

ワ

P

(

6
)

旨
丸

軋
こ

ワ

N

汁

(

7
)

謎
㌣
汁

､

p
.

〓
一

(

8
)

叫

ひ
軋

丸
こ

ワ

ニ
.

-

ヤ

ー

ひ
､

-

γ

(

9
)

蒜
叫

礼

一.

ワ

ー

N
.

(

1 0
)

蒜
軋

丸
こ

ワ

〓
い

.

(

1 1
)

蒜
叫

札

..

p
.

コ
1

.

(

1 2
)

蒜
叫

丸
こ

ワ

〓
山
.

(

1 3
)

た

と
え

ば
､

国

王
へ

の

権

限

移

譲
契

約

説
の

否

定

(
丸

g
恥
こ

p
･

N

阜
)

､

国

王
の

た

め
で

は

な

く

国

民
の

た

め
の

租
税
･(

丸

巴

㌣

ワ

ミ
)

な

ど
｡

(

1 4
)

た

と
え

ば
､

蒜
叫

札
こ

ワ

一

斗
.

-

0

0

な

ど
｡

(

1 5
)

S

岩
.

七
か
s

､

宅
急
計
Q

h

ま
1

訂

e
叫

屯

敷

h

計

息
♪

望
E
小

O

t

F

g
亡
e

ヨ

賢
i

O

n

已
e

､

00
O

r
n
阿

り

+
00

設
か

､

p
.

-

¶
.

-

∞
.

こ

れ

は
一

七

九

四

年

六

月
に

書
か

れ
､

テ

ル

ミ

ド
ー

ル

の

反

動
以

後
発

表
さ

れ

た
｡

匿
名

で

書
か

れ
て

い

る

が
､

シ

ュ

イ
エ

ス

白
身
の

筆
に

よ
る

も
の

で

あ

る

こ

と

は

ゃ
い

が

な
い

｡

(

1 6
)

文

献
目

録
5

｡

(

1 7
)

第
三

身

分

論
に

お

け
る

反

特

権
論
の

構
造
に

つ

い

て

は
､

浦
田

一

郎

｢

一

七

八

九

年
に

お

け
る

シ

ュ

イ
エ

ス

の

主

権

理

論
+

『

一

橋

研
究
』

､

第
二

三

号
､

一

九
七

二

年
､

三

-
八

頁
｡

(

1 8
)

こ

の

時
期
の

具

体

的

な

憲
法

構
想

に

つ

い

て

は
､

文

献
目

録
6

｡

(

1 9
)

文

献
目

録
7

｡

(

2 0
)

文

献

目

録
8

｡

(

2 1
)

G

マ
n

争
U

ロ

G
一

く
P
ロ

ロ
2

岳
e

ロ
､

∽
i

e

¥
叩
S
‥

E
s

≡
2

甲
ロ

ト

E
s

n

賢
i

O
ロ

巴
i

s

m
､

2
e

弓

ぺ
O
r

打
､

-

£
N

､

ワ

誌
.

(

2 2
)

文

献

目

録
9

｡

J 23
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(

2 3
)

命
令
的

委
任

と
の

違
い

に

つ

い

て
､

浦
田

前

掲

論

文
､

一

〇

頁
｡

(

2 4
)

文

献
目

録
1 0

｡

(

空

ゝ

邑
叫

…
勺

邑
§
邑
賢
設
(

以

下

A
･

ロ

と

略

す
)

､

-

㌻

S

幹
-

e
.

t
.

∞
.

p
.

N

O

仇
･

(

2 6
)

文

献
目

録
15

､

16
｡

(

2 7
)

A
.

2
e
t

O

n
､

h
叫

長
打

-

勺

胃
訂

､

-

苫
-

､

ワ

冨
･

(

2 8
)

文

献
目

録
15

､

ワ

い

宅
･

(

2 9
)

文
献

目

録
1 6

､

p
.

い

己
･

(

3 0
)

ゝ
.

七
.

､

ワ

い
L

岩
･

(

3 1
)

文

献
目
録
1 5

､

p
･

い

∞

γ

(

3 2
)

恥

巴
軋
こ

り

い

∞

P

(

3 3
)

文

献
目

録
1 6

､

p
･

い

記
･

(

3 4
)

軋

ひ
叫

礼
こ

り

い

¢

-
･

(

3 5
)

文

献
目

録
5

､

ワ

ー

N

P

大

岩
誠
訳

『

第
三

階
放

と
は

何
か
』

､

岩
波

書

店
､

一

九
五

〇

年
､

三

二

頁
｡

(

3 6
)

文

献

目

録
5

､

p
･

-

い

P

大

岩

訳
､

三

九
､

四

〇

頁
｡

(

3 7
)

政

府
の

地

方

議

会

構
想
を

､

そ

の

召

集
が

｢

聖

職
者

､

貴
族

､

平
民
と

し

て

で

は

な

く
､

所
有

者

と
し

て
+

な
さ

れ

て

い

る

と

と

ら

え
､

そ

の

こ

と

に

よ

る

｢

利

益

共

同

体
+

の

形
成
を

期

待
し

て

い

る

(

文

献
目

録
5

､

ワ

ー

訟
r

-

軍

大

岩
訳

､

五

九

-
六

一

頁
)

｡

(

3 8
)

文

献
目

録
6

､

p
･

訟

が
､

特

権
の

中
で

人

的

特

権
の

み

を

問

題
と

し
て

い

る

の

は

注

目
に

価
す

る
｡

(

3 9
)

公

私
の

特

権
を

批

判

し
て

い

る

部

分

(

文

献

目

録
5

､

ワ
ー

N

汁

大
岩

訳
､

二

八

頁
､

文

献
目

録
6

､

ワ

ー

か
)

も

あ

る

が
､

私

的

特

権
の

廃

止
が

主

張
さ

れ

て

い

る

わ

け

で

は

な
い

｡

ま
た

特

権

身
分
の

朗
イ
ー

ー

全

存

在
を

香
定
し

て

い

る

よ

う

に

読
め
る

発
言

(

文

献
目

録
5

､

p

･

-

N

干

大

岩

訳
､

二

六

頁
)

も
､

特
権

身

分
が

政

治

的

特

権

と

人

的

特
権
の

放
棄
に

よ

っ

て

国

民
の

中
に

復

帰
す

る

可

能
性

を

香
定
し

て

い

な
い

｡

(

40
)

文

献
目

録
5

､

p
.

-

N

か
.

大

岩

訳
､

二

八

頁
｡

(

4 1
)

文

献
目

録
3

､

p
.

宗
.

-

会
､

-

蓋
-

-

旨
･

(

4 2
)

｢

シ

ュ

イ
エ

ス

の

思

想
に

お

い

て

は
､

貴
族
を

ほ

ろ

ぽ

す

よ

り

も
､

そ

れ

を

大
き

な

国
民
の

中

に

吸

収

す
る

こ

と

が

問
題
な

の

で

あ

る
｡

+

(

P
.

出

琵
t

訂
r

h

訂

盲
h

監

h

白

骨
莞

ぎ
J

旨
1

a

ユ
e

H

宍
F

各
t

e
､

-

¢

い

や
､

p
･

い

い

チ

(

4 3
)

ソ

プ

ー

ル
､

小

湯
瀬

･

渡
辺

訳

『

フ

ラ

ン

ス

革

命
』

､

岩

波

書

店
､

一

九
五

三

年
､

上
､

一

〇
六

頁
｡

(
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