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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
議
会
審
議
の
非
公
開
、
と
り
わ
け
委
員
会
審
議
の
非
公
開
に
つ
い
て
、
憲
法
原
理
の
観
点
か
ら
考
察
を
加
え
る
も
の
で
あ

る
。
も
と
よ
り
、
議
会
内
部
の
組
織
や
議
事
手
続
と
い
っ
た
議
会
政
過
程
を
ど
の
よ
う
に
形
成
し
規
律
す
る
か
に
つ
い
て
は
、「
何
れ

の
國
に
於
い
て
も
、
議
院
の
當
然
の
權
能
と
し
て
」
議
院
の
自
律
権
、
と
り
わ
け
議
院
規
則
制
定
権
に
委
ね
ら
れ
る
事
項
で
あ
る
と
さ

れ
る
。
日
本
に
お
い
て
も
、
日
本
国
憲
法
五
八
条
二
項
は
「
両
議
院
は
、
各
々
そ
の
会
議
そ
の
他
の
手
続
及
び
内
部
の
規
律
に
関
す
る

規
則
を
定
め
」
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
議
事
手
続
の
法
的
規
律
を
各
議
院
の
自
律
的
な
議
院
規
則
制
定
権
に
委
ね
て
い
る
。
ま
た
、

議
会
は
、
各
議
院
の
制
定
す
る
議
院
規
則
だ
け
で
な
く
、
法
律
の
形
式
に
よ
っ
て
も
自
身
の
内
部
組
織
や
手
続
を
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
さ
ら
に
は
、
一
定
の
拘
束
力
を
備
え
た
議
会
慣
行
・
先
例
も
、
議
会
法
の
法
源
と
し
て
数
え
ら
れ
る
。
こ
の
慣
行
・
先
例
も
、
各

議
院
が
自
律
的
に
形
成
し
て
き
た
も
の
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
議
院
規
則
、
法
律
、
慣
行
・
先
例
に
よ
っ
て
自
律
的
に
形

成
さ
れ
る
法
的
規
律
に
は
、
憲
法
の
明
文
規
定
と
い
う
限
界
が
存
在
す
る
。
ま
た
、
憲
法
の
明
文
規
定
に
と
ど
ま
ら
ず
、
民
主
制
原
理

や
代
表
原
理
、
法
治
国
原
理
と
い
っ
た
憲
法
原
理
が
、
議
会
政
過
程
の
形
成
・
規
律
に
一
定
の
指
針
や
限
界
を
与
え
る
こ
と
も
あ
り
え

よ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
議
院
や
議
会
が
自
律
的
に
形
成
し
た
議
会
政
過
程
の
法
的
規
律
に
つ
い
て
憲
法
原
理
の
観
点
か

ら
の
考
察
を
行
う
こ
と
に
は
、
そ
れ
ら
の
規
律
を
憲
法
学
の
対
象
と
し
て
吟
味
・
検
討
す
る
と
い
う
意
義
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

議
会
審
議
の
非
公
開
、
と
り
わ
け
委
員
会
審
議
の
非
公
開
に
つ
い
て
の
法
的
規
律
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
考
察
が
求
め
ら
れ
る
事
項

で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
も
そ
も
、
委
員
会
審
議
の
公
開
／
非
公
開
に
つ
い
て
は
、
憲
法
の
明
文
規
定
が
存
在
し
な
い
。
日
本
国
憲

法
五
七
条
一
項
は
「
両
議
院
の
会
議
は
、
公
開
と
す
る
」
と
定
め
て
い
る
が
、
こ
こ
に
い
う
「
両
議
院
の
会
議
」
は
本
会
議
を
指
す
も

の
と
解
さ
れ
、
委
員
会
を
含
ま
な
い
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
に
、
委
員
会
審
議
に
つ
い
て
は
、
国
会
法
五
二
条
一
項

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）
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が
「
委
員
会
は
、
議
員
の
外
傍
聴
を
許
さ
な
い
。
但
し
、
報
道
の
任
務
に
あ
た
る
者
そ
の
他
の
者
で
委
員
長
の
許
可
を
得
た
も
の
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
定
め
て
い
る
。
憲
法
の
明
文
規
定
が
な
い
以
上
、
委
員
会
審
議
の
公
開
／
非
公
開
に
関
し
て
は
憲
法

原
理
の
観
点
か
ら
の
考
察
に
意
義
が
見
出
さ
れ
う
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
の
議
論
に
お
い
て
は
、
委
員
会
審
議
の
と
り
わ
け
「
非

公
開
」
へ
の
憲
法
原
理
的
関
心
が
薄
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
議
論
は
、
委
員
会
審
議
の
公
開
を
民
主
制
原
理

な
い
し
代
表
原
理
に
結
び
つ
け
る
一
方
で
、
そ
の
非
公
開
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
審
議
の
効
率
化
・
実
質
化
と
い
う
実
務
上
の
技
術
的

必
要
性
か
ら
説
明
し
て
き
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
本
会
議
に
つ
い
て
秘
密
会
を
憲
法
自
身
が
予
定
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か

ら
す
る
と
、
憲
法
上
、
議
会
政
過
程
に
も
一
定
の
非
公
開
性
が
内
在
し
て
い
る
と
み
る
余
地
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す

れ
ば
、
委
員
会
審
議
の
非
公
開
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
憲
法
の
予
定
す
る
議
会
の
作
用
に
内
在
的
な
非
公
開
の
一
部
を
な
す
も
の
と
み

る
可
能
性
が
あ
り
、
改
め
て
憲
法
原
理
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
現
在
、
国
会
に
お
け
る
委
員
会
審
議

の
多
く
が
テ
レ
ビ
等
を
通
じ
て
中
継
放
送
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、「
非
公
開
」
ま
で
含
め
た
憲
法
学
的
考
察
に
は
「
意
義
が
乏
し

い
」
と
も
評
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
う
し
た
運
用
が
「
法
的
帰
結
を
覆
す
わ
け
で
は
な
い
」。
何
よ
り
も
、
将
来

的
に
、
国
会
法
の
改
正
も
含
め
て
委
員
会
審
議
の
公
開
／
非
公
開
に
関
す
る
制
度
変
更
の
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
う
し
た

場
合
に
備
え
て
、
委
員
会
審
議
の
公
開
と
非
公
開
の
両
面
に
つ
い
て
、
憲
法
学
的
議
論
を
展
開
す
る
必
要
性
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
委
員
会
審
議
の
公
開
／
非
公
開
に
つ
い
て
の
憲
法
原
理
的
省
察
に
は
、
理
論
的
に
も
実
務
的
に
も
、
十
分
な
意
義

が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
考
察
の
具
体
的
対
象
と
し
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
（
以
下
、「
連
邦
議
会
」
と
い
う
）
の
委
員
会
審
議
の
公

開
／
非
公
開
に
つ
い
て
の
法
的
規
律
を
取
り
上
げ
る
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
諸
点
に
あ
る
。
ま
ず
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
委
員
会
審
議

の
公
開
／
非
公
開
は
、
連
邦
議
会
が
自
律
的
に
定
め
る
議
事
規
則
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
憲
法
原
理
的
省
察
が
意
義

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）
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を
持
つ
事
項
で
あ
る
と
い
え
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
（
以
下
、「
基
本
法
」
と
い
う
）
四
二
条
一
項

一
文
は
「
連
邦
議
会
は
、
公
開
で
議
事
を
行
う
」
と
定
め
て
い
る
が
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
い
う
「
連
邦
議
会
」
は
本
会
議
の

み
を
指
す
も
の
と
解
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
見
解
を
と
る
な
ら
ば
、
委
員
会
審
議
の
公
開
／
非
公
開
に
つ
い
て

は
基
本
法
に
定
め
が
な
く
、
連
邦
議
会
の
議
事
規
則
制
定
権
（
基
本
法
四
〇
条
一
項
二
文
）
に
委
ね
ら
れ
る
事
項
と
な
る
。
次
に
、
ド

イ
ツ
連
邦
議
会
議
事
規
則
（
以
下
、「
議
事
規
則
」
と
い
う
）
六
九
条
一
項
一
文
は
「
委
員
会
の
審
議
は
原
則
と
し
て
非
公
開
と
す

る
」
と
定
め
て
お
り
、
運
用
上
も
非
公
開
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
連
邦
議
会
は
、「
委
員
会
審
議
の
非
公
開
」
の
位
置
づ
け
や

評
価
を
検
討
す
る
素
材
と
し
て
適
し
て
い
る
と
い
う
点
も
挙
げ
ら
れ
る
。
加
え
て
、
委
員
会
審
議
の
公
開
／
非
公
開
に
つ
い
て
は
、
日

独
で
実
定
法
上
の
共
通
点
と
運
用
上
の
相
違
点
と
が
同
時
に
存
在
し
て
お
り
、
比
較
の
観
点
か
ら
も
、
連
邦
議
会
に
お
け
る
委
員
会
審

議
の
公
開
／
非
公
開
を
め
ぐ
る
議
論
が
参
照
に
値
す
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
述
し
た
日
本
国
憲
法
お
よ
び
国
会
法
の
定

め
は
、
基
本
法
お
よ
び
議
事
規
則
の
定
め
と
対
応
し
て
お
り
、
日
独
と
も
に
委
員
会
審
議
に
つ
い
て
は
非
公
開
を
原
則
と
し
て
い
る
。

他
方
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
運
用
上
も
非
公
開
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
本
に
お
い
て
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
テ
レ
ビ

を
通
じ
て
委
員
会
審
議
の
多
く
が
中
継
放
送
さ
れ
て
お
り
、
実
質
的
に
は
非
公
開
原
則
が
貫
徹
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
ま
ず
連
邦
議
会
の
委
員
会
審
議
の
公
開
／
非
公
開
を
め
ぐ
る
従
来
の
議
論
に
つ
い
て
概
観
・
検
討
す
る
。
そ

の
際
に
は
、
従
来
の
議
論
を
、
そ
の
論
証
ア
プ
ロ
ー
チ
の
相
違
に
着
目
し
て
整
理
し
た
う
え
で
、
い
ず
れ
の
方
法
が
よ
り
適
切
か
と
い

う
観
点
か
ら
の
評
価
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
（
第
一
章
）。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
次
に
、
よ
り
適
切
と
い
え
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
拠
り
な

が
ら
、
連
邦
議
会
に
お
け
る
委
員
会
審
議
の
公
開
／
非
公
開
に
つ
い
て
憲
法
原
理
の
観
点
か
ら
の
検
討
を
試
み
る
（
第
二
章
）。
そ
こ

で
は
、
ま
ず
民
主
制
原
理
や
法
治
国
原
理
が
議
会
手
続
の
役
割
と
し
て
要
請
す
る
も
の
を
確
認
し
た
う
え
で
（
第
一
節
）、
次
に
連
邦

議
会
の
委
員
会
に
ど
の
よ
う
な
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
か
を
、
主
と
し
て
議
事
規
則
上
の
組
織
・
権
限
か
ら
明
ら
か
に
し
、
そ
の

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）
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役
割
に
民
主
制
原
理
や
法
治
国
原
理
の
観
点
か
ら
の
評
価
を
加
え
る
（
第
二
節
）。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
考
察
を
踏
ま
え
て
、
そ
れ
ら

の
役
割
に
適
合
的
な
も
の
と
し
て
選
択
さ
れ
る
公
開
／
非
公
開
の
憲
法
原
理
的
意
義
を
示
す
こ
と
を
試
み
る
（
第
三
節
）。
最
後
に
、

本
稿
で
示
さ
れ
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
な
る
、
民
主
制
原
理
や
法
治
国
原
理
と
公
開
／
非
公
開
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
問
題
と
残
さ
れ

た
課
題
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
と
す
る
（
お
わ
り
に
）。

第
一
章　

委
員
会
審
議
の
公
開
／
非
公
開
を
め
ぐ
る
従
来
の
議
論

　

委
員
会
審
議
の
公
開
／
非
公
開
を
め
ぐ
っ
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
従
来
、
基
本
法
四
二
条
一
項
一
文
と
い
う
明
文
規
定
の
解
釈
を

め
ぐ
る
議
論
（
第
一
節
）
と
、
基
本
法
の
規
定
自
体
か
ら
離
れ
た
公
開
／
非
公
開
の
機
能
を
論
拠
と
す
る
議
論
（
第
二
節
）、
そ
し
て

連
邦
議
会
全
体
に
お
け
る
委
員
会
の
役
割
に
着
目
し
た
議
論
（
第
三
節
）
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。

第
一
節
　
基
本
法
四
二
条
一
項
一
文
の
解
釈

　

ま
ず
、
基
本
法
四
二
条
一
項
一
文
は
「
連
邦
議
会
（Bundestag

）
は
、
公
開
で
議
事
を
行
う
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う

「
連
邦
議
会
」
は
本
会
議
を
指
す
も
の
と
解
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
以
下
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
基

本
法
四
二
条
三
項
に
お
い
て
「
連
邦
議
会
（Bundestag

）」
と
「
委
員
会
（A

usschüsse

）」
と
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

基
本
法
が
「
連
邦
議
会
」
と
述
べ
る
場
合
、「
憲
法
機
関
全
体
」・「
総
体
」
と
し
て
の
連
邦
議
会
、
し
た
が
っ
て
連
邦
議
会
全
体
と
し

て
の
議
事
を
行
う
場
で
あ
る
本
会
議
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
次
に
、
基
本
法
四
四
条
一
項
は
調
査
委
員
会
の
証
拠
調

手
続
に
つ
い
て
原
則
と
し
て
公
開
で
行
う
こ
と
を
予
定
す
る
一
方
で
、
そ
の
他
の
審
議
手
続
に
つ
い
て
は
そ
の
公
開
を
定
め
て
い
な
い
。

調
査
委
員
会
の
第
一
次
的
機
能
で
あ
る
統
制
機
能
の
実
効
性
は
公
開
性
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
、
か
か
る
調
査
委
員
会
に
つ
い
て
す
ら
審

（
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議
の
公
開
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
以
上
、
基
本
法
は
そ
の
他
の
委
員
会
に
つ
い
て
も
審
議
の
公
開
を
要
請
す
る
も
の
で
な
い
と
解
さ
れ

る
点
で
あ
る
。

　

そ
の
う
え
で
、
議
会
に
お
け
る
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
実
質
的
な
部
分
が
委
員
会
に
移
行
し
て
い
る
と
い
う
事
実
面
で
の
変
化
や
、
議
事

規
則
六
二
条
一
項
三
文
に
よ
り
自
己
の
職
務
領
域
に
属
す
る
問
題
を
独
自
に
取
り
扱
う
権
限
が
委
員
会
に
付
与
さ
れ
た
と
い
う
規
範
面

で
の
変
化
を
踏
ま
え
て
、
委
員
会
が
本
会
議
を
代
替
す
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
委
員
会
に
お
い
て
の
み
審
議
が
な
さ
れ
、
全
体
と
し
て

の
議
会
に
帰
せ
ら
れ
る
決
定
が
当
該
委
員
会
で
下
さ
れ
る
場
合
に
は
、
基
本
法
四
二
条
一
項
一
文
の
「
直
接
適
用
ま
た
は
少
な
く
と
も

類
推
適
用
」
に
よ
り
、
公
開
の
要
請
が
当
該
委
員
会
に
も
及
ぶ
と
す
る
見
解
が
存
在
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
委
員
会
が
本
会
議
代
替

的
に
活
動
す
る
場
合
で
も
、
同
文
の
公
開
原
則
が
本
会
議
に
の
み
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
異
な
ら
な
い
と
す
る
見
解
も
存
在
す
る
。

ま
た
、
同
文
の
規
律
の
明
確
性
に
鑑
み
れ
ば
、
類
推
適
用
の
前
提
と
な
る
想
定
に
反
し
た
（planw

idrig

）
規
律
の
欠
缺
が
存
在
し
な

い
た
め
、
委
員
会
の
作
業
に
つ
い
て
こ
れ
を
公
開
す
る
正
当
な
利
益
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
同
文
の
適
用
領
域
を
委
員
会
に
ま
で
拡
張

す
る
こ
と
は
正
当
化
で
き
な
い
と
す
る
見
解
も
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
二
節
　
公
開
／
非
公
開
の
機
能
に
基
づ
く
議
論

　

前
記
の
よ
う
に
、
委
員
会
に
ま
で
基
本
法
四
二
条
一
項
一
文
に
よ
る
審
議
公
開
の
原
則
が
及
ぶ
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
肯

定
す
る
見
解
も
存
在
す
る
も
の
の
、
同
条
三
項
の
文
言
や
他
の
規
定
と
の
平
仄
か
ら
し
て
、
同
条
一
項
一
文
は
あ
く
ま
で
も
本
会
議
の

み
を
対
象
と
し
て
い
る
と
解
す
る
見
解
が
多
数
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
基
本
法
解
釈
論
と
は
別
に
、
議
会
審
議
の
公
開
／
非
公
開

そ
れ
自
体
の
機
能
を
論
拠
と
し
て
、
委
員
会
審
議
の
公
開
／
非
公
開
の
要
請
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
議
論
も
存
在
す
る
。
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第
一
款
　
議
会
審
議
公
開
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
創
出
機
能
と
代
表
原
理

　

議
会
に
お
け
る
審
議
の
公
開
が
有
す
る
機
能
と
し
て
、
例
え
ばLeo K

ißler

は
、
代
表
機
能
、
統
制
機
能
お
よ
び
統
合
機
能
の
三

つ
を
提
示
す
る
。
ま
たJoachim

 V
etter

は
、
民
主
的
参
加
、
統
制
お
よ
び
正
統
化
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
、
議
会
審
議
の
公

開
を
位
置
づ
け
る
。K

ißler

が
、
自
身
の
示
し
た
三
つ
の
機
能
に
つ
い
て
、「
重
心
は
垂
直
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
確
立
と
い
う

観
点
の
も
と
に
お
か
れ
る
べ
き
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
う
ち
で
特
に
着
目
さ
れ
る
の
は
、
代
表
者
た
る
議
会
と
被
代
表
者
た

る
有
権
者
と
の
間
に
恒
常
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
創
出
す
る
と
い
う
機
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
議
会
審
議
が
公
開
さ
れ
る
こ

と
で
、
審
議
の
経
過
や
状
況
、
諸
会
派
・
議
員
の
立
論
に
つ
い
て
継
続
的
に
現
在
の
情
報
が
提
供
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
市
民
が

直
接
に
政
治
的
評
価
を
下
す
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
ま
た
、
議
会
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
政
治
参
加
（
批
判
や
代
案
の
提
示
も
含
め
た
間

接
的
な
参
加
）
の
機
会
が
開
か
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
ロ
ビ
イ
ス
ト
な
ど
利
害
関
係
者
か
ら
の
議
会
の
決
定
へ
の
影

響
を
透
明
に
す
る
こ
と
や
、
市
民
か
ら
提
示
さ
れ
た
考
え
が
議
会
の
決
定
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
た
の
か
を
市
民
に
知
ら
せ
る
こ
と

も
、
こ
う
し
た
機
能
の
一
部
と
し
て
理
解
さ
れ
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
創
出
さ
れ
る
恒
常
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
議
会
の
決
定
へ
の
理
解
や
、
決
定
に
つ
い
て
の
正
統
性
・
受
容

性
を
確
保
す
る
た
め
の
前
提
条
件
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
正
統
性
・
受
容
性
の
確
保
は
、「
代
表
プ
ロ
セ
ス
の
目

標
」
で
あ
り
、
代
表
民
主
制
の
「
成
功
条
件
」
の
一
つ
と
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
上
記
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
創
出
す
る
機
能
を

持
つ
議
会
審
議
の
公
開
は
、
代
表
原
理
に
基
づ
く
要
請
と
し
て
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
う
し
た
正
統
性
・
受
容
性
を
も
た
ら
す
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
「
政
治
的
決
定
プ
ロ
セ
ス
を
透
明
、
統
制
可
能
で
、

参
加
に
対
し
て
開
か
れ
た
も
の
に
す
る
実
質
的
な
」
も
の
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
こ
こ
で
の
公
開
の
要
請
は
具
体
的
な
政
治
的
決

定
プ
ロ
セ
ス
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
委
員
会
は
こ
の
政
治
的
決
定
が
実
質
的
に
下
さ
れ
る
段
階
と
さ
れ
る
た
め
、
か
か
る
委
員
会
に
も
、
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代
表
原
理
に
基
づ
く
審
議
公
開
の
要
請
が
及
ぶ
も
の
と
説
明
さ
れ
る
。

第
二
款
　
議
会
審
議
非
公
開
の
審
議
実
質
化
機
能
・
妥
協
促
進
機
能
と
議
会
の
機
能
性

　

以
上
に
対
し
て
、
審
議
非
公
開
の
機
能
に
よ
っ
て
、
委
員
会
審
議
の
非
公
開
を
根
拠
づ
け
る
議
論
も
存
在
す
る
。

　

審
議
非
公
開
の
機
能
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
専
門
事
項
的
議
論
の
促
進
に
よ
る
審
議
の
実
質
化
で
あ
る
。
例
え
ばErnst 

Friesenhahn

に
よ
れ
ば
、「
事
項
に
即
し
た
作
業
に
と
っ
て
は
、
委
員
会
で
の
作
業
は
歓
迎
す
ら
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
扉
が
閉

じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
委
員
会
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
作
業
の
質
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
に
な
る
こ
と
す
ら
あ
る
」
と
さ
れ
る
。Friesen-

hahn

が
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
ド
イ
ツ
国
法
学
者
大
会
に
て
そ
の
対
報
告
を
務
め
たK

arl Josef Partsch

も
、
委
員
会
審
議
の
非
公

開
を
、「
真
に
自
由
な
議
論
を
生
じ
さ
せ
、
ま
た
、
政
党
紀
律
に
よ
る
圧
力
の
も
と
に
あ
る
議
員
に
つ
い
て
、
対
象
事
項
の
性
質
に
基

づ
く
論
拠
に
従
う
自
由
を
守
る
と
い
う
意
義
を
有
す
る
」
も
の
と
し
て
評
価
す
る
。
特
にPartsch

に
お
い
て
は
、
公
開
の
制
限
ま
た

は
排
除
に
よ
る
保
護
の
も
と
で
、
輝
か
し
い
演
説
で
は
な
く
、
冷
静
な
調
査
報
告
が
な
さ
れ
、
政
治
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
観
点
が
事

項
的
観
点
の
後
景
に
退
く
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
専
門
的
事
項
に
即
し
た
議
論
を
可
能
に
し
、
作
業
の
質
を
向

上
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
審
議
を
実
質
化
さ
せ
る
こ
と
が
、
審
議
非
公
開
の
機
能
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
、
こ
う
し
た

審
議
の
実
質
化
機
能
が
、
委
員
会
審
議
を
非
公
開
に
す
る
こ
と
の
論
拠
と
な
る
。

　

ま
た
、
審
議
非
公
開
の
別
の
機
能
と
し
て
は
、
政
治
的
決
定
に
際
し
て
の
妥
協
を
促
進
す
る
と
い
う
点
も
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

各
人
が
当
初
有
し
て
い
る
見
解
・
立
場
は
種
々
様
々
で
あ
る
た
め
、
多
数
派
を
形
成
し
、
政
治
的
決
定
を
下
す
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
の

間
で
一
定
の
譲
歩
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
譲
歩
は
、
公
衆
か
ら
は
一
貫
性
の
欠
如
と
し
て
消
極
的
に
評
価
さ
れ
か
ね
な

い
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
公
衆
の
目
が
あ
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
は
、
議
員
は
自
己
の
当
初
の
見
解
に
固
執
す
る
こ
と
を
選
択
し
、
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そ
の
結
果
、
多
数
派
形
成
・
政
治
的
決
定
が
滞
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
議
会
審
議
の
非
公
開
は
、「
政
治
的
決
定
の

た
め
の
避
難
所
」・「
守
ら
れ
た
空
間
」
と
し
て
、
譲
歩
を
容
易
に
す
る
機
能
を
営
む
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
妥
協
の
促

進
と
い
う
機
能
も
、
委
員
会
に
お
け
る
審
議
非
公
開
の
論
拠
の
一
つ
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
機
能
は
と
も
に
、
議
会
審
議
の
実
効
性
・
効
率
性
、
ひ
い
て
は
議
会
の
機
能
性
（Funktionsfähigkeit

）
を
向
上
さ
せ

る
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
議
会
の
機
能
性
は
、
憲
法
レ
ベ
ル
の
法
益
と
評
価
さ
れ
う
る
た
め
、
議
会
審
議
の
非
公
開
も
ま
た
、

憲
法
レ
ベ
ル
の
法
益
に
資
す
る
価
値
を
有
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
う
る
こ
と
と
な
る
。

第
三
款
　
利
益
衡
量
に
よ
る
判
断

　

こ
の
よ
う
に
、
一
方
で
、
議
会
審
議
の
公
開
は
議
会
と
市
民
と
の
間
に
恒
常
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
作
り
出
す
機
能
を
有
し
、

こ
れ
は
議
会
に
お
け
る
決
定
の
正
統
性
・
受
容
性
の
確
保
の
前
提
条
件
を
成
す
と
い
う
意
味
で
代
表
原
理
に
資
す
る
も
の
と
評
価
さ
れ

る
。
他
方
で
、
議
会
審
議
の
非
公
開
は
、
審
議
を
専
門
事
項
的
に
実
質
化
し
、
ま
た
妥
協
を
促
進
す
る
機
能
を
有
し
、
こ
れ
は
議
会
の

機
能
性
と
い
う
法
益
に
資
す
る
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。

　

そ
の
う
え
で
、
委
員
会
審
議
を
原
則
と
し
て
公
開
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
両
者
の
価
値
が
競
争
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
的
利
点
を
衡
量
す
る
と
い
う
枠
組
み
で
判
断
さ
れ
う
る
。

第
三
節
　
委
員
会
の
任
務
・
役
割
に
定
位
し
た
議
論

　

第
二
節
で
み
た
議
論
は
、
基
本
法
解
釈
論
と
は
異
な
る
次
元
で
、
審
議
の
公
開
／
非
公
開
の
機
能
そ
れ
自
体
に
着
目
し
、
そ
れ
ら
の

機
能
が
代
表
原
理
・
民
主
的
正
統
性
あ
る
い
は
議
会
の
機
能
性
と
い
っ
た
法
益
へ
と
寄
与
す
る
こ
と
を
論
拠
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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こ
う
し
た
議
論
（
特
に
第
一
款
で
み
た
公
開
の
機
能
に
着
目
す
る
議
論
）
に
お
い
て
は
、
議
会
政
過
程
の
中
で
委
員
会
審
議
が
有
す
る

重
要
性
に
は
言
及
さ
れ
る
が
、
委
員
会
審
議
に
固
有
の
意
義
に
は
着
目
さ
れ
な
い
。

　

こ
の
点
、
同
じ
く
基
本
法
解
釈
論
と
は
異
な
る
次
元
で
あ
る
も
の
の
、
委
員
会
と
い
う
審
議
局
面
に
よ
り
即
し
た
議
論
と
し
て
、
連

邦
議
会
の
中
で
委
員
会
が
果
た
す
べ
き
役
割
を
措
定
し
た
う
え
で
、
審
議
の
公
開
／
非
公
開
の
い
ず
れ
が
そ
の
役
割
に
よ
り
資
す
る
か

と
い
う
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
も
の
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
、
審
議
の
公
開
／
非
公
開
の
機
能
そ
れ
自
体
の
特
定

の
法
益
へ
の
寄
与
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
機
能
の
、
委
員
会
の
任
務
へ
の
適
合
性
が
論
拠
と
な
る
。
こ
う
し
た
議
論
を
展
開
す
る
も
の

と
し
て
、
本
節
で
は
、Joachim

 Linck

の
論
稿
を
概
観
す
る
。

　

Linck

は
、
ま
ず
、
前
述
し
た
基
本
法
解
釈
論
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
委
員
会
が
本
会
議
を
代
替
し
て
し
ま
う
場
合
に
は
、
基
本
法

四
二
条
一
項
一
文
に
よ
る
審
議
公
開
の
原
則
が
当
該
委
員
会
に
も
及
ぶ
と
解
し
た
う
え
で
、
そ
れ
以
外
の
委
員
会
に
つ
い
て
も
審
議
の

公
開
を
拡
大
し
て
い
く
こ
と
が
法
政
策
的
に
望
ま
し
い
か
否
か
を
検
討
す
る
。

　

そ
の
際
、Linck

は
、
研
究
の
手
順
と
し
て
、
ま
ず
議
会
に
よ
る
決
定
の
任
務
と
目
標
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
、
議
会
に
お
け
る

決
定
プ
ロ
セ
ス
に
と
っ
て
委
員
会
で
の
作
業
と
議
会
審
議
と
が
併
存
し
て
い
る
こ
と
の
も
つ
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
と
す
る
。
そ
し
て
、
議
会
の
目
標
の
枠
内
で
委
員
会
に
与
え
ら
れ
る
特
殊
な
任
務
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
初
め
て
、
委
員
会
審
議
の
公

開
が
、
当
該
任
務
に
と
っ
て
最
適
な
働
き
を
発
揮
す
る
の
に
適
し
て
い
る
か
が
吟
味
さ
れ
う
る
と
す
る
。

　

Linck

に
よ
れ
ば
、
多
元
的
民
主
制
に
お
け
る
議
会
に
よ
る
決
定
に
は
二
つ
の
目
標
が
あ
る
。
一
つ
は
、
最
適
な
時
間
・
費
用
・
便

益
関
係
を
伴
う
成
果
を
生
み
出
す
こ
と
で
あ
る
。
今
一
つ
は
、
社
会
に
お
け
る
相
異
な
る
利
害
を
、
平
和
的
手
段
で
も
っ
て
、
広
く
受

け
容
れ
ら
れ
る
よ
う
調
整
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
効
率
性
と
平
和
の
い
ず
れ
か
一
方
だ
け
で
な
く
、
両
者
を
と
も
に
保
証

す
る
こ
と
が
、
議
会
に
お
け
る
作
業
の
目
標
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
効
率
性
を
備
え
た
決
定
は
専
門
知
識
を
必
要
と
し
、
平
和
を
確
保
す

（
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）
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）
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る
決
定
は
広
く
受
容
さ
れ
る
妥
協
を
必
要
と
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。

　
Linck

は
、
ド
イ
ツ
の
憲
法
状
況
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、
い
わ
ゆ
る
混
合
議
会
（M

ischparlam
ent

）

の
形
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
議
会
は
、
作
業
議
会
（A

rbeitsparlam
ent

）
で
あ
り
な
が
ら
、
討
論
議
会

（Redeparlam
ent

）
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
本
会
議
に
は
討
論
議
会
の
機
能
が
与
え
ら
れ
、
委
員
会
に
は
作
業
議
会
の
機

能
が
与
え
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
本
会
議
討
論
の
任
務
は
、
対
立
す
る
政
治
的
な
立
場
を
描
出
し
、
論
拠
や
決
定
理
由

に
よ
っ
て
政
治
的
闘
争
を
合
理
化
す
る
点
に
あ
る
と
さ
れ
る
一
方
で
、
委
員
会
で
の
作
業
は
、
平
和
を
確
保
す
る
効
率
的
な
妥
協
に
よ

る
決
定
を
獲
得
す
る
た
め
の
、
事
項
に
定
位
し
た
作
業
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
て
、Linck

は
問
題
を
次
の
よ
う
に
提
起
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
委
員
会
で
の
作
業
に
お
い
て
、
平
和
を
確
保
す
る
妥
協
の

準
備
と
効
率
性
と
に
積
極
的
な
効
果
を
及
ぼ
す
こ
と
に
、
委
員
会
審
議
の
公
開
が
適
し
て
い
る
か
否
か
」
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、Linck

は
こ
の
問
い
に
対
し
て
、「
公
開
の
委
員
会
審
議
は
、
非
公
開
の
そ
れ
に
比
べ
て
、
事
項
に
適
し
た
決
定
と
妥
協

を
獲
得
す
る
こ
と
に
適
し
て
い
な
い
」
と
結
論
づ
け
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
ま
ず
効
率
性
と
の
関
係
で
は
、
①
各
会
派
は
外
部
に
向

け
て
は
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
見
解
を
示
そ
う
と
す
る
た
め
、
自
身
の
会
派
に
所
属
す
る
委
員
を
拘
束
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、
②
公
開
の

下
で
は
多
く
の
委
員
が
、
瞬
間
的
な
着
想
に
基
づ
い
て
生
煮
え
の
思
考
を
議
論
に
投
入
す
る
こ
と
を
躊
躇
し
て
し
ま
う
こ
と
、
③
会
派

は
、
日
和
見
政
党
だ
と
公
衆
に
思
わ
れ
た
く
な
い
が
た
め
に
、
公
開
の
下
で
は
、
一
度
抱
い
た
見
解
か
ら
離
れ
が
た
く
な
っ
て
し
ま
う

こ
と
、
④
公
開
の
下
で
は
政
党
は
、
選
挙
を
に
ら
ん
だ
機
会
思
考
を
働
か
せ
、
専
門
知
識
に
基
づ
く
適
切
な
決
定
で
は
な
く
、
人
々
に

阿
っ
た
決
定
を
下
し
て
し
ま
う
こ
と
、
⑤
委
員
会
審
議
を
公
開
に
す
る
と
、
本
会
議
で
発
言
す
る
機
会
に
乏
し
い
陣
笠
議
員
の
委
員
会

で
の
発
言
は
、
プ
レ
ス
に
向
け
ら
れ
た
、
自
ら
の
イ
メ
ー
ジ
作
り
の
た
め
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
と
い
う
五
点
の
理
由
か
ら
、

公
開
の
委
員
会
審
議
に
お
い
て
は
、
適
切
な
決
定
に
至
る
た
め
の
専
門
知
識
が
非
公
開
の
場
合
に
比
べ
て
少
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
さ
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れ
る
。
ま
た
、
平
和
を
確
保
す
る
妥
協
と
の
関
係
で
は
、
議
会
は
社
会
に
お
け
る
諸
要
請
を
や
り
取
り
す
る
際
に
直
接
・
間
接
の
様
々

な
圧
力
に
晒
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
議
員
個
人
も
自
身
の
再
選
に
関
し
て
憂
慮
を
抱
く
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
議
員
の
面
目
を
維
持
し
つ

つ
、
か
つ
、
政
党
政
治
上
の
競
争
相
手
に
比
し
て
チ
ャ
ン
ス
を
失
う
こ
と
な
く
、
社
会
か
ら
の
不
当
で
過
大
な
要
請
に
対
す
る
防
御
を

可
能
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
の
手
続
と
し
て
は
、
審
議
を
非
公
開
に
す
る
方
が
よ
り
大
き
な
成
果
を
見
込
む
こ
と

が
で
き
る
と
さ
れ
る
。

　

な
お
、Linck
は
こ
の
よ
う
に
、
効
率
性
と
妥
協
の
双
方
に
と
っ
て
委
員
会
審
議
を
非
公
開
に
す
る
方
が
適
合
的
で
あ
る
と
す
る
が
、

他
方
、
委
員
会
審
議
の
公
開
が
透
明
性
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
変
わ
り
が
な
い
と
し
て
、
結
局
は
、
透
明
性
の
拡
大
の
た

め
に
効
率
性
の
減
少
と
い
う
対
価
を
支
払
う
用
意
が
あ
る
か
否
か
の
問
題
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
審
議
公
開
の
機
能
は
本
質
的
に

は
本
会
議
討
論
の
公
開
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
一
方
で
、
こ
の
機
能
が
委
員
会
審
議
の
非
公
開
に
よ
っ
て
縮
減
さ
れ
る
程
度
は
非
本
質

的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
と
の
評
価
に
基
づ
き
、
議
会
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
分
割
と
し
て
、
委
員
会
に
お
け
る
手
続
の
非
公
開
を
支
持
す

る
。

第
四
節
　
小
括

　

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
連
邦
議
会
の
委
員
会
審
議
の
公
開
／
非
公
開
を
め
ぐ
る
議
論
に
は
三
つ
の
類
型
が
あ
る
と
い
え
る
。

　

ま
ず
、
第
一
の
類
型
は
、
基
本
法
の
条
文
解
釈
と
し
て
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
基
本
法
四
二
条
一
項
一
文
、
四
二

条
三
項
お
よ
び
四
四
条
一
項
を
対
照
し
て
、
基
本
法
が
審
議
の
公
開
を
要
請
す
る
「
連
邦
議
会
」
に
は
委
員
会
が
含
ま
れ
な
い
と
す
る

見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
（
な
お
、
委
員
会
が
本
会
議
を
代
替
し
て
し
ま
う
場
合
に
は
、
基
本
法
に
よ
る
公
開
の
要
請
が
及
ぶ
と
解
す
る

余
地
も
あ
る
）。
こ
う
し
た
議
論
に
よ
れ
ば
、
基
本
的
に
、
委
員
会
審
議
の
公
開
／
非
公
開
は
、
議
院
自
律
権
に
委
ね
ら
れ
る
事
項
と
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な
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
の
議
論
は
、
委
員
会
審
議
の
原
則
非
公
開
を
定
め
る
議
事
規
則
六
九
条
一
項
一
文
が
、
本
稿
の
関
心
対
象

で
あ
る
〝
議
院
が
自
律
的
に
形
成
す
る
議
会
政
過
程
の
法
的
規
律
〟
に
あ
た
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

次
に
、
第
二
の
類
型
は
、
議
会
審
議
の
公
開
／
非
公
開
そ
れ
自
体
の
機
能
に
着
目
し
、
そ
れ
ら
の
機
能
が
寄
与
す
る
憲
法
原
理
・
法

益
を
論
拠
と
し
て
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
公
開
・
非
公
開
の
い
ず
れ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
憲
法
原
理
な
い
し
憲
法

レ
ベ
ル
の
法
益
に
資
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
議
論
は
、
議
会
審
議
に
関
す
る
一
般
論
と
し
て
妥
当
す
る
も
の
と
み
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

し
か
し
、
議
会
政
過
程
に
お
い
て
は
、
審
議
の
場
と
し
て
様
々
な
レ
ベ
ル
の
も
の
が
置
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
間
で
の
分
業
が
図

ら
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
第
二
の
類
型
の
よ
う
な
議
論
で
は
、
個
々
の
審
議
レ
ベ
ル
に
即
し
た
論
証
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。

よ
り
実
質
的
な
議
論
の
た
め
に
は
、
議
会
全
体
の
な
か
で
各
レ
ベ
ル
に
求
め
ら
れ
る
特
殊
な
役
割
を
も
加
味
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
、

さ
ら
に
必
要
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

第
三
の
類
型
と
し
て
紹
介
し
たLinck

の
議
論
は
、
そ
う
し
た
委
員
会
の
役
割
を
措
定
し
た
上
で
、
そ
の
役
割
に
審
議
の
公
開
／
非

公
開
の
い
ず
れ
が
よ
り
資
す
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
議
会
に
よ
る
決
定
が
目
標
と
す
る
も
の

を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
そ
の
目
標
の
枠
内
で
委
員
会
に
与
え
ら
れ
る
任
務
が
示
さ
れ
て
い
る
。
委
員
会
と
い
う
審
議
レ
ベ
ル
に
お

け
る
公
開
／
非
公
開
の
是
非
を
論
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
議
会
全
体
の
な
か
で
委
員
会
に
付
与
さ
れ
る
役
割
・
任
務
に
定
位

す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
よ
り
適
切
で
あ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、Linck

は
、
前
記
の
議
論
に
お
い
て
委
員
会
に
与
え
ら
れ
る
任
務
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
た
っ
て
、
組
織
や
権
限
と
い

っ
た
、
連
邦
議
会
に
お
け
る
委
員
会
固
有
の
要
素
か
ら
の
裏
づ
け
を
し
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
際Linck

は
、W

infried 

Steffani

の
論
稿
を
参
照
指
示
し
て
い
る
が
、
当
該
参
照
箇
所
は
、
一
般
論
と
し
て
、
討
論
議
会
と
作
業
議
会
で
は
そ
れ
ぞ
れ
本
会
議

（
57
）

（
58
）

（
59
）

（
60
）

（
61
）



論　　　説

（阪大法学）67（5-152）　932 〔2018. 1 〕

と
委
員
会
が
本
質
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
叙
述
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、Linck

の
議
論
は
、
委
員
会
の
任
務

に
定
位
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
は
適
切
な
も
の
と
い
え
る
が
、
そ
の
論
証
に
お
い
て
は
、
連
邦
議
会
に
お
け
る
委
員
会
と

い
う
具
体
的
な
審
議
レ
ベ
ル
に
未
だ
即
し
き
れ
て
い
な
い
も
の
と
い
え
る
。

　

ま
た
、Linck

は
、
基
本
法
四
二
条
一
項
一
文
解
釈
（
本
稿
の
整
理
で
い
え
ば
第
一
の
類
型
）
を
憲
法
規
範
の
観
点
か
ら
の
議
論
と

位
置
づ
け
る
一
方
で
、
そ
う
し
た
現
行
法
解
釈
論
と
は
異
な
る
、
委
員
会
の
任
務
に
定
位
し
た
議
論
（
同
じ
く
第
三
の
類
型
）
を
、
単

に
法
政
策
的
観
点
か
ら
の
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
の
た
め
、Linck

が
後
者
の
議
論
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
こ
で
示

さ
れ
る
委
員
会
の
任
務
の
有
す
る
憲
法
原
理
的
意
義
に
つ
い
て
厚
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
自
律
的
に
形
成
さ

れ
る
議
会
政
過
程
の
法
的
規
律
を
憲
法
学
の
観
点
か
ら
吟
味
・
検
討
す
る
と
い
う
本
稿
の
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
委
員
会
審
議
の
公
開
／

非
公
開
に
関
す
る
法
的
規
律
を
め
ぐ
る
議
論
の
定
位
点
と
な
る
委
員
会
の
任
務
・
役
割
に
つ
い
て
、
憲
法
原
理
の
観
点
か
ら
ど
の
よ
う

に
評
価
さ
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
実
際
に
、Linck

が
提
示
し
た
、
専
門
知
識
を
必
要
と
す
る

効
率
性
を
備
え
た
決
定
や
、
広
く
受
容
さ
れ
る
妥
協
に
基
づ
く
平
和
的
決
定
と
い
っ
た
議
会
手
続
の
目
標
に
基
づ
く
議
論
は
、
次
章
第

一
節
に
概
観
す
る
よ
う
な
民
主
制
原
理
や
法
治
国
原
理
に
関
す
る
ド
イ
ツ
語
圏
で
の
議
論
か
ら
す
る
と
、
政
策
的
機
能
論
に
と
ど
ま
る

こ
と
な
く
、
憲
法
原
理
の
観
点
か
ら
も
こ
れ
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
い
え
る
。

　

そ
こ
で
、
次
章
で
は
、
基
本
的
にLinck

の
示
し
た
第
三
の
類
型
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
拠
り
な
が
ら
、
連
邦
議
会
の
委
員
会
に
固
有
の

要
素
を
勘
案
し
つ
つ
、
委
員
会
審
議
の
公
開
／
非
公
開
に
つ
い
て
、
憲
法
学
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

美
濃
部
達
吉
『
議
會
制
度
論
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
三
〇
年
）
四
三
四
頁
。

も
っ
と
も
、
日
本
国
憲
法
下
に
お
い
て
、「
議
院
法
伝
統
」（
大
石
眞
『
議
院
自
律
権
の
構
造
』（
成
文
堂
、
一
九
八
八
年
）
二
一
一
頁
）
の

（
62
）

（
1
）

（
2
）
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も
と
、
国
会
法
と
い
う
法
律
形
式
で
各
議
院
の
議
事
手
続
準
則
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
議
院
自
律
権
が
損
な
わ
れ
て
い
る
旨
の
指
摘
は
か
ね
て

か
ら
な
さ
れ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
参
照
、
黒
田
覚
『
国
会
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
八
年
）
三
二
頁
以
下
、
大
石
真
「
立
法
と
権
限
分

配
の
原
理
（
二
・
完
）」
法
学
四
三
巻
一
号
（
一
九
七
九
年
）
七
五
頁
以
下
、
大
石
・
同
書
三
二
〇
頁
以
下
。
ま
た
、
大
石
・
同
書
三
一
二
頁
は
、

「
国
会
の

0

0

0

独
立
性
（
自
律
性
）」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、「
権
力
分
立
の
原
理
と
の
関
係
で
意
味
を
も
つ
に
と
ど
ま
る
の
み
な
ら
ず
、
場
合
に
よ

っ
て
は
、
一
院
の
犠
牲
に
お
い
て
も
守
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
み
う
る
の
で
、
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
」
と
す
る
。
本
稿
は
国
会

法
に
よ
る
議
事
手
続
準
則
決
定
の
可
否
や
拘
束
力
を
論
じ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
国
会
法
の
い
わ
ゆ
る
紳
士
協
約
説
に
つ
い
て
さ
し
あ
た
り
参
照
、

小
嶋
和
司
・
大
石
眞
『
憲
法
概
観
〔
第
七
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
二
〇
二
頁
。

V
gl. N

orbert A
chterberg, Parlam

entsrecht, 1984, S. 67;

黒
田
・
前
掲
注
（
2
）
九
頁
、
大
石
眞
『
議
会
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
一

年
）
六
頁
。

例
え
ば
、
法
学
協
会
編
『
註
解
日
本
国
憲
法　

下
巻
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
四
年
）
八
七
五
頁
、
佐
藤
功
『
ポ
ケ
ッ
ト
注
釈
全
書　

憲
法
』

（
有
斐
閣
、
一
九
五
五
年
）
三
二
七
頁
、
黒
田
・
前
掲
注
（
2
）
一
三
六
頁
、
宮
沢
俊
義
〔
芦
部
信
喜
補
訂
〕『
全
訂　

日
本
国
憲
法
』（
日
本
評

論
社
、
一
九
七
八
年
）
四
三
三
頁
、
清
宮
四
郎
『
憲
法
Ⅰ
〔
第
三
版
〕』（
有
斐
閣
、
一
九
七
九
年
）
二
五
〇
頁
、
小
林
直
樹
「〔
新
版
〕
憲
法
講

義
（
下
）」（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年
）
二
二
八
頁
、
樋
口
陽
一
・
佐
藤
幸
治
・
中
村
睦
男
・
浦
部
法
穂
『
注
釈　

日
本
国
憲
法　

下

巻
』（
青
林
書
院
、
一
九
八
八
年
）
九
五
六
頁
〔
樋
口
陽
一
〕、
伊
藤
正
己
『
憲
法
〔
第
三
版
〕』（
弘
文
堂
、
一
九
九
五
年
）
四
五
九
頁
、
大
山
礼

子
『
国
会
学
入
門
〔
第
二
版
〕』（
三
省
堂
、
二
〇
〇
三
年
）
二
四
四
頁
、
樋
口
陽
一
『
憲
法
〔
第
三
版
〕』（
創
文
社
、
二
〇
一
〇
年
）
三
五
九
頁
、

芹
沢
斉
・
市
川
正
人
・
阪
口
正
二
郎
編
『
新
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル　

憲
法
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一
年
）
三
四
三
頁
〔
勝
山
教
子
〕、
野

中
俊
彦
・
中
村
睦
男
・
高
橋
和
之
・
高
見
勝
利
『
憲
法
Ⅱ
〔
第
五
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）
一
三
四
頁
〔
高
見
勝
利
〕、
大
石
眞
『
憲
法

講
義
Ⅰ
〔
第
三
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
四
年
）
一
七
〇
頁
、
毛
利
透
『
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク　

憲
法
入
門
〔
補
訂
版
〕』（
新
世
社
、
二
〇
一
六
年
）

一
五
四
頁
（
も
っ
と
も
毛
利
は
、「
今
日
の
よ
う
に
国
会
運
営
が
委
員
会
中
心
に
行
わ
れ
て
い
る
現
実
を
前
提
に
す
れ
ば
、
委
員
会
を
非
公
開
で

行
う
こ
と
は
憲
法
の
趣
旨
に
反
し
て
ま
っ
た
く
不
適
切
で
あ
る
と
い
う
べ
き
」
と
す
る
）、
木
下
智
史
・
只
野
雅
人
編
『
新
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル　

憲
法
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
六
年
）
四
九
五
頁
〔
只
野
雅
人
〕
な
ど
。

　

他
方
、「
両
議
院
の
会
議
」
が
本
会
議
に
限
ら
れ
な
い
と
解
す
る
見
解
と
し
て
、
渋
谷
秀
樹
『
憲
法
〔
第
三
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）

五
六
二
頁
は
、「
国
会
審
議
の
実
態
、
そ
し
て
憲
法
の
文
言
が
『
両
議
院
の
会
議
』
と
し
て
公
開
の
対
象
を
本
会
議
に
限
定
し
て
い
な
い
こ
と
か

（
3
）

（
4
）
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ら
し
て
、
委
員
会
の
公
開
も
憲
法
上
の
要
請
と
解
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
規
定
〔
国
会
法
五
二
条
一
項
─
─
筆
者
〕
は
違
憲
で
あ
る
」
と
す
る
。

例
え
ば
、
鈴
木
隆
夫
『
国
会
運
営
の
理
論
』（
信
山
社
、
二
〇
一
四
年
［
聯
合
出
版
社
、
一
九
五
三
年
］）
一
六
九
頁
［
一
二
七
頁
］
以
下
、

浜
田
純
一
「
会
議
公
開
原
則
と
報
道
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
五
五
号
（
一
九
九
〇
年
）
一
一
六
頁
。
ま
た
参
照
、
佐
藤
功
・
前
掲
注
（
4
）
三
二
八
頁

以
下
、
辻
啓
明
「
委
員
会
の
制
度
及
び
運
営
の
諸
問
題
（
2
）
─
議
会
審
議
の
活
性
化
の
た
め
に
─
」
議
会
政
治
研
究
四
六
号
（
一
九
九
八
年
）

五
〇
頁
、
大
山
・
前
掲
注
（
4
）
一
一
二
頁
。

　

他
方
で
、
こ
う
し
た
趣
旨
と
は
異
な
り
、
立
法
過
程
に
お
い
て
合
意
形
成
の
た
め
に
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
「
取
り
引
き
」
を
、「
出
来
る
限
り

公
式
の
議
事
手
続
の
中
で
行
わ
せ
る
た
め
に
、
委
員
会
の
手
続
の
一
部
を
秘
密
会
と
し
て
こ
の
交
渉
を
委
員
会
で
行
う
よ
う
に
誘
導
す
る
」
と
い

う
ア
イ
デ
ィ
ア
を
提
示
す
る
も
の
と
し
て
、
上
田
健
介
「
議
院
内
閣
制
─
─
国
民
・
国
会
・
内
閣
の
関
係
─
─
」
大
石
眞
（
監
修
）・
懸
公
一

郎
・
笠
原
英
彦
（
編
）『
な
ぜ
日
本
型
統
治
シ
ス
テ
ム
は
疲
弊
し
た
の
か
─
─
憲
法
学
・
政
治
学
・
行
政
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
─
─
』（
ミ
ネ
ル

ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
六
年
）
二
五
頁
注
（
17
）。
立
法
の
正
統
性
を
手
続
的
に
担
保
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
重
要
な
指
摘
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

本
稿
で
は
こ
の
点
に
関
す
る
考
察
は
措
く
こ
と
と
す
る
。

野
中
ほ
か
・
前
掲
注
（
4
）
一
三
四
頁
〔
高
見
勝
利
〕。

渋
谷
・
前
掲
注
（
4
）
五
六
二
頁
。

本
稿
で
は
、
法
案
や
議
案
の
審
査
を
行
う
い
わ
ゆ
る
立
法
委
員
会
に
お
け
る
審
議
の
公
開
／
非
公
開
を
対
象
と
し
、
事
実
調
査
を
主
目
的
と

す
る
調
査
委
員
会
に
お
け
る
審
議
は
考
察
の
対
象
外
と
す
る
（
立
法
委
員
会
と
調
査
委
員
会
の
区
別
に
つ
い
て
参
照
、
大
石
・
前
掲
注
（
3
）
六

四
頁
）。
と
い
う
の
も
、
調
査
委
員
会
は
、
立
法
委
員
会
の
権
限
と
は
大
き
く
異
な
る
準
司
法
的
権
限
を
有
し
て
お
り
（
基
本
法
四
四
条
二
項
参

照
）、
証
拠
調
手
続
の
公
開
（
基
本
法
四
四
条
一
項
一
文
）
も
そ
う
し
た
文
脈
の
な
か
に
あ
る
た
め
、
立
法
委
員
会
に
お
け
る
審
議
の
公
開
／
非

公
開
と
は
別
に
検
討
を
要
す
る
事
柄
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。

V
gl. BV

erfGE 1, 144 (152).

訳
文
は
、
高
田
敏
・
初
宿
正
典
編
訳
『
ド
イ
ツ
憲
法
集
〔
第
七
版
〕』（
信
山
社
、
二
〇
一
六
年
）
二
三
四
頁
に
拠
っ
た
。

一
九
九
〇
年
当
時
の
議
事
規
則
の
邦
訳
と
し
て
、
吉
田
栄
司
『
憲
法
的
責
任
追
及
制
論
Ⅰ
』（
関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
〇
年
［
初
出
、

一
九
九
二
、
一
九
九
三
年
］）
三
五
一
頁
以
下
。
本
稿
に
挙
げ
た
議
事
規
則
の
条
文
に
関
し
て
は
、
ほ
ぼ
全
て
が
当
時
の
ま
ま
で
あ
る
。
な
お
、

議
事
規
則
の
邦
訳
に
つ
い
て
は
、
既
存
の
も
の
を
参
考
に
し
つ
つ
も
、
筆
者
の
判
断
に
よ
り
一
部
訳
文
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
以
下
、
既
に
邦

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）
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訳
が
存
在
す
る
諸
論
稿
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

な
お
、
委
員
会
審
議
の
非
公
開
（N

ichtöffentlichkeit

）
と
秘
密
保
持
（Geheim

haltung

）
と
は
別
個
の
概
念
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
委

員
会
審
議
が
非
公
開
で
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
当
該
委
員
会
の
審
議
内
容
等
を
委
員
そ
の
他
の
参
加
者
が
公
に
す
る
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
許
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
非
公
開
で
な
さ
れ
た
委
員
会
審
議
の
議
事
録
は
、
原
則
と
し
て
秘
密
事
項
に
は
あ
た
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
議
事
規

則
七
三
条
二
項
一
文
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
秘
密
保
護
規
則
（
議
事
規
則
第
三
附
則
）
二
条
五
項
二
文
）。

　

審
議
さ
れ
る
テ
ー
マ
の
種
類
や
内
容
上
、
秘
密
取
扱
い
が
必
要
な
場
合
に
は
、
委
員
会
が
秘
密
保
持
等
級
を
議
決
す
る
（
同
七
条
一
項
一
文
）。

秘
密
保
持
等
級
に
は
四
段
階
が
あ
り
、
厳
格
な
も
の
か
ら
順
に
、
機
密
（ST

REN
G GEH

EIM

）、
極
秘
（GEH

EIM

）、
秘
（V

S-V
ER-

T
RA

U
LICH

）、
部
外
秘
（V

S-N
U

R FÜ
R D

IEN
ST

GEBRA
U

CH

）
で
あ
る
（
同
二
条
一
項
）。
委
員
会
に
お
い
て
審
議
さ
れ
る
秘
密
事
項

（V
erschlußsache

）
が
「
秘
」
以
上
の
等
級
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
場
合
、
秘
密
保
護
規
則
の
諸
規
定
が
適
用
さ
れ
る
（
議
事
規
則
六
九
条
七

項
）。
こ
の
と
き
、
当
該
秘
密
事
項
の
内
容
に
つ
い
て
、
議
会
作
業
上
の
理
由
に
基
づ
い
て
必
要
不
可
欠
な
範
囲
・
時
宜
よ
り
も
広
く
あ
る
い
は

早
期
に
情
報
が
提
供
さ
れ
て
は
な
ら
ず
（
秘
密
保
持
規
則
四
条
一
項
）、
連
邦
議
会
議
員
以
外
の
者
の
ア
ク
セ
ス
に
は
制
限
が
か
け
ら
れ
る
（
同

条
三
項
、
四
項
）。
ま
た
、
議
事
録
に
記
載
す
る
内
容
を
、
議
決
の
み
に
限
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
（
同
七
条
二
項
、
三
項
）。

な
お
、
一
部
の
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
例
外
的
に
公
開
を
原
則
と
す
る
旨
の
定
め
が
置
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
Ｅ
Ｕ
委
員
会
議
事
規
則
一
〇

三
条
三
項
。

連
邦
議
会
の
委
員
会
審
議
の
公
開
を
め
ぐ
る
議
論
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
特
に
参
照
、
山
本
悦
夫
『
国
民
代
表
論
─
─
国
民
・
政
党
・

国
民
代
表
の
関
係
に
お
い
て
』（
尚
学
社
、
一
九
九
七
年
［
初
出
、
一
九
八
九
年
］）
一
九
五
頁
以
下
。

V
gl. Leo K

ißler, D
ie Ö

ffentlichkeit des D
eutschen Bundestages, 1976, S. 314, 330; H

ans-Peter Schneider, A
rt. 42, Rn. 4, 

in: Erhard D
enniger/W

olfgang H
offm

ann-Riem
/ders./Ekkehart Stein (H

rsg.), K
om

m
entar zum

 Grundgesetz für die 
Bundesrepublik D

eutschland, 3. A
ufl., 2001 (GW

 2. A
ufbauL A

ugust 2002); Ludger-A
nselm

 V
ersteyl, A

rt. 42, Rn. 2, in: Ingo 
von M

ünch/Philip K
unig (H

rsg.), Grundgesetz. K
om

m
entar, 6. A

ufl., 2012; R
alf M

üller-T
erpitz, A

rt. 42, Rn. 50, in: W
olfgang 

K
ahl/Christian W

aldhoff/Christian W
alter (H

rsg.), Bonner K
om

m
entar zum

 Grundgesetz, 164. A
ktualisierung D

ezem
ber 

2013; Siegfried M
agiera, A

rt. 42, Rn. 2, in: M
ichael Sachs (H

rsg.), Grundgesetz: K
om

m
entar, 7. A

ufl., 2014; Bodo Pieroth, 
A

rt. 42, Rn. 1, in: H
ans D

. Jarass/ders., Grundgesetz für die Bundesrepublik D
eutschland: K

om
m

entar, 14. A
ufl., 2016; Lars 

（
12
）

（
13
）

（
14
）

（
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）
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Brocker, Plenaröffenlichkeit und nichtöffentliche A
usschussberatung: D

as arbeitsteilige K
onzept des A

rt. 42 A
bs. 1 Satz 1 

GG, ZParl 2016, S. 53; H
ans H

ugo K
lein, A

rt. 42, Rn. 32, in: T
heodor M

aunz/Günter D
ürig (H

rsg.), Grundgesetz-K
om

m
en-

tar, 80. Ergänzungslieferung Juni 2017 (Lfg. 69 M
ai 2013).

ま
た
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
も
同
様
に
解
す
る
（BV

erfGE 1, 144 (152)

）。

　

他
方
、H

einhard Steiger, Zur Funktion der Ö
ffentlichkeit parlam

entarischer V
erhandlungen heute, Studium

 Generale 23 
(1970), S. 731

は
、
議
会
審
議
公
開
の
原
則
は
、
審
査
や
衡
量
を
行
う
討
論
が
公
開
の
も
と
で
な
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
決
定
の
正
当
性
を
生
み

出
す
と
い
う
機
能
を
も
有
し
て
お
り
、
下
さ
れ
る
決
定
の
根
拠
づ
け
が
公
開
の
も
と
で
な
さ
れ
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
、
基
本
法
四

二
条
一
項
一
文
を
通
説
よ
り
も
広
く
解
釈
す
べ
き
と
す
る
。
ま
た
、M

artin M
orlok, A

rt. 42, Rn. 24, in: H
orst D

reier (H
rsg.), Grundge-

setz: K
om

m
entar, 3. A

ufl., 2015

は
、
議
会
に
お
け
る
決
定
的
な
作
業
が
よ
り
一
層
委
員
会
で
果
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
実
適
合
的
な

憲
法
解
釈
と
し
て
、
公
開
の
要
請
が
委
員
会
に
も
及
ぶ
と
す
る
。Jürgen Bröhm

er, T
ransparenz als V

erfassungsprinzip, 2004, S. 107

は
、
同
じ
く
議
会
作
業
に
お
け
る
委
員
会
の
重
要
性
を
委
員
会
公
開
の
主
た
る
論
拠
と
す
る
一
方
で
、
よ
り
文
言
解
釈
的
な
説
明
を
付
加
し
て
、

「
委
員
会
も
連
邦
議
会
と
い
う
機
関
の
一
部
で
あ
る
た
め
、
基
本
法
四
二
条
一
項
一
文
の
文
言
は
む
し
ろ
委
員
会
を
含
ん
だ
解
釈
を
支
持
す
る
」

と
述
べ
る
。V

gl. auch H
erm

ann Pünder, W
ahlrecht und Parlam

entsrecht als Gelingenbedingungen repräsentativer D
e-

m
okratie, V

V
D

StRL 72 (2013), S. 242.
M

üller-T
erpitz, A

nm
. 15, Rn. 50.

Schneider, A
nm

. 15, Rn. 4.
V

gl. Joachim
 Linck, D

ie Parlam
entsöffentlichkeit, ZParl 1992, S. 681.

M
üller-T

erpitz, A
nm

. 15, Rn. 53.

典
型
的
な
も
の
と
し
て
参
照
、Joachim

 Linck, D
ie Ö

ffentlichkeit der Parlam
entsausschüsse aus verfassungsrechtlicher 

und rechtspolitischer Sicht, D
Ö

V
 1973, S. 516 ff.

こ
こ
でLinck
は
、
基
本
法
四
二
条
一
項
一
文
を
「
原
則
と
し
て
、
あ
る
対
象
に
つ
い

て
の
議
会
審
議
が
非
公
開
の
下
で
の
み
行
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
」（S. 518
）
と
い
う
趣
旨
に
解
釈
し
て
い
る
。
な
お
、
類
推
適
用
の
構
成
を
と

る
も
の
と
し
て
、ders., A

nm
. 18, S. 681; V

ersteyl, A
nm

. 15, Rn. 9; K
lein, A

nm
. 15, Rn. 46.

こ
れ
に
対
し
て
、A

chterberg, A
nm

. 3, 
S. 572

は
、「
こ
の
種
の
委
員
会
は
審
議
の
公
開
に
関
す
る
規
定
に
い
う
『
連
邦
議
会
』
や
『
ラ
ン
ト
議
会
』
で
あ
る
」
と
し
て
お
り
、
直
接
に

同
文
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
構
成
す
る
余
地
を
残
し
て
い
る
。
ま
た
、Joachim

 V
etter, D

ie Parlam
entsausschüsse im

 V
erfas-

（
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）

（
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）

（
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）
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）
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sungssystem
 der Bundesrepublik D

eutschland, 1986, S. 214

は
、
本
会
議
を
代
替
す
る
委
員
会
に
つ
い
て
非
公
開
を
定
め
る
規
定
は

「
違
憲
」
で
あ
る
と
述
べ
る
も
の
の
、
同
文
の
適
用
形
態
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
。

H
elm

ut W
inkelm

ann, 

§ 23 Parlam
entarische A

usschussarbeit, Rn. 44, in: M
artin M

orlok/U
tz Schliesky/D

ieter W
iefel-

spütz (H
rsg.), Parlam

entsrecht. Praxishandbuch, 2016.
Brocker, A

nm
. 15, S. 53 f.

な
お
、Brocker

は
、
想
定
に
反
し
た
規
律
の
欠
缺
が
存
在
し
な
い
旨
を
明
示
す
る
も
の
と
し
てM

üller-
T

erpitz, A
nm

. 15, Rn. 50

を
挙
げ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、M

üller-T
erpitz

自
身
は
、
前
記
の
通
りRn. 53

に
お
い
て
、
本
会
議
代
替

的
な
委
員
会
で
の
審
議
に
つ
い
て
、
基
本
法
四
二
条
一
項
一
文
を
適
用
す
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

議
会
間
作
業
共
同
体
（die Interparlam

entarische A
rbeitsgem

einschaft

）
が
取
り
ま
と
め
た
、
委
員
会
審
議
公
開
へ
の
賛
否
そ
れ

ぞ
れ
に
つ
い
て
の
一
〇
の
論
拠
（vgl. V

orbem
erkung zu 

§ 54, S. 10 ff., in: H
einrich G. Ritzel/Joseph Bücker/H

erm
ann J. Sch-

reiner/H
elm

ut W
ikelm

ann (H
rsg.), H

andbuch für die Parlam
entarische Praxis m

it K
om

m
entar zur Geschäftsordnung des 

D
eutschen Bundestages, Stand: D

ezem
ber 1988;

山
本
・
前
掲
注
（
14
）
二
〇
九
頁
以
下
）
も
、
そ
の
大
半
は
、
委
員
会
審
議
の
公
開
／

非
公
開
の
機
能
を
挙
げ
た
も
の
と
い
え
る
。
な
お
、
議
会
間
作
業
共
同
体
に
つ
い
て
参
照
、U

w
e T

haysen, Parlam
entsreform

 in T
heorie 

und Praxis, 1972, S. 44.
K

ißler, A
nm

. 15, S. 304 ff.
V

etter, A
nm

. 20, S. 198. V
gl. auch Linck, A

nm
. 20, S. 515 f.

K
ißler, A

nm
. 15, S. 307.

審
議
の
経
過
や
対
象
事
項
に
関
し
て
評
価
を
下
す
こ
と
だ
け
で
な
く
、
連
邦
議
会
に
お
い
て
議
論
が
活
発
に
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
議
会
の
作
業
ぶ
り
は
、
空
席
の
目
立
つ
本
会
議
だ
け
が
目
の
当
た
り
に
さ
れ
る
た
め

に
誤
解
さ
れ
て
お
り
、
委
員
会
に
お
け
る
議
論
を
も
公
開
す
る
こ
と
で
、
そ
う
し
た
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

V
gl. 5. W

P./240./18. 6. 1969/13306B (A
bg. K

arl M
oersch); W

olfgang Zeh, 

§ 39 D
as A

usschußsystem
 im

 Bundestag, in: 
H

ans-Peter Schneider/ders. (H
rsg.), Parlam

entsrecht und Parlam
entspraxis in der Bundesrepublik D

eutschland, 1989, S. 
1099.V

gl. H
einrich O

berreuter, Scheinpublizität oder T
ransparenz? Zur Ö

ffentlichkeit von Parlam
entsausschüssen, ZParl 

（
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1975, S. 79, 88; V
etter, A

nm
. 20, S. 211 f.

V
gl. Pünder, A

nm
. 15, S. 241 f., 253 f.

な
お
、G

erhard Loew
enberg, Paradoxien des Parlam

entarism
us. H

istorische und aktuelle Gründe für Fehlverständ-
nisse in W

issenschaft und Ö
ffentlichkeit, ZParl 2007, S.818 f., 823 f.

は
、
そ
も
そ
も
決
定
を
下
す
合
議
体
で
は
な
く
、
議
論
の
フ
ォ
ー

ラ
ム
に
過
ぎ
な
か
っ
た
議
会
が
重
要
な
政
治
的
決
定
の
担
い
手
へ
と
変
化
す
る
こ
と
で
生
じ
た
矛
盾
の
一
つ
と
し
て
、「
透
明
性
の
パ
ラ
ド
ク

ス
」
を
挙
げ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
今
日
に
お
い
て
選
挙
は
代
表
の
前
提
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
選
挙
に
よ
る
代
表
は
、
選
挙
人

に
よ
る
議
員
の
責
任
追
及
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る
た
め
、
代
表
民
主
制
は
透
明
性
を
内
包
す
る
。
他
方
で
、
こ
う
し
た
透
明
性

に
よ
り
公
衆
が
目
の
当
た
り
に
す
る
の
は
、
多
く
の
決
定
主
体
相
互
に
よ
る
時
間
の
か
か
る
審
議
や
、
し
ば
し
ば
原
理
が
失
わ
れ
て
い
く
よ
う
に

見
え
る
妥
協
、
衝
突
を
緩
和
す
る
た
め
に
な
さ
れ
る
議
員
同
士
の
お
世
辞
、
作
業
を
組
織
化
し
成
果
を
得
る
た
め
の
複
雑
な
手
続
な
ど
、
政
治
に

つ
い
て
公
衆
の
気
に
入
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
透
明
性
は
か
え
っ
て
議
会
に
対
す
る
公
衆
の
不
信
の
原
因
と
な
る
こ
と
か
ら
、

議
会
は
そ
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
を
非
公
開
に
し
よ
う
と
す
る
。
か
く
し
て
、「
議
会
は
、
自
ら
の
会
議
が
公
開
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
が
、

そ
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
は
公
衆
に
と
っ
て
不
透
明
な
も
の
で
あ
る
」（a. a. O

., S. 819

）
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
た
見
解
か
ら
は
、
議
会
審
議
の
公

開
に
よ
り
生
ず
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
決
定
の
受
容
度
を
高
め
る
と
い
う
見
立
て
を
ナ
イ
ー
ブ
な
も
の
と
し
て
評
価
す
る
余
地
も
あ
ろ
う
。

V
gl. Steiger, A

nm
. 15, S. 731; H

einrich O
berreuter, Parlam

entarische Ö
ffentlichkeit. Strukturw

andel und D
ifferenzie-

rung, in: ders., Republikanische D
em

okratie, 2012 (1977), S. 163; V
etter, A

nm
. 20, S. 211; Pünder, A

nm
. 15, S. 208; K

lein, 
A

nm
. 15, Rn. 27.
H

einrich O
berreuter, Parlam

entarism
us in der T

alkshow
-Gesellschaft: W

ichtigtuer und W
ichtiges tun, in: ders., Re-

publikanische D
em

okratie, 2012 (2005), S. 324.
Pünder, A

nm
. 15, S. 198.

O
berreuter, A

nm
. 32, S. 324.

V
gl. O

berreuter, A
nm

. 28, S. 79; ders., A
nm

. 31, S. 164.

ま
た
、Bröhm

er, A
nm

. 15, S. 107

も
、
委
員
会
で
の
作
業
が
本
会
議
で

の
作
業
に
匹
敵
す
る
重
要
性
を
有
す
る
こ
と
を
論
拠
に
委
員
会
の
公
開
を
唱
え
る
が
、
そ
の
際
、
い
わ
ゆ
るW

üppesahl

事
件
に
お
け
る
連
邦

憲
法
裁
判
所
判
決
（BV

erfGE 80, 188

）
を
引
き
合
い
に
出
す
。
す
な
わ
ち
、
同
判
決
に
お
い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
連
邦
議
会
に
お
け
る

（
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実
際
の
専
門
事
項
的
作
業
の
大
部
分
が
委
員
会
で
行
わ
れ
て
お
り
、
議
員
に
と
っ
て
委
員
会
へ
の
参
加
が
本
会
議
へ
の
参
加
に
比
肩
す
る
重
要
性

を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
無
会
派
の
議
員
に
委
員
会
参
加
権
を
認
め
な
い
こ
と
を
基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
に
よ
る
議
員
の
権
利
の
侵
害
で
あ
る
と

し
て
い
る
。Bröhm

er

に
よ
れ
ば
、
議
会
で
の
作
業
と
公
開
と
の
関
係
に
お
い
て
も
同
様
の
帰
結
を
引
き
出
す
の
が
自
然
で
あ
り
、
委
員
会
で

の
作
業
も
本
会
議
で
の
作
業
に
匹
敵
す
る
重
要
性
を
有
す
る
以
上
、
本
会
議
と
同
様
に
公
開
さ
れ
る
べ
き
と
さ
れ
る
。

E
rnst Friesenhahn, Parlam

ent und Regierung im
 m

odernen Staat, V
V

D
StRL 16 (1958), S. 32.

K
arl Josef Partsch, Parlam

ent und Regierung im
 m

odernen Staat, V
V

D
StRL 16 (1958), S. 83. 

も
っ
と
も
、Friesenhahn

が
「
委
員
会
も
ま
た
議
会
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
本
会
議
か
ら
委
員
会
へ
と
作
業
が
ど
の
程
度
移
さ
れ
る

か
は
、
最
良
の
作
業
技
術
に
関
す
る
問
題
に
過
ぎ
な
い
」（Friesenhahn, A

nm
. 36, S. 32

）
と
位
置
付
け
る
の
に
対
し
て
、Partsch

は
、「
委

員
会
は
、
今
日
の
議
会
に
お
い
て
、
政
府
と
の
最
も
密
接
な
接
触
が
行
わ
れ
る
場
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
の
下
で
、「
委
員
会
の
構
築
は
…
…
単

な
る
作
業
技
術
の
問
題
で
は
な
く
、
そ
れ
を
超
え
た
憲
法
政
治
上
の
意
義
を
有
し
て
い
る
」（Partsch, A

nm
. 37, S. 84

）
と
し
て
お
り
、
両
者

は
委
員
会
に
関
す
る
制
度
構
築
の
問
題
を
捉
え
る
次
元
を
異
に
し
て
い
る
。

Partsch, A
nm

. 37, S. 79.
V

gl. auch H
einz R

ausch, Parlam
entsreform

. T
endenzen und Richtungen, ZfP Jg. 14 (1967) H

eft 3, S. 282; BT
-D

rucksa-
che V

/4373, S. 9; W
olfgang M

artens, Ö
ffentlich als Rechtsbegriff, 1969, S. 69; H

erbert Frost, D
ie Parlam

entsausschüsse, ihre 
Rechtsgestalt und ihre Funktionen, dargestellt an den A

usschüssen des D
eutschen Bundestages, in: M

anfred Baldus/M
ar-

tin H
eckel/Stefan M

uckel (H
rsg.), A

usgew
ählte Schriften zum

 Staats- und K
irchenrecht, 2001 (1970), S. 36; W

infried Berg, 
Zur Ü

bertragung von A
ufgaben des Bundestages auf A

usschüsse, D
er Staat 9 (1970) H

eft 1, S. 28.
V

gl. H
ans K

elsen, A
llgem

eine Staatslehre, 1925, S. 324
（
邦
訳
と
し
て
、
清
宮
四
郎
訳
『
一
般
国
家
学
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
一

年
）
五
四
二
頁
）; V

erena Büchler-T
schudin, D

em
okratie und K

om
prom

iss, 1980, S. 37; H
elm

uth Schulze-Fielitz, T
heorie 

und Praxis parlam
entarischer Gesetzgebung – besonders des 9. D

eutschen Bundestages (1980-1983) –, 1988, S. 432 f.; O
li-

ver Lepsius, Rechtsw
issenschaft in der D

em
okratie, D

er Staat 52 (2013) H
eft 2, S 170 ff.

ま
た
、U

lrich Scheuner, D
as M

ehr-
heitsprinzip in der D

em
okratie, 1973, S. 57 f.

は
、
多
数
決
の
前
提
を
な
す
構
成
要
素
の
一
つ
と
し
て
、
世
界
観
や
党
派
形
成
の
多
元
性
、

す
な
わ
ち
決
定
の
開
放
性
を
挙
げ
、
そ
れ
ら
政
治
的
世
界
観
の
正
統
性
と
開
放
性
が
承
認
さ
れ
る
と
、
そ
こ
か
ら
、
代
表
制
議
会
に
お
い
て
は

（
36
）
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）

（
38
）

（
39
）
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様
々
な
利
害
が
表
明
さ
れ
る
必
要
性
も
生
じ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
政
治
に
お
い
て
社
会
的
・
経
済
的
利
害
が
そ
の
影
響
力
行
使
と
貫
徹
を
め
ぐ

っ
て
争
う
中
で
、
多
数
決
原
理
は
本
質
的
な
役
割
を
果
た
す
と
し
、「
多
数
派
を
形
成
す
る
た
め
に
、
部
分
諸
利
益
は
互
い
に
折
り
合
い
を
つ
け
、

調
整
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」（a. a. O

., S. 58

）
と
述
べ
る
。

V
gl. M

atthias Jestaedt, D
as Geheim

nis im
 Staat der Ö

ffentlichkeit – W
as darf der V

erfassungsstaat verbergen?, A
öR 

126 (2001) H
eft 2, S. 230 ff.

O
liver Lepsius, D

iskussionsbeitrag, V
V

D
StRL 72 (2013), S. 347.

18. W
P./176./9. 6. 2016/17447D

 (A
bg. Johann W

adephul).
V

gl. auch BT
-D

rucksache V
/4373, S. 9; 5. W

P./240./18. 6. 1969/13307C (A
bg. H

ans D
ichgans); Zeh, A

nm
. 27, S. 1098; 

Bröhm
er, A

nm
. 15, S. 21, 106; W

olfgang Zeh, 

§ 53 Parlam
entarisches V

erfahren, Rn. 60, in: Josef Isensee/Paul K
irchhof 

(H
rsg.), H

andbuch des Staatsrechts, Band III, 3. A
ufl., 2005; M

ax-E
m

anuel G
eis, 

§ 54 Parlam
entsausschüsse, Rn. 52, in: Is-

ensee/K
irchhof (H

rsg.), a. a. O
.; 18. W

P./176./9. 6. 2016/17447A
 (A

bg. Bernhard K
aster).

ま
た
、
前
述
の
議
会
間
作
業
共
同
体
が

と
り
ま
と
め
た
委
員
会
審
議
非
公
開
の
諸
論
拠
も
、
そ
の
主
な
趣
旨
は
、
議
会
外
部
に
よ
る
圧
力
か
ら
議
員
を
解
放
し
、
自
由
闊
達
な
議
論
を
確

保
し
よ
う
と
す
る
点
に
あ
る
と
い
え
る
（vgl. V

orbem
erkung zu 

§ 54, S. 11 f., in: Ritzel u. a. (H
rsg.), A

nm
. 23

）。

少
な
く
と
も
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
こ
れ
ま
で
、
基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
の
保
障
す
る
議
員
の
自
由
と
平
等
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ら
に
対

す
る
制
約
を
正
当
化
し
う
る
憲
法
レ
ベ
ル
の
法
益
と
し
て
、
議
会
の
機
能
性
を
認
め
て
き
て
い
る
（BV

erfGE 80, 188 (219, 222); 84, 304 
(321); 96, 264 (278); 99, 19 (32); 112, 118 (140); 118, 277 (324); 130, 318 (348)

）。
ま
た
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
法
案
審
議
合
同
協
議
会

（V
erm

ittlungsausschuss

）
の
審
議
非
公
開
を
、
同
協
議
会
に
お
け
る
作
業
の
効
率
性
の
た
め
の
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
（BV

erfGE 
120, 56 (74)

）
一
方
で
、
こ
の
非
公
開
自
体
を
違
憲
と
は
せ
ず
、
同
協
議
会
が
自
身
の
権
限
を
越
え
る
場
合
に
、
当
該
手
続
を
経
て
成
立
し
た
法

律
が
、
基
本
法
四
二
条
一
項
一
文
に
お
い
て
規
範
化
さ
れ
た
議
会
討
論
公
開
の
原
理
に
（
も
）
抵
触
す
る
も
の
と
判
示
し
て
い
る
（BV

erfGE 
120, 56 (78)

）。

　

ま
た
、Linck

も
、
議
員
の
地
位
の
内
在
的
限
界
を
効
率
的
・
機
能
的
な
連
邦
議
会
の
必
要
性
に
求
め
て
い
る
。
そ
の
際Linck

は
、
こ
う
し

た
効
率
的
・
機
能
的
議
会
の
必
要
性
を
（
憲
法
）
規
範
的
要
請
と
み
る
た
め
の
手
掛
か
り
を
、「
特
定
の
憲
法
上
の
任
務
の
遂
行
を
、
議
員
個
人

に
で
は
な
く
、
連
邦
議
会
そ
れ
自
体
に
割
り
当
て
る
基
本
法
の
規
定
」
に
見
出
す
（Joachim

 Linck, Fraktionsstatus als geschäftsord-

（
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）
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nungsm
äßige V

oraussetzung für die A
usübung parlam

entarischer Rechte, D
Ö

V
 1975, S. 690

）。

V
gl. A

dalbert H
ess, Reflexion über den D

ebattenstil, in: H
ans-A

chim
 Roll (H

rsg.), Plenarsitzungen des D
eutschen 

Bundestages, 1982, S. 64; V
etter, A

nm
. 20, S. 205; Bröhm

er, A
nm

. 15, S. 98.

な
お
、
前
節
第
二
款
で
挙
げ
たPartsch

に
つ
い
て
も
、
本
節
と
同
様
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
も
の
と
し
て
み
る
余
地
が
あ
る
。
と
い
う
の

も
、Partsch, A

nm
. 37, S. 79 f.

に
お
い
て
は
、
全
体
と
し
て
の
議
会
と
委
員
会
と
の
機
能
の
相
違
が
強
調
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、Partsch

は
、
こ
こ
で
議
論
の
対
象
と
す
る
委
員
会
を
、
法
律
の
議
決
を
準
備
す
る
「
専
門
委
員
会
（Fachausschüsse

）」（a. a. O
., 

S. 78

）
と
明
示
し
た
う
え
で
、
議
会
を
そ
れ
ら
の
委
員
会
へ
と
細
分
化
・
特
殊
化
す
る
こ
と
の
限
界
と
し
て
、
両
者
の
機
能
の
相
違
を
強
調
す

る
。Partsch

は
、
全
体
と
し
て
の
議
会
の
中
心
的
機
能
に
つ
い
て
、M

aurice W
ebb

イ
ギ
リ
ス
下
院
議
員
の
発
言
を
引
用
し
て
、
公
共
政
策

に
つ
い
て
討
論
を
行
う
た
め
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
お
よ
び
、
国
民
の
多
様
な
望
み
を
調
整
し
、
共
通
項
を
見
出
す
た
め
の
場
所
で
あ
る
点
に
こ
れ
を

見
出
す
。
他
方
でPartsch
は
、
委
員
会
の
機
能
を
、
そ
こ
で
事
項
に
即
し
た
専
門
的
作
業
が
行
わ
れ
る
点
に
見
出
す
。
前
節
第
二
款
で
み
た
審

議
非
公
開
の
機
能
は
、
こ
の
な
か
で
説
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
叙
述
の
流
れ
に
照
ら
せ
ば
、Partsch

の
議
論
も
、
委
員
会
の
任

務
・
役
割
に
定
位
し
た
も
の
と
し
て
、
本
節
に
含
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
叙
述
は
、
委
員
会
審
議
の
公
開
／
非
公
開
の
是
非
を
問
う
文
脈
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、

Partsch

が
委
員
会
の
機
能
を
述
べ
る
際
に
は
、
委
員
会
に
お
い
て
非
公
開
で
作
業
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
既
に
前
提
と
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

他
方
で
、Partsch

が
委
員
会
審
議
の
非
公
開
に
つ
い
て
肯
定
的
に
述
べ
る
文
脈
で
は
、
委
員
会
審
議
の
「
性
格
（Charakter

）」（a. a. O
., S. 

83

）
へ
の
言
及
は
あ
る
も
の
の
、
委
員
会
固
有
の
任
務
・
役
割
が
明
確
に
措
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
こ
で
は
、
前
述
の
通
り
、

委
員
会
審
議
を
非
公
開
に
す
る
こ
と
の
持
つ
意
義
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
に
止
ま
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、Partsch

の
議
論
を
前
節
で
取

り
扱
う
こ
と
と
し
た
。

Linck, A
nm

. 20, S. 518 ff.

近
時
の
論
稿
で
は
、Brocker, A

nm
. 15, S. 55 ff.

も
同
様
に
、
公
開
原
則
の
本
会
議
へ
の
限
定
お
よ
び
委
員
会
審
議
の
原
則
非
公
開
を
、

本
会
議
と
委
員
会
の
分
業
と
い
う
基
本
法
の
「
モ
デ
ル
（Leitbild

）」（a. a. O
., S. 55

）
に
適
う
も
の
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

Brocker

も
本
款
で
取
り
扱
うLinck

の
論
稿
を
多
く
引
用
な
い
し
参
照
し
て
お
り
、
そ
の
論
旨
もLinck

の
そ
れ
と
異
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、

本
節
で
はLinck

の
論
稿
を
概
観
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
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な
お
、
こ
こ
でLinck

の
い
う
「
法
政
策
的
（rechtspolitisch

）」
観
点
か
ら
の
議
論
と
は
、
現
行
法
解
釈
論
と
対
を
な
す
も
の
の
よ
う
で

あ
る
。V

gl. Linck, A
nm

. 20, S. 514, 518. 

討
論
議
会
と
作
業
議
会
に
つ
い
て
参
照
、W

infried Steffani, A
m

erikanischer K
ongreß und D

eutscher Bundestag – ein V
er-

gleich, in: ders., Parlam
entarische und präsidentielle D

em
okratie. Strukturelle A

spekte w
estlicher D

em
okratien, 1979 

(1965), S. 333 ff. Steffani

に
よ
れ
ば
、
一
方
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
議
院
内
閣
制
・
単
一
国
家
・
討
論
議
会
が
一
体
を
な
し
て

い
る
も
の
と
把
握
さ
れ
、
他
方
で
は
、
ア
メ
リ
カ
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
大
統
領
制
・
連
邦
国
家
・
作
業
議
会
が
一
体
を
な
し
て
い
る
も
の
と
把
握

さ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
ド
イ
ツ
は
、
議
院
内
閣
制
を
採
用
し
な
が
ら
、
連
邦
国
家
で
も
あ
り
、
連
邦
議
会
は
「
作
業
す
る
討
論
議
会
（arbei-

tendes Redeparlam
ent

）」（a. a. O
., S. 338

）
と
い
う
混
合
形
態
と
し
て
の
構
造
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
際
、

Steffani

は
、
英
・
米
・
独
の
議
会
比
較
に
お
い
て
、
常
設
の
専
門
的
委
員
会
の
有
無
、
本
会
議
場
の
座
席
数
（
総
議
員
数
未
満
か
否
か
）、
執

務
室
あ
た
り
の
議
員
数
、
各
議
員
に
割
り
当
て
ら
れ
る
ス
タ
ッ
フ
数
と
い
っ
た
デ
ー
タ
を
挙
げ
る
。
近
年
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
下
院
議
員
全
員
に
個

室
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
の
作
業
環
境
の
改
善
が
図
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
議
員
の
作
業
環
境
に
関
し
て
は
、
な
お
も
ア
メ
リ

カ
連
邦
議
会
が
抜
き
ん
で
て
お
り
、
次
い
で
連
邦
議
会
、
イ
ギ
リ
ス
下
院
の
順
に
充
実
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
参
照
、
大
山
・
前
掲
注
（
4
）

二
一
一
頁
以
下
）

V
gl. auch K

ai-U
w

e von H
assel, Parlam

ent und Ö
ffentlichkeit – ein belastetes V

erhältnis?, in: Em
il H

übner/H
einrich 

O
berreuter/H

einz Rausch (H
rsg.), D

er Bundestag von innen gesehen, 1969, S. 239.

こ
れ
と
は
対
照
的
に
、H

ess, A
nm

. 47, S. 65
は
、「『
討
論
議
会
』
と
し
て
の
機
能
と
『
作
業
議
会
』
と
し
て
の
機
能
は
、
互
い
に
密
接
に

絡
み
合
っ
て
お
り
、『
討
論
』
を
本
会
議
に
、『
作
業
』
を
委
員
会
、
審
議
会
お
よ
び
作
業
部
会
に
配
分
す
る
と
い
う
単
純
な
方
法
で
は
局
限
さ
れ

え
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
。

Linck, A
nm

. 20, S. 519.
Linck, A

nm
. 20, S. 520.

な
お
、Linck, A

nm
. 20, S. 516

は
、
民
主
制
原
理
か
ら
議
会
の
全
審
議
の
公
開
を
要
請
す
る
よ
う
な
、
一
般
的
な
憲
法
原
理
か
ら
の
演
繹

と
い
う
方
法
に
対
し
て
、「
一
般
的
で
、
輪
郭
が
な
く
、
具
体
性
に
乏
し
い
憲
法
原
理
の
な
か
に
解
釈
に
よ
っ
て
予
め
読
み
込
ん
だ
も
の
を
、
解

釈
に
よ
っ
て
当
該
憲
法
原
理
か
ら
読
み
取
る
」
と
い
う
言
わ
ば
論
点
先
取
（petitio principii
）
の
危
険
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
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V
gl. auch Jestaedt, A

nm
. 42, S. 220 f. Jestaedt

は
、
原
則
公
開
・
例
外
非
公
開
（
後
者
に
は
正
当
化
が
求
め
ら
れ
る
）
と
い
う
正
当

化
の
偏
差
に
関
し
て
、
憲
法
理
論
の
視
角
と
実
定
憲
法
の
視
角
と
の
混
同
に
注
意
を
喚
起
し
、「
基
本
法
か
ら
は
、
確
か
に
個
別
の
公
開
要
請
が

引
き
出
さ
れ
う
る
も
の
の
、
国
家
の
権
力
行
使
の
非
公
開
が
一
般
的
根
拠
づ
け
を
要
す
る
と
い
う
内
容
の
包
括
的
な
憲
法
原
則
が
引
き
出
さ
れ
う

る
わ
け
で
は
な
い
」（a. a. O

., S. 220

）
と
す
る
。

ま
た
参
照
、
赤
坂
幸
一
「
立
法
過
程
の
合
理
化
・
透
明
化
」
法
学
教
室
四
四
〇
号
（
二
〇
一
七
年
）
四
三
頁
。

参
照
指
示
さ
れ
た
箇
所
は
、
後
に
所
収
さ
れ
る
際
のSteffani, A

nm
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