
最
近
ド
イ
ツ
に
お
け
る
一
票
の
重
さ
の
法
理

―
―
と
く
に
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
判
所
の
場
合
―
―

小

貫

幸

浩

１

は
じ
め
に
―
―
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
法
理
と
ラ
ン
ト
憲
法
裁
判
所
―
―

⑴

民
主
制
の
分
類
と
し
て
直
接
民
主
制
と
間
接
民
主
制
が
あ
り
、
さ
ら
に
後
者
が
議
会
主
義
民
主
制
な
い
し
「
代
表
」
民
主
制
で

あ
る
と
い
う
見
解
が
一
般
化
し
て
い
る
。
こ
の
（
１
）

分
類
論
及
び
議
会
主
義＝

「
代
表
」
と
い
う
等
置
化
の
（
２
）

是
非
は
と
も
か
く
、
現
在
、
少

な
く
な
い
国
々
で
の
国
政
お
よ
び
地
方
の
政
治
が
い
わ
ゆ
る
議
会
主
義
民
主
制
な
い
し
代
表
民
主
制
と
呼
ば
れ
る
形
で
運
営
さ
れ
て
い

る
こ
と
も
、
ま
た
、
事
実
で
あ
ろ
う
。

議
会
主
義
な
い
し
代
表
民
主
制
に
は
、
こ
れ
ま
で
様
々
の
批
判
が
―
―
原
理
的
批
判
か
ら
実
際
的
な
運
用
の
批
判
ま
で
、
右
か
ら
の

批
判
か
ら
左
か
ら
の
批
判
ま
で
―
―
提
示
さ
れ
て
き
た
。
現
在
も
尚
、
批
判
は
絶
え
（
３
）

な
い
。
こ
の
点
に
は
あ
ま
り
深
入
り
し
な
い
が
、

視
点
を
少
し
変
え
て
、
議
会
主
義＝

代
表
民
主
制
が
功
を
奏
す
る
た
め
の
条
件
を
問
う
て
み
よ
う
。
何
よ
り
も
ま
ず
、
議
員＝

代
表
を
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選
出
す
る
選
挙
制
度
お
よ
び
議
会
の
構
成
の
あ
り
よ
う
、
さ
ら
に
は
政
党
制
の
あ
り
よ
う
―
―
議
会
主
義
民
主
制
は
歴
史
的
に
、
不
可

避
的
に
党
派
・
政
党
を
生
み
落
と
し
た
―
―
に
指
を
屈
し
よ
う
。
ま
た
、
政
治
の
当
事
者
に
着
目
す
れ
ば
、
議
員
・
政
治
家
の
側
に
は

一
般
国
民
の
声
に
対
す
る
批
判
的
応
答
性
と
指
導
性
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
一
般
国
民
の
側
も
た
だ
の
選
挙
人
・
有
権
者
に

と
ど
ま
ら
な
い
。
選
挙
で
投
票
す
れ
ば
、
事
終
わ
れ
り
、
と
言
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
政
治
へ
の
持
続
的
な
多
か
れ
少
な
か
れ
の
関

与
と
、
適
正
な
多
数
決
に
よ
る
政
治
的
決
定
へ
の
批
判
的
受
容
と
い
う
構
え
が
、
市
民
的
政
治
文
化
と
し
て
、
つ
ま
り
公
共
精
神
と
し

て
形
成
さ
れ
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
環
境
の
下
で
こ
そ
、
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
議
会
が
、
公
正
で
透
明
な
議
会

関
係
法
の
下
に
実
効
的
・
安
定
的
に
運
営
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
議
員
の
行
動
規
範
、
さ
ら
に
議
会
の
意
思
形
成
に
影
響

す
る
諸
々
の
圧
力
団
体
の
ロ
ビ
ー
活
動
に
関
す
る
行
動
規
範
の
あ
り
よ
う
も
看
過
し
え
な
い
。
さ
ら
に
古
く
か
ら
の
指
摘
で
あ
る
が
、

間
接
民
主
制
を
様
々
な
直
接
民
主
制
的
要
素
で
補
完
し
て
、
代
表
者
と
被
代
表
者
と
の
距
離
を
小
さ
く
す
る
た
め
の
様
々
の
工
夫
も
提

案
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

右
の
様
に
諸
々
の
視
点
が
提
示
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
、
や
は
り
選
挙
の
諸
原
理
を
具
体
化
し
た
公
正
な
選
挙
制
度
が
存
在
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
、
や
は
り
要
諦
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
永
続
的
に
連
鎖
す
る
政
治
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
、
一
時
的
・
期
限
付
に
で

あ
れ
、
国
民
の
拘
束
的
な
決
断
と
し
て
、
直
接
的
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
つ
の
が
選
挙
だ
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
各
国
の
憲
法
が
選
挙
制
度
に
つ
い
て
ど
う
定
め
て
い
る
か
は
、
様
々
で
（
４
）

あ
る
。
憲
法
自
身
で
あ
る
程
度
ま
で
具
体
的
に
規
定

し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
ろ
う
。
多
く
の
場
合
に
は
、
憲
法
は
選
挙
制
度
を
司
る
一
般
的
な
選
挙
の
諸
（
５
）

原
理
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
て
お
り
、

具
体
的
な
制
度
の
形
は
立
法
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
（
日
本
国
憲
法
で
は
１５
条
、
４４
条
、
４３
条
、
４７
条
、
９３
条
２
項
な
ど
。）
し
か
し
、

実
質
的
な
点
か
ら
は
選
挙
法
の
少
な
く
と
も
主
要
な
規
定
―
―
選
挙
人
・
被
選
挙
人
の
資
格
の
こ
と
、
選
挙
区
画
定
の
こ
と
、
議
員
定

数
の
こ
と
な
ど
―
―
は
、
そ
も
そ
も
「
憲
法
」
の
一
部
と
言
っ
て
過
言
で
な
い
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
選
挙
の
重
要
事
項
は
、
議
員
・
政

（
二
）
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治
家
に
と
っ
て
言
わ
ば
「
自
ら
の
こ
と
」eigene

Sache

で
あ
っ
て
、
容
易
に
は
公
正
な
取
り
扱
い
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
し
え
な

い
事
柄
で
あ
る
。
個
々
の
議
員
が
自
己
保
身
に
走
り
、
立
法
の
府
が
政
党
間
の
抗
争
と
駆
け
引
き
に
あ
け
く
れ
て
、
今
よ
り
は
少
し
で

も
ま
し
な
選
挙
制
度
の
た
め
の
妥
協
さ
え
も
が
成
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
議
会
政
治
に
対
す
る
国
民
の
無
関
心
や
嫌
気

V
erdrossenheit

を
亢
進
さ
せ
る
ば
か
り
で
あ
ろ
う
。
議
会
主
義
民
主
制
、
代
表
民
主
制
へ
の
失
望
は
強
ま
る
ば
か
り
で
あ
ろ
う
。
こ

の
様
な
場
合
に
、
も
し
く
は
か
か
る
状
況
に
な
る
前
に
、
問
題
が
裁
判
所
に
持
ち
込
ま
れ
た
時
、
憲
法
裁
判
権
も
含
め
た
司
法
権
に
は

い
か
な
る
対
応
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

⑵

ド
イ
ツ
憲
法＝

基
本
法GG
で
も
、
重
要
な
選
挙
諸
（
６
）

原
理
が
明
記
さ
れ
て
い
る
（
連
邦
議
会
議
員
選
挙
に
つ
き
３８
条
１
項
、
ラ

ン
ト
・
郡
・
市
町
村
議
会
議
員
選
挙
に
つ
き
２８
条
１
項
。）
現
実
の
憲
法
裁
判
で
は
、
そ
の
な
か
で
も
圧
倒
的
に
選
挙
平
等
を
め
ぐ
る

争
い
が
し
ば
し
ば
激
し
く
く
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
。
既
に
、
こ
の
原
理
―
―
勿
論
、
権
利
と
言
っ
て
も
よ
い
―
―
に
つ
い
て
は
、
阻
止

条
項
（
こ
の
時
は
７.

５
％
）
を
め
ぐ
る
１
９
５
２
年
のBV

erfGE
１，２０８

（
以
下
、
簡
単
にE

と
略
記
す
る
）＝SSW

I

以
来
、
ド
イ
ツ

連
邦
憲
法
裁
の
裁
判
例
・
学
説
が
相
当
な
蓄
積
を
見
せ
て
い
る
。
と
く
に
重
要
な
裁
判
例
に
つ
い
て
は
既
に
わ
が
国
で
も
多
く
の
紹

介
・
研
究
が
な
さ
れ
て
（
７
）

き
た
。
本
稿
で
は
、
屋
上
屋
を
重
ね
る
こ
と
は
控
え
て
、
言
わ
ば
序
論
的
に
最
近
５
年
程
の
間
に
下
さ
れ
た
連

邦
憲
法
裁
の
裁
判
例
の
動
向
を
概
括
的
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。
本
稿
の
主
題
で
あ
る
ラ
ン
ト
・
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
選
挙
権
平
等
を
め
ぐ

る
憲
法
法
理
を
理
解
す
る
た
め
に
、
一
定
の
示
唆
を
得
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

A

こ
こ
５
年
程
に
限
定
し
て
も
、
選
挙
権
平
等
を
め
ぐ
る
連
邦
憲
法
裁
の
裁
判
例
は
決
し
て
少
な
く
な
い
。
そ
れ
で
も
、
い
わ
ゆ

る
「
消
極
的
一
票
の
重
さ
」negatives

Stim
m
gew
icht

に
つ
い
て
の
二
つ
の
判
決
に
指
を
折
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⒜

ま
ず
、
選
挙
異
議
申
立
事
件
で
あ
る
２
０
０
８
年
判
決＝

E１２１,２６６

で
は
、
当
時
の
連
邦
選
挙
法BW

G

の
幾
つ
か
の
条
項
が

相
ま
っ
て
、
一
定
の
条
件
の
下
で
は
次
の
様
な
効
果
を
発
生
さ
せ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
ラ
ン
ト
で
「
超
過
議
席
」Ü

berhangm
andat
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を
得
る
政
党
（
も
し
く
は
政
治
団
体
）
へ
の
「
第
二
票
」
が
、
こ
の
政
党
に
と
っ
て
該
ラ
ン
ト
、
も
し
く
は
他
の
ラ
ン
ト
で
の
議
席
を

失
う
方
向
に
消�

極�

的�

に�

作
用
す
る
。
逆
に
、
支
持
す
る
政
党
に
投
票
し
な
い
方
が
、
む
し
ろ
、
そ
の
政
党
に
有
利
に
作
用
す
る
。
こ
の

点
で
、
直
接
選
挙
原
理
へ
の
違
反
と
同
時
に
選
挙
平
等
原
理
へ
の
違
反
が
認
定
で
き
る
と
い
う
の
が
、
連
邦
憲
法
裁
で
の
結
論
で
あ
っ

た
。
そ
の
上
で
、
問
題
の
複
雑
さ
な
ど
を
考
慮
し
て
、
立
法
者
に
は
遅
く
と
も
２
０
１
１
年
６
月
３０
日
ま
で
に
憲
法
適
合
的
な
法
規
定

を
制
定
す
る
義
務
が
あ
る
、
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

実
体
的
な
理
由
と
し
て
は
、
選
挙
権
平
等
に
含
ま
れ
る
「
成
功
価
値
」
の
平
等
か
ら
、
い
か
な
る
政
党
に
投
じ
た
も
の
で
あ
れ
、
各

一
票
の
「
成
功
価
値
」
が
等
し
い
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ど
の
一
票
も
、
投
じ
た
政
党
に
対
し
て
積
極
的
に
作

用
し
う
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
得
票
が
多
い
の
に
得
る
議
席
が
少
な
く
な
っ
た
り
、
逆
に
、
得
票
の
少
い
政
党
に
よ
り
多
く
の

議
席
が
与
え
ら
れ
る
選
挙
制
度
は
、
恣
意
的
な
結
果
を
生
み
、
民
主
的
な
競
争
を
無
意
味
に
す
る
。

ま
た
同
時
に
、「
消
極
的
一
票
の
重
さ
」
に
よ
り
一
票
の
「
成
功
機
会
」
の
平
等
も
侵
害
さ
れ
る
。
確
か
に
、
一
票
が
重
さ
を
与
え

ら
れ
な
い
こ
と
―
―
つ
ま
り
「
死
票
」
と
な
る
―
―
は
排
除
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
意
図
し
た
成
功
（
要
す
る
に
議
席
を
生
む
こ
と
へ

の
効
果
）
に
寄
与
す
る
機
会
と
同
時
に
、
自
分
の
意
図
・
目
的
を
害
す
る
危
険
が
内
在
す
る
こ
と
を
許
容
し
な
い
。
本
件
の
問
題
は
、

連
邦
制
的
な
比
例
と
い
う
目
的
を
考
慮
し
た
こ
と
か
ら
生
じ
て
お
り
、
勿
論
、
こ
の
目
的
は
選
挙
法
形
成
に
際
し
、
立
法
者
が
考
慮
し

て
も
よ
い
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
本
件
で
連
邦
憲
法
裁
は
、
連
邦
議
会
議
員
選
挙
と
は
「
単
一
国
家
的
な
」
国
民
代
表
を
選
ぶ
こ

と
な
の
だ
と
釘
を
刺
す
。
こ
う
し
て
、
こ
の
目
的
は
強
度
の
侵
害
を
正
当
化
す
る
「
や
む
を
え
な
い
」
理
由
と
は
言
え
な
い
し
、「
消

極
的
一
票
の
重
さ
」
と
い
う
効
果
を
正
当
化
す
る
「
適
切
な
」
理
由
と
も
な
ら
な
い
、
と
判
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
連
邦
制
―
単
一
国

家
制
と
い
う
近
代
国
家
形
成
に
随
伴
す
る
、
ド
イ
ツ
の
宿
命
問
題
が
、
こ
こ
に
も
絡
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。

と
ま
れ
、
連
邦
憲
法
裁
は
上
述
の
期
間
内
に
―
―
こ
れ
は
立
法
期
を
ま
た
ぐ
も
の
で
、
批
判
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
―
―
立
法
府

（
四
）
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が
採
る
べ
き
選
択
肢
と
し
て
、
次
の
３
点
を
示
し
て
い
た
。
ⅰ
超
過
議
席
の
発
生
す
る
余
地
を
で
き
る
だ
け
小
さ
く
す
る
こ
と
、
ⅱ

「
直
接
議
席
」
と
「
第
二
票
議
席
」
と
の
差
引
勘
定
の
再
考
、
ⅲ
ラ
ン
ト
・
リ
ス
ト
の
結
合
の
可
能
性
の
再
考
で
あ
る
。

現
実
の
法
改
正
と
し
て
は
、
右
の
ⅲ
が
選
択
さ
れ
、
議
席
配
分
方
法
も
変
更
（「
上
位
配
分
」
に
つ
き
、
ド
ン
ト
式
か
ら
サ
ン
ト
・

ラ
ギ
エ
／
シ
ュ
ペ
ー
ル
方
式
に
）
さ
れ
た
が
―
―
前
述
の
通
り
、
そ
れ
は
指
示
さ
れ
た
期
限
を
過
ぎ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
―
―
、
尚
も

超
過
議
席
規
定
が
残
さ
れ
て
お
り
、「
消
極
的
一
票
の
重
さ
」
が
尚
も
発
生
す
る
可
能
性
が
残
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
Ｓ
Ｐ
Ｄ
と
同
盟
９０

／
緑
の
党
が
憲
法
異
議
、
機
関
訴
訟
、
抽
象
的
規
範
統
制
手
続
な
ど
を
提
起
し
た
の
で
あ
っ
た
。
申
立
人
側
の
代
理
人
と
し
て
選
挙
法

関
係
の
研
究
で
有
名
な
Ｈ
・
マ
イ
ヤ
ー
、
Ｍ
・
ロ
ッ
シ
の
名
が
見
え
る
の
が
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

⒝

２
０
１
２
年
の
こ
の
判
決＝

E１３１,３１６

で
は
、
ⅰ
「
消
極
的
一
票
の
重
さ
」
を
生
む
連
邦
選
挙
法
６
条
１
項
１
文
、
ⅱ
「
追

加
議
席
」Zasatzm

andate

規
定
で
あ
る
連
邦
選
挙
法
６
条
２a
項
は
違
憲
「
無
効
」
で
あ
る
。
ⅲ
「
調
整
議
席
」
な
し
の
超
過
議
席
を

規
定
す
る
連
邦
選
挙
法
６
条
５
項
に
つ
い
て
は
、
連
邦
議
会
議
員
選
挙
が
比
例
代
表
選
挙
制
だ
と
い
う
基
本
的
性
格
を
無
化
す
る
も
の

で
違
憲
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
以
下
で
言
及
さ
れ
る
関
連
条
文
は
勿
論
、
原
則
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
裁
判
時
点
で
の
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
右
の
う
ち
、
ⅰ
と
ⅲ
の
点
に
だ
け
触
れ
て
お
き
た
い
。
ⅰ
ラ
ン
ト
各
々
に
は
、「
投
票
者
」
数
に
応
じ
て
、
ま
ず
議
席
数

が
割
り
当
て
ら
れ
、
そ
の
上
で
、
ラ
ン
ト
ご
と
に
参
加
政
党
の
ラ
ン
ト
・
リ
ス
ト
で
争
わ
れ
る
（
連
邦
選
挙
法
６
条
１
項
１
文
、
い
わ

ゆ
る
「
上
位
配
分
」
と
「
下
位
配
分
」
で
あ
る
。）
こ
の
仕
組
み
の
下
で
は
、「
消
極
的
一
票
の
重
さ
」
の
効
果
が
、
具
体
的
に
予
見
不

可
能
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
か
か
る
現
象
は
、
個
々
の
投
票
人
が
何
ら
影
響
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
な

い
こ
と
で
あ
り
、
受
忍
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
有
権
者
か
ら
の
同
意
を
競
う
民
主
的
ゲ
ー
ム
の
意
味
に
反
す
る
。

連
邦
憲
法
裁
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
効
果
は
、
連
邦
レ
ヴ
ェ
ル
で
リ
ス
ト
結
合
が
認
め
ら
れ
ず
―
―
本
件
選
挙
制
度
で
新
し
く
な
っ
た
点

で
あ
っ
た
。
前
述
―
―
、「
人
格
（
個
人
）
化
さ
れ
た
比
例
選
挙
制
」
が
ラ
ン
ト
・
リ
ス
ト
で
行
わ
れ
る
こ
と
の
必
然
的
・
不
可
避
的
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な
結
果
で
は
な
い
、
と
判
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
立
法
者
が
こ
の
仕
組
み
を
採
用
し
た
上
で
尚
、
ラ
ン
ト
で
の
議
席
配
分
の
基
礎
を

「
投
票
者
」
で
な
く
て
「
人
口
」
も
し
く
は
「
有
（
８
）

権
者
」
と
す
る
こ
と
で
、
か
か
る
不
合
理
な
効
果
を
回
避
し
う
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

右
に
挙
げ
た
ⅲ
に
関
し
て
は
、
結
果
的
に
選
挙
平
等
及
び
政
党
間
の
機
会
均
等
原
理
（
こ
れ
は
基
本
法
２１
条
１
項
）
に
反
す
る
と
憲

法
裁
は
述
べ
た
、
但
し
、
超
過
議
席
数
が
、
例
え
ば
一
つ
の
会
派
形
成
に
必
要
と
さ
れ
る
議
員
数
の
半
分
（
１５
人
）
程
度
を
超
え
る
の

は
許
さ
れ
な
い
と
言
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
超
過
議
席
が
全
く
許
容
さ
れ
な
い
と
判
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
（
９
）

な
い
。

さ
て
、
憲
法
裁
に
よ
る
と
、
本
件
選
挙
法
の
「
二
票
制
」
の
限
り
で
は
、
あ
る
政
党
が
選
挙
区
（「
第
一
票
」
に
よ
る
）
で
得
る
議

席
数
が
、「
第
二
票
」
の
結
果
で
与
え
ら
れ
る
そ
れ
よ
り
も
上
回
る
場
合
が
あ
り
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
そ
れ
ら
の
議
席
は
そ
の
ま
ま
そ

の
政
党
に
残
る
。
何
ら
か
の
調
整
が
行
わ
れ
な
い
限
り
、
連
邦
議
会
の
議
席
総
数
は
、
そ
の
分
だ
け
増
加
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
論

点
ⅲ
で
の
結
論
と
し
て
、
調
整
な
し
で
超
過
議
席
を
配
分
す
る
こ
と
は
、
投
票
を
不
平
等
に
扱
う
こ
と
に
な
る
。
何
故
な
ら
、「
第
二

票
」
の
上
に
、
さ
ら
に
「
第
一
票
」
で
も
連
邦
議
会
の
議
席
配
分
に
影
響
し
え
た
投
票
者
は
、
優
遇
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

か
か
る
性
質
の
不
平
等
は
、
仮
り
に
許
容
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
比
例
選
挙
制
」
と
い
う
基
本
性
格
の
枠
内
に
と
ど
ま
る
限
り

で
そ
う
な
の
だ
、
と
言
う
わ
け
で
あ
る
。

憲
法
裁
は
ま
た
、
東
西
ド
イ
ツ
統
一
以
来
、
超
過
議
席
が
顕
著
に
増
え
続
け
て
い
る
「
事
実
的
展
開
」、
及
び
超
過
議
席
を
発
生
し

易
く
し
て
い
る
「
政
治
的
状
況
の
変
化
」
を
重
視
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
展
開
・
変
化
を
考
慮
す
る
と
、
超
過
議
席
の
数
は
「
そ
う
遠

く
な
い
時
期
に
」
憲
法
上
の
受
忍
限
度
を
超
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
か
か
る
事
態
が
例
外
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
「
原
則
」
と
な
る
こ

と
が
、
相
当
の
蓋
然
性
を
も
っ
て
予
期
し
う
る
。
立
法
府
は
こ
う
し
て
、
憲
法
裁
に
よ
っ
て
、
次
期
総
選
挙
に
間
に
合
う
様
に
、
調
整

な
し
で
の
超
過
議
席
の
増
加
を
阻
止
す
る
た
め
の
是
正
策
を
措
る
べ
く
義
務
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
超
過
議
席
は
認
め
た
ま
ま
、
し
か
し
、
比
例
配
分
に
適
合
す
べ
く
他
党
に
対
し
て
調
整
議
席
を
与
え
る
法
改
正
が
な
さ
れ
、

（
六
）

１８５最近ドイツにおける一票の重さの法理



そ
の
上
で
、
２
０
１
３
年
９
月
、
連
邦
議
会
選
挙
が
執
行
さ
れ
た
。
メ
ル
ケ
ル
首
相
率
い
る
与
党
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
が
大
勝
し
た
も
の

の
、
単
独
過
半
数
に
わ
ず
か
に
届
か
な
か
っ
た
。
交
渉
が
難
行
し
た
も
の
の
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
と
の
「
大
」
連
立
政
権
（
戦
後
３
度
目
）
と
な
っ

た
次
第
で
あ
る
。

B

以
上
A
で
概
観
し
た
の
は
、
選
挙
権
平
等
の
内
実
に
つ
い
て
、
及
び
そ
れ
と
の
関
係
で
１
９
９
０
年
代
以
降
か
し
ま
し
く
論
じ

ら
れ
て
き
た
「
超
過
議
席
」、
さ
ら
に
そ
の
副
産
物
と
さ
れ
る
「
消
極
的
一
票
の
重
さ
」
に
つ
い
て
の
近
年
連
邦
憲
法
裁
の
裁
判
動
向

で
あ
っ
た
。
次
に
見
る
の
は
、
言
わ
ゆ
る
「
阻
止
条
項
」、
と
り
わ
け
最
も
一
般
的
な
５
％
条
項
を
め
ぐ
る
近
年
の
連
邦
憲
法
裁
の
判

例
法
理
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
自
体
は
、
古
く
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
、
言
わ
ば
公
知
の
問
題
で
は
（
１０
）

あ
る
。
し
か
し
、
以
下
に
概
観

す
る
の
は
、
連
邦
議
会
（
１１
）

選
挙
を
め
ぐ
る
も
の
で
な
く
、
⒜
コ
ミ
ュ
ー
ン
（
郡
、
市
町
村
）
議
会
選
挙
、
⒝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
（
の
ド
イ

ツ
法
に
よ
る
）
選
挙
に
関
す
る
５
％
阻
止
条
項
を
め
ぐ
る
最
近
の
連
邦
憲
法
裁
の
判
例
動
向
で
あ
る
。

⒜

シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
の
コ
ミ
ュ
（
１２
）

ー
ン
選
挙
法
が
５
％
条
項
を
規
定
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
同
盟
９０
／
緑
の
党

（
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
６５
条
１
項
に
よ
り
、
左
派
党
も
参
加
）
が
そ
の
撤
廃
法
案
を
提
出
し
た
が
ラ
ン
ト
議
会
に
よ
っ
て
否
決
さ
れ
た
。

こ
れ
に
関
し
て
、
選
挙
平
等
と
政
党
の
機
会
均
等
が
害
さ
れ
た
と
す
る
機
関
訴
訟
が
提
起
さ
れ
、
こ
の
侵
害
は
正
当
化
さ
れ
な
い
と
憲

法
裁
は
判
示
し
た
の
で
あ
る
。（E１２０,８２.

）「
法
的
、
事
実
的
状
況
」
に
照
ら
す
と
、
本
ラ
ン
ト
に
お
い
て
コ
ミ
ュ
ー
ン
議
会
の
機
能

の
た
め
に
５
％
条
項
を
維
持
す
る
理
由
に
乏
し
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

得
票
５
％
に
届
か
な
い
政
党
に
投
じ
た
者
の
票
は
「
成
功
（
効
果
）」
し
な
い―

―

つ
ま
り
議
席
配
分
に
影
響
し
な
い
―
―
と
言
う

の
だ
か
ら
、「
成
功
価
値
平
等
」
の
侵
害
で
あ
る
。
ⅰ
憲
法
裁
に
よ
る
と
、
こ
の
５
％
条
項
は
反
憲
法
的
過
激
政
党
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
議

会
へ
の
進
出
を
阻
止
す
る
と
い
う
目
的
で
は
正
当
化
し
え
な
い
。
こ
の
条
項
は
、
こ
れ
ら
の
過
激
政
党
の
み
な
ら
ず
、
全
ゆ
る
政
党
等

に
、
無
所
属
候
補
に
も
同
様
に
波
及
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
憲
法
敵
対
的
政
党
と
の
闘
い
と
し
て
は
、
政
党
禁
止
手
続
を
活
用
す
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べ
き
で
あ
る
、
と
憲
法
裁
は
説
く
。

ⅱ

第
二
に
、
政
党
等
が
全
体
の
福
祉
を
志
向
し
た
活
動
を
行
う
こ
と
を
確
保
す
る
に
は
５
％
条
項
が
必
要
だ
と
す
る
主
張
に
対
し

て
、
そ
れ
は
「
や
む
を
え
な
い
」
理
由
と
は
言
え
な
い
。
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
自
治
行
政
の
保
障
と
い
う
点
か
ら
は
、
国
家
全
体
を
志
向
す

る
政
党
だ
け
に
選
出
可
能
性
が
留
保
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
地
域
に
限
定
し
た
、
た
だ
そ
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
利
益
を
追
求
す
る
選
挙
人

集
団
に
も
推
薦
権
、
つ
ま
り
候
補
者
擁
立
権
が
保
障
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
し
、
そ
の
候
補
者
に
は
コ
ミ
ュ
ー
ン
選
挙
へ
の
機
会
均
等
な

参
加
が
保
障
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ⅲ

仮
に
、
連
邦
・
ラ
ン
ト
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
議
会
で
は
５
％
条
項
が
必
要
で
あ
っ
て
も
、
同
じ
こ
と
が
直
ち
に
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
レ

ヴ
ェ
ル
で
も
通
用
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
前
者
は
立
法
府
で
あ
り
、
ま
た
政
治
的
に
安
定
し
た
多
数
派
形
成
が
必
要
で
あ
る
が
、
コ

ミ
ュ
ー
ン
議
会
は
第
一
次
的
に
は
行
政
活
動
を
担
う
も
の
で
あ
り
、
立
法
権
を
行
使
す
る
の
で
は
な
い
。

ⅳ

立
法
者
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
議
会
の
機
能
障
害
の
予
測
に
つ
き
、
単
に
抽
象
的
で
理
論
的
な
可
能
性
の
確
認
で
済
ま
し
て
は
な
ら

な
い
。
少
な
く
と
も
幾
分
か
の
蓋
然
性
あ
る
予
測
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
憲
法
裁
は
、「
法
的
、
事
実
的
状
況
」
に
照

ら
す
と
本
ラ
ン
ト
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
議
会
の
機
能
維
持
の
た
め
に
、
５
％
阻
止
条
項
を
存
続
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
十
分
な
理
由
は
看

取
し
え
な
い
、
と
説
示
し
た
。

⒝

次
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
（
１３
）

選
挙
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
る
。
具
体
的
な
選
挙
制
度
は
各
国
の
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
ド

イ
ツ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
選
挙
法EuW

G

で
は
、
５
％
条
項
が
存
在
し
て
い
た
。
２
０
１
１
年
の
本
件
連
邦
憲
法
裁
判
決E１２９,３００.

で
は
、

選
挙
審
査
異
議
申
立
に
つ
き
、「
今
日
の
状
況
」
に
照
ら
し
て
選
挙
平
等
及
び
政
党
の
機
会
均
等
原
理
に
反
す
る
。
但
し
、
選
挙
自
体

は
無
効
と
し
な
い
、
と
い
う
結
論
で
あ
っ
た
（
後
述
の
通
り
、
個
別
反
対
意
見
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。）

ⅰ

本
件
で
も
、
選
挙
原
理
の
侵
害
は
「
特
別
の
、
実
質
的
で
説
得
的
な
」
理
由
で
正
当
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
旨
が
述
べ
ら
れ
て
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い
る
。
併
せ
て
比
例
原
則
に
適
合
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。
立
法
者
の
形
成
余
地
は
狭
く
限
定
さ
れ
て
お
り
、
厳
格
な
憲
法
裁

判
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
服
す
る
。
そ
こ
で
、
５
％
条
項
が
な
い
と
す
る
と
一
層
、
小
さ
な
政
党
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
に
進
出
し
て
議
会

で
の
意
思
形
成
を
困
難
に
す
る
と
い
っ
た
程
度
の
、
お
座
な
り
で
抽
象
的
な
主
張
で
は
十
分
で
な
い
。
幾
分
な
り
と
も
蓋
然
性
を
伴
っ

て
、
議
会
の
機
能
障
害
が
起
こ
り
う
る
こ
と
が
論
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ⅱ

右
の
諸
基
準
に
照
ら
し
て
、
本
件
５
％
条
項
は
維
持
し
え
な
い
と
憲
法
裁
は
結
論
す
る
。
２
０
０
９
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選

挙
時
の
「
事
実
的
、
法
的
諸
状
況
」
か
ら
す
る
と
、
こ
の
条
項
に
よ
る
選
挙
平
等
及
び
政
党
間
の
機
会
均
等
の
侵
害
は
正
当
化
し
え
な

い
、
と
。
被
告
の
主
張
は
「
十
分
な
事
実
的
基
礎
」
に
立
脚
す
る
も
の
で
も
な
い
し
、
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
に
特
有
の
機
能
条
件

や
任
務
を
適
切
に
考
慮
し
た
も
の
で
も
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
本
件
の
５
％
条
項
が
な
く
な
る
と
、
一
人
な
い
し
二

人
の
議
員
で
代
表
さ
れ
る
政
党
の
数
も
増
え
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
全
体
で
現
在
の
１
６
２
政
党
か
ら
１
６
９
政
党
に
増
え
る
か
も
知

れ
な
い
。
し
か
し
、
連
邦
憲
法
裁
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
の
基
本
的
な
活
動
単
位
は
「
会
派
」Fraktionen

で
あ
っ
て
、
こ
れ

に
よ
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
の
拡
大
と
と
も
に
増
加
し
た
政
党
―
―
政
治
的
傾
向
も
多
岐
化
し
た
―
―
が
う
ま
く
ま
と
め
ら
れ
て
き
た
と
い
う
事

実
が
あ
る
。
憲
法
裁
は
「
か
か
る
経
験
に
徴
し
て
」
阻
止
条
項
が
な
く
な
っ
て
も
、
増
加
す
る
こ
と
が
予
期
さ
れ
る
小
政
党
が
現
在
の

諸
会
派
に
ま
と
め
ら
れ
う
る
は
ず
だ
、
と
説
く
の
で
あ
る
。
実
際
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
で
の
会
派
関
係
は
、
議
会
運
営
で
の
協
力
関
係

と
し
て
実
証
さ
れ
て
お
り
、
多
数
派
形
成
が
上
手
く
機
能
し
て
い
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

憲
法
裁
は
次
に
、
連
邦
議
会
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
と
を
区
別
す
る
論
理
を
立
て
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
は
Ｅ
Ｕ
の
政
府＝

欧
州
委
員

会
を
選
出
し
な
い
し
、
ま
た
、
Ｅ
Ｕ
の
立
法
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
か
ら
の
持
続
的
多
数
派
の
支
持
に
依
存
し
な
い
。
尤
も
、
後
述
の
通

り
、
こ
の
点
は
反
対
意
見
が
批
判
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ⅲ

本
件
５
％
阻
止
条
項
は
違
憲
・
無
効
で
あ
る
が
、
選
挙
自
体
は
無
効
と
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
、
憲
法
裁
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
選
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挙
法EuW

G

の
合
憲
性
を
信
頼
し
て
構
成
さ
れ
た
「
国
民
代
表
」
が
存
続
す
る
方
が
、
選
挙
無
効
と
す
る
こ
と
と
比
較
衡
量
し
て
、
優

先
さ
れ
る
か
ら
だ
、
と
説
明
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
再
選
挙
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
の
運
営
に
―
―
と
り
わ

け
会
派
、
議
会
の
委
員
会
で
の
協
力
に
つ
い
て
―
―
看
過
で
き
な
い
障
害
を
発
生
さ
せ
よ
う
。
ま
た
今
回
の
瑕
疵
は「
受
忍
で
き
な
い
」

程
で
も
な
い
。
ド
イ
ツ
へ
の
定
数
割
り
当
て
の
極
く
一
部
に
関
係
す
る
だ
け
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
選
出
議
員
全
体
の
正
当
性
に
つ
い
て
は

何
ら
問
題
が
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
本
件
憲
法
裁
は
こ
の
点
に
関
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
選
挙
法
の
５
％
条
項
は
１
９
７
９
年
の
先
例

E５１,２２２

の
決
定
で
合
憲
と
さ
れ
て
い
た
の
だ
し
、
憲
法
違
反
の
選
挙
瑕
疵
は
２
０
０
９
年
の
今
回
の
選
挙
に
際
し
て
初
め
て
認
定
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
選
挙
の
効
力
に
影
響
し
な
い
も
の
と
し
て
受
忍
す
べ
き
な
の
だ
、
と
敷
衍
し
て
い
る
。

ⅳ

本
判
決
は
５
対
３
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
２
人
の
裁
判
官
に
よ
る
個
別
反
対
意
見
が
（
結
論
、
理
由
づ
け
い
ず
れ
も
反
対
）
共
同

で
公
表
さ
れ
て
い
る
―
―
。

こ
の
反
対
意
見
は
要
す
る
に
、
選
挙
法
（
権
）
は
立
法
者
の
「
政
治
的
」
形
成
の
問
題
で
あ
り
、
原
則
と
し
て
憲
法
裁
は
自
制
的
で

あ
る
べ
き
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
厳
格
で
「
過
度
に
形
式
的
な
」
平
等
要
請
の
下
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
言
う
も
の

で
あ
る
。
こ
の
反
対
意
見
に
よ
る
と
、
そ
も
そ
も
基
本
法
３８
条
に
よ
っ
て
、
純
然
た
る
―
―
つ
ま
り
一
票
制
で
の
―
―
多
数
代
表
選
出

制
も
許
容
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
よ
り
も
５
％
条
項
付
き
の
比
例
代
表
制
（
現
行
）
が
成
功
価
値
の
平
等
の
点
で
よ
り
制
約
的
な
も
の
と

は
言
え
な
い
。
前
者
の
仕
組
み
の
場
合
、
選
挙
区
で
５
％
以
上
の
得
票
で
あ
っ
て
も
、
議
席
を
生
む
こ
と
に
何
ら
関
わ
ら
な
い
こ
と
が

あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
反
対
意
見
は
、
ド
イ
ツ
の
様
に
議
席
配
分
の
多
い
大
国
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
で
の
政
党
分
岐
化
を
阻
止
す
る
義
務
が
あ

る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
他
の
Ｅ
Ｕ
構
成
国
の
な
か
に
は
、
阻
止
条
項
の
他
に
さ
ら
に
成
功
価
値
平
等
に
「
触
れ
る
」
―
―
し
か
し
、

正
当
化
さ
れ
る
―
―
選
挙
技
術
を
採
用
し
て
い
る
国
も
あ
る
。
か
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
の
文
脈
で
、
ド
イ
ツ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会

（
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選
挙
で
５
％
条
項
を
廃
止
す
れ
ば
、「
特
別
の
道
」
を
歩
む
こ
と
に
な
る
こ
と
必
定
で
あ
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
は
新
し
い
段
階
に
入
っ
た
。
そ
れ
は
立
法
権
に
つ
い
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会

の
地
位
強
化
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
欧
州
委
員
会
に
対
す
る
政
治
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
場
面
で
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た

視
点
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
の
機
能
維
持
及
び
リ
ス
ク
対
処
に
つ
い
て
の
各
国
立
法
者
の
責
任
並
び
に
判
断
余
地
が
一
層
大
き
く
な
っ

た
の
だ
、
と
言
う
の
が
反
対
意
見
な
の
で
あ
る
。

Ⅴ

ど
う
や
ら
私
見
の
限
り
で
は
、
本
件
で
の
多
数
意
見
と
反
対
意
見
の
分
岐
点
は
、
勿
論
、
立
法
府
へ
の
憲
法
裁
判
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
の
深
さ
・
浅
さ
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
、
立
法
者
が
判
断
余
地＝

形
成
余
地
を

活
用
す
る
際
に
依
拠
す
る
べ
き
「
法
的
、
事
実
的
状
況
」「
現
実
」「
新
し
い
展
開
」
な
る
も
の
を
い
か
に
「
評
価
」
し
、
そ
こ
か
ら
選

挙
原
理
に
関
し
何
事
を
導
く
か
、
と
い
う
点
の
違
い
が
決
定
的
で
あ
ろ
う
。
多
数
意
見
を
支
持
す
る
評
釈
と
、
反
対
意
見
を
支
持
す
る

そ
れ
と
の
分
か
れ
目
も
、
こ
の
点
に
あ
る
様
に
思
わ
れ
る
の
で
（
１４
）

あ
る
。

尚
、
本
判
決
で
は
阻
止
条
項
の
ハ
ー
ド
ル
の
高
さ
―
―
５
％
と
か
３
％
と
か
―
―
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
理
由
づ
け
か
ら

は
３
％
条
項
で
あ
っ
て
も
違
憲
性
が
認
定
さ
れ
う�

る�

も
の
で
あ
（
１５
）

っ
た
。
尤
も
、
問
題
と
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
選
挙
法
２
条
７
項
が
５
％

条
項
で
あ
っ
て
、
判
決
理
由
も
勿
論
、
こ
の
こ
と
に
則
し
た
論
述
で
あ
り
、
そ
の
際
、
ド
イ
ツ
国
内
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
５
％
条
項
を
め
ぐ

る
議
論
へ
の
依
拠
も
見
て
取
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
件
が
例
え
ば
３
％
条
項
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
ど
の

よ
う
な
結
論
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
本
件
連
邦
憲
法
裁
の
見
解
か
ら
は
定
か
で
は
な
い
。

＊

＊

＊

以
上
、
A
で
「
消
極
的
一
票
の
重
さ
」―
―
こ
れ
は
「
超
過
議
席
」
の
問
題
と
も
不
可
分
で
あ
る
―
―
に
関
す
る
、
近
年
の
ド
イ
ツ

連
邦
憲
法
裁
の
二
つ
の
裁
判
例
⒜
⒝
を
概
観
し
た
。
次
い
で
B
で
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
時
代
の
経
験
へ
の
反
省
に
立
つ
「
闘
う
民
主
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制
」
と
も
密
切
な
関
係
に
立
つ
議
会
選
挙
で
の
「
阻
止
条
項
」
関
連
の
裁
判
例
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。
⒜
コ
ミ
ュ
ー
ン
・
レ
ヴ
ェ
ル
で

の
、
⒝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選
挙
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
裁
判
例
の
動
向
を
俯
瞰
し
た
次
第
で
あ
る
。
総
じ
て
言
え
ば
、
複
雑
な
選
挙
制
度
の
下

で
、
連
邦
憲
法
裁
は
選
挙
平
等
及
び
政
党
の
機
会
均
等
の
重
み
を
汲
み
、「
法
的
、
事
実
的
状
況
」「
政
治
的
現
実
」
を
見
す
え
て
、
そ

れ
ら
の
権
利
（
原
理
）
の
積
極
的
擁
護
に
尽
力
し
て
い
る
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
但
し
、
何
が
レ
レ
ヴ
ァ
ン
ト
な
「
法
的
、
事
実
的
状

況
」「
政
治
的
現
実
」
か
、
そ
れ
ら
を
い
か
に
「
評
価
」
し
、
そ
こ
か
ら
何
事
を
読
み
取
る
か
が
分
か
れ
目
と
な
っ
て
、
反
対
意
見
も

提
示
さ
れ
て
い
る
。「
救
済
」
の
視
点
か
ら
は
、
問
題
の
選
挙
法
に
つ
い
て
は
違
憲
無
効
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
選
挙
自
体
に
つ

い
て
は
余
程
の
こ
と
な
い
限
り
は
無
効
と
は
し
な
い
と
い
う
の
が
、
基
本
線
と
し
て
確
認
し
え
よ
う
。
そ
れ
で
も
連
邦
憲
法
裁
は
、
選

挙
は
無
効
と
し
な
い
ま
で
も
、
立
法
府
に
対
し
て
然
る
べ
き
法
改
正
の
選
択
肢
を
示
唆
し
て
、
立
法
府
に
圧
力
を
か
け
る
場
合
も
あ
る
。

ま
た
、
そ
の
場
合
で
も
、
立
法
府
に
与
え
ら
れ
る
猶
予
期
間
が
事
柄
の
複
雑
さ
を
理
由
と
し
て
、
立
法
期
を
ま
た
ぐ
程
長
く
認
め
ら
れ
、

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
法
改
正
が
よ
う
や
く
、
そ
の
期
間
経
過
後
に
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
（
上
述
A
⒜
の
場
合
。）
憲
法
裁
判

所
も
含
め
た
「
司
法
権
と
立
法
権
と
の
関
係
」
の
何
と
も
一
筋
縄
で
は
行
か
な
い
と
こ
ろ
―
―
権
力
分
立
の
「
機
微
」
と
「
現
実
」
―

―
が
如
実
に
表
現
さ
れ
て
い
よ
う
。

⑶

本
稿
で
は
以
下
、
ド
イ
ツ
国
民
の
憲
法
生
活
に
と
っ
て
連
邦
憲
法
裁
と
同
様
に
、
否
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
身
近
で
有
意
な

機
関
と
な
っ
て
い
る
ラ
ン
ト
・
レ
ヴ
ェ
ル
の
憲
法
裁
（
国
事
裁Staatsgerichtsbarkeit

と
い
う
名
前
を
も
つ
と
こ
ろ
も
あ
る
）
で
の

選
挙
平
等
法
理
の
展
開
を
見
て
行
く
。
併
せ
て
、
憲
法
裁
が
そ
の
侵
害
に
対
す
る
「
救
済
」
と
い
う
点
で
、
立
法
府
と
の
関
係
で
い
か

な
る
対
応
を
見
せ
て
い
る
か
を
概
観
し
た
い
。
そ
の
際
、
近
年
、
こ
の
分
野
で
重
要
な
裁
判
例
を
提
供
し
て
い
る
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ

ヒ
・
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
の
ラ
ン
ト
憲
法
裁
に
取
材
す
る
。

そ
の
前
に
、
そ
も
そ
も
ラ
ン
ト
憲
法
裁
の
判
例
動
向
を
考
察
す
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
一
言
必
要
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
の
憲
法
判

（
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例
法
理
を
把
択
す
る
に
は
、
連
邦
憲
法
裁
の
判
例
動
向
を
理
解
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
、
と
言
う
見
解
も
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

現
在
、
ド
イ
ツ
に
は
全
部
で
１６
の
ラ
ン
ト
憲
法
裁
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
圧
倒
的
多
数
が
独
自
の
憲
法
異
議
制
度
、
選
挙
審
査
異
議

制
度
な
ど
を
整
え
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
あ
る
い
は
、
連
邦
憲
法
裁
の
存
在
意
義
及
び
地
位
の
弱
体
化
の
一
つ
の
表
れ
で
あ

る
と
い
う
見
解
が
あ
る
か
も
知
れ
（
１６
）

な
い
。
だ
が
、
こ
れ
は
一
面
的
で
あ
ろ
う
。
と
言
う
の
は
、
か
か
る
危
惧
（
例
え
ば
Ｋ
・
ヘ
ッ
セ
）

が
表
明
さ
れ
る
の
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
ド
イ
ツ
で
は
、
連
邦
憲
法
裁
の
「
過
重
負
担
」
か
ら
の
解
放
策
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事

情
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
際
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
の
機
能
・
権
限
充
実
が
そ
の
一
つ
の
選
択
肢
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
の
だ
か
ら

で
（
１７
）

あ
る
。

こ
う
し
て
、
近
年
の
連
邦
憲
法
裁
が
ラ
ン
ト
憲
法
裁
の
作
用
領
域
に
つ
き
慎
重
に
、
そ
の
自
立
性
・
自
治
を
尊
重
し
て
い
る
こ
と
が
、

う
ま
く
説
明
し
う
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
顕
著
な
例
と
し
て
、
当
初
は
ラ
ン
ト
・
レ
ヴ
ェ
ル
（
及
び
コ
ミ
ュ
ー
ン
・
レ
ヴ
ェ
ル
で
も
）

で
の
選
挙
権
平
等
に
つ
き
基
本
法
３
条
１
項
（
一
般
的
平
等
）
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
た
連
邦
憲
法
裁
が
判
例
変
更
し
て
、
ラ
ン

ト
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
選
挙
権
平
等
を
め
ぐ
っ
て
は
基
本
法
３
条
１
項
に
訴
え
る
憲
法
異
議
を
却
下
す
る
こ
と
に
な
っ
た

こ
と
（E９９,１

）
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
勿
論
、
ラ
ン
ト
の
憲
法
自
治
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
の
自
立
性
が
か
よ
う
に
尊
重
さ
れ
る
と
は
言

え
、
基
本
法
１
０
０
条
３
項
に
よ
り
法
の
統
一
性
・
安
定
性
が
目
指
さ
れ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
を
介
し
て
各
ラ
ン
ト
の
憲
法
裁
が
連
邦

憲
法
裁
の
判
例
動
向
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
と
ま
れ
、
連
邦
憲
法
裁
と
各
ラ
ン
ト
憲
法
裁
と
は
、
相
互
作
用
と
協
働

の
関
係
に
立
つ
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
前
示
部
分
で
触
れ
た
Ｋ
・
ヘ
ッ
セ
は
、
か
よ
う
な
「
憲
法
裁
の
連
邦
化
傾
向
」
を
も
っ
て

連
邦
憲
法
裁
の
凋
落
を
示
す
も
の
と
し
て
危
惧
し
た
の
だ
が
、
む
し
ろ
形
影
相
伴
う
協
働
関
係
と
し
て
積
極
的
に
受
け
と
め
る
べ
き
で

あ
（
１８
）

ろ
う
。

そ
れ
で
は
次
に
、
前
述
⑵
A
B
で
近
年
の
連
邦
憲
法
裁
の
裁
判
例
に
沿
っ
て
切
り
分
け
た
問
題
群
に
照
ら
し
て
、
ま
ず
、
以
下
２
、

１７８ 駿河台法学 第２８巻第１号（２０１４）

（
一
三
）



３
で
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
の
ラ
ン
ト
憲
法
裁
が
超
過
議
席
、
調
整
議
席
な
ど
の
争
点
に
つ
い
て
論
じ
た
近
年
の
裁
判

例
を
詳
し
く
見
た
い
。
そ
の
後
５
で
、
そ
の
ラ
ン
ト
憲
法
裁
が
阻
止
条
項
を
検
討
し
た
最
新
の
事
例
を
考
察
す
る
。

注（
１
）
（
憲
）
法
学
に
お
け
る
「
分
類
」
の
方
法
的
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
国
法
の
一
般
理
論
に
と
っ
て
の
政
治
体
制
分
類
の
問
題
」
法
政

理
論
第
３９
巻
第
４
号
２
２
５
頁
以
下
で
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

（
２
）
直
接
民
主
制
と
言
っ
て
も
、
参
加
資
格
の
要
件
が
あ
る
以
上
は
や
は
り
「
代
表
」
制
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
直
接
民
主
制
と
間
接

民
主
制
と
は
、
絶
対
的
な
対
置
の
関
係
に
立
つ
わ
け
で
は
な
い
。V

gl.M
.M
orlok,D

em
okratie

und
W
ahlen’,in:Festschrift５０

Jahre
Bundesverfassungsgericht,Bd.２,hrsg.P.Badura／

H
.D
reier,２００１,S.５５９ff.

（５８１

）.

ま
た
、「
代
表
」
と
は
国
民
が
選

挙
で
選
出
し
た
議
員
・
議
会
で
あ
る
と
い
う
見
解
は
、「
代
表
」
の
有
力
な
定
義
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。
１
７
９
１
年
の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
で

は
、
国
王
も
「
代
表
」
者
で
あ
っ
た
。

（
３
）
２
０
１
２
年
の
ド
イ
ツ
国
法
学
者
大
会
の
テ
ー
マ
は
「
代
表
民
主
制
の
危
機
」
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
本
稿
と
の
関
係
で
は
、
選
挙
法

問
題
も
含
め
て
、
代
表
民
主
制
の
「
成
功
条
件
」
と
し
て
の
議
会
法
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
次
の
二
つ
の
報
告
（
及
び
討
論
）
を
参
照
の
こ
と
。

H
.Pünder,‘

W
ahlrechtund

Parlam
entsrechtals

Gelingsbedingungen
repräsentativer

D
em
okratie’,

及
び
同
タ
イ
ト
ル
の

P.Cancik

の
報
告
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、V

V
D
StRL７２

（２０１３

）,S.１９１ff.,S.２６８ff.

政
党
制
に
つ
き
野
党
・
少
数
派
の
憲
法
的

地
位
を
強
調
す
る
の
が
、
カ
ン
チ
ッ
ク
の
主
張
で
あ
る
。
さ
ら
に
、V

gl.P.Cancik,‘
W
irkungsm

öglichkeiten
parlam

entarischer
O
pposition

im
Falle

einer
qualifizienten

Groβ
en
K
oalition’,N

V
w
Z
２０１４,S.１８ff.

上
述
国
法
学
者
大
会
に
つ
い
て
は
、V

gl.S.
Ruppert,‘

Repräsentative
D
em
okratie

in
der
K
rise？

’,A
öR
２０１３,S.４６４ff.

（
４
）
憲
法
規
定
上
、
選
挙
制
度
に
つ
い
て
い
か
な
る
対
応
を
し
て
い
る
か
、
こ
の
点
の
各
国
の
憲
法
の
諸
態
様
に
つ
き
、V

gl.M
.K
otzur,

‘
Freiheit

und
Gleichheit

der
W
ahl’,in:D

.M
erten ／

H
.-J.Papier

（hrsg.

）,H
andbuch

der
Grundrechte,Bd.V

,２０１３,Rn.

（
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７.
形
式
的
意
味
で
の
「
憲
法
」
が
な
く
と
も
、
実
定
法
と
し
て
選
挙
権
が
保
障
さ
れ
る
の
が
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
で
あ
り
、
ま
た
、
憲
法
で
、

選
挙
原
理
の
な
か
で
も
特
に
重
要
な
選
挙
権
「
平
等
」
が
明
記
さ
れ
な
い
場
合
も
決
し
て
少
な
く
な
い
。

（
５
）
選
挙
諸
原
理
は
、
選
挙
と
言
う
法
的
「
競
争
」
の
ゲ
ー
ム
に
対
す
る
「
質
的
な
」
要
求
で
あ
る
。M

.K
otzur,a.a.O

.,Rn.２.

（
６
）
ド
イ
ツ
憲
法＝

基
本
法GG

レ
ヴ
ェ
ル
で
の
選
挙
の
諸
原
理
及
び
選
挙
審
査
手
続
（
及
び
そ
れ
へ
の
異
議
手
続
）
に
つ
い
て
、
手
許
に
置

い
て
参
照
し
た
も
の
と
し
て
、
以
下
、
順
不
同
に
、M

.
M
orlok,

a.a.O
.,
ders.,‘

A
rt.３８’,‘

A
rt.４１’,

in:
H
.
D
reier

（hrsg.

）,
Grundgesetz

・Kom
m
entar ２,２００６,Ch.Bum

ke／
A
.V
oβ
kuhle,Casebook

・Verfassungsrecht,２０１３,Rn.１９０３ff.,H
.M
eyer,

‘
D
em
okratische

W
ahlund

W
ahlsystem

’,‘
W
ahlgrundsätze,W

ahlverfahren,W
ahlprüfung’,in:J.Isensee ／

P.K
irchhof

（hrsg.

）,H
andbuch

des
Staatsrechts

der
BRD

,
Bd.

III ３

（２００５

）,H
.U
.
Erichsen,‘

D
ie
W
ahlrechtsgrundsätze

des
Grundgesetzes’,Jura １９８３,S.６３５ff.,ders.,‘

W
ahlsystem

’,Jura１９８４,S.２２ff.,B.Pieroth,‘
A
rt.３８’,‘

A
rt.４１’,in:H

.D
.

Jarass ／
B.Pieroth,Grundgesetz

für
die
BRD

１２,２０１２,N
.A
chterberg／

M
.Schulte,‘

A
rt.３８’,‘

A
rt.４１’,in:Ch.Starck

（hrsg.

）,K
om
m
entar

zum
GG

６,２０１０,M
.K
otzur,a.a.O

.

さ
ら
に
、
と
り
わ
け
選
挙
権
平
等
に
関
す
る
近
年
の
判
例
動
向
、
学
説
動
向
、

ま
た
は
個
別
の
憲
法
裁
判
例
へ
の
評
釈
的
な
も
の
も
含
め
て
、
手
許
で
参
照
し
た
も
の
を
ア
ッ
ト
・
ラ
ン
ダ
ム
に
順
不
同
に
挙
げ
て
お
く
。

J.A
.Frow

ein,‘
D
ie
Rechtssprechung

des
Bundesverfassungsgerichts

zum
W
ahlrecht’,A

öR
１９７４,S.７２ff.,Ch.Lenz,

‘
D
ie
W
ahlrechtsgleichheit

und
das
Bundesverfassungsgericht’,A

öR
１９９６,S.３３７ff.,W

.Pauly,‘
D
as
W
ahlrecht

in
der

neueren
Rechtssprechung

des
Bundesverfassungsgerichts’,A

öR
１９９８,S.２３２ff.,M

.M
östl,‘

D
ie
W
ahlrechtsgleichheit

im
Zuge

der
Parlam

entsreform
im
Bund

und
im
FreistaatBayern’,A

öR
２００２,S.４０１ff.,S.-Ch.Lenski,‘

Paradoxien
der

personalisierten
V
erhältnisw

ahl’,
A
öR

２００９,
S.
４７３ff.,

W
.
H
oppe,‘

D
ie
V
erfassungsw

idrigkeit
der

Grundm
an-

datsklausel

（§
６
A
bs.６

Bundesw
ahlgesetz

）’,D
V
BL
１９９５,S.２６７ff.,U

.M
ager／

R.U
erpm

ann,‘
Ü
berhangm

andat
und

Gleichheitder
W
ahl’,D

V
BL
１９９５,S.２７３ff.,H

.-J.Papier,‘
Ü
berhangm

andate
und

V
erfassungsrecht’,JZ

１９９６,S.２６５ff.,
D
.Ehlers ／

M
.Lechleitner,‘

D
ie
V
erfassungsm

äβ
igkeit

von
Ü
berhangm

andaten’,JZ
１９９７,S.７６１ff.,P.Badura,‘

A
n-
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m
erkung

zur
BV
erfG,U

rteilv.１０.４.１９９７

（＝
E９５,３３５

）,JZ
１９９７,S.６８１ff.,J.Ipsen,‘

W
ahlrecht

im
U
m
bruch’JZ

２００２,
S. ４６９ff.,G.Roth,‘

N
egatives

Stim
m
gew
icht

und
Legitim

ationsdefizite
des

Parlam
ents’,N

V
w
Z
２００８,S.１１９９ff.,F.

Pukelsheim
／
M
.Rossi,‘

W
ahlsystem

nahe
O
ptionen

zur
V
erm
eidung

negativer
Stim

m
gew
ichte’,JZ

２０１０,S.９２２ff.,B.
Grzeszick,‘

Erw
iderung’,JZ

２０１１,S.２４２f.,F.Pukelsheim
／
M
.Rossi,‘

Schlussw
ort’,JZ

２０１１,S.２４３ff.,M
.M
orlok,‘

A
n-

m
erkung

zur
BV
erfG,U

rteilv. ２７.７.２０１２

（＝
E１３１,３１６

）’,N
V
w
Z
２０１２,S.１１１６f.,H

.H
olste,‘

D
em
okratie

w
iederflott

gem
acht:D

as
neue

Sitzzuteilungsverfahren
im
Bundesw

ahlgesetz
sichertdas

gleiche
W
ahlrecht’,N

V
w
Z
２０１３,S.５２９

ff.,J.Isensee,‘
Funktionsstörung

im
W
ahlsystem

:das
negatives

Stim
m
gew
icht’,D

V
BL
２０１０,S.２６９ff.,K

.Groh,‘
W
ahl-

recht
und

Parlam
entsrecht

als
Gelingsbedingungen

der
repräsentativen

D
em
okratie’,

D
V
BL, ２０１２,

S.１０６４ff.,
W
.

Schreiber,‘
D
as
neunzehnte

Gesetz
zur

Ä
nderung

des
Bundesw

ahlgesetzes
vom

２５.N
ovem

ber２０１１’,D
öV
２０１２,S.

１２５ff.,

そ
の
他
は
個
別
的
に
該
当
箇
所
で
挙
げ
る
。

（
７
）
参
照
、
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
・
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
、
に
所
収
の
９
番
（
高
田
篤
）、
６２
番
（
高
見
勝
利
）、
同
会
編
・
ド
イ
ツ

の
憲
法
判
例
Ⅲ
、
に
所
収
の
６７
番
（
玉
蟲
由
樹
）、
６８
番
（
栗
城
壽
夫
）、
６９
番
（
永
田
秀
樹
）、
７０
番
（
山
本
悦
夫
）
な
ど
。

（
８
）
後
述
す
る
が
、
近
年
の
ド
イ
ツ
で
は
議
席
配
分
の
分
母
つ
ま
り
選
挙
区
画
定
の
基
準
を
「
人
口
」
で
な
く
て
「
有
権
者
」
に
す
べ
き
だ
、

と
い
う
主
張
が
徐
々
に
強
ま
っ
て
い
る
。
わ
が
国
で
の
一
連
の
議
員
定
数
訴
訟
で
は
、
こ
の
点
に
つ
き
、
そ
れ
程
に
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
議
論

は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
９
）
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
１
９
９
７
年
のE９５,３３５

（３６５ff.
）
で
既
に
、
議
員
定
数
の
５
％
程
度
を
許
容
限
界
と
し
て
い
た
。
こ
の
基
準
で

は
、
超
過
議
席
の
限
度
は
３０
程
と
な
る
が
、
勿
論
、
本
文
で
紹
介
し
た
最
近
の
基
準
の
方
が
格
段
に
厳
し
い
。

（
１０
）
こ
れ
は
古
く
て
新
し
い
問
題
で
あ
り
、
か
つ
、
選
挙
権
平
等
に
つ
い
て
最
も
深
克
な
侵
害
の
問
題
で
あ
る
。H

.M
eyer,‘

W
ahlgrund-

sätze,W
ahlverfahren,W

ahlprüfung’,

（a.a.O
.,

）Rn.３６.

（
１１
）
少
々
変
わ
っ
た
歴
史
的
文
脈
の
な
か
で
争
わ
れ
注
目
を
集
め
た
憲
法
裁
判
例
と
し
て
、
東
西
ド
イ
ツ
統
一
後
最
初
の
連
邦
議
会
選
挙
で

（
一
六
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旧
東
側
西
側
同
様
に
５
％
条
項
を
適
用
さ
せ
る
連
邦
選
挙
法
規
定
を
違
憲
無
効
と
し
た
１
９
９
０
年
の
判
決
、E８２,３２２

が
著
名
で
あ
る
。

（
１２
）
ド
イ
ツ
で
の
「
コ
ミ
ュ
ー
ン
」
の
規
模
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
の
場
合
、
大
雑
把
に
言
う
と
、

「
郡
に
属
す
る
」
そ
れ
は
数
十
人
か
ら
５
万
人
前
後
、「
郡
に
属
し
な
い
市
」
は
数
万
人
か
ら
２０
万
人
前
後
、「
郡
」
は
２０
万
人
前
後
の
規
模

で
あ
る
。

（
１３
）
こ
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
阻
止
条
項
（
５
％
）
を
め
ぐ
る
連
邦
憲
法
裁
の
重
要
な
先
例
と
し
て
、
１
９
７
９
年
のE５１,２２２

が
あ
る
。

（
１４
）
次
の
二
つ
の
評
釈
を
対
照
さ
れ
た
い
。M

.M
orlok,JZ

２０１２,S.７６ff.,Ch.Schönberger,JZ
２０１２,S.８０ff.

（
１５
）V

gl.W
.Frenz,N

V
w
Z
２０１３,S.１０５９ff.

（
１６
）
拙
稿
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
な
か
の
、
憲
法
裁
判
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
高
岡
法
学
７
巻
１
・
２
合
併
号
１
頁
以
下
（
１４
頁
）、
及
び
そ
こ

に
示
さ
れ
た
Ｋ
・
ヘ
ッ
セ
の
見
解
を
参
照
の
こ
と
。

（
１７
）V

gl.,Ch.T
ietje,‘

D
ie
Stärkung

der
V
erfassungsgerichtsbarkeitim

föderalen
System

D
eutschlands

in
der
jüngeren

Rechtssprechung
des
BV
erfG’,A

öR
１９９９,S.２８２ff.,K

.Lange,‘
D
as
Bundesverfassungsgericht

und
die
Landesverfas-

sungsgerichte’,in:P.Badura ／
H
.D
reier

（hrsg.

）,Festschrift５０
Jahre

Bundesverfassungsgericht,Bd.１,２００１,S.２８９ff.

但
し
、
後
者
の
論
稿
で
は
、
連
邦
憲
法
裁
の
負
担
軽
減
を
口
実
と
し
て
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
へ
の
憲
法
異
議
申
立
が
認
め
ら
れ
な
い
時
に
の
み

第
二
次
的
・
補
充
的
に
連
邦
憲
法
裁
へ
の
憲
法
異
議
が
開
か
れ
て
い
る
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
釘
が
刺
さ
れ
て
い
る
。

（
１８
）A

.
V
oβ
kuhle,‘

D
ie
Landesverfassungsgerichtsbarkeit

im
föderalen

und
europäischen

V
erfassungsgerichtsver-

bund’,

こ
れ
は
ブ
レ
ー
メ
ン
国
事
裁
の
サ
イ
ト
か
ら
ア
ク
セ
ス
で
き
る
。
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２

シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
・
ラ
ン
ト
憲
法
裁
判
所
２
０
１
０
年
８
月
３０
日
判
決

（
選
挙
審
査
異
議
申
立
手
続
）

⑴

ド
イ
ツ
最
北
の
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
に
お
い
て
２
０
０
９
年
９
月
２７
日
執
行
さ
れ
た
ラ
ン
ト
議
会
選
挙
の
効

力
を
め
ぐ
っ
て
、
同
議
会
の
会
派
で
あ
る
「
左
派
」
及
び
複
数
の
有
権
者
が
異
議
を
申
し
立
て
た
。
こ
れ
に
対
す
る
判
決
が
こ
れ
で
あ

る
。
申
立
側
の
代
理
人
と
し
て
Ｈ
・
Ｐ
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
が
参
加
し
て
い
る
。
近
代
ド
イ
ツ
で
は
、
選
挙
審
査
は
ま
ず
、
議
会
の
専
権

的
権
限
で
あ
っ
た
が
、
今
日
で
も
、
連
邦
・
ラ
ン
ト
両
レ
ヴ
ェ
ル
で
議
会
に
は
そ
の
第
一
審
と
し
て
の
権
限
が
与
え
ら
れ
て
（
１
）

い
る
。

本
件
の
（
２
）

経
緯
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
ラ
ン
ト
選
挙
法
で
は
、
ラ
ン
ト
議
会
の
議
員
「
定
数
」
は
６９
人
で
あ
る
。
但
し
、
ド
イ
ツ
で
は

一
般
に
、
連
邦
で
も
ラ
ン
ト
で
も
、「
定
数
」
は
目
安
み
た
い
な
も
の
で
あ
り
、
選
挙
状
況
に
よ
っ
て
可
変
的
な
も
の
で
あ
る
。
本
件

の
場
合
、
投
票
方
式
と
し
て
は
、
有
権
者
が
「
第
一
票
」
で
選
挙
区
候
補
者
に
対
し
て
、「
第
二
票
」
で
政
党
リ
ス
ト
に
対
し
て
投
票

す
る
。
４０
人
は
選
挙
区
か
ら
多
数
代
表
制
で
選
ば
れ
、
残
り
は
「
第
二
票
」
を
基
礎
に
し
て
―
―
選
挙
区
選
出
の
結
果
を
考
慮
し
て
―

―
政
党
リ
ス
ト
か
ら
比
例
代
表
制
で
選
ば
れ
る
。
４０
の
選
挙
区
は
「
人
口
」
に
基
づ
い
て
区
画
設
定
さ
れ
て
い
（
３
）

る
が
、
ど
の
選
挙
区
の

人
口
も
全
選
挙
区
平
均
の
２５／１００
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
点
は
、
選
挙
の
５
年
前
の
１２
月
３１
日
の
時
点
で
の
人
口
が
基
準
と
さ
れ

て
い
る
（
こ
の
点
は
後
述
）。

さ
て
、
本
件
選
挙
の
確
定
結
果
に
よ
る
と
―
―
尚
、
後
掲
３
⑶
A
⒝
の
グ
ラ
フ
―
―
、
有
効
な
「
第
二
票
」
の
う
ち
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
が
３１.

５
％
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
が
２５.

４
％
、
Ｆ
Ｄ
Ｐ
が
１４.

９
％
、
緑
の
党
１２.

４
％
、
Ｓ
Ｓ
Ｗ
―
―
南
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
選
挙
人
同
盟
―
―
が
４.

３
％
、
左
派
６.

０
％
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
Ｃ
Ｄ
Ｕ
は
比
例
制
で
２３
議
席
を
得
て
、
同
時
に
（
４０
選
挙
区
の
う
ち
）
３４
も
の
選
挙
区

で
勝
利
を
収
め
た
。
か
れ
こ
れ
の
計
算
の
結
果
、
ラ
ン
ト
議
会
は
６９
人
と
い
う
「
定
数
」
を
大
き
く
超
え
て
９５
人
の
議
員
で
ふ
く
れ
上

（
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が
っ
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
の
１１
の
余
剰
議
席
（
３４－

２３＝

１１
）
の
う
ち
３
つ
の
議
席
が
依
然
と
し
て
「
お
お
わ
れ
な
い
」

ま
ま
（
こ
れ
が
「
超
過
議
席
」
で
あ
る
）
で
あ
る
。
ラ
ン
ト
議
会
選
挙
で
は
以
前
に
も
余
剰
議
席
は
生
じ
て
い
た
が
、
そ
の
時
に
は
比

例
調
整
の
枠
内
で
の
若
干
の
議
席
で
完
全
に
お
お
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
今
回
の
選
挙
で
、
１
９
４
７
年
以
来
史
上
初
め
て
、
シ
ュ

レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
・
ラ
ン
ト
議
会
選
挙
で
、
超
過
議
席
の
問
題
が
発
生
し
た
と
い
う
次
第
で
あ
る
。

既
に
前
述
し
た
様
に
、
連
邦
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
１
９
９
０
年
代
以
降
、
と
り
わ
け
超
過
議
席
―
―
さ
ら
に
近
年
の
消
極
的
一
票
の
重
さ

―
―
の
問
題
性
が
大
き
く
脚
光
を
浴
び
て
い
る
。
ラ
ン
ト
・
レ
ヴ
ェ
ル
で
も
、
こ
う
し
た
問
題
状
況
に
直
面
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

本
件
審
査
の
前
段
階
で
ラ
ン
ト
選
挙
長
（
憲
法
上
、
疑
義
な
し
と
す
る
）
か
ら
の
回
付
に
よ
り
、
ラ
ン
ト
議
会
の
選
挙
審
査
委
員
会
は
、

あ
る
選
挙
区
で
の
投
票
を
数
え
直
し
て
、
そ
の
限
り
で
選
挙
結
果
を
修
正
し
た
が
、
異
議
自
体
は
斥
け
て
い
た
。
ラ
ン
ト
議
会
本
会
議

は
Ｃ
Ｄ
Ｕ
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
、
Ｆ
Ｄ
Ｐ
の
賛
成
で
こ
れ
を
承
認
し
た
の
で
、
こ
れ
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
が
本
件
で
あ

る
。
議
席
の
変
更
、
改
め
て
選
挙
結
果
の
確
認
、
全
て
の
余
剰
議
席
を
比
例
的
に
配
分
す
る
こ
と
を
求
め
て
出
訴
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
選
挙
自
体
の
有
効
性
に
つ
い
て
も
異
議
が
申
し
立
て
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
選
挙
審
査
の
対
象
は
、
選
挙
審
査
を
し
め
く
く
っ

た
ラ
ン
ト
議
会
の
議
決
及
び
ラ
ン
ト
議
会
が
そ
う
し
て
認
め
た
選
挙
自
体
の
有
効
性
で
あ
る
。

⑵

判
決
の
結
論
と
理
由
づ
け
を
次
に
見
て
い
こ
う
。
最
終
的
な
結
論
と
し
て
は
裁
判
官
全
員
一
致
で
、
問
題
の
ラ
ン
ト
選
挙
法
諸

規
定
（
１
条
１
項
２
文
、
１
条
２
項
、
３
条
５
項
、
１６
条
）
が
相�

ま�

っ�

て�

ラ
ン
ト
憲
法
３
条
１
項
（
選
挙
の
諸
原
理
）、
同
１０
条
２
項

（
ラ
ン
ト
議
会
の
定
数
及
び
選
挙
制
度
の
大
網
）
に
違
反
す
る
。
立
法
者
は
遅
く
と
も
２
０
１
１
年
５
月
３１
日
ま
で
に
ラ
ン
ト
憲
法
に

適
合
す
る
法
状
況
を
回
復
す
る
こ
と
、
及
び
そ
の
上
で
、
２
０
１
２
年
９
月
３０
日
ま
で
に
新
し
い
選
挙
―
―
一�

種�

の�

再
選
挙
で
あ
ろ
う

―
―
を
執
行
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

以
下
、
少
し
詳
し
く
判
決
理
由
を
追
う
。
ま
ず
、
ラ
ン
ト
選
挙
法
違
憲
の
主
張
に
つ
き
、
余
剰
議
席
発
生
し
た
場
合
の「
調
整
議
席
」
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を
数
的
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
（
ラ
ン
ト
選
挙
法
３
条
５
項
３
文
）
が
そ
れ
自
体
と
し
て
投
票
権
の
平
等
を
侵
し
て
い
な
い
か
が
疑
わ

れ
う
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
政
治
的
現
実
」
を
考
慮
す
る
と
、
前
述
の
諸
規
定
が
相�

ま�

っ�

て�

ラ
ン
ト
議
会
の
定
数
（
６９
人
）
を
大

き
く
踏
み
は
ず
し
て
「
超
過
議
席
」
並
び
に
「
調
整
議
席
」
を
不
合
理
な
程
に
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
ラ
ン
ト
憲

法
裁
は
、
ラ
ン
ト
憲
法
３
条
１
項
及
び
１０
条
２
項
と
の
関
係
で
も
「
憲
法
適
合
解
釈
」
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
し
て
い
る
（
後
述
。

こ
の
点
は
ま
た
後
述
す
る
と
こ
ろ
の
、
本
件
と
同
日
に
下
さ
れ
た
別
件＝

抽
象
的
規
範
統
制
手
続
事
件
で
も
同
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。）
そ
の
上
で
、
こ
の
憲
法
違
反
性
は
議
席
の
異
同
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
瑕
疵
で
は
あ
る
、
但
し
、
選
挙
結
果
の
更
正
を
も
、

該
ラ
ン
ト
議
会
選
挙
無
効
を
も
導
か
な
い
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
本
件
で
の
瑕
疵
は
重
大
で
あ
り
、
現
在
の
立
法
期
（
選

挙
期
）＝

第
１７
期
は
２
０
１
２
年
９
月
３０
日
ま
で
に
限
定
さ
れ
る
。
現
在
の
ラ
ン
ト
議
会
は
そ
れ
ま
で
に
ラ
ン
ト
選
挙
法
を
然
る
べ
く

改
正
す
る
義
務
が
あ
り
、
そ
れ
は
遅
く
と
も
２
０
１
１
年
５
月
３１
日
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
期
間
を
限
定
し
て
い
る

〔
２８
―
以
下
、
当
ラ
ン
ト
憲
法
裁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
プ
レ
ス
・
リ
リ
ー
ス
さ
れ
て
い
る
判
決
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
番
号
で
あ
る
。〕
前

述
し
た
通
り
、
本
件
で
は
幾
つ
も
の
争
点
が
提
起
さ
れ
た
が
、
本
稿
で
は
以
下
、
本
判
決
主
文
で
認
容
さ
れ
た
選
挙
法
規
定
の
違
憲
性
、

及
び
そ
れ
に
関
す
る
是
正
・
救
済
策
の
論
点
に
し
ぼ
り
込
み
た
い
。

A
⒜

ラ
ン
ト
選
挙
法
３
条
５
項
３
文
に
は
、
明
確
性
の
点
で
は
問
題
が
な
い
。
明
確
性
の
要
請
は
基
本
法
２０
条
３
項
の
法
治
国
家

原
理
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
基
本
法
２８
条
１
項
及
び
ラ
ン
ト
憲
法
１
条
を
介
し
て
ラ
ン
ト
に
お
い
て
も
保
障
さ
れ
て
い
る
。
一

見
し
た
だ
け
で
は
、
問
題
の
規
定
の
言
明
内
容
は
明
ら
か
で
は
な
い
、
し
か
し
、
そ
の
規
律
対
象
の
複
雑
さ
を
も
考
慮
し
て
「
詳
細
に

吟
味
す
れ
ば
」
そ
の
言
明
内
容
は
選
挙
手
続
全
体
の
な
か
で
十
分
に
明
確
で
矛
盾
が
な
く
、
そ
れ
自
体
と
し
て
論
理
的
な
も
の
で
あ
る
。

（
こ
れ
は
裁
判
官
の
視
点
に
と
っ
て
の
説
示
で
あ
ろ
う
。）
次
に
、
個
々
の
選
挙
人
が
そ
の
投
票
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
結
果
に
あ
ず

か
る
こ
と
に
な
る
か
を
予
見
し
え
な
い
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
選
挙
に
つ
き
も
の
の
一
般
的
な
現
象
で
あ
る
。
個
々
の
投
票
が
ど
の

（
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よ
う
な
効
果
を
生
む
か
は
、
常
に
選
挙
人
団
全
体
の
投
票
行
動
に
左
右
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。（
こ
の
説
示
は
、
国
民
の
視
点
か
ら
の

明
確
性
に
関
わ
る
。）〔
７９
―
８０
〕

⒝

さ
て
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
に
よ
る
と
、
そ
も
そ
も
余
剰
議
席
調
整
の
数
的
制
限
規
定
（
ラ
ン
ト
選
挙
法
３
条
５
項
３
文
）
は
そ�

れ�

自�

体�

と�

し�

て�

選
挙
権
平
等
原
理
に
反
し
な
い
か
が
問
題
と
な
り
う
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
規
定
も
含
め
て
問
題
の
諸
規
定
は
全�

体�

と�

し�

て�

、「
政
治
的
現
実
」
を
考
慮
す
れ
ば
６９
人
と
言
う
定
数
（
ラ
ン
ト
憲
法
１０
条
２
項
３
文
）
を
破
る
こ
と
が
恒
常
的
で
あ
り
、
超

過
議
席
及
び
調
整
議
席
を
合
理
化
し
え
な
い
程
に
多
く
発
生
さ
せ
う
る
。
か
か
る
事
態
は
、
ラ
ン
ト
憲
法
３
条
１
項
及
び
同
１０
条
２
項

に
適
合
し
な
い
。〔
８１
〕

B

実
体
的
な
視
点
か
ら
の
憲
法
適
合
性
判
断
が
右
の
A
の
説
示
で
あ
る
が
、
次
は
、
当
座
の
第
１７
期
ラ
ン
ト
議
会
が
―
―
違
憲
的

に
構
成
さ
れ
た
議
会
が
―
―
こ
の
憲
法
違
反
の
判
決
を
受
け
て
、
い
か
に
対
処
す
べ
き
か
、
同
じ
事
柄
の
裏
側
で
あ
る
が
、
権
利
を
侵

害
さ
れ
た
者
の
視
点
か
ら
は
「
救
済
」
策
に
関
す
る
説
示
で
あ
る
。
私
見
で
は
、
こ
の
部
分
の
説
示
が
―
―
従
来
の
連
邦
憲
法
裁
判
所

の
見
解
よ
り
も
―
―
か
な
り
踏
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
ま
た
歯
切
れ
の
よ
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
様
々
の
可
能
性
が
模
索
さ
れ
つ

つ
も
、
言
わ
ゆ
る
事
情
判
決
の
法
理
の
域
を
突
破
し
切
れ
な
い
日
本
の
裁
判
所
も
、
そ
こ
か
ら
何
が
し
か
の
示
唆
を
汲
む
べ
き
と
こ
ろ

少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

⒜

本
件
で
認
定
さ
れ
た
憲
法
違
反
は
、
議
席
の
異
同
に
重
大
に
影
響
す
る
瑕
疵
と
な
る
。
も�

し�

、
選
挙
区
の
数
を
も
っ
と
少
な
く

し
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
選
ば
れ
る
議
員
数
は
、
政
党
リ
ス
ト
か
ら
比
例
制
で
選
出
さ
れ
る
者
の
数
に
比
べ
て
少
な
く
な
っ
て
い

た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
議
席
配
分
・
割
り
当
て
が
別
の
結
果
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
超
過
議
席
数
、
及
び
調
整
議
席

数
が
顕
著
に
少
な
く
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
も�

し�

、
そ
う
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
高
い
蓋
然
性
を
も
っ
て
そ
も
そ
も
ラ
ン
ト
選

挙
法
３
条
５
項
３
文
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ラ
ン
ト
議
会
の
議
員
数
は
９５
名
よ
り
も
は
る
か
に
少
な
く
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
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〔
１
７
２
〕

⒝

こ
の
憲
法
違
反
が
重
大
な
瑕
疵
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
は
、
選
挙
結
果
の
更
正
も
、
選
挙
無
効
宣
告
も
、
再
選

挙
も
導
か
な
い
、
と
言
う
。
そ
の
代
わ
り
に
、
現
在
の
立
法
期
は
短
縮
さ
れ
、
そ
の
間
に
立
法
府
に
は
、
然
る
べ
く
求
め
ら
れ
た
新
し

い
選
挙
の
準
備
の
た
め
に
早
期
に
、
憲
法
適
合
的
な
ラ
ン
ト
選
挙
法
の
制
定
（
な
い
し
改
正
）
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
本
件
で
の
瑕
疵

は
と
て
も
重
大
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
現
在
の
立
法
期
は
２
０
１
２
年
９
月
３０
日
ま
で
に
短
縮
さ
れ
る
。
然
る
べ
き
選
挙
法
を
制
定

（
な
い
し
改
正
）
し
、
次
期
選
挙
の
準
備
を
整
え
る
に
は
、
こ
れ
だ
け
の
期
間
は
必
要
で
あ
る
。
法
制
定
・
改
正
に
限
っ
て
言
え
ば
、

２
０
１
１
年
５
月
３１
日
ま
で
で
十
分
で
あ
る
、
と
言
う
。

①

何
故
に
、
議
席
に
異
同
を
及
ぼ
す
程
の
重
大
な
瑕
疵
が
認
定
さ
れ
て
い
る
の
に
、
選
挙
全
体
の
無
効
に
な
ら
な
い
、
と
言
う
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
に
よ
れ
ば
、
議
会
の
民
主
的
正
当
性
を
維
持
す
べ
く
「
で
き
る
だ
け
小
さ
な
介

入
」
の
命
題
が
妥
当
す
る
。
選
挙
全
体
の
無
効
宣
告
は
即
刻
の
民
主
的
正
当
化
の
剥
奪
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
ラ
ン
ト
選
挙
法
４６
条
６

項
に
よ
る
と
、
か
か
る
場
合
、
判
決
確
定
後
遅
く
と
も
６
か
月
以
内
に
再
選
挙
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
か
か
る
方
策
は
、

尽
く
さ
れ
る
べ
き
更
正
手
段
で
は
適
わ
な
い
場
合
に
の
み
、
視
野
に
入
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
全
体
的
無
効
宣
告
は
ま
た
、
原
則
と

し
て
５
年
の
任
期
で
選
ば
れ
る
国
民
代
表
の
構
成
に
介
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
国
民
代
表
の
存
続
の
利
益
に
対
し
て
も

正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ラ
ン
ト
憲
法
裁
は
ま
た
、
上
述
の
諸
理
由
か
ら
、
無
効
宣
告
は
「
将
来
効ex

nunc

と

し
て
（
４
）

の
み
」
可
能
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
以
上
の
し
ば
ら
く
の
行
論
でE１２１,２６６

が
引
用
さ
れ
て
い
る
。）

し
か
し
、
本
件
の
場
合
、
選
挙
法
の
諸
規
定
が
体
系
的
全
体
的
に
絡
み
合
い
、
生
じ
る
瑕
疵
は
す
こ
ぶ
る
重
大
で
あ
り
、
選
挙
全
体

に
つ
い
て
憲
法
的
基
礎
が
奪
わ
れ
て
い
る
。
上
述
と
は
同
断
に
論
じ
ら
れ
な
い
。
本
件
で
は
、
１１
人
の
余
剰
議
席
が
発
生
し
て
、
ラ
ン

ト
議
会
は
９５
人
ま
で
肥
大
化
し
た
。
こ
の
事
態
は
、「
定
数
」
６９
人
と
い
う
憲
法
の
拘
束
的
指
示
を
、
受
忍
し
え
な
い
程
に
ふ
み
に
じ
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る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
余
剰
議
席
調
整
の
限
定
―
―
つ
ま
り
、
不
十
分
な
調
整
規
定
―
―
に
よ
っ
て
選
挙
平
等
の
原
則
と
有

権
者
の
意
見
が
歪
曲
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
本
件
で
の
選
挙
の
瑕
疵
は
個
々
に
区
別
し
た
り
、
個
々
に
更
正
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
そ
れ
ら
は
全
体
と
し
て
相
互
に
条
件
づ
け
合
い
、
補
強
し
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。〔
１
７
５
〕

本
件
で
は
、
ラ
ン
ト
選
挙
法
４６
条
に
よ
る
６
週
間
内
の
再
選
挙
も
問
題
と
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
法
律
適
用
の
瑕
疵
の
場
合
で
あ
る

が
、
本
件
で
は
、
法
律
自
体
の
憲
法
違
反
が
認
定
さ
れ
た
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
本
件
の
瑕
疵
は
と
て
も
広
範
で
甚
大
で
あ

り
、
上
述
の
比
例
性
を
考
慮
す
る
と
、
一
種
の
「
再
選
挙
」
の
実
施
自
体
は
正
当
化
さ
れ
え
よ
う
。
何
故
な
ら
、
憲
法
違
反
的
に
構
成

さ
れ
た
ラ
ン
ト
議
会
が
５
年
間
も
存
続
す
る
こ
と
は
、
議
会
の
正
し
い
構
成
と
い
う
高
次
の
憲
法
上
の
法
益
の
前
で
は
、
正
当
化
で
き

な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
ラ
ン
ト
憲
法
裁
は
、
民
主
的
正
当
化
の
鎖
の
中
点
に
位
置
す
る
の
が
ラ
ン
ト
議
会
で
あ
り
、
ラ
ン
ト
国
民

の
主
権
的
意
思
は
議
会
選
挙
に
お
い
て
こ
そ
、
ま
ず
は
表
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。（
参
照
、
ラ
ン
ト
憲

法
２
条
１
項
、
同
２
項
。）〔
１
７
６
〕

以
上
、
結
論
と
し
て
、
成
立
・
構
成
が
違
憲
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
ラ
ン
ト
議
会
は
尚
も
過
渡
的
に
存
続
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

次
期
ラ
ン
ト
議
会
が
憲
法
に
適
合
す
る
選
挙
法
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
べ
く
、
と
も
か
く
も
選
挙
法
が
改
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
は
や
は
り
、
現
在
の
ラ
ン
ト
議
会
の
任
務
で
あ
る
。
本
件
の
場
合
、
今
後
、
法
改
正
の
上
で
選
挙
の
準
備
が
整
え
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
ラ
ン
ト
選
挙
法
４６
条
の
定
め
る
再
選
挙
の
た
め
の
６
週
間
（
前
述
）
よ
り
も
長
い
時
間
が

必
要
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
議
員
は
こ
の
期
間
は
そ
の
職
務
に
と
ど
ま
り
、
議
会
は
完
全
な
行
為
・
作
業
能
力
を
も
ち
続
（
５
）

け
る
、
と
ラ
ン

ト
憲
法
裁
は
説
示
し
て
い
る
。

②

求
め
ら
れ
る
法
改
正
に
は
、
選
挙
区
画
の
変
更
や
、
選
挙
区
画
の
抜
本
的
吟
味
が
含
ま
れ
、
そ
の
上
、
来
た
る
選
挙
準
備
・
執

行
に
必
要
な
措
置
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
上
に
示
し
た
期
間
は
必
要
に
し
て
十
分
で
あ
る
。
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ま
た
、
現
在
の
ラ
ン
ト
議
会
は
既
に
選
挙
法
改
正
作
業
に
着
手
し
て
お
り
、
法
改
正
の
た
め
に
は
遅
く
と
も
２
０
１
１
年
５
月
３１
日

ま
で
の
期
限
が
、
適
切
に
し
て
十
分
で
あ
る
。〔
１
７
８
―
１
７
９
〕

以
上
の
様
に
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
は
、
第
１７
期
ラ
ン
ト
議
会
の
立
法
期＝

選
挙
期
を
短
縮
し
、
そ
の
間
に
な
さ
れ
る
べ
き
義
務
を
明
示

し
、
そ
の
履
行
期
限
を
付
し
て
、
他
方
で
や
は
り
、
憲
法
違
反
の
法
律
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
ラ
ン
ト
議
会
は
、
必
要
と
さ
れ
る
以
上

に
長
く
存
続
し
て
は
な
ら
な
い
と
釘
を
刺
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
（
６
）

あ
る
。

注（
１
）M

.M
orlok,‘

A
rt.４１’,a.a.O

.,B.Pieroth,‘
A
rt.４１’,a.a.O

.,N
.A
chterberg／

M
.Schulte,‘

A
rt.４１’,a.a.O

.

（
２
）
２
０
０
９
年
の
、
こ
の
ラ
ン
ト
選
挙
に
つ
い
て
は
本
件
以
外
に
も
、
私
見
の
限
り
で
ラ
ン
ト
憲
法
裁
に
提
起
さ
れ
た
も
の
が
幾
つ
か
あ

る
。
ま
ず
、
一
有
権
者
が
選
挙
審
査
の
枠
内
で
そ
れ
が
完
了
す
る
前
に
、（
議
会
の
）
ラ
ン
ト
選
挙
委
員
会
の
認
定
と
は
異
な
る
「
適
正
な
」

議
席
配
分
を
暫
定
的
に
命
令
す
る
こ
と
を
求
め
た
事
案
が
あ
る
。
本
案
と
し
て
提
起
さ
れ
る
べ
き
選
挙
審
査
異
議
が
ま
だ
許
容
さ
れ
る
形
で

申
立
て
ら
れ
て
い
な
い
限
り
で
、
か
か
る
提
起
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
選
挙
審
査
異
議
は
、
議
会
に
よ
る
選
挙
審
査
が
終
了
し
て
は
じ

め
て
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
（
２
０
０
９
年
１０
月
２３
日
決
定
。）

ま
た
、
こ
の
選
挙
に
関
し
、
同
盟
９０
／
緑
の
党
及
び
Ｓ
Ｓ
Ｗ
が
、
選
挙
審
査
手
続
の
な
か
で
予
定
さ
れ
て
い
る
ラ
ン
ト
選
挙
委
員
会
で
、

ラ
ン
ト
選
挙
法
３
条
５
項
３
文
が
暫
定
的
に
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
の
宣
言
―
―
規
範
統
制
手
続
の
枠
内
で
の
仮
の
命
令
と
し
て
―
―
を
求
め

た
が
、
許
容
さ
れ
な
か
っ
た
。
２
０
０
９
年
１０
月
１５
日
決
定
。
こ
の
二
つ
の
決
定
も
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
の
ラ
ン
ト
憲

法
裁
の
サ
イ
ト
か
ら
ア
ク
セ
ス
で
き
る
。

（
３
）
既
に
１
で
も
触
れ
た
し
、
後
に
３
で
も
言
及
さ
れ
る
が
、
選
挙
区
画
の
基
礎
を
人
口
に
置
く
か
、
そ
れ
と
も
有
権
者
と
す
べ
き
か
。

２
０
０
９
年
の
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
総
選
挙
の
効
力
を
争
う
選
挙
審
査
異
議
事
件
に
つ
き
、
２
０
１
２
年
１
月
３１
日
の
連
邦
憲
法
裁
決
定
は
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理
由
を
欠
く
と
し
て
斥
け
た
も
の
の
、
次
の
点
で
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
平
等
な
成
功
「
機
会
」
の
た
め
に
は
今
後
の
選
挙
区
画
定
に
当

た
り
、
未�

成�

年�

者�

の�

割�

合�

を
も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
だ
、
と
説
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

（
４
）
但
し
、「
将
来
効
」
と
し
て
の
無
効
と
は
、
い
か
な
る
効
果
を
も
つ
の
か
は
、
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
５
）
文
字
通
り
に
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
ラ
ン
ト
憲
法
改
正
の
た
め
の
立
法
権
限
に
つ
い
て
は
ど
う
考
え
る
べ
き
か
、
判
決
は

何
も
語
ら
な
い
。

（
６
）
こ
の
ラ
ン
ト
憲
法
裁
の
選
挙
審
査
異
議
事
件
判
決
に
つ
い
て
は
、
後
日
談
と
し
て
、
議
員
と
し
て
の
職
業
の
自
由
、
及
び
民
主
的
自
己

決
定
権
へ
の
市
民
と
し
て
の
参
加
権
が
侵
害
さ
れ
た
と
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
に
憲
法
異
議
が
提
起
さ
れ
た
。
前
者
の
争
点
に
つ
き
、
任
期
が

短
縮
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
―
―
「
解
散
」
と
同
様
に
―
―
議
員
の
身
分
へ
の
侵
害
と
な
る
が
、
そ
れ
は
国
家
機
関
の
地
位
に
関
わ
る
も
の

と
し
て
、
機
関
訴
訟
（
基
本
法
９３
条
１
項N
r.１

）
と
し
て
争
う
べ
き
だ
、
と
さ
れ
た
。
２
０
１
１
年
５
月
５
日
の
連
邦
憲
法
裁
決
定
で
あ
る
。

３

シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
・
ラ
ン
ト
憲
法
裁
判
所
２
０
１
０
年
８
月
３０
日
判
決

（
抽
象
的
規
範
統
制
手
続
）

⑴

こ
れ
は
、
右
の
２
で
見
た
選
挙
審
査
異
議
申
立
事
件
と
同
日
に
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ラ
ン
ト
議
会
の
二
つ
の
会
派
（
同
盟

９０
／
緑
、
Ｓ
Ｓ
Ｗ
）
に
よ
っ
て
ラ
ン
ト
選
挙
法
３
条
５
項
３
文
が
、
超
過
議
席
発
生
の
場
合
に
調
整
議
席
を
限
定
す
る
も
の
だ
と
し
て
、

ラ
ン
ト
憲
法
３
条
１
項
及
び
同
１０
条
２
項
５
文
に
反
し
て
無
効
で
あ
る
と
の
確
認
を
求
め
た
事
件
で
あ
る
。

⑵

結
論
と
理
由
づ
け
を
以
下
に
跡
づ
け
る
が
、
本
件
申
立
て
は
、
部
分
的
に
の
み
理
由
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
の
主
文
で
あ
る
。
以

下
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
の
主
た
る
理
由
づ
け
を
追
っ
て
み
た
い
。
左
に
述
べ
る
部
分
は
、
右
の
２＝

選
挙
審
査
異
議
申
立
事
件
で
も
大
要
、

同
趣
旨
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
重
な
る
が
、
右
２
で
は
割
合
し
て
い
た
の
で
、
こ
こ
で
改
め
て
紹
介
す
る
こ
と
に
な
る
。
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A

本
ラ
ン
ト
憲
法
に
は
、
一
般
的
な
選
挙
の
諸
原
理
（
３
条
１
項
）
と
並
ん
で
、
ラ
ン
ト
議
会
の
構
成
に
つ
い
て
の
規
定
、
そ
の

選
挙
に
つ
い
て
の
規
定
（
１０
条
２
項
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
後
者
は
そ
の
選
挙
制
度
を
規
定
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
立
法
者
を
し
て

次
の
様
に
ラ
ン
ト
選
挙
法
を
制
定
す
べ
く
義
務
づ
け
て
も
い
る
。
そ
れ
は
「
政
治
的
現
実
」
を
考
慮
し
て
、
超
過
議
席
、
調
整
議
席
発

生
を
で
き
る
だ
け
阻
止
し
て
議
員
「
定
数
」
６９
人
を
超
え
な
い
よ
う
に
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。〔
３６
〕

勿
論
、
選
挙
の
結
果
と
し
て
右
の
「
定
数
」
は
変
動
し
う
る
（
ラ
ン
ト
憲
法
１０
条
２
項
４
文
。）
さ
ら
に
、
ラ
ン
ト
憲
法
は
、
超
過

議
席
が
発
生
し
た
場
合
に
備
え
、
立
法
者
は
選
挙
平
等
原
理
を
尊
重
し
て
調
整
議
席
に
つ
い
て
規
定
す
べ
く
義
務
づ
け
て
い
る
（
同
１０

条
２
項
５
文
。）立
法
者
は
そ
こ
で
、
比
例
選
挙
制
の
狙
い
で
あ
る
得
票
と
議
席
と
の
比
例
を
回
復
し
、
有
権
者
意
思
が
適
切
に
再
現＝

代
表
さ
れ
る
べ
く
、
ラ
ン
ト
議
会
の
規
模
も
で
き
る
だ
け
６９
名
の
「
定
員
」
を
遵
守
す
る
べ
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
を
少
々
超
え

る
程
度
に
収
ま
る
様
に
配
慮
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。〔
３７
〕

⒜

２
０
０
３
年
の
法
改
正
で
７５
人
か
ら
６９
人
に
定
数
削
減
さ
れ
た
（
第
１６
期
以
降
実
施
さ
れ
る
、
ラ
ン
ト
憲
法
１０
条
２
項
２
文
。）

制
憲
者
は
、
超
過
議
席
・
調
整
議
席
の
発
生
に
つ
い
て
も
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
明
白
に
望
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ラ
ン
ト
憲
法
裁

は
、
憲
法
の
文
言
、
規
定
の
仕
方
、
そ
の
後
の
ラ
ン
ト
議
会
で
の
討
論
な
ど
か
ら
、
憲
法
規
定
に
尚
も
残
存
し
て
い
る
７５
人
と
い
う
規

定
―
―
６９
人
と
い
う
規
定
と
並
置
さ
れ
て
い
る
―
―
が
、
ギ
リ
ギ
リ
で
許
容
さ
れ
る
最
大
限
度
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
示
す
の
で
あ
る
。

⒝

本
ラ
ン
ト
議
会
の
選
挙
制
度
は
、
連
邦
議
会
の
そ
れ
と
同
様
に
「
人
格
化
（
個
人
化
）
さ
れ
た
比
例
選
挙
制
」
で
あ
り
、
選
挙

区
選
出
と
比
例
制
選
出
と
が
「
統
合
さ
れ
た
統
一
的
な
」
仕
組
み
で
あ
る
。（
ラ
ン
ト
憲
法
１０
条
２
項
３
文
〜
５
文
。）
全
体
と
し
て
は
、

本
質
的
に
比
例
選
挙
制
と
言
わ
れ
て
い
る
。「
成
功
価
値
平
等
」
の
原
理
は
、
こ�

の�

制�

度�

全�

体�

を
つ
つ
み
込
む
。
成
功
価
値
平
等
原
理

は
さ
ら
に
、
調
整
議
席
制
度
の
法
定
化
を
義
務
づ
け
る
ラ
ン
ト
憲
法
１０
条
２
項
５
文
に
よ
っ
て
具
体
化
・
強
化
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
限

り
で
、
立
法
者
の
形
成
余
地
は
限
定
さ
れ
て
い
る
。〔
４３
〕
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①

以
下
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
は
、
ラ
ン
ト
憲
法
の
選
挙
諸
原
則
が
連
邦
議
会
に
つ
い
て
の
基
本
法
３８
条
１
項
１
文
の
諸
原
則
に
一
致

す
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
〔
４４
〕。
こ
こ
か
ら
、
ラ
ン
ト
の
選
挙
法
と
し
て
は
、
各
有
権
者
の
一
票
に
原
則
と
し
て
同
じ
「
数
値
」

Zahlw
ert

及
び
「
平
等
な
成
功
機
会
」
が
保
障
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
全
て
の
一
票
に
「
選
挙
結
果
へ
の
平
等
な
影
響
力
が
与
え
ら

れ
る
べ
き
だ
、
と
説
く
〔
４５
〕。
そ
の
上
で
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
は
連
邦
憲
法
裁
判
例
及
び
有
力
な
学
説
に
沿
う
様
に
、
選
挙
平
等
に
つ

い
て
は
勿
論
、
不
合
理
な
差
別
は
許
容
さ
れ
な
い
が
、
選
挙
平
等
の
「
意
味
」
は
、
立
法
者
の
選
択
し
た
制
度
に
依
存
す
る
、
と
述
べ

て
い
る
〔
４６
〕。
つ
ま
り
、
そ
の
制
度
が
候
補
者
人
格
（
個
人
）
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
は
政
党
に
着
目
し
た
も
の
か
に

依
存
し
て
、「
意
味
」
は
違
っ
て
く
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

ⅰ

右
の
点
に
つ
き
、
小
選
挙
区
制
な
ど
の
多
数
代
表
選
出
制
は
、
議
員
と
選
挙
区
と
の
間
に
密
切
な
人
的
結
合
性
を
確
保
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
多
数
を
制
し
た
候
補
者
に
投
ぜ
ら
れ
た
投
票
は
、
議
席
配
分
に
つ
な
が
る
が
、
少
数
派
へ
の
投
票
は
無
化
さ
れ

る
。
多
数
代
表
制
の
場
合
は
、
前�

も�

っ�

て�

、
全
有
権
者
が
平
等
な
「
数
値
」
を
保
障
さ
れ
、
か
つ
、
で
き
る
だ
け
同
じ
（
人
口
）
規
模

の
選
挙
区
で
ほ
ぼ
同
じ
一
票
の
重
さ
を
も
っ
て
選
挙
に
参
加
し
う
る
と
い
う
「
平
等
な
成
功
機�

会�

」
が
保
障
さ
れ
る
（
判
例
）。

ⅱ

こ
れ
に
対
し
、
有
権
者
の
政
党
的
分
布
を
忠
実
に
議
会
に
反
映
す
る
こ
と
を
狙
う
の
が
、
比
例
選
挙
制
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

全
有
権
者
の
一
票
が
、
国
民
代
表
の
構
成
に
「
平
等
な
影
響
力
」
を
も
つ
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
ど
の
一
票
も
「
平

等
な
成
功
機
会
」
―
―
そ
れ
は
ス
タ
ー
ト
時
点
で
の
抽
象
的
な
平
等
で
あ
る
―
―
の
み
な
ら
ず
、「
平
等
な
成
功
価�

値�

」
を
も
つ
。
そ

の
た
め
の
然
る
べ
き
得
票
の
算
定
手
続
と
議
席
配
分
の
手
続
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
選
挙
平
等
と
言
っ
て
も
「
数
値
」
平
等
、「
成
功
機
会
」
平
等
、「
成
功
価
値
」
平
等
の
三
つ
が
区
別
さ
れ

て
、
選
挙
制
度
と
の
関
係
が
説
明
さ
れ
る
、
と
い
う
の
が
ド
イ
ツ
の
法
理
な
の
で
あ
る
。

ⅲ

右
の
、
ⅰ
ⅱ
の
二
つ
の
選
挙
方
式
が
一
つ
の
も
の
に
結
合
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
結
合
の
性
格
が
肝
要
で
あ
る
。
二
つ
の
部
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分
が
各
々
独
立
の
並
立
制Grabensystem

―
―
現
在
日
本
の
衆
院
選
挙
制
度
は
大
体
と
し
て
こ
れ
に
対
応
す
る
―
―
で
あ
れ
ば
、

各
々
に
定
義
さ
れ
る
平
等
の
基
準
は
、
各
々
の
選
挙
方
式
部
分
に
限
定
さ
れ
る
。
そ
う
で
な
く
て
二
つ
の
方
式
が
一
つ
の
全
体
と
な
っ

て
、
ど
ち
ら
か
の
方
式
が
主
導
的
で
あ
る
と
い
う
場
合
、
そ
の
主
導
的
部
分
の
平
等
基
準
が
全�

体�

的�

に�

適
用
さ
れ
る
。〔
５０
〕

②

ラ
ン
ト
憲
法
裁
は
、
本
件
ラ
ン
ト
選
挙
法
が
全�

体�

と�

し�

て�

比
例
選
挙
制
で
あ
る
と
の
趣
旨
を
次
の
様
に
補
強
し
て
い
る
―
―
。

「
直
接
候
補
者
」は
な
る
ほ
ど
、
多
数
代
表
選
出
に
よ
り
選
挙
区
か
ら
選
ば
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
議
席
も
結
局
は
、
ラ
ン
ト
・

リ
ス
ト
へ
の
算
入
の
下
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
選
挙
区
で
の
勝
利
者
に
よ
り
占
め
ら
れ
る
議
席
は
確
か
に
、
結
果
と
し
て
彼

（
女
）
に
よ
っ
て
個
人
的
に
（
人
格
的
に
）
獲
得
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
の
議
席
は
同
時
に
政
党
の
勢
力
に
比
例
し
た
も
の
で
あ
り
、

比
例
選
挙
制
の
狙
い
と
す
る
有
権
者
の
相
対
的
な
意
見
の
分
布
の
反
映
な
の
で
あ
る
。」〔
５８
〕

こ
う
し
て
ラ
ン
ト
憲
法
裁
は
、
本
件
選
挙
制
度
が
一�

体�

と�

し�

て�

比
例
代
表
選
（
１
）

挙
制
で
あ
る
と
念
を
押
し
て
い
る
の
で
あ
る
。〔
５９
〕

③

さ
て
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
に
よ
る
と
、
超
過
議
席
は
、
個
人
（
人
格
）
選
出
制
と
比
例
選
出
制
と
が
結
合
さ
れ
て
い
る
場
合
に
発

生
す
る
。
調
整
議
席
は
こ
れ
に
対
処
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
党
の
議
席
数
が
ラ
ン
ト
・
リ
ス
ト
に
投
ぜ
ら
れ
た
票
数
に
比
例
す
る
様
に
、

つ
ま
り
超
過
議
席
の
発
生
に
よ
っ
て
政
治
的
な
勢
力
関
係
が
ゆ
が
め
ら
れ
な
い
様
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
ラ
ン
ト
憲
法
３
条
１
項
の
選

挙
平
等
の
「
厳
格
な
」
原
則
を
考
慮
す
れ
ば
、
同
憲
法
１０
条
２
項
５
文
の
解
釈
と
し
て
は
、
完
全
な
調
整
が
原
則
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

部
分
的
に
と
ど
ま
る
（
数
を
限
定
す
る
）
調
整
は
、
説
得
的
で
や
む
を
得
な
い
理
由
で
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
例
外
で
あ
る
。

〔
７６
―
７７
〕

④

そ�

も�

そ�

も�

、
調
整
議
席
を
必
要
と
す
る
、
そ
の
前
提
で
あ
る
超
過
議
席
は
「
不
可
避
的
な
最
小
限
度
で
の
み
」
許
容
さ
れ
る
。

そ
の
調
整
は
勿
論
、
発
生
し
た
ゆ�

が�

み�

を
可
及
的
に
排
除
し
て
、
選
挙
平
等
を
可
及
的
に
充
足
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
（
２
）

な
い
。

選
挙
平
等
原
理
か
ら
導
か
れ
る
「
成
功
価
値
」
平
等
と
い
う
基
準
は
な
る
ほ
ど
、
区
別
（
差
別
）
の
絶
対
的
禁
止
を
意
味
し
な
い
。
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し
か
し
、
選
挙
制
度
の
具
体
化
に
際
し
て
の
立
法
者
の
形
成
余
地
は
狭
い
。
と
言
う
の
も
、
選
挙
平
等
は
―
―
一
般
的
な
平
等
条
項
と

違
っ
て
―
―
厳
格
に
形
式
的
な
平
等
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
柔
軟
な
」
解
釈
を
許
容
し
な
い
。
だ
か
ら
、
立
法
者
は
「
何
ら
か

の
」
調
整
を
規
定
す
れ
ば
済
む
と
い
う
わ
け
に
は
行
か
な
い
。「
成
功
価
値
」
平
等
の
原
理
が
充
足
さ
れ
た
と
言
え
る
に
は
、
全
て
の

超
過
議
席
が
調
整
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
仮
り
に
調
整
さ
れ
な
い
超
過
議
席
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
ラ
ン
ト
憲
法

３
条
１
項
の
厳
格
な
要
請
の
下
で
、
正
当
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。〔
７８
―
７９
〕

⑶

憲
法
審
査
の
対
象
は
、
申
立
人
の
主
張
に
よ
っ
て
規
範
統
制
に
付
さ
れ
て
い
る
ラ
ン
ト
選
挙
法
３
条
５
項
３
文
―
―
調
整
議
席

を
限
定
し
て
い
る
―
―
に
限
定
さ
れ
な
い
。
ラ
ン
ト
憲
法
裁
は
、
こ
う
し
て
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
判
所
法
４２
条
２
文
に
よ
り
、
ラ
ン
ト
選

挙
法
３
条
５
項
全
体
、
同
１
条
１
項
２
文
、
同
１
条
２
項
、
同
１６
条
の
審
査
に
踏
み
込
む
の
で
あ
る
。〔
８５
〕

A

ラ
ン
ト
憲
法
裁
に
よ
る
と
、
申
立
人
の
攻
撃
す
る
ラ
ン
ト
選
挙
法
３
条
５
項
３
文
は
右
の
様
に
、
そ
の
他
の
規
定
と
相�

ま�

っ�

て�

は
じ
め
て
「
所
与
の
事
実
的
状
況
」
の
下
で
成
功
価
値
平
等
に
ゆ�

が�

み�

を
生
み
、
そ
の
ゆ�

が�

み�

は
散
発
的
な
も
の
で
も
軽
視
し
う
る
よ

う
な
も
の
で
も
な
い
。〔
８７
〕

⒜

こ
の
一
票
の
重
さ
の
不
平
等＝

ゆ
が
み
は
、「
第
一
票
」
と
「
第
二
票
」
と
が
結
合
し
て
は
じ
め
て
発
生
す
る
。「
第
一
票
」
も

「
第
二
票
」
も
そ
れ
だ
け
で
は
不
平
等
を
生
ま
な
い
。
こ
の
不
平
等
は
、
余
剰
議
席
（
結
果
的
に
超
過
議
席
）
政
党
の
た
め
に
第
二
票

だ
け
で
な
く
、
成
功
し
た
第
一
票
も
数
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
有
権
者
が
、
他
政
党
に
投
じ
た
有
権
者
よ
り
も
よ
り
強
い
政
治
的
影

響
力
を
ふ
る
う
点
に
こ
そ
あ
る
。〔
８８
〕

⒝

ラ
ン
ト
憲
法
裁
の
説
明
す
る
と
こ
ろ
、
右
の
⒜
を
２
０
０
９
年
の
ラ
ン
ト
議
会
選
挙
の
結
果
に
即
し
て
具
体
的
に
述
べ
る
と
、

こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
―
―
。

Ｃ
Ｄ
Ｕ
に
残
存
し
た
３
つ
の
「
お
お
わ
れ
な
い
余
剰
議
席
」
は
比
例
配
分
に
反
し
、
そ
の
投
票
総
数
で
超
過
議
席
に
寄
与
し
た
。
Ｃ
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Ｄ
Ｕ
の
直
接
候
補
者
に
投
票
し
た
有
権
者
に
、
結
果
と
し
て
よ
り
重
い
一
票
を
与
え
た
こ
と
に
な
る
。
Ｃ
Ｄ
Ｕ
に
投
じ
た
有
権
者
と
他

党
に
投
じ
た
有
権
者
と
の
不
平
等
は
、
次
ペ
ー
ジ
の
グ
ラ
フ
（
＊
）
の
通
り
に
示
さ
れ
る
―
―
。

⒞

確
か
に
、「
お
お
わ
れ
な
い
余
剰
議
席
」
に
よ
る
一
票
の
重
さ
の
不
平
等
は
、
有
権
者
全
体
に
一
様
に
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
ど
の
選
挙
で
も
必
ず
発
生
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
２
０
０
９
年
ラ
ン
ト
議
会
選
挙
結
果
が
軽
視
し
う
る
程
度
の

例
外
的
場
合
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
決
定
的
で
あ
る
。
こ
の
ゆ�

が�

み�

は
、
将
来
も
予
期
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

と
言
う
の
は
、
様
々
の
要
因
が
予
期
不
能
に
し
て
、
か
つ
相
剰
し
合
う
こ
と
を
別
に
し
て
も
、
余
剰
議
席
発
生
が
恐
ら
く
今
後
も
現
実

の
こ
と
と
な
る
と
い
う
の
が
、
目
下
の
選
挙
法
を
取
り
巻
く
「
政
治
的
現
実
」
で
あ
る
か
ら
だ
、
と
ラ
ン
ト
憲
法
裁
は
述
べ
る
。
政
党

の
多
岐
化
、
第
二
票
の
幅
広
い
分
布
、
さ
ら
に
「
交
差
投
票
」Stim

m
ensplitting

、
選
挙
区
数
、
選
挙
区
規
模
の
バ
ラ
ツ
キ
も
ま
た
、

超
過
議
席
発
生
を
促
す
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。〔
９５
〕

B

次
は
、
言
わ
ゆ
る
三
段
階
審
査
の
「
正
当
化
」
段
階
で
あ
る
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
目
下
の
と
こ
ろ
、
こ
の
ゆ�

が�

み�

を
正
当
化

す
る
理
由
は
存
在
し
な
い
。

⒜

前
述
し
た
様
に
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
に
よ
る
と
、
立
法
者
に
は
、
選
挙
平
等
と
憲
法
上
の
他
の
正
当
な
目
的
と
を
調
和
さ
せ
る
た

め
に
形
成
余
地
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
選
挙
権
不
平
等
が
発
生
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
に
つ
き
「
や
む
を
え

な
い
」
理
由
が
必
要
で
あ
る
（BV

erfG

の
判
例
。）〔
９７
〕

ウ
ン
シ
ャ
ル
フ
ェ

こ
こ
で
、「
や
む
を
え
な
い
」
理
由
と
は
、
数
的
に
不
可
避
の
極
く
小
さ
な
差
―
―
例
え
ば
端
数
を
ど
う
扱
う
か
―
―
だ
け
で
な
く
、

憲
法
上
不
可
避
的
な
差
異
も
そ
う
で
あ
る
。
選
挙
平
等
と
他
の
選
挙
原
理
、
他
の
基
本
権
と
の
間
で
も
抵
触
は
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

ラ
ン
ト
憲
法
裁
に
よ
れ
ば
、
ラ
ン
ト
憲
法
の
６９
人
と
い
う
総
定
数
規
定
も
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
国
民
代
表
の
選
挙
と
い
う
「
事
物
領

域
」
の
本
性
か
ら
導
か
れ
る
「
十
分
な
」zureichend

理
由
で
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
（BV

erfG

の
判
例
。）〔
９８
〕

（
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８

一議席ご
との票

１４．８７０，９１

１９．１５２，８０－
１４．８７０，９１

＝

４．２８１，８９

グラフの（従に）第４列と第６列が、比例選出制の枠内で第二票のどれだけの得票を、各
政党が一議席を得るのに必要とするかを示している。第３列は、ラント選挙法３条３項によ
る、ラント・リストに基づくドント式での比例制での議席配分を示し、第５列が、ラント選
挙法３条５項２文による余剰議席調整の後の議席配分を示すものである。第８列では、CDU
が「おおわれない余剰議席」でもって、さらなる議席を配分されることで、第二票での得票
がどれだけ少なくて済むが示されている。必要とされる最大票数と最小票数との算術的に不
可避的な差（隔り）は比例選出内では２．８４７，０８票（第６列）となるが、CDUへの「おおわれ
ない余剰議席」を入れると、今や、それは４．２８２，７９票となった。（尚、私＝小貫の計算では
４．２８１，８９票である。）
以上の数値から、法定の比例調整が有権者の声を忠実に反映するには適切でないことが明

らかである。そのゆ
�

が
�

み
�

は、ここで用いられているドント式での比例手続に不可避的に伴う
ものと想定される範囲を超えるものである。最終的にCDUに必要とされる第二票の得票
（１４．８７０，９１票）は、必要とされる最小票（SPD――１６．３０５，７２票）と最高票（左派――１９．１５２，８０
票）との比較から導かれる範囲を逸脱している〔９３―９４。〕

７

おおわれ
ない余剰
議席を含
めて

３４

６

一議席ご
との票

１６．３１０，０６

１６．３０５，７２※

１７．０９５，５７

１６．６１３，９１

１７．４２５，２５

１９．１５２，８０※

一議席の
ために必
要とされ
た最小票
と最大票
との差は
２．８４７，０８

５

余剰議席
調整後の
議席配分

３１

２５

１４

１２

４

５

４

一議席ご
との票

２１．９８３，１３

２１．４５４，８９※

２１．７５８

２２．１５１，８８

２３．２３３，６６

２３．９４１※

一議席の
ために必
要とされ
た最小票
と最大票
との差は
２．４８６，１１

３

比例での
議席配分

２３

１９

１１

９

３

４

２

第二票

５０５．６１２

４０７．６４３

２３９．３３８

１９９．３６７

６９．７０１

９５．７６４

１

政 党

CDU

SPD

FDP

緑の党

SSW

左派

備考
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さ
ら
に
、
立
法
目
的
と
の
関
係
で
手
段
が
「
適
切
で
」geeignet

「
必
要
な
」erforderlich

も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の

許
容
度
は
、
選
挙
権
（
平
等
）
侵�

害�

の�

強�

度�

に
も
依
存
す
る
。
そ
し
て
、
立
法
者
は
問
題
の
法
規
定
の
評
価
に
際
し
、「
政
治
的
現
実
」

を
志
向
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
選
挙
法
規
定
の
憲
法
的
正
当
化
は
抽
象
的
に
な
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
事
実
的
・
法
的
な
新
し

い
展
開
に
照
ら
し
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
以
上
、BV

erfG

の
判
例
）〔
９９
〕

⒝

結
論
と
し
て
は
、
本
件
で
の
成
功
価
値
の
不
平
等
は
、
投
票
の
換
算
手
続
に
伴
な
う
不
可
避
的
な
も
の
で
な
い
。
ま
た
、
人
物

を
選
出
す
る
点
で
の
向
上
に
も
、
ラ
ン
ト
議
会
の
機
能
強
化
に
も
資
さ
な
い
。
あ
る
い
は
、
憲
法
に
よ
る
総
議
員
「
定
数
」（
６９
人
、

ラ
ン
ト
憲
法
１０
条
２
項
１
文
、
２
文
）
が
も
う
一
つ
の
「
や
む
を
え
な
い
」
理
由
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁

は
、「
現
在
の
事
実
上
、
そ
し
て
法
的
諸
条
件
の
下
で
は
」
余
剰
議
席
調
整
の
数
的
制
限
（
ラ
ン
ト
選
挙
法
３
条
５
項
３
文
）
は
、
こ

の
目
標
定
数
と
選
挙
平
等
と
を
適
切
に
調
和
さ
せ
た
も
の
と
は
言
え
な
い
、
と
説
示
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
そ
も
そ
も
超
過
議
席
発

生
を
回
避
す
る
こ
と
に
無
頓
着
で
あ
る
。「
今
日
の
政
治
的
状
況
に
照
ら
す
と
」
こ
の
規
定
も
含
め
て
問
題
の
諸
規
定
が
相
ま
っ
て
、

超
過
議
席
を
原
則
と
し
て
―
―
例
外
的
に
で
な
く
―
―
発
生
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
、
と
。〔
１
０
０
〕

右
の
点
は
さ
ら
に
具
体
的
に
諄
諄
と
説
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
さ
ら
に
、
比
例
原
則
審
査
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
後
者
に
焦
点
を
当
て
た
い
。

⒞

制
憲
者
が
ラ
ン
ト
議
会
の
議
員
「
定
数
」
を
設
定
し
た
こ
と
で
、
と
も
か
く
も
立
法
者
が
選
挙
法
の
形
成
に
際
し
志
向
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
一
つ
の
目
標
が
定
式
化
さ
れ
た
。
こ
こ
か
ら
、
ラ
ン
ト
憲
法
は
比
例
原
則
に
基
づ
く
説
示
を
展
開
し
て
、
結
果
と
し
て
、

こ
の
目
標
の
た
め
に
調
整
議
席
の
数
的
制
限
が
役
立
つ
と
し
て
も
、「
現
行
選
挙
法
の
諸
条
件
の
下
で
は
」
今
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
比

例
原
則
に
反
す
る
と
判
定
す
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
行
論
に
踏
み
込
ん
で
み
た
い
。

①

ラ
ン
ト
憲
法
裁
に
よ
る
と
、
政
党
が
多
岐
化
し
て
い
る
と
い
う
今
日
の
政
治
的
所
与
及
び
選
挙
法
の
今
日
的
あ
り
よ
う
の
下
で

（
三
二
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は
、
本
件
の
規
律
は
憲
法
の
目
標
設
定
と
の
関
係
に
お
い
て
さ
え
「
適
切
で
な
い
。」
こ
の
目
標
設
定
は
、
ラ
ン
ト
選
挙
法
３
条
５
項

２
文
の
制
限
に
も
拘
ら
ず
、
現
実
に
は
９５
の
議
席
に
ま
で
肥
大
化
し
た
の
で
あ
り
、
明
ら
か
に
踏
み
に
じ
ら
れ
て
い
る
。〔
１
１
１
〕

さ
ら
に
、
こ
の
制
限
は
一
方
的
に
調
整
議
席
を
犠
牲
に
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
で
次
の
点
も
な�

い�

が�

し�

ろ�

に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

「
人
格
化
さ
れ
た
比
例
選
挙
制
」
の
条
件
の
下
で
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
憲
法
上
与
え
ら
れ
て
い
る
成
功
価
値
の
平
等
の
下
で
は
、
何

よ
り
も
超
過
議
席
が
回
避
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
超
過
議
席
と
結
合
す
る
選
挙
権
平
等
の
侵
害
は
、「
事
実
的
、

法
的
所
与
」
の
下
で
は
「
必
要
で
な
い
。」
立
法
者
は
、
他
の
「
適
切
な
」
手
段
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
議
員
総
数
を
減
ら
す
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
現
行
の
選
挙
法
で
は
、
と
り
わ
け
二
票
制
、
選
挙
区
数
、
直
接
に
選
出
さ
れ
る
議
員
の
数
、
一
つ
の
選
挙
区
に
つ
き
平

均
の
２５
％
内
で
の
み
人
口
偏
差
が
許
容
さ
れ
る
と
い
う
規
定
（
１
条
１
項
２
文
、
１
条
２
項
、
１６
条
）
に
よ
っ
て
、
か
か
る
侵
害
の
可

能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。
５
党
体
制
―
―
さ
ら
に
憲
法
上
、
国
民
的
少
数
派
と
し
て
の
Ｓ
Ｓ
Ｗ
の
特
別
の
（
３
）

役
割
―
―
と
い
う
今
日
の

「
政
治
的
現
実
」
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
相�

ま�

っ�

て�

制�

度�

的�

に�

、
超
過
し
調
整
議
席
を
大
幅
に
発
生
さ
せ
る
。
６９
人
と
い
う

目
標
設
定
が
恒
常
的
に
ふ
み
超
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。〔
１
１
２
〕

②
ⅰ

右
の
点
を
さ
ら
に
詳
述
す
る
と
、
事
実
上
の
要
因
と
し
て
は
、
選
挙
区
に
候
補
者
を
立
て
、
そ
の
後
の
比
例
調
整
に
参
加
す

る
政
党
の
数
、
投
票
率
、
第
二
票
で
の
無
効
数
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
選
挙
区
で
は
以
前
か
ら
大
政
党
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
だ
け
が

勝
利
を
収
め
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
大
政
党
は
、
第
二
票
の
得
票
と
い
う
点
で
は
後
退
し
て
い
る
。〔
１
１
４
〕

ⅱ

超
過
議
席
の
発
生
に
と
り
わ
け
大
き
く
影
響
し
て
い
る
法
的
要
因
と
し
て
は
、
選
挙
区
の
数
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
ラ
ン
ト
選
挙

法
で
は
、
目
下
、
４０
選
挙
区
で
あ
り
、
６９
人
と
い
う
前
提
の
下
で
も
、
ラ
ン
ト
・
リ
ス
ト
か
ら
選
ば
れ
る
の
は
２９
人
と
な
る
。
選
挙
区

選
出
―
―
現
行
は
多
数
代
表
制
の
小
選
挙
区
で
行
わ
れ
て
い
る
―
―
議
員
数
が
、
比
例
制
で
ラ
ン
ト
・
リ
ス
ト
か
ら
選
ば
れ
る
者
の
数

１５８ 駿河台法学 第２８巻第１号（２０１４）
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を
上
回
る
に
つ
れ
て
一
層
、
目
標
「
定
数
」＝

６９
人
を
超
過
す
る
危
険
が
大
き
く
な
る
。
こ
の
点
で
、
ラ
ン
ト
・
リ
ス
ト
か
ら
の
選
出

議
員
数
に
比
し
、
選
挙
区
選
出
議
員
数
を
少
な
く
と
も
「
調
整
さ
れ
た
状
態
」
に
ま
で
減
員
す
れ
ば
、
超
過
議
席
発
生
の
蓋
然
性
は
低

く
な
る
は
ず
だ
、
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
の
で
あ
る
。〔
１
１
５
〕

ⅲ

さ
ら
に
法
的
に
は
、
選
挙
区
規
模
の
バ
ラ
ツ
キ
が
超
過
議
席
発
生
の
要
因
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
。
選
挙
区
は
「
人
口
」
に
基
づ

い
て
画
定
さ
れ
て
お
り
（
ラ
ン
ト
選
挙
法
１６
条
２
項
、
同
３
項
）、
偏
差
は
全
選
挙
区
平
均
人
口
の
２５
％
ま
で
は
許
容
さ
れ
る
（
上
述
）。

但
し
、
最
大
選
挙
区
の
最
大
偏
差
は
、
他
の
選
挙
区
に
対
し
、
た
だ
１５
％
以
内
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
目
指
す
べ
き
だ
、
と
さ
れ
て
い
る
。

２
０
０
９
年
ラ
ン
ト
議
会
選
挙
の
場
合
、「
有
権
者
数
」
を
基
礎
と
す
る
と
選
挙
区
平
均
は
５
５
、
６
０
３
人
で
あ
る
。
最
小
選
挙
区

（
フ
ス
ム
ラ
ン
ト
）
に
は
４
２
、
０
３
７
人
の
有
権
者
が
住
ん
で
お
り
、
最
大
選
挙
区
（
ゼ
ー
ゲ
ベ
ル
ク
・
オ
ス
ト
）
に
は
６
９
、

４
０
８
人
の
有
権
者
が
い
た
。
そ
う
す
る
と
、
有
権
者
数
ベ
ー
ス
で
、
選
挙
区
平
均
か
ら
各
々
、
２４.

４
％
、
２４.

８
％
の
範
囲
内
に
収

ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
最
大
・
最
小
選
挙
区
間
の
開
き
は
、
３９.

４
％
に
至
っ
て
い
る
。〔
１
１
６
〕

既
に
右
の
行
論
か
ら
も
ほ
の
見
え
る
こ
と
が
あ
る
が
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
は
、
現
行
法
が
選
挙
区
画
定
に
つ
き「
人
口
」ベ
ー
ス
に
立
っ

て
い
る
点
を
問
題
視
し
て
い
る
。
人
口
に
対
し
て
有
権
者
数
の
割
合
が
高
い
選
挙
区
で
は
そ
の
選
挙
区
で
の
相
対
多
数
の
獲
得
が
容
易

に
な
り
、
該
政
党
の
第
二
票
で
の
得
票
に
対
応
す
る
よ
り
も
も
っ
と
、
選
挙
区
で
の
勝
利
の
蓋
然
性
が
高
ま
る
。
超
過
議
席
発
生
の
危

険
を
小
さ
く
す
る
に
は
、
最
初
か
ら
「
有
権
者
」
数
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
べ
き
だ
、
と
言
う
の
で
あ
る
〔
１
１
８
〕。
わ
が
国
で
は
、

選
挙
区
画
定
の
ベ
ー
ス
を
人
口
に
す
る
か
有
権
者
数
に
す
る
か
は
、
そ
れ
程
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
に
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
問
題
で
あ
る
。

ⅳ

右
の
様
々
の
考
慮
の
下
に
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
は
、
ラ
ン
ト
選
挙
法
を
改
正
し
て
一
票
制
に
再
帰
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
選
挙

区
数
を
激
減
さ
せ
、
同
時
に
そ
こ
で
選
出
さ
れ
る
議
員
数
を
増
加
す
る
こ
と
（
４
）

な
ど
、
可
能
な
選
択
肢
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。

〔
１
１
９
―
１
２
０
〕

（
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③

以
上
、
諸
々
の
選
択
的
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
調
整
議
席
を
数
的
に
制
限
す
る
ラ
ン
ト
選
挙
法
３
条
５
項
３
文
は
、

憲
法
の
「
定
数
」
規
定
と
の
関
係
で
「
適
切
で
も
、
必
要
で
も
な
い
。」
ま
た
、
同
３
条
５
項
全
体
、
１
条
１
項
２
文
、
１
条
２
項
、

１６
条
も
憲
法
違
反
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
本
件
で
の
ラ
ン
ト
憲
法
裁
の
主
位
的
な
実
体
判
断
で
あ
る
。

⑷

尚
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
は
右
の
諸
条
項
に
つ
き
言
わ
ば
予�

備�

的�

に�

、
憲
法
適
合
解
釈
が
可
能
か
ど
う
か
検
討
し
て
、
そ
れ
は
不
可

能
だ
と
し
て
い
る
。
判
例
に
沿
っ
て
、
ま
ず
、
憲
法
適
合
解
釈
の
限
界
と
し
て
、
法
律
の
文
言
、
法
律
の
明
確
な
意
思
に
反
し
え
な
い

こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
一
つ
の
法
規
範
の
な
か
に
二
つ
の
矛
盾
し
合
う
憲
法
的
指
示
が
調
和
さ
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
時
も
、

憲
法
適
合
解
釈
は
不
可
能
だ
、
と
釘
が
刺
さ
れ
る
。〔
１
２
３
〕

⑸

で
は
、
違
憲
と
判
定
さ
れ
た
法
規
範
の
効
力
は
ど
う
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ラ
ン
ト
憲
法
裁
の
特
色
あ
る
説
示
は
、

以
下
の
様
に
、
こ
の
側
面
で
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
て
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
判
所
法
で
は
、
違
憲
判
定
を
受
け
た
法
律
規
定
は
、
原
則
と
し
て
当
初
よ
り
無
効
で
あ
る
（
同
４２
条
１
文
な

ど
。）
し
か
し
、
例
外
的
に
憲
法
に
「
不
適
合
」―
―
無
効
で
な
く
て
―
―
の
宣
言
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
手
法
は
、
立
法
者

の
形
成
自
由
を
尊
重
す
る
も
の
で
あ
り
、
違
憲
状
態
を
除
去
す
る
た
め
に
、
よ
り
多
く
の
可
能
性
が
立
法
者
に
尚
も
残
さ
れ
て
い
る
時

に
も
、
こ
う
す
べ
き
な
の
だ
、
と
ラ
ン
ト
憲
法
裁
は
説
く
。〔
１
２
７
〕

「
所
与
の
事
実
上
の
条
件
の
下
で
は
」
問
題
の
諸
規
定
が
相
剰
的
に
絡
み
合
っ
て
、
超
過
議
席
発
生
の
危
険
を
増
幅
さ
せ
る
。
こ
う

し
て
、
６９
人
と
い
う
原
則
的
「
定
数
」
へ
の
違
背
が
正
当
化
し
え
な
い
程
に
な
る
。
と
り
わ
け
超
過
議
席
が
発
生
す
れ
ば
、
憲
法
上
、

多
く
の
調
整
議
席
も
発
生
す
る
の
だ
か
ら
、
そ
う
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
態
を
避
け
る
た
め
に
は
、
立
法
者
は
ま�

ず�

は�

超
過
議

席
の
発
生
を
こ
そ
制
限
す
べ
き
な
の
で
あ
り
、
調
整
議
席
の
方
を
制
限
す
べ
き
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
の
見
解
で
は
、

超
過
議
席
を
許
容
し
て
お
い
て
、
調
整
議
席
を
数
的
に
制
限
す
る
の
は
本
末
転
倒
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、
立
法
者
に
は
、
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選
挙
法
改
正
に
つ
い
て
は
多
様
な
選
択
肢
が
残
さ
れ
て
い
る
。〔
１
２
８
〕

さ
て
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
に
よ
れ
ば
、「
不
適
合
」
宣
言
の
場
合
―
―「
無
効
」
宣
言
と
違
っ
て
―
―
、
該
法
規
範
は
尚
も
形
式
的
に
は

存
在
す
る
と
は
言
え
、
然
る
べ
く
法
改
正
（
な
い
し
は
制
定
）
が
な
さ
れ
る
ま
で
適
用
を
阻
止
さ
れ
る
。
こ
の
適
用
阻
止
は
原
則
と
し

て
、
違
憲
判
定
を
受
け
た
法
規
範
に
基
づ
く
、
ま
だ
未
確
定
の
全
て
の
裁
判
に
及
ぶ
。
本
件
選
挙
の
効
力
は
し
か
し
、
上
述
の
諸
理
由

か
ら
、
こ
の
裁
判
（
抽
象
的
規
範
統
制
手
続
）
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
な
い
。
選
挙
の
効
力
や
、
選
挙
結
果
に
つ
い
て
は
選
挙
審
査
手

続
で
の
み
争
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。〔
１
３
０
、
２７
〕

こ
う
し
て
、
と
も
か
く
も
ラ
ン
ト
選
挙
法
の
問
題
の
諸
規
定
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
、
来
た
る
「
再
」
選
挙
で
も
、
過
渡
期
だ
か
ら

と
言
っ
て
も
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
確
言
さ
れ
た
。
と
は
言
え
、
問
題
の
諸
規
定
の
う
ち
３
条
５
項
３
文
を
維
持
し
た
形
で
の
、
ま
た

は
１
条
１
項
２
文
、
１
条
２
項
、
１６
条
の
な
か
の
一
つ
な
い
し
よ
り
多
く
の
規
定
を
維
持
し
た
形
で
の
改
正
の
可
能
性
も
立
法
者
に
委

ね
ら
れ
て
い
る
、
と
の
留
保
が
付
さ
れ
た
。
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
も
憲
法
上
の
目
標
「
定
数
」
を
維
持
す
る
た
め
、
及
び
別
件
の
選

挙
審
査
手
続
（
上
述
２
）
の
裁
判
を
考
慮
し
て
、
ま
た
立
法
者
に
委
ね
ら
れ
た
選
択
肢
に
留
意
し
て
、
本
件
ラ
ン
ト
憲
法
裁
は
法
改
正

が
遅
滞
な
く
行
わ
れ
る
こ
と
を
立
法
府
に
強
く
訴
え
て
い
る
（
違
憲
警
告
判
決
。）
こ
う
し
て
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
は
、
違
憲
の
選
挙
が

く
り
返
さ
れ
る
危
険
を
除
去
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
〔
１
３
１
〕。
ラ
ン
ト
の
立
法
府
が
こ
れ
を
ど
う
受
け
と
め
る
か
。
ボ
ー
ル

は
投
げ
ら
れ
た
。

注（
１
）
ラ
ン
ト
憲
法
裁
の
こ
の
点
の
思
考
様
式
は
、
あ
く
ま
で
も
ラ
ン
ト
選
挙
法
の
定
め
る
制
度
、
仕
組
み
の
解
釈
の
結
果
、
そ
れ
が
全
体
と

し
て
比
例
代
表
制
と
考
え
ら
れ
る
、
と
言
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ラ
ン
ト
憲
法
自
体
の
解
釈
と
し
て
、
憲
法
は
比
例
代
表
制
を

（
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要
請
し
て
い
る
、
少
な
く
と
も
比
例
代
表
制
が
主
導
的
な
仕
組
み
で
あ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で
、
法
律
が
合
憲
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
法

律
の
定
め
る
制
度
も
そ
う
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
思
考
様
式
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
基
本
法GG

の
レ
ヴ
ェ
ル
で
既

に
、
連
邦
議
会
選
挙
に
つ
い
て
は
比
例
代
表
制
―
―
も
し
く
は
比
例
代
表
制
の
部
分
が
優
位
す
る
制
度
―
―
の
採
択
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
お

り
、
そ
の
意
味
で
基
本
法
３８
条
３
項
は
「
法
律
の
留
保
」
規
定
で
は
な
い
と
い
う
向
き
の
学
説
と
し
て
、M

.M
orlok,‘

D
em
okratie

und
W
ahlen’,a.a.O

.,ders.,‘
A
rt. ３８’,a.a.O

.,H
.M
eyer,‘

D
em
okratische

W
ahlund

W
ahlsystem

’,a.a.O
.,ders.,‘

W
ahlgrundsä

tze,W
ahlverfahren,W

ahlpnüfung’,a.a.O
.

（
２
）
こ
の
判
決
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
の
だ
が
、
超
過
議
席
が
一
番
重
大
な
問
題
点
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
前
述
の
「
消
極
的
一
票
の

重
さ
」、
調
整
議
席
に
関
わ
る
一
連
の
問
題
群
が
連
鎖
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
様
に
問
題
が
連
鎖
し
て
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る

の
は
、
連
邦
レ
ヴ
ェ
ル
で
も
ラ
ン
ト
レ
ヴ
ェ
ル
で
も
同
様
で
あ
る
。
問
題
の
起
点
つ
ま
り
、
ア
キ
レ
ス
腱
は
や
は
り
超
過
議
席
で
あ
り
、
こ

れ
を
そ
も
そ
も
二
票
制
か
ら
の
必
然
的
結
果
と
し
て
甘
受
す
べ
き
か
、
ま
た
超
過
議
席
の
主
要
因
た
る
「
交
差
投
票
」
を
む
し
ろ
自
由
な
投

票
の
発
現
と
し
て
積
極
的
に
位
置
づ
け
る
べ
き
か
ど
う
か
。
超
過
議
席
を
い
か
に
憲
法
的
に
評
価
す
る
か
に
よ
っ
て
、
調
整
議
席
を
そ
も
そ

も
、
又
は
ど
の
程
度
ま
で
設
け
る
べ
き
か
の
見
解
も
異
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
連
邦
・
ラ
ン
ト
両
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
現
行
選
挙
法
を
そ
も
そ
も
、

又
は
ど
の
方
向
に
改
正
す
べ
き
か
も
、
こ
う
し
た
一
連
の
問
題
群
へ
の
対
処
と
し
て
答
え
が
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。V

gl.
H
.-J.

Pa-
pier,JZ

１９９６,S.２６５ff.

（a.a.O
.

）,J.Ipsen,JZ
２００２,S.４６９ff.,J.Isensee,D

V
BL
２０１０,S.２６９ff.,F.Pukelsheim

／
M
.Rossi,JZ

２０１０,S.９２２ff.,dies.,JZ
２０１１,S.２４３ff.,B.Grzeszick,JZ

２０１１,S.２４２f.

例
え
ば
Ｊ
・
イ
ー
ゼ
ン
ゼ
ー
は
、
消
極
的
一
票
の
重
さ
の
効

果
に
つ
い
て
の
連
邦
憲
法
裁
２
０
０
８
年
判
決＝

E１２１,
２６６

を
き
っ
か
け
に
し
て
、
超
過
議
席
と
の
関
係
を
う
ま
く
整
理
し
て
、
そ
の
効

果
を
抑
え
る
方
策
を
模
索
し
て
い
る
。
イ
ー
ゼ
ン
ゼ
ー
に
よ
れ
ば
、
超
過
議
席
自
体
は
連
邦
憲
法
裁
も
あ
る
程
度
ま
で
は
受
忍
し
う
る
と
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
消
極
的
一
票
の
重
さ
の
効
果
を
な
く
す
こ
と
が
肝
要
な
の
だ
、
と
言
う
。
調
整
議
席
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
議
会
を
肥

大
化
し
、
こ
れ
ま
で
の
定
数
削
減
の
努
力
を
台
無
し
に
す
る
。
ま
た
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
の
場
合
の
様
に
、
調
整
議
席
の

数
を
制
限
す
る
と
、
さ
ら
な
る
平
等
の
問
題
が
出
て
く
る
、
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
内
在
す
る
、
と
批
判
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
言
う
ま
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で
も
な
く
、
超
過
議
席
自
体
に
懐
疑
的
な
の
か
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
の
ラ
ン
ト
憲
法
裁
な
の
で
あ
る
。

（
３
）
こ
の
点
を
争
点
化
す
る
こ
と
に
な
る
の
が
、
後
述
５
で
取
材
さ
れ
る
、
２
０
１
３
年
９
月
１３
日
の
ラ
ン
ト
憲
法
裁
判
決
で
あ
る
。

（
４
）
連
邦
議
会
選
挙
に
つ
き
、
つ
ま
り
連
邦
選
挙
法
の
改
正
に
つ
き
、
既
に
１
９
６
０
年
代
に
議
論
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
も
あ
る
。

４

上
記
ラ
ン
ト
憲
法
裁
の
二
つ
の
判
決
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て

以
上
、
２
、
３
、
で
か
な
り
詳
し
く
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
の
ラ
ン
ト
憲
法
裁
に
よ
る
二
つ
の
判
決
を
跡
づ
け
て

み
た
。
私
見
の
限
り
で
は
、
総
じ
て
肯
定
的
な
受
け
と
め
方
が
目
に
つ
く
と
こ
ろ
で
（
１
）

あ
る
。
延
い
て
は
、
こ
れ
ら
二
判
決
が
相
ま
っ
て
、

連
邦
憲
法
裁
が
選
挙
権
平
等
の
問
題
に
関
し
て
実
体
的
に
も
救
済
の
視
点
か
ら
も
今
後
目
指
す
べ
き
方
向
性
を
も
照
ら
し
出
し
て
い
る
、

と
い
う
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

⑴

ま
ず
、
二
つ
の
判
決
を
通
し
て
、
規
範
統
制
手
続
（N

K

）
と
選
挙
審
査
異
議
（
申
立
）
手
続
（W

PB

）
と
の
関
係
が
明
ら
か

に
さ
れ
た
点
が
重
要
で
（
２
）

あ
る
。
ま
た
、
争
わ
れ
て
い
る
選
挙
法
規
定
が
違
憲
と
さ
れ
る
（
原
則
と
し
て
無
効
と
さ
れ
る
後
述
⑵
）
な
ら

ば
、
そ
れ
に
依
拠
し
て
執
行
さ
れ
た
選
挙
自
体
も
無
効
と
な
る
の
か
ど
う
か
も
、
か
な
り
明
快
に
説
示
さ
れ
た
の
で
な
か
ろ
う
か
。

ま
ず
、
二
つ
の
裁
判
を
通
し
て
、
選
挙
瑕
疵
の
審
査
は
選
挙
審
査
異
議
手
続
で
の
み
争
わ
れ
う
る
、
と
い
う
振
り
分
け
が
な
さ
れ
た

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
違
憲
的
に
構
成
さ
れ
た
議
会
が
成
立
す
る
こ
と
を
阻
止
す
る
た
め
の
仮
処
分
（
仮
り
の
救
済
）
を
、
規
範
統

制
手
続
で
申
し
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
。
か
よ
う
に
、
規
範
統
制
手
続
で
は
選
挙
法
規
定
の
（
ラ
ン
ト
）
憲
法
適
合
性
に
つ
い

て
の
み
争
い
う
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
争
わ
れ
て
い
る
該
選
挙
法
規
定
の
違
憲
・
合
憲
性
の
問
題
は
、
選
挙
審
査
異
議
手
続
に
と
っ
て
言
わ
ば
「
前
提
問

（
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題
」V

orfrage

で
あ
る
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
争
点
を
直
接
に
扱
う
の
は
、
規
範
統
制
手
続
の
方
で
あ
る
。

以
上
の
振
り
分
け
に
よ
り
、
今
回
の
二
つ
の
判
決
の
う
ち
、
規
範
統
制
手
続
で
は
法
律
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
に
と
ど
め
、
そ
こ
か

ら
の
帰
結
に
つ
い
て
は
、
つ
ま
り
、
そ
の
際
の
立
法
府
の
法
改
正
の
義
務
や
、
所
定
期
間
内
に
改
め
て
選
挙
を
す
る
義
務
な
ど
に
つ
い

て
は
、
選
挙
審
査
異
議
手
続
の
方
で
述
べ
ら
れ
た
次
第
で
あ
っ
た
。
従
来
ド
イ
ツ
で
は
、
連
邦
憲
法
裁
で
も
、
憲
法
違
反
の
選
挙
法
に

基
づ
い
て
執
行
さ
れ
た
議
会
選
挙
自
体
の
効
力
に
つ
き
そ
れ
程
に
踏
み
込
ん
だ
検
討
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
今
回

の
二
つ
の
ラ
ン
ト
憲
法
裁
判
決
に
よ
る
振
り
分
け
が
一
層
、
光
を
放
つ
の
で
な
か
ろ
う
か
。

⑵

次
に
、
憲
法
違
反
と
判
断
さ
れ
た
選
挙
法
の
効
力
に
つ
い
て
、
で
あ
る
。
例
え
ば
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
・
ラ

ン
ト
憲
法
裁
判
所
法
４２
条
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
７８
条
に
よ
れ
ば
原
則
と
し
て
、
違
憲
の
法
律
は
無
効
と
さ
れ
る
。
尤
も
、
好
ま
し
か

ら
ざ
る
結
果
が
予
想
さ
れ
、
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
、
該
法
律
に
基
づ
く
多
く
の
行
為
が
無
効
と
な
る
の
を
免
れ
る
仕
組
み
に
な
っ

て
い
る
（
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
７９
条
、
上
記
ラ
ン
ト
憲
法
裁
判
所
法
４３
条
。）

違
憲
と
さ
れ
た
法
律
自
体
の
効
力
に
つ
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
と
し
て
も
、
た
だ「
憲
法
に
適
合
し
な
い
」と
だ
け
述
べ
て
、
そ
の（
選

挙
）
法
の
無
効
性
に
は
言
及
し
な
い
と
い
う
方
向
性
を
開
拓
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
連
邦
憲
法
裁
で
は
、
単
に
憲
法
と
の
不
適
合
性

を
宣
告
す
る
場
合
と
、
立
法
者
を
し
て
一
定
の
時
期
ま
で
に
違
憲
状
態
を
是
正
す
べ
く
義
務
づ
け
る
場
合
と
で
判
決
主
文
の
書
き
方
を

違
え
る
と
い
う
工
夫
が
開
拓
さ
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
は
、「
違
憲
警
告
判
決
」
―
―
尚
も
合
憲
の
範
囲
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
も
の
の
、

違
憲
と
な
る
恐
れ
が
迫
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
除
去
す
べ
き
こ
と
を
立
法
者
に
勧
告
す
る
―
―
と
い
う
手
法
に
つ
い
て
も
然
り
で
あ
る
。

本
件
選
挙
法
規
定
に
つ
き
、
選
挙
審
査
異
議
手
続
で
は
、
そ
の
違
憲
性
が
認
定
さ
れ
た
も
の
の
、
無
効
宣
告
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

選
挙
審
査
異
議
手
続
に
お
い
て
「
前
提
問
題
」
に
つ
き
判
決
主
文
で
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
さ
ら
に
進
ん
で
「
無
効
」
宣

告
も
な
し
う
る
か
は
争
い
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
も
か
く
も
こ
の
次
の
選
挙
ま
で
に
は
、
違
憲
の
法
律
は
形
式
的
に
は

１５２ 駿河台法学 第２８巻第１号（２０１４）

（
三
九
）



存
続
す
る
が
適
用
を
阻
止
さ
れ
て
、
最
終
的
に
は
合
憲
の
法
律
に
よ
っ
て
と
っ
て
代
わ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
次
善
の
策

と
し
て
、
違
憲
の
瑕
疵
を
も
つ
立
法
府
が
尚
も
正
当
化
さ
れ
て
、
行
動
可
能
な
も
の
と
見
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
本
件

ラ
ン
ト
憲
法
裁
の
規
範
統
制
手
続
に
お
い
て
、
ラ
ン
ト
議
会
選
挙
の
効
力
は
影
響
を
受
け
な
い
と
さ
れ
た
〔N

K
Rn.１３０

〕。
ま
た
、

選
挙
審
査
異
議
手
続
で
、
選
挙
結
果
が
過
渡
的
に
有
効
と
さ
れ
、
こ
の
ラ
ン
ト
議
会
の
下
で
該
選
挙
法
が
然
る
べ
く
改
正
さ
れ
う
る

〔W
PB
Rn.１７７

〕
と
し
た
の
は
正
当
だ
、
と
言
う
の
は
Ｍ
・
モ
ー
ロ
ッ
ク
で
あ
る
。
今
回
の
二
つ
の
判
決
を
総
合
す
る
と
、
選
挙
法

ド

グ

マ

及
び
選
挙
自
体
に
つ
い
て
違
憲
な
ら
ば
無
効
と
す
る
と
い
う
原
理
主
義
か
ら
距
離
を
と
っ
た
も
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
選
挙
法
の
世

界
で
は
完
全
に
正
当
な
の
だ
、
と
言
う
の
で
（
３
）

あ
る
。

⑶

選
挙
権
平
等
の
実
体
的
側
面
で
の
判
断
に
関
し
て
本
件
ラ
ン
ト
憲
法
裁
の
二
つ
の
判
決
の
意
義
は
ど
う
か
―
―
。
本
件
で
問
題

と
さ
れ
た
法
律
に
つ
い
て
、
外
形
的
に
は
、
超
過
議
席
を
調
整
す
る
議
席
を
数
的
に
限
定
す
る
規
定
が
争
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
二

つ
の
判
旨
か
ら
は
、
以
下
に
見
る
様
に
―
―
ま
た
、
上
記
２
、
３
、
で
既
に
見
た
様
に
―
―
超
過
議
席
そ
れ
自
体
を
違
憲
と
判
断
し
う

る
可
能
性
も
読
み
取
り
う
る
の
で
（
４
）

あ
る
。
超
過
議
席
自
体
に
つ
い
て
は
既
に
連
邦
議
会
選
挙
レ
ヴ
ェ
ル
で
も
争
わ
れ
て
い
る
が
（E９５,

３３５

）、
そ
の
違
憲
・
合
憲
に
つ
い
て
は
宙
に
浮
い
た
ま
ま
で
あ
り
（
前
記
判
決
は
４
対
４
で
あ
っ
た
）、
尚
も
連
邦
選
挙
法BW

G

に
は
、

超
過
議
席
が
維
持
さ
れ
て
い
る
。
と
言
う
こ
と
は
、
今
回
の
ラ
ン
ト
憲
法
裁
の
二
つ
の
判
決
は
、
連
邦
法
・
連
邦
憲
法
裁
の
見
解
に
対

し
て
も
見
直
し
を
迫
る
迫
力
を
宿
す
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
記
連
邦
憲
法
裁
判
決
後
、
さ
ら
に
有
権
者
の
選
挙
行
動

や
政
党
状
況
が
変
化
し
て
―
―
つ
ま
り
、「
政
治
的
、
社
会
的
現
実
」
の
変
化
―
―
、
選
挙
権
平
等
に
ま
つ
わ
る
問
題
は
一
層
、
深
克

化
し
て
い
る
。
本
件
二
つ
の
判
決
が
注
目
さ
れ
る
次
第
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
・
通
説
に
よ
る
と
、
一
票
の
重
さ
の
「
意
味
」
が
選
挙
制
度
に
左
右
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
り
、

そ
れ
だ
け
に
争
点
と
な
っ
て
い
る
選
挙
制
度
の
性
格
理
解
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
ラ
ン
ト
憲
法
裁
は
本
件
選
挙
制
度
は
比
例
代
表

（
四
〇
）
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制
だ
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
主
た
る
理
由
が
重
要
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
本
件
法
律
で
は
、
選
挙
区
で
得
ら
れ
た
議
席
が
ラ
ン
ト
・
リ

ス
ト
か
ら
さ
し
引
か
れ
る
（
ラ
ン
ト
・
リ
ス
ト
に
勘
定
さ
れ
る
）
の
で
、
そ
の
結
果
、
比
例
代
表
制
と
理
解
で
き
る
と
言
う
の
で
あ
り
、

こ
れ
は
連
邦
選
挙
法Ｂ

Ｗ
Ｇ

の
制
度
に
も
同
様
に
言
え
る
は
ず
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
論
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
認
識
は
ラ
ン
ト
の
レ

ヴ
ェ
ル
を
超
え
て
連
邦
レ
ヴ
ェ
ル
に
と
っ
て
も
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
説
示
で
（
５
）

あ
る
。
言
わ
ゆ
る
「
人
格
化
さ
れ
た
比
例
選
挙
制
」
が
結

局
、「
比
例
選
挙
制
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
な
ら
ば
、
成
功
価
値
の
平
等
は
こ
の
選
挙
制
度
全
体
に
わ
た
り
格
段
に
厳
格
に
適

用
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ど
の
一
票
も
制
度
全
体
に
わ
た
り
、
同
じ
重
さ
を
も
つ
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い

う
様
に
で
あ
る
〔N

K
,Rn.５１

〕。
そ
う
す
る
と
、
ラ
ン
ト
憲
法
１０
条
２
項
５
文
で
の
超
過
議
席
の
調
整
の
義
務
づ
け
は
、
是
非
と
も

達
成
さ
れ
る
べ
き
命
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
か
よ
う
な
成
功
価
値
平
等
の
厳
格
な
理
解
は
、
連
邦
憲
法
裁
（E９５,３３５

）
に
よ
る

超
過
議
席
の
容
認
―
―
４
対
４
で
あ
っ
た
が
―
―
と
容
易
に
は
両
立
し
な
い
。

今
回
の
二
つ
の
判
決
が
今
日
の
「
政
治
的
現
実
」
を
志
向
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
一
般
に
評
価
さ
れ
て
い
る
点
で
（
６
）

あ
る
、
例
え
ば

次
の
様
に
で
あ
る
―
―
。

今
日
で
は
、
選
挙
で
勝
利
を
狙
え
る
政
党
の
数
が
格
段
に
多
く
な
っ
た
。
政
党
の
数
が
か
よ
う
に
多
く
な
れ
ば
、
票
が
割
れ
る
た
め

選
挙
区
で
議
席
を
得
る
の
に
必
要
な
得
票
ラ
イ
ン
が
以
前
よ
り
も
低
く
な
る
。
ま
た
、
政
党
が
多
く
な
れ
ば
、
各
政
党
へ
の
第
二
票
配

分
も
少
な
く
な
り
、
そ
の
結
果
、
選
挙
区
選
出
議
席
を
リ
ス
ト
議
席
に
よ
っ
て
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
リ
ス

ト
議
席
よ
り
も
選
挙
区
議
席
の
方
が
多
く
な
る
。
超
過
議
席
が
発
生
し
易
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。
か
か
る
「
現
況
」
の
下
で
は
、
議
員

定
数
（
本
件
の
場
合
、
６９
名
）
を
で
き
る
だ
け
守
り
つ
つ
、
一
票
の
成
功
価
値
の
平
等
を
確
保
す
る
の
に
、
他
に
採
り
う
る
選
挙
法
の

形
が
あ
る
は
ず
で
、
調
整
議
席
の
数
を
限
定
す
る
現
行
法
に
憲
法
的
正
当
性
を
認
め
な
か
っ
た
二
つ
の
判
決
は
妥
当
で
あ
る
、
と
い
う

見
解
が
あ
る
。
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右
に
見
た
様
に
、
こ
の
二
つ
の
判
決
（
及
び
上
述
済
み
の
近
年
の
連
邦
憲
法
裁
の
判
例
動
向
）
が
、
憲
法
判
断
に
際
し
て
「
政
治
的

現
実
」「
法
的
、
事
実
的
状
況
」「
今
日
の
状
況
」…
…
を
志
向
し
て
い
る
と
し
て
高
く
評
価
す
る
向
き
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、

前
述
部
で
雑
感
風
に
述
べ
た
様
に
、
当
の
憲
法
判
断
に
と
っ
て
レ
レ
ヴ
ァ
ン
ト
な
「
政
治
的
現
実
」
と
は
何
か
、
そ
れ
を
い
か
に
評
価

し
て
、
そ
こ
か
ら
何
を
引
き
出
す
か
自
体
が
以
外
と
厄
介
な
の
で
あ
る
。
節
を
変
え
て
、
こ
の
点
が
争
点
と
な
り
、
そ
の
点
が
多
数
意

見
と
反
対
意
見
と
の
分
岐
点
と
な
っ
た
よ
り
最
近
の
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
・
ラ
ン
ト
憲
法
裁
の
も
う
一
つ
の
裁
判
例

を
取
り
上
げ
る
。
そ
れ
は
阻
止
条
項
を
め
ぐ
る
も
の
で
、
問
題
の
質
と
し
て
は
言
わ
ば
古
く
て
新
し
い
問
題
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

注（
１
）H

.H
olste,‘

N
euw
ahl-U

rteil
in
Schlesw

ig-H
olstein:M

enetekel
für
die
Reform

des
Bundestagsw

ahlrechts,’
Recht

und
Politik

２０１０,S.１９３ff.,D
.Parashu,‘

D
as
jüngste

Landesverfassungsrecht
der
Bundesrepublik’,Recht

und
Politik

２０１３,S.２２７ff.,M
.M
orlok,‘

W
ahlrecht

aufdem
Prüfstand

der
V
erfassungsgerichtsbarkeit:Zw

eiEntscheidungen
des

LV
erfG

Schlesw
ig-H
olstein,’

JZ
２０１１,S.２３４ff.

（
２
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
、M

.M
orlok,a.a.O

.,

の
分
析
が
参
考
に
な
る
。

（
３
）M

.M
orlok,a.a.O

.,S.２３９.

（
４
）
こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、H

.H
olste,a.a.O

.

（
５
）M

.M
orlok,a.a.O

.,S.２３６.

（
６
）M

.M
orlok,a.a.O

.,S.２３７f.,H
.H
olste,a.a.O

.,S.１９６.
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５

シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
・
ラ
ン
ト
憲
法
裁
判
所
２
０
１
３
年
９
月
１３
日
判
決

（
選
挙
審
査
異
議
申
立
手
続
、
主
と
し
てLV

erfG
７
／１２

）

上
述
２
、
３
で
取
材
し
た
２
０
１
０
年
８
月
３０
日
の
二
件
の
判
決
の
う
ち
２
事
件
判
決
（W

PB

）
で
、
一
定
期
間
内
に
改
め
て
ラ

ン
ト
議
会
選
挙
を
行
う
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
同
様
に
一
定
期
間
内
に
選
挙
法
を
改
正
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
が
、

そ
れ
が
実
現
し
た
後
、
２
０
１
２
年
５
月
６
日
に
選
挙
が
執
行
さ
れ
た
。
今
回
は
、
こ
の
選
挙
に
関
し
て
選
挙
審
査
手
続
が
進
め
ら
れ
、

議
会
で
の
審
査
手
続
に
対
し
て
異
議
申
立
が
な
さ
れ
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
で
審
理
さ
れ
た
と
い
う
次
第
で
あ
る
（LV

erfG
７
／１２,９

／１２

の
二
件
で
あ
る
が
、
以
下
、
本
稿
で
は
前
者
を
主
素
材
と
す
る
）。
上
記
２
、
３
と
違
っ
て
、
こ
こ
で
は
主
と
し
て
阻
止
条
項
を
め
ぐ

る
問
題
で
あ
る
。

⑴

選
挙
審
査
異
議
申
立
の
経
緯
は
次
の
通
り
で
あ
る
―
―
。
関
係
条
項
は
上
記
２
、
３
事
件
と
も
重
な
る
と
こ
ろ
あ
る
が
、
今
回

の
重
心
は
ラ
ン
ト
憲
法
５
条
（
国
民
的
少
数
派
保
護
規
定
で
あ
り
、
保
護
対
象
と
し
て
デ
ン
マ
ー
ク
系
及
び
フ
リ
ー
ス
系
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
）
及
び
そ
れ
と
の
関
係
で
ラ
ン
ト
選
挙
法
３
条
に
あ
る
。
後
者
に
は
言
わ
ゆ
る
（
５
％
）
阻
止
条
項
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、「
基

本
議
席
」
と
し
て
選
挙
区
で
一
議
席
獲
得
し
た
政
党
か
、
も
し
く
は
デ
ン
マ
ー
ク
系
少
数
派
政
党
に
は
適
用
除
外
さ
れ
る
。
後
者
の
適

用
除
外
規
定
の
目
的
は
、
ド
イ
ツ
―
デ
ン
マ
ー
ク
国
境
の
住
民
の
平
和
的
共
生
と
両
国
の
友
好
的
発
展
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
ラ
ン
ト
選
挙
法
の
歴
史
に
お
い
て
、
国
民
的
少
数
派
政
党
規
定
が
廃
止
さ
れ
、
阻
止
条
項
も
７.

５
％
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
時
期

が
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
、
１
９
５
２
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
有
名
な
判
決E１,２０８

で
違
憲
の
判
断
が
下
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
阻
止

条
項
は
５
％
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
言
わ
ゆ
る
ボ
ン
・
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
宣
言
と
の
関
係
で
、
デ
ン

マ
ー
ク
系
少
数
派
政
党
は
５
％
条
項
の
適
用
除
外
と
な
っ
た
（
１
９
５
３
年
の
法
改
正
で
）。
そ
の
後
、
さ
ら
に
、
ラ
ン
ト
議
会
選
挙
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は
「
二
票
制
」
で
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、「
第
一
票
」（
選
挙
区
投
票
）
で
少
な
く
と
も
一
議
席
（「
基
本
議
席
」）
も
獲
得
で
き
な
い

か
、
も
し
く
は
有
効
な
「
第
二
票
」
の
５
％
に
達
し
な
い
政
党
は
比
例
調
整
（
ラ
ン
ト
・
リ
ス
ト
で
の
議
席
配
分
）
に
参
加
し
え
な
い
。

同
時
に
、
デ
ン
マ
ー
ク
系
少
数
政
党
に
つ
い
て
は
、
そ
の
例
外
と
す
る
と
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
１
９
９
７
年
の
法
改
正
で
）。

さ
て
、
本
件
選
挙
で
は
、
有
効
な
「
第
二
票
」
の
う
ち
、
Ｓ
Ｓ
Ｗ
（
南
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
選
挙
人
同
盟
）
は
４.

６
％
を
得
て
、

ラ
ン
ト
選
挙
法
３
条
１
項
に
よ
り
比
例
調
整
に
参
加
し
た
。「
定
数
」
６９
の
う
ち
、
Ｓ
Ｓ
Ｗ
は
３
議
席
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

確
定
結
果
に
つ
き
、
ラ
ン
ト
選
挙
長
の
も
と
に
多
く
の
異
議
が
申
し
立
て
ら
れ
た
。
理
由
づ
け
は
様
々
で
あ
っ
た
が
、
大
体
と
し
て

Ｓ
Ｓ
Ｗ
が
比
例
配
分
に
参
加
し
た
こ
と
が
違
法
で
あ
り
、
か
つ
選
挙
法
３
条
１
項
が
ラ
ン
ト
憲
法
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

ラ
ン
ト
選
挙
長
、
ラ
ン
ト
議
会
の
選
挙
審
査
委
員
会
の
順
で
、
異
議
申
立
が
却
下
さ
れ
、
２
０
１
２
年
９
月
２６
日
、
ラ
ン
ト
議
会
本
会

議
で
こ
の
点
が
承
認
さ
れ
た
。

右
の
ラ
ン
ト
議
会
本
会
議
の
議
決
が
、
本
件
選
挙
審
査
異
議
申
立
の
対
象
で
あ
る
。
こ
の
申
立
は
と
り
わ
け
選
挙
の
や
り
直
し
を
求

め
、
予
備
的
に
選
挙
結
果
の
更
正
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
ま
ず
、
有
効
な
「
第
二
票
」
の
５
％
に
達
し
な
い

選
挙
リ
ス
ト
も
議
席
配
分
に
際
し
考
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
の
確
認
、
第
二
に
、
本
件
で
Ｓ
Ｓ
Ｗ
に
３
つ
の
議
席
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
が

法
律
及
び
憲
法
に
反
す
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
た
の
で
（
１
）

あ
る
。

申
立
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
ラ
ン
ト
選
挙
法
３
条
１
項
自
体
が
違
憲
で
あ
り
、
と
り
わ
け
５
％
条
項
は
ラ
ン
ト
憲
法
に
根
拠
の
な
い

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
選
挙
権
の
成
功
価
値
平
等
を
侵
害
す
る
。
こ
の
点
は
さ
て
お
き
、
デ
ン
マ
ー
ク
系
少
数
派
政
党
を
阻
止
条
項

か
ら
適
用
除
外
す
る
こ
と
は
、
憲
法
的
に
正
当
化
し
え
な
い
。

ま
た
、
申
立
人
は
、
Ｓ
Ｓ
Ｗ
は
デ
ン
マ
ー
ク
系
の
利
益
だ
け
に
特
化
し
た
活
動
だ
け
で
な
く
、
政
治
活
動
全
般
に
従
事
し
て
お
り
、

連
立
政
権
に
も
参
加
し
て
い
る
。
何
ら
、
他
の
政
党
と
異
な
ら
な
い
の
で
、
Ｓ
Ｓ
Ｗ
は
も
は
や
デ
ン
マ
ー
ク
系
少
数
派
政
党
と
は
言
え
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な
い
。
だ
か
ら
、
５
％
条
項
の
除
外
対
象
で
は
な
い
、
と
断
定
す
る
の
で
あ
る
。
仮
に
Ｓ
Ｓ
Ｗ
が
デ
ン
マ
ー
ク
系
少
数
派
政
党
で
あ
る

と
し
て
も
、
デ
ン
マ
ー
ク
系
少
数
派
の
存
在
し
な
い
地
域
で
は
、
か
か
る
適
用
除
外
扱
い
は
正
当
化
さ
れ
な
い
、
な
ど
と
主
張
す
る
の

で
あ
っ
た
。〔Rn.
１
―
２４
〕

⑵

本
件
の
口
頭
弁
論
の
冒
頭
で
は
各
々
の
立
場
か
ら
見
解
が
述
べ
ら
れ
た
。
以
下
、
A
ラ
ン
ト
議
会
・
政
府
、
B
ラ
ン
ト
選
挙
長
、

C
Ｓ
Ｓ
Ｗ
会
派
、
D
Ｆ
Ｄ
Ｐ
会
派
、
E
海
賊
会
派
、
各
々
の
見
解
の
要
旨
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
結
論
先
取
り
と
な
る
が
、
A
B
C

は
本
件
異
議
に
理
由
な
し
と
す
る
立
場
で
、
言
わ
ば
共
同
戦
線
を
形
成
す
る
。
こ
れ
に
対
し
D
E
は
主
張
の
重
心
が
異
な
り
、
温
度
差

あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
Ｓ
Ｓ
Ｗ
が
優
遇
扱
い
さ
れ
る
こ
と
は
憲
法
的
に
正
当
化
し
え
な
い
と
す
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
後
述
の

⑷
で
の
反
対
意
見
は
、
多
く
の
点
で
、
D＝

Ｆ
Ｄ
Ｐ
の
主
張
と
重
な
る
。
ま
た
、
E
は
そ
も
そ
も
、
５
％
条
項
自
体
が
憲
法
上
、
正
当

化
し
え
な
い
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
A
B
C
の
主
張
だ
け
を
取
り
挙
げ
る
に
と
ど
め
る
。

A

本
件
申
立
て
に
は
理
由
が
な
く
、
仮
に
選
挙
審
査
に
瑕
疵
が
あ
り
、
ラ
ン
ト
議
会
の
議
決
が
違
法
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
選
挙

は
無
効
と
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
ラ
ン
ト
議
会
・
政
府
の
見
解
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
Ｓ
Ｓ
Ｗ
が
今
日
尚
も
デ
ン
マ
ー
ク
系
少
数
派
政
党
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
規
約
・
綱
領
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
、
と
す
る
。

政
治
の
全
領
域
で
活
動
し
て
い
て
も
、
そ
の
こ
と
に
変
わ
り
な
い
、
と
。

両
者
の
見
解
で
は
、
５
％
条
項
自
体
も
、
デ
ン
マ
ー
ク
系
少
数
派
政
党
の
適
用
除
外
規
定
も
合
憲
で
あ
り
、
連
邦
憲
法
裁
の
判
例
に

沿
っ
て
、「
説
得
的
な
」「
十
分
な
」
理
由
で
正
当
化
さ
れ
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

⒜

こ
の
見
解
は
、
５
％
条
項
を
憲
法
秩
序
の
維
持
、
よ
り
具
体
的
に
は
選
挙
の
「
統
合
」
作
用
、
ラ
ン
ト
議
会
の
機
能
維
持
と
い

う
、
お
な
じ
み
の
正
当
化
理
由
を
挙
げ
る
が
、
ラ
ン
ト
議
会
は
さ
ら
に
、
比
例
原
則
と
の
関
係
で
次
の
如
く
補
強
し
て
い
る
―
―
。

比
較
憲
法
的
に
も
、
阻
止
条
項
は
、
政
府
形
成
・
立
法
・
予
算
策
定
な
ど
に
関
し
重
大
な
政
治
的
危
機
を
回
避
す
る
の
に
「
適
し
て
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い
る
。」
異
議
申
立
人
は
、「
代
替
な
い
し
万
一
の
場
合
の
票
」
制
度
の
導
入
を
主
張
す
る
が
、
そ
れ
は
「
適
切
で
、
よ
り
緩
か
な
」
手

段
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
比
例
選
挙
制
と
は
容
易
に
は
両
立
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

右
の
点
に
つ
い
て
、
ラ
ン
ト
政
府
も
ほ
ぼ
同
様
だ
が
、
さ
ら
に
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
（
郡
、
市
町
村
）
議
会
選
挙
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選

挙
に
関
す
る
連
邦
憲
法
裁
の
判
例
（
上
述
１
⑵
B
⒜
⒝
）
は
ラ
ン
ト
議
会
選
挙
に
は
転
用
し
え
な
い
こ
と
を
補
足
的
に
指
摘
し
て
い
る
。

と
言
う
の
も
、
ラ
ン
ト
議
会
は
ラ
ン
ト
首
相
を
選
出
す
る
の
で
あ
り
、
首
相
は
ラ
ン
ト
議
会
の
多
数
派
か
ら
の
持
続
的
信
用
を
頼
み
と

す
る
か
ら
で
あ
る
。
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
の
「
現
実
の
政
治
状
況
」
に
照
ら
す
と
、
議
会
に
は
小
党
分
岐
化
の
恐
れ
、

議
会
に
は
機
能
障
害
の
恐
れ
が
迫
っ
て
い
る
。
２
０
０
９
年
、
２
０
１
２
年
（
本
件
選
挙
）
の
ラ
ン
ト
議
会
選
挙
結
果
が
、
こ
の
こ
と

を
示
し
て
い
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

⒝

次
に
、
ラ
ン
ト
議
会
・
政
府
の
見
解
で
は
、
５
％
条
項
か
ら
デ
ン
マ
ー
ク
系
少
数
派
政
党
を
適
用
除
外
と
す
る
規
定
も
合
憲
で

あ
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
系
少
数
派
の
政
治
的
統
合
は
憲
法
上
の
正
当
な
目
的
で
あ
り
、
ラ
ン
ト
憲
法
は
こ
の
少
数
派
に
―
―
フ
リ
ー
ス
系

と
と
も
に
―
―
保
護
・
促
進
の
権
利
を
与
え
て
い
る
（
５
条
２
項
２
文
。）
ま
た
、
ラ
ン
ト
憲
法
５
条
２
項
１
文
と
の
関
係
か
ら
も
、

ラ
ン
ト
に
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
系
少
数
派
政
党
の
政
治
参
加
の
た
め
、
ラ
ン
ト
議
会
に
そ
れ
が
進
出
す
る
の
を
促
す
た
め
の
措
置
を
と
る

権
限
―
―
義
務
で
は
な
い
に
し
て
も
―
―
が
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
と
ド
イ
ツ
と
の
友
好
の
維
持
と
い
う
点
へ
の
補
足
的

な
言
及
も
見
ら
れ
る
。〔
２５
―
３７
〕

B

ラ
ン
ト
選
挙
長
の
見
解
は
、
本
件
に
は
選
挙
の
瑕
疵
は
な
く
、
Ｓ
Ｓ
Ｗ
が
デ
ン
マ
ー
ク
系
少
数
派
政
党
で
あ
る
こ
と
を
疑
問
に

付
す
る
理
由
も
な
い
。
５
％
条
項
も
、
デ
ン
マ
ー
ク
系
少
数
派
政
党
を
そ
こ
か
ら
適
用
除
外
す
る
規
定
も
違
憲
で
は
な
い
、
と
言
う
も

の
で
あ
る
。
尚
、
事
前
の
選
挙
審
査
の
段
階
で
、
ラ
ン
ト
選
挙
法
を
憲
法
的
に
審
査
し
う
る
の
は
ラ
ン
ト
憲
法
裁
だ
け
で
あ
る
旨
を
述

べ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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C

Ｓ
Ｓ
Ｗ
の
見
解
で
は
、
政
治
全
般
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
さ
ら
に
政
府
に
参
加
し
て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
、
デ
ン
マ
ー
ク
系
少

数
派
政
党
と
い
う
性
格
を
失
わ
な
い
。
政
党
の
（
２
）

任
務
に
つ
い
て
の
規
定
及
び
議
員
の
任
務
か
ら
し
て
、
当
然
そ
う
な
の
だ
、
と
言
う
の

で
あ
る
。

Ｓ
Ｓ
Ｗ
の
見
解
で
は
、
５
％
条
項
の
免
除
に
よ
っ
て
成
功
価
値
平
等
及
び
政
党
間
機
会
均
等
は
侵
犯
さ
れ
な
い
。
少
数
派
の
実
質
的

不
利
を
回
復
す
る
も
の
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
旨
を
主
張
す
る
。
そ
の
正
当
化
理
由
と
し
て
、
と
り
わ
け
ラ
ン
ト
憲
法
５
条
２
項
、
選

挙
の
「
統
合
」
機
能
、
ボ
ン
・
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
宣
言
に
よ
る
ド
イ
ツ
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
に
課
さ
れ
た
義
務
づ

け
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
の
目
的
達
成
の
た
め
に
、
よ
り
適
合
的
で
、
よ
り
柔
か
な
手
段
は
考
え
ら
れ
な
い
、
と
述
べ
て
い
た
。〔
３９
―
４０
〕

⑶

以
下
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
の
本
件
で
の
結
論
、
及
び
そ
の
理
由
づ
け
で
あ
る
。
右
に
見
た
様
に
、
論
争
点
は
多
岐
に
渡
る
。
結
論

と
し
て
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
は
、
申
立
自
体
は
認
容
さ
れ
る
も
の
の
、
理
由
づ
け
が
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
棄
却
し
て
い
る
。
以
下
、
大

き
く
二
点
に
分
節
化
し
て
、
や
や
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。
A
Ｓ
Ｓ
Ｗ
に
つ
き
ラ
ン
ト
選
挙
法
３
条
１
項
２
文
を
適
用
し
た
点
に
瑕
疵

が
あ
る
か
ど
う
か
、
B
ラ
ン
ト
選
挙
法
３
条
の
合
憲
性
に
つ
い
て
、
で
あ
る
。

A

ま
ず
第
一
の
争
点
に
つ
き
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
に
よ
れ
ば
、
問
題
の
ラ
ン
ト
議
会
の
議
決
は
実
質
的
に
も
合
法
で
あ
る
。
Ｓ
Ｓ
Ｗ

は
有
効
な
第
二
票
の
４.

６
％
を
得
て
比
例
調
整
に
加
わ
り
、
最
終
的
に
３
つ
の
議
席
を
得
た
。
ラ
ン
ト
選
挙
法
３
条
１
項
２
文
の
適

用
に
は
瑕
疵
が
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
ラ
ン
ト
選
挙
法
の
右
条
項
の
意
味
で
の
「
デ
ン
マ
ー
ク
系
少
数
派
政
党
」
と
し
て
認
定
さ
れ
る
に
は
、
ⅰ
政
党
法
２
条

１
項
１
文
の
「
政
党
」
で
あ
る
こ
と
。
ⅱ
「
デ
ン
マ
ー
ク
系
少
数
派
」
と
い
う
も
の
が
依
然
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ⅲ
さ
ら
に
、
そ
の
「
政
党
」
が
「
デ
ン
マ
ー
ク
系
少
数
派
」
か
ら
成
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
挙
げ
ら
れ

る
。
Ｓ
Ｓ
Ｗ
が
右
の
三
つ
の
要
件
に
該
当
し
て
お
り
「
デ
ン
マ
ー
ク
系
少
数
派
政
党
」
で
あ
る
と
言
え
る
、
と
ラ
ン
ト
憲
法
裁
は
判
示
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し
て
い
る
。〔
５６
〕

B

ラ
ン
ト
選
挙
法
３
条
の
合
憲
性
が
本
判
決
の
実
体
判
断
の
山
場
で
あ
り
、
後
述
の
通
り
３
人
の
（
う
ち
２
人
の
共
同
反
対
意
見

が
公
表
さ
れ
た
）
反
対
意
見
も
、
こ
の
点
に
絡
む
の
で
あ
る
。
結
論
と
し
て
法
廷
意
見
で
は
、
ま
ず
、
ラ
ン
ト
選
挙
法
の
５
％
条
項
は

ラ
ン
ト
憲
法
に
適
合
し
て
お
り
、
選
挙
権
平
等
も
政
党
間
の
機
会
均
等
も
侵
す
も
の
で
は
な
い
⒜
。
ま
た
、
デ
ン
マ
ー
ク
系
少
数
派
政

党
に
つ
き
５
％
条
項
を
免
除
す
る
こ
と
に
も
、
何
ら
憲
法
上
、
問
題
が
な
い
。
そ
の
限
り
で
、
本
件
の
文
脈
で
は
、
ラ
ン
ト
憲
法
２
ａ

条
と
基
本
法
３
条
３
項
１
文
は
適
切
な
参
照
条
文
で
は
な
い
⒝
。
こ
の
免
除
規
定
は
確
か
に
、
成
功
価
値
の
平
等
に
「
触
れ
る
。」
し

か
し
、
説
得
的
な
理
由
で
正
当
化
さ
れ
る
⒞
、
と
言
う
の
で
あ
る
。〔
９３
〕

⒜

ラ
ン
ト
憲
法
３
条
１
項
は
、
基
本
法
３８
条
１
項
１
文
及
び
同
２８
条
１
項
２
文
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
解
釈
に

当
た
り
基
本
法
の
右
条
項
に
つ
い
て
の
連
邦
憲
法
裁
の
判
例
法
理
が
参
照
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ラ
ン
ト
に
は
基
本
法
２８
条
の
枠

内
で
選
挙
法
の
形
成
に
つ
き
自
律
的
な
余
地
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

①

ラ
ン
ト
憲
法
に
よ
っ
て
「
人
格
化
さ
れ
た
比
例
選
挙
制
」
が
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
の
詳
細
を
形
成
す
る
の
が
ラ
ン
ト

選
挙
法
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
選
挙
平
等
と
言
っ
て
も
、
数
値
平
等
、
成
功
機
会
の
平
等
、
成
功
価
値
の
平
等
と
い
う
様
に
、
異
な
る

意
味
で
の
平
等
が
満
た
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

②

ラ
ン
ト
憲
法
裁
の
見
解
で
は
、
問
題
の
５
％
条
項
が
「
触
れ
る
」
の
は
成
功
価
値
の
平
等
及
び
政
党
の
機
会
均
等
の
「
権
利
」

に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
件
選
挙
制
度
で
は
、
ど
の
票
も
、
と
も
か
く
も
一
票
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
る
の
で
数
的
価
値
の
平
等
に
は

「
触
れ
な
い
。」

選
挙
人
の
投
票
の
成
功
価
値
に
つ
い
て
は
、
５
％
を
超
え
る
得
票
を
得
た
政
党
に
投
票
し
た
か
、
そ
う
で
な
い
か
に
よ
っ
て
、
異
な

る
取
り
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
後
者
の
声
は
、
議
席
配
分
の
際
に
考
慮
さ
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
限
り
で
成
功
価
値
が
奪
わ

（
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れ
る
の
で
あ
る
。

同
時
に
、
こ
の
５
％
条
項
は
政
党
の
機
会
均
等
の
「
権
利
」
に
も
触
れ
る
。
６９
人
と
い
う
定
数
の
う
ち
３４
議
席
に
つ
い
て
、
阻
止
条

項
を
ク
リ
ア
ー
し
た
政
党
だ
け
に
、
そ
の
第
二
票
の
得
票
に
応
じ
て
比
例
配
分
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ラ
ン
ト

議
会
に
代
表
を
送
り
出
す
政
党
が
得
票
に
比
例
す
る
分
以
上
の
議
席
を
得
る
の
に
対
し
、
５
％
に
届
か
な
い
政
党
は
そ
も
そ
も
議
席
配

分
に
参
加
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

③

選
挙
権
平
等
も
、
政
党
間
の
機
会
均
等
も
絶
対
的
に
区
別
（
差
別
、
別
異
取
扱
い
）
を
許
さ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は

あ
れ
、
選
挙
（
権
）
平
等
の
「
形
式
的
」
性
格
か
ら
、
立
法
者
が
か
か
る
区
別
を
設
け
る
余
地
は
狭
く
限
定
さ
れ
て
い
る
。
選
挙
権
は

能
動
的
側
面
で
も
、
消
極
的
側
面
（
被
選
挙
権
）
で
も
「
形
式
的
に
で
き
る
だ
け
平
等
に
」
行
使
で
き
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
ラ
ン
ト
憲
法
裁
は
、
区
別
は
「
特
別
の
実
質
的
な
『
説
得
的
な
』
理
由
」
で
正
当
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、

憲
法
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
う
る
、
選
挙
平
等
に
対
抗
し
う
る
重
さ
を
も
つ
諸
理
由
が
必
要
で
あ
る
、
と
説
示
す
る
の
で
あ
る
。
但
し
、

ノ
ー
ト
ヴ
ェ
ン
デ
ィ
ッ
ヒ

こ
の
点
に
は
少
し
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
区
別
が
憲
法
上
不
可
欠
（
必
須
）
な
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る

も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
〔
１
０
１
〕。
こ
の
点
は
政
党
間
機
会
均
等
に
つ
い
て
も

同
様
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

狭
い
形
成
余
地
の
下
で
で
あ
れ
、
右
の
調
整
は
原
則
と
し
て
立
法
者
の
任
務
で
あ
る
。
そ
の
上
で
肝
要
な
こ
と
は
、
そ
の
「
説
得
的

な
理
由
」
が
阻
止
条
項
の
正
当
化
理
由
と
な
り
う
る
か
の
判
断
が
抽
象
的
に
な
さ
れ
て
は
な
ら
ず
「
政
治
的
現
実
」
が
志
向
さ
れ
る
べ

き
だ
、
と
ラ
ン
ト
憲
法
裁
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
阻
止
条
項
が
な
い
と
す
れ
ば
、
議
会
の
機
能
障
害
が
幾
分
で
も「
蓋
然
的
」

に
予
見
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
が
吟
味
す
べ
き
だ
、
と
説
く
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
に
よ
る
と
、「
全
て
の
事
実
的
所
与
」
を
考
慮
し
て
、
５
％
条
項
に
つ
き
立
法
裁
量
の
限
界
を
超
え
て
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い
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
こ
と
が
憲
法
裁
の
任
務
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
合
目
的
性
や
法
政
策
的
望
ま
し
さ
の
問
題
で
は
な
い
。

こ
の
審
査
射
程
論
か
ら
す
れ
ば
、
立
法
者
の
立
て
た
区
別
が
正
当
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
れ
ば
、
憲
法
裁
と
し
て
は
、
そ
の
目
的
の
達
成

手
段
と
し
て
の
問
題
の
規
律
が
「
適
切
」
で
な
い
か
、
も
し
く
は
「
必
要
」
で
な
い
か
、
も
し
く
は
結
果
と
し
て
選
挙
平
等
に
「
不
釣

り
合
い
」
の
侵
害
と
な
る
場
合
に
だ
け
選
挙
平
等
原
理
―
―
既
に
述
べ
た
様
に
、
権
利
と
言
え
換
え
て
も
よ
い
、
あ
ま
り
、
こ
の
点
に

こ
だ
わ
ら
な
い
―
―
違
反
を
認
定
し
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
。（
判
例
）〔
１
０
５
〕

④

以
上
に
照
ら
し
て
、
５
％
条
項
は
選
挙
平
等
も
政
党
の
機
会
均
等
も
侵
犯
し
て
い
な
い
と
い
う
の
が
ラ
ン
ト
憲
法
裁
の
結
論
で

あ
る
。
そ
の
際
、
議
会
の
機
能
維
持
と
諸
政
党
の
「
統
合
」
機
能
と
が
正
当
化
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
上
で
、「
比
例
原
則
」

の
点
か
ら
の
検
討
も
行
わ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
や
は
り
、
後
者
に
重
心
を
置
い
て
見
て
い
こ
う
。

ⅰ

さ
て
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
に
よ
る
と
、
５
％
条
項
は
強
力
な
支
持
を
欠
く
弱
小
政
党
が
ラ
ン
ト
議
会
に
進
出
す
る
こ
と
を
阻
止
し
、

上
述
の
正
当
な
目
的
を
達
成
す
る
の
に
「
適
切
な
」
手
段
で
あ
る
。

ⅱ

５
％
条
項
が
な
け
れ
ば
ラ
ン
ト
議
会
に
機
能
障
害
が
発
生
す
る
と
考
え
て
、
ラ
ン
ト
議
会
は
尚
も
、
そ
れ
が
「
必
要
」
で
あ
る

と
考
え
た
。
こ
の
判
断
は
「
今
の
と
こ
ろ
」derzeit

憲
法
的
に
問
題
は
な
い
。
実
際
、
第
１７
期
ラ
ン
ト
議
会
に
は
左
派
党
、
第
１８
期

に
は
海
賊
党
が
進
出
し
て
い
る
が
、
他
方
で
、
そ
れ
ら
よ
り
も
小
さ
な
党
が
１
な
い
し
２
議
席
だ
け
で
ラ
ン
ト
議
会
に
進
出
す
る
こ
と

は
な
く
、
政
党
分
岐
化
が
亢
進
す
る
こ
と
が
抑
止
さ
れ
て
い
る
。

ア
ン
ゲ
メ
ッ
セ
ン

ⅲ

５
％
条
項
は
さ
ら
に
、「
妥
当
」
で
も
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
も
既
に
、
有
名
な
先
例E１,２０８

で
、
ラ
ン
ト
議
会
選
挙
で
の

７.

５
％
条
項
は
妥
当
で
は
な
い
が
、
５
％
条
項
な
ら
ば
妥
当
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
た
。
連
邦
議
会
選
挙
に
つ
い
て
も
同
様
の
見
解

が
示
さ
れ
て
い
る
。（E９５,４０８

）
連
邦
憲
法
裁
は
ま
た
、
既
に
前
者
の
判
決
で
「
折
々
の
政
治
状
況
」
に
即
し
て
阻
止
条
項
に
つ
い

て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
視
点
を
提
示
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
全
土
に
一
般
的
で
あ
っ
た
５
％
条
項
よ
り
も
ハ
ー
ド
ル
の

（
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高
い
阻
止
条
項＝

法
定
得
票
数
を
定
め
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
に
は
、「
全
く
特
別
の
、
説
得
的
理
由
」
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
論

脈
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

ラ
ン
ト
憲
法
裁
は
、
今
で
は
立
法
者
に
は
、
政
治
的
、
法
的
、
事
実
的
現
実
を
考
慮
し
て
、
既
存
の
５
％
条
項
を
維
持
す
る
た
め
の

条
件
と
理
由
に
つ
き
不
断
に
検
討
す
る
義
務
が
あ
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
本
件
に
限
っ
て
言
え
ば
、
５
％
条
項
撤
廃
の
た
め
の
法
案

が
海
賊
党
か
ら
提
出
さ
れ
て
、
ラ
ン
ト
議
会
で
検
討
さ
れ
て
お
り
、「
当
面
」
そ
の
義
務
は
果
た
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
選
挙
法
は
政

治
過
程
と
相
互
依
存
の
関
係
に
立
つ
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
阻
止
条
項
の
「
必
要
性
」「
妥
当
性
」
の
検
討
に
と
っ
て
、
専
ら
経
験
的
検

討
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
必
然
的
に
「
評
価
」
的
予
測
が
伴
う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
ラ
ン
ト
憲
法
裁
は
、
立
法
府
の
評

価
的
判
断
余
地
が
介
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

尚
、
本
件
で
ラ
ン
ト
憲
法
裁
が
補
強
的
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
の
類
似
裁
判
例
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
連
邦
憲

法
裁
の
判
例
で
も
、
国
際
人
権
条
約
は
連
邦
法
律
と
同
位
の
も
の
と
し
て
通
用
す
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
ド
イ
ツ
国
内
法
の
基
本

権
、
法
治
国
家
的
保
障
規
定
の
解
釈
に
際
し
、
補
助
的
に
参
照
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
の
判
例
が
重
視
さ
れ
る
が
、

こ
の
裁
判
所
自
体
が
各
国
の
選
挙
法
立
法
者
に
広
い
裁
量
を
認
め
て
い
る
。
ト
ル
コ
で
は
１０
％
の
、
ス
ペ
イ
ン
で
も
６
％
の
、
リ
ト
ア

ニ
ア
で
は
５
％
の
阻
止
条
項
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
へ
の
第
一
議
定
書
３
条
に
適
合
す
る
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。
ラ
ン
ト
憲
法
裁

の
理
解
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
の
審
査
基
準
は
、
ド
イ
ツ
憲
法
の
場
合
よ
り
も
決
し
て
厳
し
い
も
の
で
は
な
い
。〔
１
２
９
〕

以
上
⒜
は
、
５
％
条
項
自
体
の
合
憲
性
判
定
の
展
開
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
も
阻
止
条
項
に
つ
い
て
は
、
既
述
し
た
様
に
、
連
邦
議

会
の
み
な
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
議
会
と
様
々
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
論
じ
ら
れ
て
き
て
お
り
、
こ
の
論
点
に
関
す
る
限
り
、

本
件
ラ
ン
ト
憲
法
裁
の
説
示
に
目
新
し
い
と
こ
ろ
は
な
い
。
後
述
の
反
対
意
見
も
、
こ
の
点
の
合
憲
性
は
支
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
以
下
⒝
⒞
で
、
５
％
条
項
か
ら
一
定
の
国
民
的
少
数
派
政
党
を
免
除
す
る
部
分
（
ラ
ン
ト
選
挙
法
３
条
１
項
２
文
）
の
憲
法
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適
合
性
に
つ
い
て
の
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
の
説
示
を
や
や
詳
し
く
跡
づ
け
た
い
。
こ
の
行
論
で
も
「
比
例
原
則
」
が
主
要
な
位
置
を
占
め

て
お
り
、
後
述
の
反
対
意
見
の
反
対
意
見
た
る
所
以
も
こ
の
点
に
か
か
っ
て
い
る
模
様
な
の
で
あ
る
。

尚
、
ラ
ン
ト
選
挙
法
３
条
に
同
様
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
基
本
議
席
」
制
（
本
件
で
は
、
選
挙
区
で
一
議
席
得
れ
ば
、
５
％
に
届
か

な
く
と
も
比
例
調
整
に
参
加
で
き
る
、
と
い
う
規
定
）
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
も
、
法
廷
意
見
も
、
反
対
意
見
も
論
じ
て
い
な
い
。

⒝

ラ
ン
ト
憲
法
裁
の
結
論
と
し
て
は
、
ラ
ン
ト
選
挙
法
３
条
１
項
２
文
は
ラ
ン
ト
憲
法
２
ａ
条
、
及
び
基
本
法
３
条
３
項
１
文
に

反
し
な
い
。
果
た
し
て
、
そ
も
そ
も
基
本
法
３
条
３
項
１
文
が
ラ
ン
ト
議
会
選
挙
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
う
る
か
、
あ
る
い
は
選
挙
権
平

等
が
右
の
基
本
法
条
項
に
対
し
て
「
特
別
法
」
の
関
係
に
あ
る
か
否
か
は
と
も
か
く
、
問
題
の
基
本
法
条
項
の
「
構
成
要
件
」
か
ら
し

て
既
に
、
そ
れ
は
本
件
に
は
関
わ
り
が
な
い
。
本
件
で
少
数
派
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
基
本
法
３
条
３
項
１
文
の
い
ず
れ
か
の
列

挙
事
由
で
の
不
利
益
処
遇
（
も
し
く
は
優
遇
）
で
も
な
く
、
専
ら
少
数
派
へ
の
自
由
な
忠
誠
に
由
来
す
る
事
柄
で
あ
る
か
ら
だ
、
と
言

う
の
で
あ
る
。〔
１
３
０
〕

⒞

ラ
ン
ト
選
挙
法
３
条
１
項
２
文
は
確
か
に
、
全
ゆ
る
投
票
が
議
席
配
分
に
際
し
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
を
制
限
（
同
３
条
１
項
１

文
）
し
た
上
で
、
そ
の
制
限
を
「
取
り
戻
す
」
規
定
で
あ
る
。
し
か
し
、
や
は
り
成
功
価
値
の
平
等
及
び
政
党
間
機
会
均
等
に
「
触
れ

る
。」（
↓
①
）
し
か
し
、
こ
れ
は
説
得
的
な
理
由
に
よ
っ
て
「
正
当
化
」
さ
れ
る
。（
↓
②
）

①

デ
ン
マ
ー
ク
系
少
数
派
政
党
が
５
％
条
項
に
届
か
な
い
場
合
、
そ
れ
に
投
票
し
た
選
挙
人
の
第
二
票
は
、
同
様
に
５
％
に
達
し

な
い
別
の
政
党
に
投
じ
た
一
票
よ
り
も
成
功
価
値
が
高
い
。
前
者
へ
の
票
は
、
そ
の
政
党
が
少
な
く
と
も
一
議
席
を
得
る
の
に
必
要
な

票
を
得
れ
ば
、
い
つ
で
も
考
慮
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
票
は
、
５
％
条
項
を
ク
リ
ア
ー
し
た
政
党
へ
の
票
と
同
様
に
取
り
扱

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
重
要
な
点
で
あ
る
が
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
に
よ
れ
ば
―
―
こ
の
点
は
、
後
述
の
反
対
意
見
で
も
そ
う
で
あ
る
―
―
、
こ
の
「
取

（
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り
戻
し
」
に
つ
い
て
も
、
阻
止
条
項
自
体
に
つ
い
て
の
上
述
の
諸
原
理
（
B
⒜
③
以
下
）
が
同
様
に
通
用
す
る
。
こ
の
点
、
ラ
ン
ト
憲

法
裁
は
、
こ
れ
ま
で
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
の
ラ
ン
ト
選
挙
法
を
め
ぐ
っ
て
形
成
さ
れ
た
連
邦
憲
法
裁
の
判
例
法
理
な
ど

に
沿
う
判
断
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
同
様
に
、
こ
の
「
取
り
戻
し
」
の
許
容
性
審
査
に
当
た
り
、
政
治
的
現
実
や
、
法
、
事
実
の
変
化

な
ど
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

と
ま
れ
、
阻
止
条
項
の
免
除＝

「
取
り
戻
し
」
に
は
、
少
な
く
と
も
、
阻
止
条
項
自
体
の
正
当
化
よ
り
も
厳
格
な
正
当
化
が
要
求
さ

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。〔
１
３
８
〕

②

次
に
、「
正
当
化
」
段
階
で
あ
る
が
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
は
大
き
く
二
点
、
つ
ま
り
一
つ
は
ラ
ン
ト
憲
法
５
条
２
項
に
よ
る
ラ
ン

ト
の
保
護
義
務
（
国
民
的
少
数
派
の
政
治
参
加
の
た
め
の
）、
も
う
一
つ
は
、
比
例
原
則
の
二
点
か
ら
検
討
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、

後
者
の
側
面
に
焦
点
を
当
て
た
い
。

ⅰ

ラ
ン
ト
憲
法
裁
は
原
則
的
な
態
度
と
し
て
、
該
規
定
が
立
法
者
の
正
当
に
追
求
し
う
る
目
的
を
志
向
し
て
い
る
か
と
い
う
目
的

審
査
と
は
別
に
、「
手
段
審
査
」
と
し
て
は
た
だ
、
こ
の
規
定
が
そ
の
目
的
達
成
に
「
適
切
か
」「
必
要
か
」「
妥
当
か
」
だ
け
を
検
討

す
る
、
と
し
て
い
る
。
全
体
と
し
て
立
法
者
に
は
裁
量
余
地
が
与
え
ら
れ
て
い
る
以
上
、
裁
判
所
と
し
て
は
、
合
目
的
的
な
解
釈
に
つ

い
て
の
自
ら
の
見
解
を
代
置
す
べ
き
で
は
な
い
。
た
だ
、
少
数
派
の
政
治
参
加
が
も
は
や
十
分
に
は
保
障
さ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
、

問
題
の
規
定
が
比
例
原
則
に
反
し
て
、
他
の
選
挙
諸
原
理
（
普
通
選
挙
、
自
由
選
挙
、
秘
密
選
挙
な
ど
）
の
侵
害
に
な
っ
て
な
い
か
だ

け
を
審
査
す
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。〔
１
６
４
〕

そ
の
上
で
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
の
見
解
で
は
、
問
題
の
規
定
は
立
法
目
的
と
の
関
係
で
「
適
切
」
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
成
立
し
て
以

来
ず
っ
と
、
デ
ン
マ
ー
ク
系
少
数
派
の
政
治
参
加
を
確
保
し
て
き
た
。

ⅱ

さ
ら
に
、
問
題
の
規
定
は
「
必
要
」
で
あ
る
。
こ
の
規
定
と
同
様
に
適
切
な
手
段
は
、
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
規
定
は
、
少
数
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派
政
党
が
５
％
の
得
票
に
届
か
な
く
と
も
、
支
持
を
集
め
た
分
だ
け
の
議
席
を
得
る
事
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
点

の
適
用
除
外
に
つ
い
て
、
一
議
席
だ
け
に
限
定
す
る
―
―
こ
れ
は
口
頭
弁
論
で
の
Ｆ
Ｄ
Ｐ
の
主
張
で
あ
っ
た
―
―
と
言
う
な
ら
ば
、
か

か
る
可
能
性
は
縮
減
し
て
し
ま
う
。

ま
た
、
右
の
Ｆ
Ｄ
Ｐ
に
よ
る
代
案
で
は
、
と
り
わ
け
ラ
ン
ト
議
会
の
委
員
会
へ
の
代
表
を
制
約
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、

政
府
形
成
、
立
法
、
予
算
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
よ
り
小
さ
く
な
る
だ
ろ
う
。〔
１
６
６
―
１
６
７
〕

ま
た
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
の
見
解
で
は
、
５
％
条
項
免
除
規
定
を
国
民
的
少
数
派
の
居
住
区
域
に
限
定
す
る
こ
と
―
―
こ
れ
も
Ｆ
Ｄ
Ｐ

の
代
案
で
あ
っ
た
―
―
も
同
様
に
、
少
数
派
の
地
位
が
ラ
ン
ト
全
体
に
関
係
す
る
こ
と
を
適
切
に
配
慮
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
連
邦
議

会
選
挙
で
も
、
５
％
条
項
の
適
用
除
外
（
国
民
的
少
数
派
に
対
す
る
）
が
そ
の
居
住
区
域
に
限
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
な
い
こ
と
が
、

こ
の
行
論
に
お
い
て
補
強
的
に
付
言
さ
れ
て
い
る
（
連
邦
選
挙
法
６
条
３
項
２
文
）。〔
１
６
８
―
１
６
９
〕

ⅲ

次
い
で
問
題
の
規
定
が
、
デ
ン
マ
ー
ク
系
少
数
派
政
党
と
比
べ
て
他
の
小
政
党
の
成
功
価
値
平
等
を
侵
害
し
て
い
な
い
か
。
そ

ア
ン
グ
メ
ッ
セ
ン

の
点
で
の
「
妥
当
」
性
が
問
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
は
、
本
件
規
定
の
合
憲
性
を
疑
問
視
す
る
見
解
を
も
考

慮
し
つ
つ
次
の
様
に
検
討
し
て
い
る
。

Ｓ
Ｓ
Ｗ
は
最
近
の
ラ
ン
ト
議
会
選
挙
で
、
得
票
率
を
上
げ
て
い
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
系
少
数
派
に
属
し
な
い
人
々
か
ら
の
得
票
も
増
え

て
い
る
。
し
か
し
、
該
規
定
の
妥
当
性
は
揺
る
が
な
い
。
１
９
５
５
年
以
来
、
Ｓ
Ｓ
Ｗ
の
得
票
は
ラ
ン
ト
・
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
常
に
５
％

以
下
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
選
挙
行
動
が
よ
り
多
岐
化
し
て
、
デ
ン
マ
ー
ク
系
少
数
派
政
党
を
支
持
す
る
声
も
高
ま
る
か
も
知
れ
な
い
。

だ
が
、
こ
の
こ
と
も
、
他
の
政
党
と
の
比
較
で
Ｓ
Ｓ
Ｗ
が
地
域
的
に
、
か
つ
属
人
的
に
不
利
な
状
況
に
あ
る
こ
と
を
変
え
る
も
の
で
は

な
い
。〔
１
７
２
〕

ま
た
、
二
票
制
へ
の
転
換
（
１
９
９
７
年
の
法
改
正
）
に
よ
り
、
ラ
ン
ト
全
体
か
ら
Ｓ
Ｓ
Ｗ
が
選
ば
れ
う
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
か

（
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ら
、
こ
の
規
定
に
は
も
は
や
妥
当
性
が
な
い
と
い
う
主
張
も
聞
か
れ
る
。
確
か
に
、
１
９
９
７
年
ま
で
の
一
票
制
で
は
、
国
民
的
少
数

派
政
党
に
は
、
そ
の
実
質
的
な
活
動
区
域
か
ら
し
か
選
出
さ
れ
え
な
い
と
い
う
不
利
益
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
事
情
は
二
票
制
へ

の
転
換
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
う
し
た
見
解
に
対
し
て
ラ
ン
ト
憲
法
裁
の
説
く
と
こ
ろ
、
第
二
票
に
よ
っ
て
生

じ
た
チ
ャ
ン
ス
は
、
か
か
る
不
利
益
を
緩
和
す
る
が
、
し
か
し
、
決
し
て
そ
れ
を
除
去
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
に
、
Ｓ
Ｓ
Ｗ
は
３５
選

挙
区
の
う
ち
１１
選
挙
区
だ
け
で
候
補
者
を
立
て
、
そ
の
う
ち
の
８
選
挙
区
で
第
二
票
の
５
％
以
上
を
得
て
お
り
、
第
二
票
の
大
部
分
を

こ
の
区
域
で
得
て
い
る
。
勿
論
、
ラ
ン
ト
憲
法
裁
は
、
か
か
る
「
政
治
的
現
実
」
が
変
化
し
て
デ
ン
マ
ー
ク
系
少
数
派
を
保
護
す
る
別

段
の
法
的
規
律
の
必
要
性
が
な
く
な
れ
ば
別
で
あ
る
、
と
の
留
保
も
付
け
て
い
る
。〔
１
７
５
〕

も
と
よ
り
、
二
票
制
が
ラ
ン
ト
憲
法
裁
に
よ
っ
て
手
放
し
で
称
揚
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
制
度
は
正
当
な
も
の
で
あ
る
に
し

て
も
、
そ
れ
に
は
や
は
り
超
過
議
席
及
び
そ
れ
に
伴
う
様
々
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
二
票
制
は
、
少
数
者
保
護
と

違
っ
て
、
憲
法
上
の
地
位
（
価
値
）
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。〔
１
７
４
〕

⑷

争
点
B
に
つ
い
て
は
、
３
人
の
裁
判
官
が
反
対
で
あ
り
、
う
ち
２
人
の
共
同
反
対
意
見
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
反
対
意
見

で
も
、
デ
ン
マ
ー
ク
系
少
数
派
政
党
の
た
め
の
適
用
除
外
規
定
の
合
憲
性
判
断
基
準
が
、
５
％
条
項
自
体
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
と
い

う
点
で
は
、
法
廷
意
見
と
の
間
に
争
い
は
な
い
。
選
挙
権
平
等
が
議
会
制
民
主
主
義
に
お
い
て
占
め
る
重
要
な
価
値
に
つ
い
て
も
、
法

廷
意
見
・
反
対
意
見
の
間
に
見
解
の
争
い
は
な
い
〔
反
対
意
見
のRn.
１
、
以
下
同
様
〕。
そ
の
上
で
、
し
か
し
、
右
の
基
準
に
照
ら

す
な
ら
ば
、
デ
ン
マ
ー
ク
系
少
数
派
の
た
め
の
免
除
規
定
は
違
憲
と
な
る
は
ず
だ
、
と
言
う
の
が
反
対
意
見
な
の
で
あ
る
。
よ
り
具
体

的
に
は
、
問
題
の
条
項
は
デ
ン
マ
ー
ク
系
少
数
派
の
政
治
参
加
の
確
保
と
い
う
目
的
達
成
の
「
必
要
性
」
を
超
え
て
お
り
、
選
挙
権
平

ウ
ン
ア
ン
グ
メ
ッ
セ
ン

等
を
不
（
妥
）
当
に
侵
害
す
る
、
と
い
う
見
解
な
の
で
あ
る
。
や
は
り
、「
比
例
原
則
」
を
め
ぐ
る
争
点
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で

あ
る
。
概
し
て
、
こ
の
反
対
意
見
は
、
口
頭
弁
論
で
Ｆ
Ｄ
Ｐ
が
述
べ
た
見
解
に
近
い
よ
う
で
あ
る
。
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反
対
意
見
も
ま
た
、
本
件
に
先
行
す
る
（
本
稿
の
）
２
、
３
事
件
判
決
に
依
拠
し
て
、
選
挙
権
平
等
は
「
厳
格
に
、
形
式
的
に
」
把

握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
立
法
者
の
形
成
余
地
が
狭
く
限
定
さ
れ
て
い
る
。
区
別
は
「
や
む
を
え
な
い
、
不
可
欠
の
」
も
の
で
な
く
て

は
な
ら
ず
、
目
的
追
求
と
の
関
係
で
「
適
切
で
、
必
要
な
」
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
か
か
る
区
別
が
ど
の
程
度
ま
で
許

容
さ
れ
る
か
は
選
挙
権
平
等
の
侵�

害�

の�

強�

度�

に
即
し
て
検
討
さ
れ
、
そ
の
際
、
立
法
者
は
「
政
治
的
現
実
」
を
考
慮
し
て
判
断
し
た
か

ど
う
か
が
問
わ
れ
る
、
と
言
う
の
も
先
行
判
決
の
法
廷
意
見
と
同
じ
で
あ
る
。〔
２
―
７
〕

さ
て
、
反
対
意
見
に
よ
る
と
右
の
基
準
に
照
ら
す
限
り
、
５
％
条
項
自
体
は
正
当
化
さ
れ
て
、
そ
の
限
り
で
本
件
法
廷
意
見
の
理
由

づ
け
も
支
持
さ
れ
る
（
上
述
の
争
点
A
。）
し
か
し
、
問
題
の
適
用
除
外
規
定
に
よ
っ
て
、
立
法
者
が
、
５
％
条
項
の
効
果
に
つ
い
て

―
―
「
基
本
議
席
」
条
項
に
よ
り
、
ま
た
は
５
％
条
項
を
特
定
の
地
域
に
だ
け
限
定
す
る
こ
と
に
よ
る
場
合
と
違
っ
て
―
―
特
定
の
少

数
派
政
党
の
た
め
に
だ
け
緩
和
し
て
い
る
点
が
見
逃
せ
な
い
。

反
対
意
見
も
、
Ｓ
Ｓ
Ｗ
が
デ
ン
マ
ー
ク
系
少
数
派
政
党
で
あ
る
こ
と
は
争
わ
な
い
が
、
そ
れ
を
阻
止
条
項
か
ら
全
面
的
に
解
放
す
る

こ
と
は
、
少
数
派
の
保
護
と
促
進
（
ラ
ン
ト
憲
法
５
条
２
項
２
文
）
に
よ
っ
て
は
正
当
化
さ
れ
な
い
。
よ
り
緩
か
な
手
段
が
あ
り
う
る
、

と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
点
に
よ
り
踏
み
込
ん
で
み
る
と
、
阻
止
条
項
の
適
用
除
外
の
幅
が
大
き
く
な
る
程
、
他
の
小
政
党
と
の
関
係
で
の
別
異
扱
い
の

程
度
―
―
つ
ま
り
、
侵�

害�

の�

強�

度�

―
―
が
強
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。
特
定
の
少
数
派
政
党
を
完
全
に
適
用
除
外
と
す
る
こ
と
は
、
例
え

ば
５
％
に
達
せ
ず
と
も
一
議
席
だ
け
は
与
え
ら
れ
る
と
い
っ
た
部
分
的
免
除
の
場
合
よ
り
も
、
成
功
価
値
平
等
へ
の
、
よ
り
強
い
侵
害

で
あ
る
。
少
数
派
保
護
が
「
説
得
的
な
」
正
当
化
理
由
と
な
り
う
る
の
は
、
代
表
者＝

ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
を
確
保
す
る
こ
と
に
限
定
さ

れ
る
場
合
で
あ
る
。
た
っ
た
の
一
議
席
で
あ
れ
、
と
も
か
く
も
そ
の
少
数
派
が
議
会
に
代
表
者
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
も
し
、
こ
の
少

数
派
を
支
持
す
る
人
が
多
く
な
れ
ば
、
一
つ
に
は
、「
基
本
議
席
」
条
項
（
ラ
ン
ト
選
挙
法
３
条
１
項
１
文
）
に
達
し
た
場
合
の
比
例

（
五
六
）
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調
整
が
、
他
方
で
は
５
％
に
届
い
た
場
合
の
比
例
調
整
が
開
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
少
数
派
保
護
の
仕
組
み
と
し
て
は
十
分
で
あ
る
。

こ
れ
以
上
に
、
よ
り
多
く
の
少
数
派
議
員
が
ラ
ン
ト
議
会
に
―
―
得
票
が
少
な
い
の
に
も
拘
ら
ず
―
―
自
動
的
に
送
り
込
ま
れ
て
も
、

社
会
の
統
合
が
促
進
さ
れ
る
は
ず
も
な
い
。〔
１２
〕

反
対
意
見
に
よ
る
と
、
ラ
ン
ト
憲
法
５
条
２
項
は
少
数
派
保
護
を
企
図
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
内
容
は
開
か
れ
て
い
る
。

制
憲
者
は
、
国
民
的
少
数
派
の
政
治
参
加
の
保
障
を
一
般
的
に
規
定
す
る
に
と
ど
め
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
立
法
者
は
デ
ン
マ
ー
ク

系
少
数
派
政
党
だ
け
を
阻
止
条
項
か
ら
全
面
的
に
解
放
し
た
次
第
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
反
対
意
見
は
、
多
数
意
見
が
Ｓ
Ｓ
Ｗ
の
阻
止
条
項
か
ら
の
完
全
な
除
外
を
「
必
要
」
か
つ
「
妥
当
」
な
も
の
だ
と
見
な

し
た
（
前
述
⑶
B
C
②
ⅰ
ⅱ
）
こ
と
に
対
し
て
、
仮�

に�

そ
れ
が
「
必
要
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
行
き
過
ぎ
で
「
不
当
で
、
妥
当

性
に
欠
け
る
」
と
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。
決
定
打
は
「
妥
当
性
」
の
要
件
な
の
で
あ
る
。〔
１５
〕

結
局
、
反
対
意
見
は
、
ラ
ン
ト
選
挙
法
３
条
を
全
体
と
し
て
眺
め
た
場
合
に
、
阻
止
条
項
と
適
用
除
外
規
定
と
の
間
に
容
易
に
両
立

し
難
い
緊
張
関
係
が
存
す
る
、
と
考
え
て
い
る
。
も
し
、
５
％
阻
止
条
項
の
名
分
を
、
つ
ま
り
議
会
の
機
能
、
多
数
派
、
政
府
形
成
の

維
持
と
い
う
こ
と
を
重
視
し
な
い
で
、
必
要
以
上
に
国
民
的
少
数
派
保
護
に
傾
斜
す
る
こ
と
と
な
れ
ば
、
制
度
趣
旨
へ
の
自
己
矛
盾
に

な
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
指
摘
な
の
で
あ
る
。〔
１６
〕

最
後
に
、
法
廷
意
見
も
反
対
意
見
も
同
様
に
そ
の
点
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
争
い
が
な
く
、
そ
れ
に
即
し
た
判
断
が
な
さ
れ
る
べ
き

だ
と
す
る
「
政
治
的
現
実
」
に
つ
い
て
―
―
。

さ
て
、
公
式
発
表
で
は
デ
ン
マ
ー
ク
系
少
数
派
は
約
５
万
人
で
あ
る
。
本
件
選
挙
で
Ｓ
Ｓ
Ｗ
は
６１
万
余
の
第
二
票
（
有
効
票
の

４.
６
％
）
を
得
た
。
こ
れ
は
、
反
対
意
見
に
よ
れ
ば
、
得
票
の
「
か
な
り
の
」
部
分
が
デ
ン
マ
ー
ク
系
少
数
派
の
居
住
地
域
（
南
シ
ュ

レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
）
外
の
地
域
か
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
Ｓ
Ｓ
Ｗ
は
少
数
派
に
属
さ
な
い
人
々
か
ら
「
か
な
り
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の
」
―
―
当
然
、
か�

な�

り�

と
は
一
定
の
評
価
で
あ
ろ
う
―
―
支
持
を
集
め
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
反
対
意
見
は
、
憲
法
裁
は
比
例
原
則

の
適
用
に
当
た
り
、
か
か
る
「
政
治
的
現
実
」
を
こ
そ
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。
少
数
派
保
護
を
理
由
と
し
て
、
こ
の
「
現
実
」
を
無
視

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。〔
１８
〕
先
に
述
べ
た
様
に
、
こ
の
点
に
つ
き
多
数
意
見
は
機
先
を
制
し
て
、
か

か
る
「
現
実
」
が
あ
る
に
し
て
も
尚
も
Ｓ
Ｓ
Ｗ
が
不
利
な
状
況
に
あ
り
続
け
て
い
る
と
し
て
、
該
法
規
の
妥
当
性
は
動
揺
し
な
い
、
と

述
べ
て
い
た
。

な
る
ほ
ど
法
廷
意
見
も
言
う
通
り
、
Ｓ
Ｓ
Ｗ
が
ラ
ン
ト
全
体
か
ら
選
ば
れ
う
る
こ
と
は
、
選
挙
法
改
正
で
二
票
制
を
導
入
し
た
こ
と

の
必
然
的
結
果
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
連
邦
憲
法
裁
の
判
例
で
は
、「
事
実
的
、
規
範
的
」
基
礎
の
変
化
な
ど
新
し
い
事
情
の
展
開
に

よ
り
該
規
定
の
憲
法
的
正
当
化
が
疑
問
視
さ
れ
る
に
至
る
な
ら
ば
、
立
法
者
に
は
そ
れ
に
つ
い
て
再
検
討
し
、
必
要
あ
ら
ば
改
正
す
る

義
務
が
あ
る
。
こ
こ
で
反
対
意
見
に
よ
っ
て
「
規
範
的
、
事
実
的
」
状
況
の
変
化
を
考
慮
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
強
調
す
る
近
年
の
連

邦
憲
法
裁
の
判
例
―
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
選
挙
法
で
の
５
％
条
項
を
違
憲
と
し
た
判
決
で
あ
る
、E１２９,３００ff.＝

１
⑵
B
⒝
―
―
が
引

き
合
い
に
出
さ
れ
る
。〔
２０
〕

注（
１
）
同
日
に
下
さ
れ
た
別
件LV

erfG
９
／１２

で
の
選
挙
審
査
異
議
申
立
は
、
こ
の
点
、
少
し
異
な
る
。
こ
ち
ら
で
は
、
選
挙
審
査
に
関
す
る

ラ
ン
ト
議
会
の
議
決
の
廃
止
、
及
び
ラ
ン
ト
議
会
選
挙
の
や
り
直
し
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
あ
る
異
議
申
立
人
は
優
先
的
に
、
該
議

決
の
変
更
と
選
挙
結
果
の
更
正
を
求
め
、
そ
の
際
、
少
な
く
と
も
５
％
の
得
票
の
あ
っ
た
政
党
だ
け
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
、
と
主
張
し
た
も

の
で
あ
る
。

（
２
）
ド
イ
ツ
の
政
党
法
で
は
、
政
党
に
つ
い
て
「
持
続
的
に
、
な
い
し
長
期
に
連
邦
も
し
く
は
一
つ
の
ラ
ン
ト
の
領
域
で
政
治
的
意
見
形
成

（
五
八
）
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に
影
響
を
及
ぼ
し
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
あ
る
い
は
一
つ
の
ラ
ン
ト
議
会
に
お
け
る
国
民
の
代
表
に
協
力
し
よ
う
と
す
る
市
民
の
結
社
」
と
定

義
さ
れ
て
い
る
（
二
条
一
項
）。
尚
、
さ
ら
に
見
よ
、E９１,２６２.

６

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
全
体
を
通
し
て
、
近
年
ド
イ
ツ
で
の
選
挙
権
平
等
―
―
及
び
政
党
間
機
会
均
等
―
―
の
実
体
的
法
理
に
つ
き
、
及
び
そ

の
侵
害
に
対
す
る
救
済
の
技
術
に
つ
き
、
連
邦
憲
法
裁
、
そ
れ
と
の
比
較
で
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
の
ラ
ン
ト
憲
法
裁

―
―
そ
れ
は
ま
だ
若
い
憲
法
裁
で
あ
る
―
―
に
お
け
る
展
開
を
概
観
し
て
み
た
。
ド
イ
ツ
の
憲
法
裁
は
、
連
邦
憲
法
裁
と
各
ラ
ン
ト
憲

法
裁
（
国
事
裁
）
と
の
総
合
で
あ
る
。
二
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
憲
法
裁
が
―
―
さ
ら
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
も
―
―
緊
張
と
相
互
影

響
を
た
た
え
つ
つ
、
形
影
相
伴
う
形
で
ド
イ
ツ
全
体
の
憲
法
生
活
を
切
り
盛
り
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

私
見
の
限
り
で
は
、
い
ず
れ
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
も
、
と
言
っ
て
も
ラ
ン
ト
に
つ
い
て
は
そ
の
う
ち
の
一
つ
だ
け
し
か
取
材
し
て
な
い
の

だ
が
、
選
挙
権
平
等
の
実
体
的
法
理
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
比
例
代
表
制
の
下
で
は
、「
成
功
価
値
」
の
平
等
ま
で
を
も
意
味
す

る
、
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
単
に
、
一
人
一
票
、
さ
ら
に
同
数
規
模
の
有
権
者
も
し
く
は
人
口
な
ら
ば
、
ど
の
選
挙
区
（
領
域
）
で
も
ほ

ぼ
同
数
の
議
員＝

代
表
者
を
選
出
し
う
る
と
い
う
、
抽
象
的
な
「
成
功
機
会
」
の
平
等
に
過
ぎ
な
い
の
で
な
い
。
よ
り
具
体
的
に
、
政

党
制
を
前
提
に
し
た
「
議
席
配
分
ま
で
の
影
響
力
」
の
平
等
ま
で
が
「
保
障
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
か
ら
も
ラ
ン
ト
憲
法

裁
か
ら
も
、
同
様
に
（
現
在
で
は
）
二
票
投
票
制
の
比
例
代
表
制
（
並
用
制
）
の
下
で
、
選
挙
権
平
等
・
政
党
間
機
会
均
等
を
確
保
す

る
た
め
に
尽
力
し
続
け
て
い
る
姿
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
合
憲
性
審
査
は
厳
格
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
侵
害
の
認
定
に
当
た

り
、「
法
的
、
事
実
的
状
況
」「
政
治
的
現
実
」
―
―
も
し
く
は
、
そ
の
変
化
を
考
慮
し
て
―
―
「
経
験
」「
折
々
の
政
治
状
況
」「
今
日
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の
動
向
」…
…
に
照
ら
し
て
可
及
的
に
具
体
的
に
判
断
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
、
共
通
了
解
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
、

こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
―
―
そ
こ
に
は
「
評
価
」
が
介
在
す
る
―
―
反
対
意
見
が
出
て
く
る
こ
と
は
、
く
り
返
し
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
１
⑵
B
⒝
、
５
⑷
）。
こ
の
こ
と
が
ま
た
、「
比
例
原
則
」
の
審
査
基
準
と
し
て
の
適
性
に
関
す
る
疑
念
を
誘
発
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

次
の
問
題
は
、
仮
り
に
選
挙
権
平
等
な
ど
を
侵
害
す
る
法
規
定
を
違
憲
と
す
る
場
合
に
、
そ
の
法
規
定
の
効
力
を
ど
う
扱
う
か
、
ま

た
、
そ
の
下
で
執
行
さ
れ
た
選
挙
自
体
も
違
憲
そ
し
て
無
効
と
な
る
の
か
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
従
来
、
連
邦
憲
法
裁
で
は
違
憲
イ

コ
ー
ル
当
初
無
効
と
い
う
原
理
論
が
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
た
め
に
む
し
ろ
、
連
邦
憲
法
裁
は
少
な
く
と
も
選
挙
執
行
後
に
、
選
挙
法

規
定
に
つ
き
違
憲
判
決
を
出
す
こ
と
に
は
抑
制
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
今
述
べ
た
問
題
点
の
究
明
が
棚
上
げ
さ
れ
て
き
た
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
で
は
既
に
前
に
述
べ
た
様
に
、
問
題
の
選
挙
法
規
定
を
違
憲
と
し
つ
つ
も
、
選
挙
自
体
は
無
効
と
は
な
ら
な

い
。
ま
た
、
議
会
が
解
散
す
る
こ
と
に
も
な
ら
な
い
と
し
つ
つ
、
他
方
で
、
一
定
期
間
内
に
立
法
府
が
採
る
べ
き
選
択
肢
を
提
示
す
る

程
に
、
連
邦
憲
法
裁
は
踏
み
込
ん
で
い
る
（
１
⑵
A
⒜
）。
ま
た
、
立
法
府
が
右
の
所
定
期
間
を
過
ぎ
て
法
改
正
を
行
な
っ
た
こ
と
に

関
す
る
、
よ
り
直
近
の
憲
法
異
議
事
件
で
、
連
邦
憲
法
裁
は
問
題
の
選
挙
法
規
定
に
つ
き
違
憲
無
効
と
し
た
上
で
、
い
わ
ゆ
る
調
整
議

席
に
よ
っ
て
超
過
議
席
の
生
み
出
す
不
平
等
の
効
果
を
緩
和
す
る
様
に
法
改
正
を
義
務
づ
け
て
い
る
（
１
⑵
A
⒝
）。
そ
の
後
、
連
邦

議
会
は
こ
れ
に
応
じ
て
、
然
る
べ
く
法
改
正
が
な
さ
れ
た
（
現
行
連
邦
選
挙
法BW

G

６
条
。）

さ
ら
に
効
果
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
救
済
策
を
工
夫
し
た
の
が
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
の
、
ま
だ
歴
史
の
浅
い
ラ

ン
ト
憲
法
裁
で
の
事
例
で
あ
っ
た
。
連
邦
レ
ヴ
ェ
ル
と
ほ
ぼ
同
じ
二
票
制
の
比
例
代
表
制
（
並
用
制
）
の
下
で
、
そ
れ
は
、
選
挙
審
査

異
議
手
続
と
規
範
統
制
手
続
と
の
関
係
を
う
ま
く
整
理
し
て
、
選
挙
法
及
び
選
挙
自
体
に
つ
い
て
も
違
憲
イ
コ
ー
ル
当
初
無
効
と
い
う

峻
厳
な
論
理
を
敢
え
て
緩
め
た
の
で
あ
っ
た
。
選
挙
は
違
憲
で
あ
っ
て
も
過
渡
的
に
有
効
と
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
成
立
し
た
ラ
ン
ト

議
会
の
行
為
能
力
が
維
持
さ
れ
る
。
同
時
に
、
違
憲
な
法
律
の
適
用
が
阻
止
さ
れ
（
形
式
上
は
存
続
す
る
の
で
無
効
で
は
な
い
）、
こ

（
六
〇
）
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の
ラ
ン
ト
議
会
は
然
る
べ
き
法
改
正
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
、
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ラ
ン
ト
議
会
も
ま
た
、
こ
れ
に
よ
く
対
応
し
て
然

る
べ
く
措
置
を
講
じ
た
の
で
あ
っ
た
（
２
、
３
、
４
）。

議
会
主
義
民
主
制
の
死
命
を
制
す
る
選
挙
権
（
と
り
わ
け
、
そ
の
平
等
）
の
重
み
に
照
ら
し
て
、
そ
の
侵
害
に
対
し
て
は
そ
れ
に
ふ

さ
わ
し
い
実
効
的
な
救
済
策
が
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
基
本
権
と
し
て
「
保
障
さ
れ
る
」
こ
と
が
ら
が
侵
害
さ
れ
、
そ

れ
が
正
当
化
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
基
本
権
に
対
す
る
「
侵
犯
」
な
の
で
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
、
実
効
的
な
救
済
・
是
正
策
が
講
じ
ら

れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
と
わ
が
国
と
で
は
、
連
邦
制
と
単
一
国
家
と
の
違
い
、
議
会
制
度
上
の
相
異
、
憲
法
訴
訟
及
び
選

挙
訴
訟
に
お
け
る
制
度
的
相
異
、
選
挙
制
度
に
お
け
る
違
い
（
わ
が
国
の
、
例
え
ば
現
行
衆
院
議
員
選
挙
は
、
多
数
代
表
選
出
と
比
例

代
表
選
出
と
の
並
立
制Grabensystem
で
あ
る
）
な
ど
が
あ
り
、
単
純
な
比
較
を
許
さ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
わ
が
国
の
裁
判
例
で
も

「
憲
法
の
予
定
し
て
い
る
司
法
権
と
立
法
権
と
の
関
係
」（
衆
院
選
挙
無
効
訴
訟
に
関
す
る
最
大
判
平
成
２５
年
１１
月
２０
日
判
決
、
判
時

２
２
０
５
―

３
、
判
タ
１
３
９
６
―

１
２
２
）
が
、
い
わ
ゆ
る
「
合
理
的
期
間
」
論
―
―
ド
イ
ツ
流
に
言
う
と
、
違
憲
警
告
―
―
の
文
脈

で
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
一
層
、
選
挙
権
の
実
質
的
平
等
を
現
実
の
も
の
と
す
る
た
め
に
も
、
近
年
ド
イ
ツ
で
の
動
向
か
ら

教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

（
二
〇
一
四
年
七
月
脱
稿
）
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