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政
府
の
意
思
形
成
過
程
に
対
す
る
議
会
統
制
の
可
能
性（
二・完
）　

─
─
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
け
る
「
核
心
領
域
」
を
前
提
と
す
る

　
　
執
行
権
概
念
の
相
対
化
─
─

磯
　
　
村
　
　
　
　
　
晃

は
じ
め
に

第
一
章　

伝
統
的
権
力
分
立
理
解
に
よ
る
議
会
統
制
の
制
限

　

第
一
節　

核
心
領
域
に
つ
い
て
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例

　

第
二
節　

伝
統
的
な
権
力
分
立
学
説
と
し
て
の
核
心
領
域
説

　

第
三
節　

政
府
の
組
織
編
成
権
へ
の
議
会
に
よ
る
介
入
の
限
界
（
以
上
六
七
巻
五
号
）

第
二
章　

核
心
領
域
批
判
と
多
元
的
な
政
府
概
念

　

第
一
節　

絶
対
的
保
護
領
域
と
し
て
の
核
心
領
域
批
判

　

第
二
節　

組
織
編
成
権
の
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
に
よ
る
整
序

　

第
三
節　

政
府
の
多
元
的
把
握
に
よ
る
核
心
領
域
概
念
の
相
対
化

お
わ
り
に
（
以
上
本
号
）
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第
二
章　

核
心
領
域
批
判
と
多
元
的
な
政
府
概
念

　

前
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
い
て
は
、
議
会
に
よ
る
統
制
か
ら
絶
対
的
・
本
来
的
に
免
れ
る
「
核
心
領
域
」
を

前
提
と
す
る
執
行
権
概
念
が
伝
統
的
に
維
持
さ
れ
て
き
た
。
本
章
で
は
、
こ
の
伝
統
的
な
執
行
権
概
念
に
対
し
て
批
判
的
な
立
場
を
と

る
近
年
の
学
説
を
取
り
上
げ
る
。
以
下
で
は
ま
ず
、
議
会
調
査
権
の
及
ば
な
い
「
絶
対
的
な
保
護
領
域
」
と
い
う
考
え
方
が
フ
リ
ッ
ク

調
査
委
員
会
判
決
以
降
ど
の
よ
う
に
相
対
化
さ
れ
た
の
か
を
パ
ス
カ
ー
レ
・
カ
ン
チ
ク
の
学
説
に
依
拠
し
て
明
ら
か
に
す
る
（
第
一

節
）。
次
い
で
、「
執
行
の
核
心
領
域
」
に
組
織
編
成
権
が
本
来
的
に
帰
属
す
る
も
の
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
基
本
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ

ク
に
基
づ
い
て
組
織
編
成
権
の
帰
属
先
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
ス
ザ
ン
ヌ
・
ベ
ア
の
学
説
を
紹
介
す
る
（
第
二
節
）。
最
後
に
、

「
執
行
の
核
心
領
域
」
に
も
は
や
依
拠
し
な
い
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
執
行
権
概
念
の
も
と
で
議
会
統
制
の
射
程
を
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ

シ
ュ
に
拡
張
し
得
る
の
か
を
、
フ
ロ
リ
ア
ン
・
マ
イ
ネ
ル
の
学
説
に
即
し
て
明
ら
か
に
す
る
（
第
三
節
）。

第
一
節　

絶
対
的
保
護
領
域
と
し
て
の
核
心
領
域
批
判

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
や
伝
統
的
学
説
に
お
い
て
核
心
領
域
概
念
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
の
か
。
そ
し

て
、「
執
行
の
核
心
領
域
」
は
議
会
の
調
査
権
か
ら
完
全
に
免
れ
る
「
絶
対
的
な
保
護
領
域
」
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
フ
リ
ッ
ク

調
査
委
員
会
判
決
以
降
ど
の
よ
う
に
し
て
相
対
化
さ
れ
た
の
か
。
本
節
で
は
、
カ
ン
チ
ク
の
学
説
に
依
り
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
問
題
を

検
討
す
る
。

第
一
款　

核
心
領
域
概
念
の
採
用
に
対
す
る
批
判

　

カ
ン
チ
ク
の
説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
核
心
領
域
概
念
の
採
用
に
は
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。
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第
一
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
や
伝
統
的
学
説
の
よ
う
に
「
核
心
領
域
」
を
く
り
返
し
用
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
こ
の
概
念
を
「
重
宝
す

る
」
こ
と
に
は
根
本
的
な
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
核
心
領
域
」
に
対
応
す
る
定
義
が
不
明
確
で
あ
り
、
結
局
は
そ
の
よ
う
な
領
域

が
あ
る
か
の
よ
う
な
暗
示
的
な
効
果
を
も
た
ら
す
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
領
域
の
印
象
」
は
、「
多
か
れ
少
な
か
れ
閉
ざ

さ
れ
た
領
域
の
イ
メ
ー
ジ
を
意
識
的
に
打
ち
出
す
。
こ
の
よ
う
な
印
象
が
必
ず
定
義
で
き
る
文
字
ど
お
り
の
意
味
で
の
領
域
の
推
定
を

後
押
し
す
る
」。
し
か
し
、「
国
家
作
用
の
輪
郭
づ
け
お
よ
び
整
序
は
よ
り
複
雑
」
で
あ
る
。
た
と
え
法
律
あ
る
い
は
一
部
の
州
憲
法
に

お
い
て
「
執
行
の
核
心
領
域
」
が
明
文
で
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
議
会
の
情
報
請
求
が
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
て
も
、
こ
の

複
雑
さ
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
核
心
領
域
」
の
よ
う
な
抽
象
概
念
を
用
い
る
こ
と
は
、「
最
終
的
に
必
要
と
な
る
ケ
ー

ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
の
決
定
と
い
う
課
題
を
隠
蔽
す
る
」。

　

第
二
に
、
議
会
と
政
府
と
の
間
に
実
際
に
は
っ
き
り
と
し
た
輪
郭
を
も
っ
た
領
域
が
な
い
と
い
う
点
で
は
、「
核
心
領
域
」
に
よ
る

論
証
に
は
基
本
的
な
問
題
が
あ
る
。
議
会
の
そ
の
都
度
の
議
題
や
情
報
利
益
か
ら
継
続
的
か
つ
完
全
に
独
立
し
、
議
会
の
統
制
か
ら
逃

れ
る
よ
う
な
領
域
な
ど
存
在
し
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ま
さ
に
問
題
と
な
る
の
は
、「
双
方
と
も
権
力
分
立
原
理
に
基
づ
い
て
い
る
二

つ
の
機
関
の
法
的
立
場
を
整
序
す
る
こ
と
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
裁
判
実
務
に
お
い
て
問
題
に
な
る
の
は
、
そ
の
都
度
の
相
対
立

す
る
具
体
的
利
益
─
例
え
ば
議
会
の
情
報
利
益
と
政
府
の
任
務
遂
行
力
お
よ
び
固
有
責
任
の
保
護
─
を
比
較
衡
量
す
る
こ
と
で
あ
る
。

議
会
の
調
査
・
情
報
調
達
権
の
憲
法
上
の
限
界
は
個
別
事
例
に
関
し
て
の
み
具
体
化
し
得
る
と
の
認
識
は
、
裁
判
実
務
お
よ
び
学
説
に

お
い
て
ま
す
ま
す
定
着
し
つ
つ
あ
る
。
要
す
る
に
、「
行
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
統
制
作
用
の
文
脈
で
の
議
会
の
情
報
調
達
権

と
、
自
ら
の
任
務
遂
行
力
お
よ
び
固
有
責
任
を
維
持
す
る
た
め
の
政
府
の
秘
匿
利
益
と
の
間
で
の
比
較
衡
量
で
あ
る
」。

第
二
款　
「
核
心
領
域
保
護
」
の
相
対
性
─
「
絶
対
的
な
保
護
」
か
ら
政
府
と
議
会
の
相
対
的
な
関
係
へ

　

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
フ
リ
ッ
ク
調
査
委
員
会
判
決
の
定
式
を
め
ぐ
っ
て
は
、
議
会
に
よ
る
調
査
か
ら
絶
対
的
に
保
護
さ
れ
る
領

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）
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域
を
認
め
る
ブ
ッ
セ
の
よ
う
な
立
場
が
あ
る
一
方
で
、
そ
の
よ
う
な
領
域
を
認
め
る
こ
と
に
対
し
て
批
判
的
な
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
の

よ
う
な
立
場
も
あ
っ
た
。
カ
ン
チ
ク
は
、
後
者
の
立
場
が
正
し
い
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

フ
リ
ッ
ク
調
査
委
員
会
判
決
の
定
式
に
よ
る
と
、「
連
邦
議
会
の
統
制
権
限
は
、
原
則
と
し
て
す
で
に
完
結
し
た

0

0

0

0

0

0

0

決
定
準
備
過
程
だ

け
に
及
ぶ
」。「
原
則
と
し
て
」
と
い
う
言
葉
の
帰
結
と
し
て
出
て
く
る
の
は
、
よ
り
慎
重
な
配
慮
を
要
す
る
完
結
し
て
い
な
い
決
定
準

備
過
程
に
関
し
て
も
、
憲
法
上
あ
り
得
る
例
外
と
し
て
統
制
権
限
に
よ
る
介
入
が
承
認
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
フ
リ
ッ
ク
調
査
委
員
会
判
決
の
定
式
─
「
こ
の
統
制
権
限
は
、
進
行
中
の
審
議
お
よ
び
決
定
の
準
備
に
介
入
す
る
よ
う
な
権
能
を

含
ん
で
い
な
い
。
し
か
し
、
完
結
し
た
決
定
準
備
過
程
の
と
こ
ろ
で
も
、
政
府
が
、
執
行
固
有
の
責
任
の
核
心
領
域
に
由
来
す
る
極
秘

に
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
事
実
の
報
告
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
事
例
は
あ
り
得
る
。」
─
に
お
い
て
も
ケ
ー
ス
バ

イ
ケ
ー
ス
で
決
定
す
る
こ
と
に
照
準
が
合
わ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
完
結
し
て
い
な
い
決
定
準
備
過
程
に
も
議
会
の
情
報
調
達
権
を

例
外
的
に
行
使
し
得
る
と
の
考
え
方
は
、
後
の
判
決
で
も
く
り
返
し
明
確
に
さ
れ
た
。
フ
リ
ッ
ク
調
査
委
員
会
判
決
の
定
式
に
つ
い
て
、

後
者
の
立
場
つ
ま
り
執
行
の
絶
対
的
な
保
護
領
域
に
批
判
的
な
立
場
と
は
別
の
解
釈
が
あ
ろ
う
も
の
な
ら
、「
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
、

基
本
法
四
四
条
に
お
い
て
ま
さ
に
具
体
化
さ
れ
た
、
政
府
と
議
会
と
の
間
の
諸
作
用
の
整
序
に
適
合
し
な
い
で
あ
ろ
う
」。
ゆ
え
に
、

「
絶
対
的
で
、
常
に
保
護
さ
れ
、
調
べ
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
政
府
の
核
心
領
域
を
承
認
す
る
こ
と
は
、
維
持
さ
れ
得
な
い
。
む
し

ろ
、
議
会
権
限
・
政
府
権
限
の
整
序
の
問
題
は
、
そ
の
都
度
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

第
三
款　

調
査
の
対
象
と
な
る
決
定
準
備
過
程
の
状
況
に
よ
る
区
別

　

右
に
見
た
よ
う
に
、
政
府
の
決
定
準
備
過
程
は
あ
く
ま
で
相
対
的
に
保
護
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
い
か
な
る
保
護
が
認
め
ら
れ
る
の
か

に
つ
い
て
は
、
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
の
審
査
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
決
定
準
備
過
程
は
、
典
型
的
に
は
、「
完
結
し
た
決
定
準
備
過

程
」
と
「
完
結
し
て
い
な
い
決
定
準
備
過
程
」
と
に
区
別
さ
れ
る
。
か
か
る
区
別
は
、
政
府
の
決
定
準
備
過
程
に
つ
い
て
の
「
状
況
に

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）
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よ
る
区
別
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
決
定
準
備
過
程
の
状
況
次
第
で
、
議
会
の
情
報
調
達
権
に
よ
る
介
入
の
あ
り
方
も
異
な
る
。

例
え
ば
、
フ
リ
ッ
ク
調
査
委
員
会
判
決
に
継
ぐ
判
例
と
し
て
通
常
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
二
〇
〇
四
年
三
月
三
〇
日
の
連
邦
憲
法
裁
判

所
判
決
（
い
わ
ゆ
る
「
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
決
定
」）
に
よ
れ
ば
、
完
結
し
て
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

決
定
準
備
過
程
の
と
こ
ろ
で

は
、
議
会
の
情
報
調
達
権
は
、
内
閣
・
所
管
省
庁
の
意
思
形
成
に
「
打
撃
を
与
え
る
」
限
り
で
、
原
則
と
し
て
排
除
さ
れ
る
。
逆
に
言

う
と
、
こ
の
判
決
に
お
い
て
も
、「
原
則
と
し
て
」
排
除
さ
れ
る
と
は
、
議
会
の
情
報
調
達
権
が
常
に
排
除
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ

と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
決
定
に
続
く
、
二
〇
〇
九
年
六
月
一
七
日
の
連
邦
憲

法
裁
判
所
判
決
（
い
わ
ゆ
る
「
Ｂ
Ｎ
Ｄ
調
査
委
員
会
決
定
」）
に
お
い
て
さ
ら
に
明
確
化
し
た
。
こ
の
よ
う
な
完
結
し
て
い
な
い
決
定

準
備
過
程
の
と
こ
ろ
で
は
、「
議
会
の
─
許
さ
れ
な
い
─
参
加
の
危
険
性
」
が
大
き
い
ゆ
え
に
、
議
会
の
統
制
権
限
は
「
原
則
と
し

て
」
後
退
さ
せ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、「
議
会
と
の
協
働
に
よ
る
政
府
行
為
」
は
望
ま
し
く
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　

他
方
で
、
完
結
し
た

0

0

0

0

決
定
準
備
過
程
に
お
い
て
、
政
府
の
自
律
的
な
意
思
形
成
の
保
護
は
、
も
は
や
重
要
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、

当
該
過
程
で
は
、「
望
ま
し
く
な
い
議
会
と
の
協
働
に
よ
る
政
府
行
為
」
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
連
邦
憲
法
裁
判

所
は
、
決
定
準
備
過
程
が
完
結
し
た
後
に
議
会
が
文
書
提
出
を
求
め
る
場
合
で
も
、
議
会
の
情
報
調
達
権
は
「
原
則
と
し
て
は
常
に
排

除
さ
れ
な
い
」
と
判
示
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
カ
ン
チ
ク
は
、
政
府
の
「
意
思
形
成
の
解
明
を
可
能
な
ら
し
め
る
文
書
の
提
出
が
許

さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
概
括
的
に
否
定
さ
れ
て
も
い
な
け
れ
ば
、
肯
定
さ
れ
て
も
い
な
い
」
と
述
べ
る
。

　

こ
う
し
た
判
例
の
展
開
か
ら
す
れ
ば
、
完
結
し
て
い
な
い
決
定
準
備
過
程
の
と
こ
ろ
で
議
会
の
情
報
調
達
権
が
認
め
ら
れ
る
場
合
も

あ
れ
ば
、
完
結
し
た
決
定
準
備
過
程
に
も
か
か
わ
ら
ず
政
府
の
情
報
調
達
拒
否
が
認
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
得
る
。
つ
ま
り
、
議
会
の

情
報
調
達
権
に
対
す
る
政
府
の
立
場
は
、
典
型
的
に
は
完
結
し
て
い
な
い
決
定
準
備
過
程
の
と
こ
ろ
で
は
比
較
的
大
き
く
、
完
結
し
た

決
定
準
備
過
程
の
と
こ
ろ
で
は
比
較
的
小
さ
い
も
の
の
、
両
過
程
に
対
す
る
議
会
の
情
報
調
達
権
の
あ
り
方
は
あ
く
ま
で
相
対
的
で
あ
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る
。
ゆ
え
に
カ
ン
チ
ク
に
よ
る
と
、
完
結
し
て
い
な
い
決
定
準
備
過
程
で
は
政
府
の
意
思
形
成
が
絶
対
的
に
保
護
さ
れ
、
完
結
し
た
決

定
準
備
過
程
で
は
議
会
の
情
報
調
達
権
が
必
ず
認
め
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
フ
リ
ッ
ク
調
査
委
員
会
判
決
以
降
の

判
例
の
展
開
か
ら
す
る
と
、
議
会
の
情
報
調
達
権
に
つ
い
て
の
憲
法
上
の
限
界
は
、
そ
の
都
度
の
個
別
事
例
に
鑑
み
て
、
一
方
で
の
議

会
の
情
報
調
達
権
と
、
他
方
で
の
政
府
の
任
務
遂
行
力
お
よ
び
固
有
責
任
を
保
持
す
る
た
め
の
秘
匿
利
益
と
を
そ
の
都
度
比
較
衡
量
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
、
と
カ
ン
チ
ク
は
分
析
す
る
。

第
四
款　

議
会
に
対
す
る
絶
対
的
な
秘
密
領
域
の
否
定

　

以
上
の
判
例
分
析
を
行
っ
た
上
で
カ
ン
チ
ク
は
、
そ
の
都
度
の
個
別
事
例
に
お
い
て
行
わ
れ
る
比
較
衡
量
に
政
府
の
「
固
有
責
任
を

保
持
す
る
た
め
の
秘
匿
利
益
」
す
な
わ
ち
政
府
に
よ
る
秘
密
保
持
の
利
益
を
持
ち
込
む
こ
と
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
批
判
的
な
立
場

を
と
る
。

　

例
え
ば
議
会
の
情
報
請
求
、
と
り
わ
け
調
査
委
員
会
に
よ
る
文
書
提
出
請
求
は
、
国
家
安
全
保
障
利
益
を
考
慮
し
た
秘
密
保
護
を
理

由
に
限
界
づ
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
場
合
の
秘
密
保
護
に
関
し
て
は
、
国
家
機
関
に
独
自
の
秘
密
保
護
制
度
（
例
え
ば
「
二
〇

〇
六
年
三
月
三
一
日
の
秘
密
事
項
に
係
る
内
容
上
お
よ
び
組
織
上
の
保
護
に
関
す
る
連
邦
内
務
省
の
一
般
行
政
規
則
」
な
ど
）
が
あ
り
、

こ
こ
で
は
文
書
の
格
付
け
を
も
っ
て
様
々
な
秘
密
保
護
の
程
度
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、「
連
邦
議
会
調
査
委
員

会
法
（
Ｐ
Ｕ
Ａ
Ｇ
）
は
、
明
示
的
に
、
も
っ
と
も
高
い
秘
密
保
持
レ
ベ
ル
の
秘
密
事
項
に
関
し
て
も
閲
覧
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
」。

他
に
も
例
え
ば
、
兵
器
輸
出
判
決
の
事
例
の
よ
う
に
、
政
府
が
、
議
員
質
問
に
際
し
て
の
政
府
構
成
員
の
供
述
を
、
秘
密
保
護
を
理
由

に
し
て
許
可
し
な
い
あ
る
い
は
制
限
す
る
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
で
も
、
政
府
に
よ
る
「
文
書
提
出
あ
る
い
は
供
述
許
可
の

拒
否
は
、
Ｐ
Ｕ
Ａ
Ｇ
一
八
条
二
項
二
文
で
規
律
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
は
っ
き
り
と
論
拠
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
そ
し
て
、

こ
の
場
合
で
も
憲
法
的
な
背
景
と
な
っ
て
い
る
の
は
、「
調
査
権
の
た
め
の
諸
規
定
は
『
議
会
に
よ
る
実
効
的
な
統
制
』
を
確
保
す
る
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目
標
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」。

　

こ
れ
ら
の
場
合
に
対
応
さ
せ
る
形
で
、
カ
ン
チ
ク
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
一
つ
に
は
、
情
報
調
達
権
は
で
き
る

だ
け
広
範
に
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
二
つ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
権
限
の
あ
る
執
行
の
立
場
の
者
に
よ
る
〔
情
報
調
達
の
〕
拒
否
が
、

主
張
さ
れ
た
論
拠
か
ら
し
て
容
認
可
能
か
否
か
を
審
査
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
議

会
の
情
報
調
達
権
と
政
府
の
秘
密
保
護
と
の
緊
張
領
域
に
お
い
て
も
、「
執
行
だ
け
で
統
制
を
行
っ
て
し
ま
う
、
議
会
に
と
っ
て
い
わ

ば
ア
ク
セ
ス
不
可
能
な
い
か
な
る
領
域
も
憲
法
上
樹
立
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
憲
法
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
国
家
の
安
寧
が

議
会
と
政
府
に
共
同
で
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
議
会
な
い
し
は
調
査
委
員
会
の
秘
密
保
護
の
予
防
措
置
に
よ
っ
て
、
職
務
上

の
秘
密
が
知
れ
渡
る
こ
と
に
対
す
る
実
効
的
な
予
防
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
限
り
、
文
書
提
出
は
通
常
は
拒
否
さ
れ
得
ず
、
供
述
許
可
も

制
限
さ
れ
得
な
い
」。

第
二
節　

組
織
編
成
権
の
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
に
よ
る
整
序

　

本
章
第
一
節
で
扱
っ
た
議
会
調
査
権
以
外
に
、
前
章
の
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
の
学
説
を
扱
っ
た
箇
所
で
み
た
よ
う
に
、「
組
織
編
成

権
」
を
め
ぐ
る
伝
統
的
学
説
に
お
い
て
も
、
議
会
に
よ
る
介
入
が
本
来
的
に
許
さ
れ
な
い
「
執
行
の
核
心
領
域
」
が
前
提
と
さ
れ
て
い

た
。
し
か
し
、「
核
心
領
域
」
に
つ
い
て
は
、
概
念
が
不
明
確
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
文
言
自
体
が
そ
も
そ
も
基
本
法
に
明
記
さ

れ
て
い
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
核
心
領
域
概
念
に
は
も
は
や
依
拠
せ
ず
、
基
本
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
に
よ
っ
て
「
組
織
編
成

権
」
の
整
序
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
可
能
性
は
な
い
か
。
こ
れ
を
本
節
で
は
ベ
ア
の
学
説
に
依
り
な
が
ら
明
ら
か
に
す
る
。

第
一
款　

核
心
領
域
テ
ー
ゼ
お
よ
び
議
会
優
位
テ
ー
ゼ
に
対
す
る
批
判

　

ベ
ア
は
ま
ず
、
議
会
の
権
能
と
政
府
の
権
能
が
緊
張
関
係
に
あ
る
領
域
に
お
い
て
従
来
主
張
さ
れ
て
き
た
二
つ
の
「
テ
ー
ゼ
」、
す
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な
わ
ち
「
核
心
領
域
テ
ー
ゼ
」
と
「
議
会
優
位
テ
ー
ゼ
」
を
次
の
よ
う
に
批
判
的
に
紹
介
し
、
解
明
さ
れ
る
べ
き
事
項
を
指
摘
す
る
。

　

第
一
に
、
核
心
領
域
テ
ー
ゼ
と
は
、
各
々
の
権
力
の
内
部
に
は
他
の
権
力
に
よ
る
介
入
が
許
さ
れ
な
い
「
核
心
領
域
」
が
あ
る
と
の

主
張
で
あ
る
。
執
行
に
関
し
て
は
、「
介
入
に
耐
性
の
あ
る
領
域
が
政
府
に
認
め
ら
れ
、
こ
の
領
域
に
お
い
て
政
府
は
組
織
編
成
権
を

行
使
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
」。
ま
た
、「
標
準
的
な
研
究
」
に
お
い
て
、
核
心
領
域
は
立
憲
君
主
制
か
ら
伝
承
さ
れ
た
「
家
産
」
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
組
織
編
成
権
に
関
し
て
は
、
執
行
の
組
織
編
成
に
議
会
が
少
し
で
も
介
入
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
執
行
は

「
も
は
や
執
行
そ
れ
自
体
で
は
な
く
な
る
」
と
述
べ
る
論
者
も
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
政
府
の
核
心
領
域
お
よ
び
そ
の
も
と
で
の

自
己
組
織
編
成
権
の
主
張
は
、
憲
法
的
に
維
持
で
き
る
の
か
。
と
い
う
の
も
、
核
心
領
域
テ
ー
ゼ
に
は
、「
今
日
ま
で
安
定
し
た
ド
グ

マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
導
出
お
よ
び
論
拠
づ
け
が
欠
如
し
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ケ
ッ
ト
ゲ
ン
は
以
前
か
ら
、

憲
法
が
組
織
編
成
権
を
法
律
の
留
保
の
下
に
置
い
て
い
な
い
限
り
で
、
当
該
権
力
は
政
府
に
帰
属
す
る
も
の
と
「
推
定
」
す
る
よ
う
提

案
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
疑
わ
し
き
は
政
府
に
」
と
の
「
推
定
原
則
」
を
基
本
法
か
ら
導
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

　

第
二
に
、「
議
会
優
位
テ
ー
ゼ
」
が
あ
る
。
こ
の
テ
ー
ゼ
に
よ
れ
ば
、
基
本
法
の
民
主
制
に
お
い
て
、
議
会
は
他
の
機
関
よ
り
も
優

位
な
立
場
に
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
議
会
の
優
位
を
法
律
制
定
の
手
続
お
よ
び
正
統
化
を
も
っ
て
論
拠
づ
け

る
場
合
も
あ
れ
ば
、
論
者
に
よ
っ
て
は
国
家
権
力
が
「
国
民
か
ら
」
発
す
る
（
基
本
法
二
〇
条
）
こ
と
を
理
由
に
、
民
主
制
を
「
基
本

中
の
基
本
と
な
る
原
理
（Grundgrundprinzip

）」
と
表
現
し
て
議
会
の
優
位
を
主
張
す
る
者
も
い
る
。
さ
ら
に
、
議
会
優
位
テ
ー

ゼ
は
、
議
会
が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
さ
な
い
ゆ
え
に
民
主
制
の
欠
損
が
問
題
に
さ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
脈
で
も
主
張
さ
れ
る
。

諸
々
の
権
限
を
通
じ
て
諸
々
の
内
容
を
一
定
の
方
向
へ
導
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
傾
向
が
議
会
の
統
制
を
疎
か
に
す
る
こ
と
を
助
長
す
る
が
、

こ
れ
は
ド
イ
ツ
と
は
異
な
る
、
つ
ま
り
ド
イ
ツ
で
は
ま
さ
に
議
会
の
優
位
が
妥
当
す
る
と
い
う
の
が
こ
の
テ
ー
ゼ
の
主
張
で
あ
る
。
か

か
る
議
会
優
位
テ
ー
ゼ
を
真
に
受
け
る
者
は
、
核
心
領
域
テ
ー
ゼ
、
す
な
わ
ち
「
疑
わ
し
き
は
政
府
に
」
と
い
う
主
張
に
少
な
く
と
も
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懐
疑
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
ゆ
え
に
例
え
ば
、「
組
織
編
成
権
は
、
そ
の
究
極
に
お
い
て
、
法
治
国
家
に
と
っ
て
恐
る
べ
き
巨
像

（K
oloß

）
た
り
得
る
」
と
述
べ
る
者
も
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
巨
像
へ
の
趨
向
（H

ang

）
は
、
い
つ
で
も
存
在
す
る
。
な

ぜ
な
ら
ば
、「
立
法
者
が
あ
ま
り
に
も
多
く
の
こ
と
を
行
っ
て
い
た
り
、
あ
ま
り
に
も
僅
か
な
こ
と
し
か
し
て
い
な
か
っ
た
り
、
あ
る

い
は
、
間
違
っ
た
こ
と
も
し
く
は
い
ず
れ
に
し
て
も
お
よ
そ
良
く
な
い
こ
と
を
し
て
い
る
と
法
律
家
が
考
え
る
な
ら
ば
、
議
会
に
代
わ

っ
て
政
府
を
活
動
さ
せ
る
こ
と
は
、
こ
れ
〔
巨
像
へ
の
趨
向
〕
を
大
い
に
促
進
す
る
か
ら
で
あ
る
」。
例
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
法
律
家

と
し
て
ア
ル
ベ
ル
ト
・
ヤ
ン
セ
ン
が
い
る
。
つ
ま
り
、
ヤ
ン
セ
ン
の
教
授
資
格
論
文
は
、
法
律
過
多
お
よ
び
そ
れ
と
並
行
し
て
生
じ
る

制
御
の
問
題
に
つ
い
て
、
立
法
府
の
介
入
権
の
限
界
を
定
め
る
た
め
の
理
由
づ
け
を
行
っ
た
。
し
か
し
、「
結
局
の
と
こ
ろ
、
か
か
る

理
由
づ
け
の
背
後
に
は
政
治
不
信
が
潜
ん
で
い
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
政
治
不
信
が
基
本
法
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
」。
し
た
が
っ
て
、「
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
基
本
法
が
何
を
想
定
し
て
い
る
の
か
で
あ
る
。
多
数
派
、
つ
ま
り
支
配
的

学
説
お
よ
び
伝
統
的
学
説
に
つ
い
て
簡
潔
に
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
ら
に
対
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な

熟
考
で
あ
る
」。

第
二
款　

政
府
の
排
他
的
権
能

　

そ
れ
で
は
、
政
府
の
組
織
編
成
権
に
つ
い
て
、
基
本
法
は
何
を
予
定
し
て
い
る
の
か
。
以
下
（
第
二
款
か
ら
第
四
款
）
で
は
、
ベ
ア

に
よ
る
政
府
の
組
織
編
成
権
に
つ
い
て
の
基
本
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
を
紹
介
す
る
。

　

ま
ず
、
政
府
の
排
他
的
な
権
能
は
、
明
文
上
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
数
少
な
い
排
他
的
権
能
の
一
つ
と
し
て
最
初
に

挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
基
本
法
六
四
条
一
項
に
基
づ
く
「
組
閣
権
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
特
定
の
者
を
大
臣
に
任
命
す
る
政
府
の
権
限
」

で
あ
る
が
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
の
憲
法
裁
判
所
判
決
を
機
縁
と
し
て
、
こ
の
組
閣
権
に
、
所
管
省
庁
に
新
た

に
手
を
加
え
る
権
限
も
含
ま
れ
る
の
か
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
基
本
法
六
四
条
は
、
所
管
省
庁
を
組
織
編

（
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成
す
る
よ
う
な
権
限
に
つ
い
て
何
一
つ
述
べ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
「
同
条
文
は
、
明
示
的
に
は
、
組
織
編
成
に
係
る
決
定
権
限
で
は
な

く
、
人
事
に
係
る
決
定
権
限
を
内
容
と
し
て
い
る
」。

　

組
織
編
成
に
係
る
決
定
権
限
は
、
基
本
法
六
五
条
一
文
に
基
づ
く
「
首
相
の
基
本
方
針
権
限
」
か
ら
も
導
か
れ
な
い
。
こ
の
首
相
の

基
本
方
針
権
限
に
つ
い
て
も
、
古
く
は
「
疑
わ
し
き
は
政
府
に
」
と
の
推
定
が
な
さ
れ
、
ま
た
「
憲
法
に
よ
る
執
行
留
保
」
が
あ
る
と

す
る
論
者
も
い
る
。
し
か
し
、
か
か
る
推
定
お
よ
び
執
行
留
保
は
「
基
本
法
か
ら
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
連
邦
議
会
が
『
基
本
方
針
法

律
』
を
議
決
し
て
は
な
ら
な
い
と
は
ど
こ
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
基
本
法
六
五
条
は
、
政
府
内
部

0

0

の
組
織
編
成
の
み
を
目
途

と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
異
な
る
国
家
機
関
ど
う
し
の
権
限
配
分
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
」。
さ
ら
に
、
こ
の
方
針
の
範
囲

内
で
の
大
臣
お
よ
び
首
相
の
「
責
任
」（
基
本
法
六
五
条
二
文
）
か
ら
も
、
組
織
編
成
に
係
る
決
定
権
限
は
導
か
れ
な
い
。
と
い
う
の

も
、「
責
任
」
は
そ
れ
が
自
由
行
動
の
余
地
を
前
提
と
し
て
い
る
ゆ
え
に
「
権
能
」
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
「
権
能
」
か
ら
「
権

限
」
は
導
か
れ
な
い
─
つ
ま
り
権
能
は
「
権
限
か
ら
導
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
逆
は
な
い
」
─
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、「
議
会

は
、
す
べ
て
の
所
管
省
庁
の
す
べ
て
の
事
項
問
題
に
つ
い
て
法
律
を
制
定
で
き
る
」。

　

し
た
が
っ
て
、
組
織
編
成
に
関
す
る
政
府
の
排
他
的
権
能
が
基
本
法
上
予
定
さ
れ
て
い
る
の
は
希
で
あ
る
。
む
し
ろ
基
本
法
は
、
例

外
状
況
に
お
い
て
、
排
他
的
な
権
能
を
政
府
に
割
当
て
て
い
る
。
こ
れ
に
該
当
す
る
の
は
、
立
法
緊
急
状
態
（
八
一
条
）、
国
外
で
の

防
衛
事
態
（
一
一
五
ａ
条
一
項
二
文
）、
お
よ
び
国
内
で
の
緊
急
事
態
（
三
五
条
、
九
一
条
）
に
際
し
て
の
政
府
の
申
立
権
、
財
務
緊

急
事
態
（
一
一
一
条
）
に
際
し
て
の
政
府
の
暫
定
的
な
予
算
権
、
そ
し
て
、
政
府
自
ら
の
存
立
に
つ
い
て
の
問
題
を
信
任
決
議
案
と
し

て
提
起
す
る
権
限
（
六
八
条
）
で
あ
る
。

　

政
府
の
排
他
的
権
限
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
、「
政
府
の
み
が
予
算
の
提
案
を
許
さ
れ
（
基
本
法
一
一
〇
条
、
一
一
三
条
、
連
邦
予
算

法
二
八
条
、
二
九
条
）、
政
府
の
み
が
通
貨
を
発
行
し
、
政
府
の
み
が
連
邦
強
制
（Bundeszw

ang

）
や
連
邦
共
助
（Bundeshilfe

）
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の
措
置
を
講
じ
、
ま
た
戦
争
兵
器
の
輸
出
を
許
可
し
（
基
本
法
二
六
条
二
項
）、
そ
し
て
政
府
の
み
が
委
託
行
政
に
つ
い
て
の
指
示
を

与
え
得
る
（
基
本
法
八
五
条
三
項
、
四
項
）
と
人
は
解
釈
し
得
る
か
も
し
れ
な
い
」。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
権
限
に
つ
い
て
は
後
述
の

「
協
働
的
」
な
権
限
と
理
解
す
る
方
が
適
切
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
の
政
府
の
権
限
に
関
し
て
は
「
い
か
な
る
場
合
で
も
、

他
の
機
関
に
よ
る
決
定
、
つ
ま
り
大
抵
の
場
合
は
議
会
の
法
律
へ
の
拘
束
が
優
位
に
立
っ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。

第
三
款　

透
過
性
お
よ
び
半
透
過
性
の
あ
る
組
織
編
成
権
能

　

次
に
、
基
本
法
は
、
排
他
的
な
権
能
の
他
に
、
議
会
も
し
く
は
政
府
が
そ
の
い
ず
れ
か
に
か
か
わ
り
な
く
活
動
で
き
る
「
透
過
性
の

あ
る
組
織
編
成
権
能
（Perm

eable O
rganisationsbefugnisse

）」
を
予
定
し
て
い
る
。
か
か
る
権
能
の
典
型
は
、
議
会
も
政
府
も

行
う
こ
と
の
で
き
る
「
法
案
の
提
出
」（
基
本
法
七
六
条
）
で
あ
る
。
ま
た
、
連
邦
固
有
行
政
（
基
本
法
八
六
条
二
文
）
の
組
織
編
成

も
透
過
性
の
あ
る
権
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
組
織
編
成
は
政
府
の
義
務
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
議
会
が
法
律
で
特
段
の
規
定

を
設
け
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
透
過
性
の
あ
る
組
織
編
成
権
能
と
並
ん
で
、「
半
透
過
性
の
あ
る
組
織
編
成
権
能
（Sem

iperm
eable O

rganisa-

tionsbefugnisse

）」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、「
あ
る
作
用
の
担
い
手
に
は
別
の
作
用
の
担
い
手
へ
の
介
入
を
可
能
に
し
て
い
る
が
、
逆
に

後
者
に
は
前
者
へ
の
介
入
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
権
能
」
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
フ
ォ
ス
ク
ー
レ
が
言
う
と
こ
ろ

の
「
半
透
過
性
の
膜
」
と
し
て
の
司
法
府
が
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
裁
判
所
は
別
の
作
用
の
担
い
手
に
つ
い
て
判
断
を

下
す
一
方
で
、
裁
判
官
に
対
す
る
権
利
保
護
を
行
う
の
は
裁
判
所
以
外
に
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
半
透
過
性
は
、
議

会
と
政
府
と
の
間
に
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
、「
連
邦
議
会
は
法
律
で
組
織
に
関
す
る
基
準
（V

orgaben

）
を
定
め
る
こ
と
も
許
さ
れ

0

0

0

る0

が
、
逆
に
政
府
は
連
邦
議
会
を
規
制
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
」。
ゆ
え
に
、
こ
の
半
透
過
性
の
あ
る
組
織
編
成
権
能
に
関
し
て
も
、

「
諸
々
の
権
限
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
議
会
に
比
重
を
置
く
形
で
配
分
さ
れ
て
い
る
」。
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第
四
款　

協
働
的
権
能

　

最
後
に
、「
協
働
的
権
能
」
が
あ
る
。
こ
の
権
能
は
、「
協
働
権
」、「
共
同
所
有
」、「
国
家
指
導
」、「
権
限
の
交
錯
」
な
ど
の
様
々
な

名
称
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。「
大
臣
と
議
員
と
が
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
（Personalunion

）」
の
み
な
ら
ず
、「
連
邦
議
会
お
よ
び
連

邦
政
府
相
互
間
で
の
諸
々
の
公
聴
・
ア
ク
セ
ス
権
（A

nhörungs-und Zutrittsrechte

）」
が
協
働
的
権
限
構
造
の
表
れ
で
あ
る
。

前
述
（
第
二
款
）
の
協
働
的
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
の
が
適
切
と
さ
れ
た
諸
権
限
と
並
ん
で
、
国
際
条
約
の
と
こ
ろ
で
も
、
議
会
と

政
府
の
権
限
が
協
働
で
行
使
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
確
か
に
政
府
は
議
会
に
比
し
て
機
動
的
に
優
れ
た
立
場
に
あ
る
。
し
か
し
、
連
邦
国

防
軍
の
対
外
派
兵
に
つ
い
て
議
会
留
保
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
政
府
が
単
独
で
決
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
。
こ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同
系
列
に
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
財
政
に
係
る
議
会
と
政
府
と
の
協
働
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
財
政
基
本
法

（Finanzverfassungsrecht

）
に
よ
る
と
、
予
算
に
つ
い
て
、
政
府
が
予
算
案
を
策
定
し
、
議
会
が
そ
れ
を
承
認
し
、
そ
し
て
執
行

が
予
算
を
支
出
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
共
同
作
業
」
つ
ま
り
諸
権
力
の
「
相
互
抑
制
を
目
的
と
し
た
交
錯
」
は
、「
通
常
事

例
」
と
し
て
把
握
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
国
家
機
関
の
協
働
が
、
結
局
は
政
治
の
日
常
を
形
づ
く
っ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。

第
五
款　

基
本
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
帰
結

　

以
上
が
ベ
ア
に
よ
る
政
府
の
組
織
編
成
権
に
つ
い
て
の
基
本
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
で
あ
る
。
こ
れ
を
ベ
ア
は
次
の
よ
う
に
要
約
し
て

い
る
。

　
「
基
本
法
は
核
心
領
域
お
よ
び
組
織
編
成
権
を
定
義
し
て
お
ら
ず
、
排
他
的
権
能
を
個
別
に
明
文
で
割
り
当
て
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
れ
ら
の
排
他
的
権
能
に
よ
っ
て
政
府
が
有
利
と
な
る
の
は
例
外
的
な
事
例
に
お
い
て
で
あ
り
、
大
抵
の
場
合
、
政
府
は
協
働
し
て
他

の
機
関
と
共
に
活
動
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
議
会
は
、
よ
り
頻
繁
に
排
他
的
に
活
動
す
る
ど
こ
ろ
か
、
基
本
権
領
域
に
お
い
て
は
そ

の
よ
う
に
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
と
並
ん
で
、
部
分
的
に
透
過
性
の
あ
る
、
あ
る
い
は
、
完
全
に
透
過
性
の
あ
る
権
能
が
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あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
立
法
府
に
有
利
な
結
果
と
な
る
」。
こ
う
し
た
基
本
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
か
ら
導
か
れ
る
の

は
、「
核
心
領
域
テ
ー
ゼ
に
基
づ
く
推
定
原
則
が
憲
法
上
認
め
ら
れ
な
い
」
と
の
帰
結
で
あ
る
。
政
府
の
組
織
編
成
権
能
が
憲
法
か
ら

導
か
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
権
能
は
存
在
し
な
い
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
基
本
法
か
ら
は
「
議
会
に
有
利
と
な
る
推
定
原

則
」
が
明
ら
か
に
な
る
。「
こ
の
推
定
原
則
は
、
規
律
義
務
で
は
な
く
、
介
入
権
を
成
立
さ
せ
る
。
裁
判
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
介
入
権

が
行
使
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
に
関
し
て
『
十
分
な
根
拠
』［
原
註
─BV

erfGE 95, 1.

］
が
あ
る
場
合
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

こ
れ
は
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
疑
わ
し
き
は
政
府
に
で
は
な
く
、
疑
わ
し
き
は
議
会
に
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」。

第
三
節　

政
府
の
多
元
的
把
握
に
よ
る
核
心
領
域
概
念
の
相
対
化

　

こ
れ
ま
で
の
カ
ン
チ
ク
学
説
お
よ
び
ベ
ア
学
説
の
核
心
領
域
批
判
の
検
討
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
政
府
の
意
思
形
成
過
程
に
対

し
て
も
、
そ
こ
で
の
組
織
編
成
権
の
行
使
に
対
し
て
も
、
議
会
に
よ
る
統
制
を
及
ぼ
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か

か
る
可
能
性
を
、
前
章
第
一
節
で
紹
介
し
た
兵
器
輸
出
判
決
を
素
材
に
し
て
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
の
が
本
節
で
紹
介
す
る
マ
イ
ネ

ル
の
学
説
で
あ
る
。

第
一
款　

連
邦
安
全
保
障
委
員
会
の
組
織
構
造
お
よ
び
決
定
権
限

　

マ
イ
ネ
ル
学
説
を
紹
介
す
る
前
に
、
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
の
組
織
構
造
お
よ
び
決
定
権
限
を
ま
ず
は
概
観
す
る
。
と
い
う
の
も
、

マ
イ
ネ
ル
学
説
で
は
、
兵
器
輸
出
判
決
の
事
案
に
お
い
て
国
家
実
務
上
の
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
、「
基
本
法
二
六
条
二
項
一
文
に

よ
る
と
連
邦
政
府
に
の
み
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
兵
器
輸
出
の
許
可
」
に
つ
い
て
最
終
的
な
決
定
を
下
し
て
い
た
連
邦
安
全
保
障
委
員

会
が
問
題
に
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
は
、
組
織
類
型
と
し
て
は
政
府
に
設
置
さ
れ
る
内
閣
委
員
会
の
一
つ

に
数
え
ら
れ
、
一
九
五
五
年
一
〇
月
六
日
の
閣
議
決
定
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
。
同
委
員
会
の
構
造
お
よ
び
執
務
進
行
は
、
連
邦
安
全

（
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保
障
委
員
会
執
務
規
則
、
内
閣
委
員
会
の
執
務
進
行
に
関
す
る
枠
組
規
定
、
お
よ
び
連
邦
政
府
執
務
規
則
に
則
っ
て
い
る
。

 
（
1
）
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
の
組
織
構
造

　

連
邦
安
全
保
障
委
員
会
は
、「
安
全
保
障
政
策
、
と
り
わ
け
防
衛
、
軍
縮
お
よ
び
兵
器
統
制
に
係
る
す
べ
て
の
分
野
の
問
題
を
審
議

す
る
」（
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
執
務
規
則
一
条
二
項
）
た
め
の
常
設
の
内
閣
委
員
会
で
あ
る
。
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
の
議
長
は
連

邦
首
相
で
あ
り
、
議
長
代
理
と
し
て
は
連
邦
副
首
相
が
充
て
ら
れ
る
（
同
執
務
規
則
二
条
一
項
）。
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
の
常
任
委

員
は
、
連
邦
各
省
の
「
外
務
大
臣
、
内
務
大
臣
、
法
務
大
臣
、
財
務
大
臣
、
経
済
技
術
大
臣
、
防
衛
大
臣
、
経
済
協
力
開
発
大
臣
お
よ

び
連
邦
首
相
官
房
長
」（
同
執
務
規
則
二
条
二
項
）
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
の
連
邦
政
府
構
成
員
も
、「
彼
ら
の
業
務
領
域
に
関
係
す
る
問

題
が
審
議
さ
れ
る
場
合
に
は
、
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
の
会
合
へ
の
参
加
を
求
め
ら
れ
る
」（
同
執
務
規
則
二
条
二
項
）。
そ
の
他
の
参

加
者
と
し
て
は
、「
連
邦
政
府
報
道
情
報
局
長
ま
た
は
そ
の
代
理
人
た
る
資
格
を
有
す
る
者
、
連
邦
国
防
軍
統
合
幕
僚
長
、
軍
縮
お
よ

び
兵
器
統
制
の
問
題
に
関
わ
る
連
邦
政
府
の
担
当
官
、
な
ら
び
に
、
業
務
執
行
（
五
条
一
項
）
お
よ
び
議
事
録
作
成
（
七
条
一
項
）
を

委
託
さ
れ
た
者
」、
さ
ら
に
は
「
連
邦
大
統
領
府
の
長
ま
た
は
そ
の
代
理
人
た
る
資
格
を
有
す
る
者
も
し
く
は
連
邦
首
相
の
係
官
」
が

予
定
さ
れ
て
い
る
（
同
規
則
三
条
一
項
）。

　

も
と
よ
り
、
内
閣
お
よ
び
内
閣
委
員
会
で
の
会
合
は
「
秘
密
」（vertraulich

）
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
（
連
邦
政
府
執
務
規
則

二
二
条
三
項
一
文
）、
と
り
わ
け
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
の
会
合
は
、
よ
り
秘
密
度
の
高
い
「
極
秘
」（geheim

）
で
あ
る
。
極
秘
事

項
と
し
て
の
格
付
け
は
、「
権
限
の
な
い
者
に
よ
る
閲
覧
が
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
ま
た
は
同
国
の
州
の
安
全
保
障
を
危
険
に
さ
ら
し
得

る
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
の
利
益
に
深
刻
な
損
害
を
与
え
得
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
か
か
る
極
秘
事
項
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
例

え
ば
、
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
の
審
議
お
よ
び
議
決
、
業
務
方
式
、
会
合
日
時
、
議
事
日
程
、
個
々
の
構
成
員
の
採
決
行
動
な
ど
が
あ

る
。
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
の
執
務
規
則
も
二
〇
一
四
年
に
改
正
さ
れ
る
ま
で
は
極
秘
事
項
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
極
秘
事
項
の
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指
定
は
、
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
に
お
け
る
「
構
成
員
ど
う
し
の
闊
達
な
討
論
を
保
障
す
る
た
め
に
─
そ
う
で
な
い
と
構
成
員
ら
は
意

見
の
形
成
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
て
し
ま
う
─
、
ま
た
、
と
く
に
連
邦
共
和
国
、
州
、
お
よ
び
内
閣
の
不
可
侵
性
の
保
護
を
安
全

保
障
・
防
衛
政
策
に
お
い
て
確
保
す
る
た
め
に
、
必
要
不
可
欠
で
あ
る
」。
も
っ
と
も
、「
連
邦
首
相
の
授
権
」（
連
邦
政
府
執
務
規
則

二
二
条
三
項
二
文
）
が
あ
れ
ば
、
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
の
会
合
お
よ
び
そ
の
会
合
の
内
容
を
公
開
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

 

（
2
）
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
の
決
定
権
限

　

審
議
機
関
と
し
て
連
邦
首
相
に
仕
え
る
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
の
中
核
的
任
務
は
、
ド
イ
ツ
の
安
全
保
障
・
防
衛
政
策
の
調
整
で
あ

る
。
こ
の
委
員
会
に
お
い
て
、
防
衛
政
策
、
外
交
政
策
、
お
よ
び
経
済
政
策
の
観
点
に
基
づ
く
開
発
政
策
か
ら
な
る
政
治
的
に
重
要
な

諸
々
の
議
題
が
集
め
ら
れ
、
各
省
の
財
政
的
な
連
係
と
同
様
に
、
法
的
な
連
係
の
た
め
の
徹
底
的
な
討
論
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

連
邦
安
全
保
障
委
員
会
の
任
務
は
、「
安
全
保
障
・
防
衛
政
策
」
と
「
兵
器
輸
出
の
個
別
事
例
」
と
に
区
別
さ
れ
る
。
東
西
冷
戦
の
終

結
以
降
、
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
は
、
後
者
の
任
務
に
ま
す
ま
す
従
事
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
兵
器
輸
出
の

個
別
事
例
に
係
る
任
務
を
遂
行
す
る
中
で
、
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
は
、
兵
器
輸
出
に
つ
い
て
の
許
可
な
い
し
は
不
許
可
の
決
定
を
下

す
。
こ
れ
に
つ
い
て
例
え
ば
、
連
邦
経
済
技
術
省
の
政
務
次
官
で
あ
る
ハ
ン
ス
＝
ヨ
ア
ヒ
ム
・
オ
ッ
ト
ー
は
、
─
兵
器
輸
出
判
決
の
発

端
と
も
な
っ
た
─
二
〇
一
一
年
七
月
六
日
の
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
質
問
時
間
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。「
特
に
議
論
を

呼
ぶ
つ
ま
り
特
別
に
関
心
を
も
た
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
輸
出
計
画
に
関
し
て
は
、
通
常
は
連
邦
安
全
保
障

委
員
会
が
決
定
す
る
」。
確
か
に
、
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
執
務
規
則
一
条
二
項
に
よ
る
と
、「
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
は
、
基
本
法
ま

た
は
連
邦
法
律
に
よ
っ
て
連
邦
政
府
の
決
議
が
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
限
り
で
、
最
終
的
に
決
定
を
行
い
得
る
」。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
な
最
終
決
定
権
限
が
政
府
内
部
の
一
内
閣
委
員
会
に
す
ぎ
な
い
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ド

イ
ツ
公
法
学
に
お
い
て
少
な
か
ら
ぬ
批
判
が
あ
る
。
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第
二
款　

組
織
編
成
形
態
を
等
閑
視
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
論
拠
─
「
法
関
係
」
と
「
委
任
」
の
対
置

　

兵
器
輸
出
判
決
で
は
、
内
閣
委
員
会
の
一
つ
で
あ
る
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
を
設
置
す
る
権
限
や
政
府
の
決
定
権
限
が
同
委
員
会
に

委
任
さ
れ
た
こ
と
は
、
議
会
の
統
制
権
の
射
程
に
と
っ
て
重
要
で
な
い
と
見
な
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
を
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
次
の
よ

う
に
判
示
し
て
い
る
。

「
本
件
で
は
、
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
を
設
置
す
る
権
限
お
よ
び
兵
器
輸
出
申
請
に
つ
い
て
の
決
定
権
能
を
こ
の
委
員
会
の
所
轄
大
臣
つ
ま
り
は

個
別
の
連
邦
大
臣
に
委
任
す
る
権
限
が
連
邦
政
府
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
決
定
を
下
す
必
要
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

ド
イ
ツ
連
邦
議
会
お
よ
び
そ
の
構
成
員
と
の
法
関
係
に
お
い
て
、
基
本
法
二
六
条
二
項
一
文
に
従
っ
た
許
可
決
定
は
、
連
邦
政
府
に
整
序
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
、
こ
の
許
可
決
定
を
通
じ
て
、
議
会
に
対
し
て
は
直
接
的
に
、
国
民
に
対
し
て
は
間
接
的
に
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
り
、
許
可
決
定
を
行
っ
た
の
が
、
内
閣
な
の
か
、
内
閣
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
委
員
会
な
の
か
、
あ
る
い
は
個
々
の
大
臣
な
の
か

は
重
要
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
連
邦
政
府
が
、
基
本
法
に
よ
っ
て
自
ら
に
割
り
当
て
ら
れ
た
決
定
権
能
を
委
任
す
る
こ
と
で
、
決
定
に
関
す
る

自
ら
の
責
任
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
も
し
仮
に
そ
の
よ
う
な
委
任
が
─
認
め
ら
れ
る
の
か
否
か
に
関
わ
ら
ず

─
な
さ
れ
よ
う
も
の
な
ら
、
大
臣
の
決
定
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
す
る
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
の
意
思
形
成
は
、
政
府
の
活
動
た
る
性
格
を
失
っ
て

し
ま
い
、
執
行
固
有
の
責
任
の
核
心
領
域
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
し
ま
う
」。

　

マ
イ
ネ
ル
に
よ
れ
ば
、
内
閣
委
員
会
の
組
織
編
成
形
態
つ
い
て
は
、
組
織
編
成
権
の
観
点
─
狭
義
の
組
織
編
成
権
の
観
点
と
議
会
に

よ
る
統
制
可
能
性
の
観
点
─
か
ら
様
々
な
憲
法
上
の
問
題
を
指
摘
し
得
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
兵
器
輸
出
判
決
で
は
、
こ
の
組

織
編
成
形
態
に
関
す
る
問
題
が
等
閑
視
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
右
に
引
用
し
た
判
決
文
に
よ
れ
ば
、
内
閣
委
員
会
を
設
置
す
る
権
限
や
政

府
の
決
定
権
限
が
同
委
員
会
に
委
任
さ
れ
た
こ
と
は
、
議
会
の
統
制
権
の
射
程
に
と
っ
て
重
要
で
な
い
と
さ
れ
た
。
か
か
る
判
決
の
論

拠
づ
け
に
お
い
て
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
外
部
法
と
内
部
法
の
伝
統
的
区
別
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
兵
器
輸
出
判
決
に
関
し
て
マ
イ
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ネ
ル
が
注
目
す
る
の
は
、「
法
関
係
」
と
「
委
任
」
と
の
概
念
上
の
対
置
的
組
合
せ
が
論
拠
づ
け
の
決
め
手
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
論
拠
づ
け
に
よ
れ
ば
、
議
会
統
制
は
、
議
会
と
政
府
と
の
機
関
間
の
「
法
関
係
」
に
お
い
て
、
全
体
と
し
て
の
政
府
に
対
し

て
向
け
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
た
め
、
政
府
内
部
で
行
わ
れ
る
権
限
の
「
委
任
」
は
議
会
統
制
の
射
程
外
と
な
る
。
要
す
る
に
、「
こ
の

論
拠
づ
け
は
、
議
会
統
制
が
執
行
府
内
部
の
組
織
編
成
と
は
別
に
機
能
し
得
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
執
行
府
を
法

的
に
遮
断
さ
れ
た
非
浸
透
性
の
組
織
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
前
提
に
従
う
と
、
決
定
を

内
閣
委
員
会
に
委
任
す
る
こ
と
も
、
も
は
や
議
会
と
は
何
の
関
係
も
な
い
」
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
論
拠
づ
け
に
対
す
る
批
判
的

分
析
の
中
で
マ
イ
ネ
ル
が
指
摘
す
る
の
は
、「
法
関
係
」
の
概
念
が
、「
内
部
と
外
部
と
い
う
一
定
の
組
織
編
成
権
上
の
区
別
を
、
議
会

と
政
府
と
の
関
係
に
取
り
入
れ
る
の
に
役
立
っ
て
い
る
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
こ
の
内
部
と
外
部
の
区
別
か
ら
、
裁
判
所
の
す

べ
て
の
さ
ら
な
る
推
論
が
自
ず
と
明
ら
か
に
な
る
。
つ
ま
り
、〔
組
織
編
成
形
態
の
問
題
に
つ
い
て
は
決
定
を
要
し
な
い
と
連
邦
憲
法

裁
判
所
が
判
断
し
た
論
拠
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
部
分
と
し
て
〕
引
用
さ
れ
た
箇
所
は
、
次
の
よ
う
に
意
訳
さ
れ
得
る
。
す
な
わ
ち
、
機

関
ど
う
し
の
関
係
に
お
い
て
注
意
が
払
わ
れ
る
外
部
法
と
見
な
さ
れ
る
の
は
、
全
体
と
し
て
の
機
関
ど
う
し
の
関
係
に
す
ぎ
な
い
の
に

対
し
て
、
機
関
内
部
の
間
で
の
法
連
関
は
内
部
法
的
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
連
邦
議
会
と
連
邦
政
府
と
の
間
の
『
法
関

係
』
に
は
与
し
て
い
な
い
」。

第
三
款　
「
法
関
係
」
と
「
委
任
」
の
概
念
に
よ
っ
て
言
い
表
そ
う
と
さ
れ
て
い
る
も
の
─
議
会
の
側
か
ら
は
統
一
体
と
し
て
把
握
さ

れ
る
政
府

　

マ
イ
ネ
ル
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
「
法
関
係
」
お
よ
び
「
委
任
」
の
概
念
に
よ
っ
て
言
い
表
そ
う
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
議
会
の
側

か
ら
は
法
的
統
一
体
と
し
て
し
か
把
握
さ
れ
な
い
よ
う
な
政
府
概
念
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
議
会
と
の
関
係
に
お
け
る
政
府
を
こ
の

よ
う
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
内
閣
委
員
会
の
設
置
や
同
委
員
会
へ
の
決
定
権
限
の
委
任
を
、
純
粋
に
内
部
法
的
な
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「
委
任
」
の
問
題
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
も
説
得
的
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。「
こ
う
な
る
と
、
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
議
会
に
よ
る
政

治
的
統
制
の
名
宛
人
は
、
第
一
義
的
に
は
、
全
体
と
し
て
の
政
府
に
な
る
」
の
で
あ
り
、「
政
府
と
議
会
の
法
関
係
は
、
活
動
の
全
て

を
任
さ
れ
た
権
力
（H

andlungsvollm
acht

）
と
統
制
権
限
と
の
二
元
構
造
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
」。
つ
ま
り
、
マ
イ
ネ
ル
か

ら
す
れ
ば
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
議
院
内
閣
制
の
理
解
は
、
立
憲
君
主
制
的
二
元
構
造
へ
の
回
帰
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ゆ
え
に
マ
イ
ネ
ル
は
、
こ
う
し
た
政
府
概
念
の
把
握
が
基
本
法
下
で
の
議
院
内
閣
制
の
理
解
と
は
相
容
れ
な
い
と
し
て
次
の
よ
う
に
批

判
す
る
。「
政
府
の
統
一
的
な
理
解
は
、
基
本
法
が
予
定
し
て
い
る
議
院
内
閣
制
の
組
織
的
開
放
性
と
は
緊
張
関
係
に
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
政
府
の
理
解
は
、
単
独
支
配
的
要
素
の
過
度
の
強
調
に
基
づ
い
て
お
り
、
所
管
省
庁
の
自
立
性
や
合
議
体
に
よ
る
指
揮
に
特
徴
づ

け
ら
れ
る
執
行
の
多
元
的
な
要
素
を
無
視
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
多
元
的
要
素
を
構
築
す
る
原
理
（Bauprinzip

）
が
議
会
に
対
し

て
の
実
際
の
責
任
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
」。
し
た
が
っ
て
、
マ
イ
ネ
ル
に
よ
れ
ば
、
基
本
法
上
の
議
院
内
閣
制
は
、
全

く
本
質
的
に
は
、
政
府
そ
れ
自
体
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
構
成
員
に
も
議
会
が
介
入
し
得
る
多
様
な
形
式
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
し
て
、

か
か
る
介
入
可
能
性
は
、
ま
さ
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
今
日
で
も
間
違
い
な
く
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、「
こ
れ
ら

の
介
入
可
能
性
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
の
君
主
制
国
家
に
対
す
る
議
会
の
あ
る
程
度
の
影
響
力
が
獲
得
さ
れ
た
」
か
ら
で
あ
る
。

第
四
款　

政
府
の
組
織
編
成
権
へ
の
議
会
に
よ
る
介
入
形
式

　

マ
イ
ネ
ル
は
、
政
府
の
組
織
編
成
へ
の
議
会
に
よ
る
介
入
形
式
は
極
め
て
多
様
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
そ
の
よ
う
な
介
入
形
式
と
し

て
何
よ
り
も
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、「
組
織
法
律
」
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
マ
イ
ネ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
確
か
に
、
内
閣
委
員
会
の
設
置
の
よ
う
な
組
織
編
成
に
係
る
決
定
は
、
そ
れ
ら
の
委
員
会
の
手
続
の
確
定
も
含
め
て
、
法
律
か
ら
自

由
な
内
閣
固
有
の
組
織
編
成
権
の
一
部
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
日
で
は
も
は
や
ほ
と
ん
ど
争
わ
れ
て
い
な
い
見
解
か
ら
し
て
、
議
会
は

い
つ
で
も
、
政
府
の
組
織
編
成
へ
の
広
範
囲
に
わ
た
る
法
律
に
よ
る
介
入
権
を
有
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
議
会
は
、
現
在
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の
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
の
よ
う
な
型
式
の
委
員
会
を
、
執
行
の
核
心
領
域
を
侵
害
す
る
こ
と
な
し
に
設
置
し
得
る
の
み
な
ら
ず
、
考

え
得
る
す
べ
て
の
統
制
・
情
報
調
達
権
を
、
ま
た
お
そ
ら
く
は
異
議
申
立
権
を
も
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
ら
の
権
利
が
連
邦
安

全
保
障
委
員
会
を
含
む
各
々
の
政
府
当
局
に
直
接
的
に
も
向
け
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
」。

　

そ
の
他
の
介
入
形
式
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
政
府
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
個
々
の
大
臣
を
名
宛
人
と
し
得
る
基
本
法
四
三
条
一
項
の

「
召
喚
権
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
召
喚
権
に
よ
る
統
制
手
段
は
、
特
に
基
本
法
四
四
条
に
基
づ
く
「
調
査
権
」
と
異
な
っ
て
、
政
府

合
議
体
に
お
け
る
各
々
の
官
署
で
は
な
く
、
構
成
員
の
み
を
名
宛
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
点
が
体
系
的
に
重
要
で
あ
る
と
さ
れ

る
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
よ
う
な
召
喚
権
の
行
使
に
よ
る
統
制
対
象
の
「
個
人
化
に
よ
っ
て
初
め
て
、
議
会
の
信
頼
へ
の
政
治
的
依
存

が
保
障
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」。
ま
た
、
基
本
法
八
〇
条
一
項
一
文
に
基
づ
い
て
、
議
会
は
所
管
省
庁
の
権
限
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

も
で
き
る
と
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
安
全
保
障
・
国
防
政
策
の
領
域
に
お
け
る
政
府
と
議
会
の
関
係
は
、
憲
法
的
に
「
透
過
性
を
も
っ
て
」
構
造
化
さ
れ
て
い

る
、
と
マ
イ
ネ
ル
は
捉
え
る
。「
こ
れ
は
つ
ま
り
、
全
体
機
関
た
る
政
府
お
よ
び
議
会
よ
り
も
下
位
の
レ
ベ
ル
で
の
統
制
お
よ
び
影
響

力
の
行
使
の
た
め
に
、
多
く
の
官
署
に
接
近
で
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
例
え
ば
、
比
類
な
き
委
員
会
と
し
て
の
国
防
委

員
会
は
、
連
邦
政
府
に
対
す
る
根
源
的
な
権
利
を
有
し
て
い
る
。
国
防
受
託
者
も
、
憲
法
お
よ
び
法
律
に
よ
っ
て
、
連
邦
国
防
省
に
所

属
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
立
場
の
者
に
対
し
て
の
直
接
的
な
権
利
を
有
し
て
い
る
（
国
防
受
託
者
法
三
条
）」
と
さ
れ
る
。

　
「
以
上
の
こ
と
が
示
す
の
は
、
政
府
組
織
─
内
閣
、
首
相
、
所
管
省
庁
─
の
う
ち
の
ど
の
機
関
が
決
定
を
下
す
の
か
は
、
議
会
に
よ

る
統
制
の
観
点
か
ら
し
て
取
る
に
足
り
な
い
わ
け
で
は
全
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
合
議
体
的
に
指
揮
さ
れ
る
執

行
は
、
議
院
内
閣
制
と
い
う
国
制
類
型
に
お
い
て
は
、
単
一
的
・
一
元
的
に
で
は
ま
さ
に
な
く
、
多
元
的
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
大
統
領
制
と
は
異
な
り
、
ま
た
、
ま
す
ま
す
も
っ
て
立
憲
君
主
制
と
も
異
な
り
、
議
会
に
よ
る
統
制
の
対
象
は
、『
包
括
的

（
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な
』
政
府
つ
ま
り
『
包
括
的
な
』
執
行
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
む
し
ろ
合
議
的
に
指
揮
さ
れ
た
執
行
に
お
け
る
個
々
の
政
治
的
最
高
責

任
者
で
あ
る
。
こ
れ
は
逆
に
言
う
と
、
議
会
に
よ
る
統
制
と
政
府
の
活
動
に
関
す
る
組
織
編
成
類
型
（
首
相
特
権
、
内
閣
、
あ
る
い
は

個
々
の
管
轄
領
域
）
と
の
関
係
は
、
分
業
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
議
会
と
政
府
合
議
体
に
特
有
の
協
働
に
基
づ
い
て
い
る
、
と
い
う

意
味
で
あ
る
」。

小
括　

マ
イ
ネ
ル
学
説
の
理
論
的
意
義
─
政
府
の
多
元
的
把
握
に
よ
る
「
執
行
の
核
心
領
域
」
の
批
判
的
相
対
化

　

本
節
で
紹
介
し
た
マ
イ
ネ
ル
の
学
説
は
、
す
で
に
ド
イ
ツ
の
一
般
的
な
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
お
い
て
も
、
参
考
文
献
の
一
つ

と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
本
節
で
分
析
さ
れ
た
マ
イ
ネ
ル
学
説
を
省
察
す
る
こ
と
で
、
そ
の
理
論
的
意
義
を
指
摘
す
る

こ
と
に
し
た
い
。

　

カ
ン
チ
ク
学
説
お
よ
び
ベ
ア
学
説
と
は
異
な
り
、
マ
イ
ネ
ル
学
説
で
は
政
府
の
多
元
的
な
把
握
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
か
か
る
多
元

的
把
握
よ
っ
て
、
政
府
の
意
思
形
成
過
程
に
対
す
る
議
会
統
制
の
射
程
を
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
に
拡
張
さ
せ
る
可
能
性
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
同
時
に
、
政
府
の
意
思
形
成
過
程
に
議
会
が
介
入
し
得
な
い
論
拠
と
さ
れ
て
き
た
「
核
心
領
域
」
の
批
判
的
相

対
化
が
こ
の
よ
う
な
政
府
の
多
元
的
な
把
握
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
こ
そ
、
マ
イ
ネ
ル
学
説
の

最
大
の
理
論
的
意
義
が
見
出
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、「
執
行
の
核
心
領
域
」
に
対
し
て
、
カ
ン
チ
ク
や
ベ

ア
に
よ
る
批
判
は
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
「
執
行
の
核
心
領
域
」
を
前
提
と
せ
ず
に
議
会
統
制
の
射
程
を
拡
張
す

る
解
釈
論
を
ど
の
よ
う
に
展
開
す
れ
ば
よ
い
の
か
は
未
解
明
で
あ
っ
た
。
か
か
る
問
題
に
対
し
て
一
つ
の
突
破
口
を
開
い
た
の
が
、
政

府
を
多
元
的
に
把
握
す
る
こ
と
で
、「
執
行
の
核
心
領
域
」
を
前
提
と
せ
ず
に
議
会
統
制
の
射
程
を
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
に
拡
張
し

得
る
こ
と
を
示
し
た
マ
イ
ネ
ル
の
理
論
で
あ
る
。
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確
か
に
、
マ
イ
ネ
ル
の
学
説
で
は
、「
執
行
の
核
心
領
域
」
の
概
念
そ
の
も
の
が
─
少
な
く
と
も
本
節
で
扱
っ
た
論
文
に
お
い
て
は

─
明
示
的
に
批
判
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
マ
イ
ネ
ル
は
、
執
行
の
意
思
形
成
の
秘
匿
性
が
憲
法
上
保
護
さ
れ
る
と
述
べ

る
文
脈
の
中
で
、「
そ
の
保
護
は
、
内
容
お
よ
び
射
程
に
つ
い
て
意
見
の
一
致
し
得
る
言
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
は

い
え
、
絶
対
に
調
べ
尽
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
『
核
心
領
域
』
に
ま
で
及
ぶ
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
文
章
の
直
後
に
は
、

「
し
か
し
、
閣
議
に
お
け
る
決
定
過
程
と
は
異
な
り
、
各
省
間
委
員
会
の
審
議
お
よ
び
議
決
に
関
し
て
は
、
政
府
が
全
体
と
し
て
責
任

を
負
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
文
章
が
続
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
政
府
が
全
体
と
し
て
責
任
を
負
っ
て
い
る
閣
議
な
ら
と

も
か
く
、
内
閣
委
員
会
の
よ
う
な
各
省
間
委
員
会
に
対
す
る
議
会
の
統
制
を
考
え
る
場
合
、「
執
行
の
核
心
領
域
」
が
相
対
化
さ
れ
得

る
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
後
の
マ
イ
ネ
ル
の
叙
述
に
お
い
て
も
、
議
会
の
統
制
権
限
が
「
執
行
の
核
心
領
域
」
ゆ
え
に
制
限

さ
れ
る
な
ど
と
述
べ
ら
れ
た
箇
所
は
ど
こ
に
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
政
府
の
意
思
形
成
過
程
に
対
す
る
議
会
統
制
の
議
論
に
際
し
て
、

政
府
を
多
元
的
に
把
握
す
る
こ
と
で
、「
執
行
の
核
心
領
域
」
を
批
判
的
に
相
対
化
し
得
る
こ
と
を
示
し
た
点
に
こ
そ
マ
イ
ネ
ル
学
説

の
独
自
性
と
画
期
性
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

お
わ
り
に

　

ド
イ
ツ
公
法
学
の
伝
統
的
な
権
力
分
立
学
説
は
、「
核
心
領
域
」
を
所
与
の
も
の
と
し
て
有
す
る
執
行
権
概
念
を
採
用
し
て
き
た
。

本
稿
で
は
、
か
か
る
伝
統
的
な
権
力
分
立
学
説
に
対
し
て
批
判
的
な
近
年
の
学
説
を
紹
介
し
た
。
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
ド

イ
ツ
公
法
学
に
お
い
て
、
議
会
統
制
を
制
限
す
る
論
拠
と
さ
れ
て
き
た
「
執
行
の
核
心
領
域
」
の
概
念
が
有
力
な
論
者
に
よ
っ
て
批
判

さ
れ
、
相
対
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
学
問
状
況
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
伝
統
的
に
は
執
行
の
自
立
性
が
認
め
ら
れ
て
き
た
領
域
に
ま
で
議

会
に
よ
る
統
制
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
学
問
的
趨
勢
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
本
稿
で
問
題
と
さ
れ
た
政
府
の
意
思
形
成
過
程
に
対
す
る
議
会

（
86
）

（
87
）



論　　　説

（阪大法学）67（6-188）　1252〔2018. 3 〕

統
制
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、
ま
ず
カ
ン
チ
ク
は
、
フ
リ
ッ
ク
調
査
委
員
会
判
決
以
降
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
を
引
き
合
い
に
出

し
つ
つ
、
議
会
の
情
報
調
達
権
に
基
づ
く
統
制
か
ら
絶
対
的
に
逃
れ
る
よ
う
な
政
府
の
意
思
形
成
過
程
が
も
は
や
存
在
し
得
な
い
こ
と

を
判
例
理
論
に
即
し
て
明
ら
か
に
し
た
。
次
い
で
ベ
ア
は
、
伝
統
的
に
は
「
執
行
権
の
核
心
領
域
」
に
属
す
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
て
き

た
組
織
編
成
権
に
関
し
て
、
基
本
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
に
よ
る
論
証
を
試
み
、
結
果
的
に
そ
の
よ
う
な
推
定
原
則
が
基
本
法
か
ら
は
導

出
さ
れ
得
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
マ
イ
ネ
ル
は
、
カ
ン
チ
ク
や
ベ
ア
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
「
核
心
領
域
」
に
は
も

は
や
依
拠
し
な
い
と
し
た
場
合
に
、
政
府
を
多
元
的
に
把
握
す
る
こ
と
で
、
議
会
統
制
の
射
程
を
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
に
拡
張
し
得

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
マ
イ
ネ
ル
学
説
に
お
い
て
、
議
会
統
制
の
射
程
を
、
全
体
と
し
て
の
政
府
の
み
な
ら
ず
、
政

府
内
の
個
別
機
関
に
ま
で
拡
張
し
得
た
の
は
、
政
府
の
多
元
的
把
握
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
政
府
の
把
握
に
よ
っ
て
、
政
府

の
意
思
形
成
過
程
に
対
す
る
議
会
統
制
を
限
界
づ
け
る
論
拠
と
さ
れ
て
き
た
「
執
行
の
核
心
領
域
」
が
批
判
的
に
相
対
化
さ
れ
る
こ
と

を
示
し
た
と
い
う
意
味
で
、
マ
イ
ネ
ル
学
説
は
画
期
的
で
あ
り
、
評
価
に
値
し
よ
う
。

　

翻
っ
て
、
日
本
憲
法
学
の
伝
統
的
学
説
に
お
い
て
は
、
政
府
の
意
思
形
成
過
程
に
対
す
る
議
会
統
制
と
い
う
問
題
関
心
の
も
と
で
行

政
権
概
念
が
議
論
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
議
会
統
制
の
可
能
性
を
問
題
に
し
得
る
現
象
は

す
で
に
生
じ
て
い
る
。
ま
た
仮
に
、
か
か
る
議
会
統
制
の
可
能
性
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
政
府

に
原
則
と
し
て
属
す
る
も
の
と
さ
れ
る
─
し
ば
し
ば
「
執
政
領
域
」
あ
る
い
は
「
執
政
権
」
と
称
さ
れ
る
─
領
域
な
い
し
は
権
限
を
認

め
る
な
ら
ば
、
ド
イ
ツ
公
法
学
の
伝
統
的
権
力
分
立
学
説
が
「
核
心
領
域
」
や
「
組
織
編
成
権
」
に
依
拠
し
て
行
っ
た
の
と
同
様
に
、

「
執
政
領
域
」
な
い
し
は
「
執
政
権
」
を
論
拠
に
し
て
政
府
の
意
思
形
成
過
程
に
対
す
る
議
会
統
制
の
可
能
性
が
最
初
か
ら
閉
ざ
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
領
域
・
権
限
の
措
定
を
行
わ
ず
し
て
、
政
府
の
意
思
形
成
過
程
で
の
権
限
行
使
が

法
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
権
限
と
国
会
の
統
制
権
限
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う

（
88
）

（
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）
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問
題
は
、
規
範
論
上
の
検
討
を
な
お
必
要
と
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、「
執
行
の
核
心
領
域
」
を
前
提
と
し
て

き
た
伝
統
的
権
力
分
立
学
説
に
対
す
る
批
判
論
（
本
稿
第
二
章
）
で
示
さ
れ
た
執
行
権
の
把
握
、
す
な
わ
ち
政
府
の
意
思
形
成
過
程
に

対
す
る
議
会
統
制
を
可
能
な
ら
し
め
る
よ
う
な
執
行
権
概
念
は
、
日
本
法
の
下
で
も
こ
の
よ
う
な
可
能
性
を
考
慮
し
て
、
こ
れ
ま
で
に

な
い
形
で
行
政
権
概
念
を
再
構
成
す
る
た
め
の
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

Pascale Cancik, D
er „K

ernbereich exekutiver Eigenverantw
ortung

“ —
 zur Relativität eines suggestiven T

opos, ZParl 
2014 (H

eft 4), S. 890.
Cancik, a. a. O

. (A
nm

. 1), S. 890.

カ
ン
チ
ク
は
、
こ
こ
で
述
べ
た
核
心
領
域
概
念
を
採
用
す
る
問
題
を
、「
Ｅ
Ｕ
問
題
に
お
け
る
連
邦
政

府
と
連
邦
議
会
の
協
働
に
関
す
る
法
律
（
Ｅ
Ｕ
Ｚ
Ｂ
Ｂ
Ｇ
）」
を
例
に
し
て
次
の
よ
う
に
よ
り
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
。「
例
え
ば
、
Ｅ
Ｕ
Ｚ
Ｂ
Ｂ

Ｇ
は
、
二
〇
一
三
年
の
新
形
式
で
、
三
条
四
項
に
お
い
て
、『
連
邦
政
府
の
執
行
固
有
の
責
任
の
核
心
領
域
は
（
…
）
情
報
提
供
義
務
に
よ
っ
て

侵
さ
れ
な
い
』
ま
ま
で
あ
る
と
規
律
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、〔
三
条
二
項
お
よ
び
三
項
、
四
条
一
項
一
号
Ｃ
お
よ
び
二
項
二
文
に
お
い

て
〕
こ
の
核
心
領
域
内
で
の
諸
々
の
情
報
提
供
義
務
が
非
常
に
広
い
範
囲
で
課
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
義
務
は
完
結
し
て
い
な
い
決
定
準
備
過

程
に
お
け
る
あ
く
ま
で
準
備
中
の
討
議
に
も
課
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
Ｅ
Ｕ
問
題
に
対
し
て
広
範
に
認
め
ら
れ
た
連
邦
議
会
権
限
の
必
然
的
帰
結
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
基
本
法
二
三
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
連
邦
議
会
は
こ
の
Ｅ
Ｕ
問
題
に
参
加
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
参
加
は
、
議
会
調
査
権
に
よ

っ
て
可
能
と
な
る
事
後
統
制
と
し
て
さ
ら
に
続
い
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
に
は
、
事
の
真
偽
〔
統
一
的
な
定
義
な
ど
本
当
に
あ
る
の
か
〕
は

さ
て
お
い
て
（cum

 grano sails

）、
そ
の
都
度
保
護
さ
れ
る
核
心
領
域
の
統
一
的

0

0

0

な
定
義
な
る
も
の
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
対
応
す

る
規
定
に
お
け
る
議
会
の
調
査
・
情
報
調
達
権
に
定
位
し
た
同
等
の
文
言
を
無
視
し
、
当
該
文
言
に
反
し
て
お
り
、
そ
も
そ
も
問
題
に
な
ら
な
い
。

政
府
領
域
へ
の
参
加
が
憲
法
上
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
、
─
核
心
領
域
保
護
が
従
来
の
定
式
に
よ
っ
て
目
的
と
す
る
─
議
会
を
介
し
た
『
協
働
に

よ
る
政
府
行
為
（M

itregieren

）』
の
阻
止
は
、
こ
の
事
例
類
型
に
関
し
て
は
正
し
い
限
界
づ
け
た
り
得
な
い
の
で
あ
る
」（Cancik, a. a. O

. 

［A
nm

. 1

］, S. 890 ff.

）。

V
gl. Cancik, a. a. O

. (A
nm

. 1), S. 891.
Cancik, a. a. O

. (A
nm

. 1), S. 891.
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V
gl. Cancik, a. a. O

. (A
nm

. 1), S. 907.
Cancik, a. a. O

. (A
nm

. 1), S. 907.
V

gl. Cancik, a. a. O
. (A

nm
. 1), S. 894.

V
gl. BV

erfGE 110, 199 (214); 124, 78 (120).
Cancik, a. a. O

. (A
nm

. 1), S. 895.
V

gl. Cancik, a. a. O
. (A

nm
. 1), S. 907.

BV
erfGE 110, 199.

本
件
の
事
実
関
係
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
〇
年
七
月
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州

政
府
は
、
予
算
案
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
翌
年
の
予
算
を
削
減
す
る
べ
く
、
従
来
の
実
務
に
反
し
て
教
員
を
公
務
員
と
し
て
雇
用
す
る
こ
と

に
し
た
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
一
年
五
月
、
同
年
の
教
員
人
件
費
に
係
る
予
算
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
が
発
覚
す
る
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
州
の
担

当
大
臣
お
よ
び
州
政
府
首
相
の
説
明
に
疑
念
を
抱
い
た
州
議
会
反
対
派
は
、
二
〇
〇
一
年
の
州
予
算
の
準
備
に
関
係
す
る
書
類
の
提
出
を
求
め
た
。

こ
れ
に
対
し
て
州
政
府
側
は
請
求
さ
れ
た
文
書
の
一
部
（
予
算
案
お
よ
び
予
算
審
議
メ
モ
）
の
提
出
を
拒
否
し
た
。
拒
否
の
理
由
は
、
こ
れ
ら
の

文
書
の
提
出
に
よ
っ
て
、
州
憲
法
二
三
条
三
項
一
文
に
基
づ
く
州
政
府
の
任
務
遂
行
力
（Funktionsfähigkeit

）
お
よ
び
固
有
責
任
が
侵
害
さ

れ
て
し
ま
う
か
ら
、
と
い
う
の
も
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
一
年
九
月
に
は
、
州
憲
法
二
三
条
三
項
九
文
に
し
た
が
っ
て
議
会
反
対
派
が
召
集
し
た
議

会
調
停
員
会
が
開
か
れ
た
が
、
州
政
府
と
の
調
停
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
州
政
府
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
機
関
訴
訟
を
提
起
し
、
州

議
会
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
た
文
書
の
提
出
を
州
政
府
の
任
務
遂
行
力
お
よ
び
固
有
責
任
（
州
憲
法
二
三
条
三
項
一
文
）
に
基
づ
い
て
拒
否
す
る
権

限
を
州
政
府
が
有
す
る
こ
と
の
確
認
を
訴
え
た
。

V
gl. BV

erfGE 110, 199 (214).
BV

erfGE 124, 78.
V

gl. Cancik, a. a. O
. (A

nm
. 1), S. 896.

V
gl. BV

erfGE 110, 199 (214).
BV

erfGE 110, 199 (219).
Cancik, a. a. O

. (A
nm

. 1), S. 896.
V

gl. Cancik, a. a. O
. (A

nm
. 1), S. 906 f.
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Cancik, a. a. O
. (A

nm
. 1), S. 898.

Cancik, a. a. O
. (A

nm
. 1), S. 899.

Cancik, a. a. O
. (A

nm
. 1), S. 899.

Cancik, a. a. O
. (A

nm
. 1), S. 899.

Cancik, a. a. O
. (A

nm
. 1), S. 899.

Susanne Baer, V
erm

utungen zu K
ernbereichen der Regierung und Befugnissen des Parlam

ents, D
er Staat 40 (2001), 

S. 526.V
gl. Baer, a. a. O

. (A
nm

. 24), S. 527.
E

berhard Schm
idt-A

ßm
ann, V

erw
altungsorganisation zw

ischen parlam
entarischer Steuerung und exekutivischer O

r-
ganisationsgew

alt, in: Stödter/T
hiem

e (H
rsg.), H

am
burg, D

eutschland, Europa. Festschrift für H
ans Peter Ipsen zum

 
siebzigsten Geburtstag, J.C.B. M

ohr 1977, S. 347.
Baer, a. a. O

. (A
nm

. 24), S. 527.
A

rnold K
öttgen, D

ie O
rganisationsgew

alt, V
V

D
StRL 16 (1958), S. 154.

V
gl. BV

erfGE 49, 89 (125); 68, 1 (87 f., 109).
V

gl. K
arl – U

lrich M
eyn, K

ontrolle als V
erfassungsprinzip, N

om
os V

erlagsgesellschaft 1982, S. 184.
Felix E

rm
acora, D

ie O
rganisationsgew

alt, V
V

D
StRL 16 (1958), S. 235.

A
lbert Janssen, Ü

ber die Grenzen des legislativen Zugriffsrechts, M
ohr Siebeck 1990.

Baer, a. a. O
. (A

nm
. 24), S. 529.

Baer, a. a. O
. (A

nm
. 24), S. 529.

Baer, a. a. O
. (A

nm
. 24), S. 534.

N
W

 V
erfGH

, U
rt. v. 9. 2. 1999 – V

erfGH
 11/98 - N

JW
 1999, S. 1243 - 1247.

ク
ラ
ウ
ス
・
シ
ュ
テ
ル
ン
お
よ
び
ベ
ル
ン
ハ
ル

ト
・
シ
ュ
リ
ン
ク
が
判
事
を
務
め
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
本
件
の
事
実
関
係
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
一
九
九
八
年
六
月
九
日
、
ノ
ル
ト
ラ

イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
（
Ｎ
Ｗ
）
州
政
府
の
改
編
に
あ
た
っ
て
、
同
州
首
相
（
被
申
立
人
）
は
、
内
務
省
と
法
務
省
の
統
合
を
組
織
編
成
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の
告
示
（O

rganisationserlaß

）
に
基
づ
い
て
決
定
し
た
。
一
九
九
八
年
一
〇
月
一
九
日
、
同
州
議
会
の
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）

会
派
（
申
立
人
）
は
、
当
該
告
示
に
基
づ
く
首
相
の
決
定
に
よ
っ
て
、
制
度
的
法
律
の
留
保
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
、
内
務
省
と
法
務
省
の
組
織

上
の
関
係
を
法
律
に
よ
っ
て
規
律
す
る
州
議
会
の
権
限
が
侵
害
さ
れ
た
と
し
て
、
機
関
訴
訟
を
提
起
し
た
。
申
立
に
対
し
て
、
同
州
憲
法
裁
判
所

は
、
右
の
組
織
編
成
の
告
示
が
州
議
会
の
権
限
を
侵
害
し
た
と
判
示
し
た
。
な
お
、
本
判
決
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
大
橋
洋
一
「
制
度
的
留
保
理

論
の
構
造
分
析
─
行
政
組
織
の
法
定
化
に
関
す
る
一
考
察
─
」
碓
井
光
明
ほ
か
編
『
金
子
宏
先
生
古
稀
祝
賀
・
公
法
学
の
法
と
政
策　

下
巻
』

（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
五
七
頁
以
下
を
参
照
。
ま
た
、
同
判
決
に
対
す
る
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
の
批
判
的
評
釈
に
つ
い
て
は
、
村
西
良
太

『
執
政
機
関
と
し
て
の
議
会
─
権
力
分
立
論
の
日
独
比
較
研
究
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
一
九
一
─
一
九
二
頁
を
参
照
。

Baer, a. a. O
. (A

nm
. 24), S. 534.

R
om

an H
erzog, Gesetzgeber und V

erw
altung, V

V
D

StRL 24 (1966), S. 189 f.; H
ans D

. Jarass, Politik und Bürokratie als 
Elem

ente der Gew
altenteilung, Beck 1975, S. 30; G

erhard Zim
m

er, Funktion – K
om

petenz – Legitim
ation, D

uncker &
 

H
um

blot 1979, S. 225.
Baer, a. a. O

. (A
nm

. 24), S. 535.
T

hom
as Puhl, D

ie M
inderheitsregierung nach dem

 Grundgesetz, D
uncker &

 H
um

blot 1986, S. 133.
V

gl. Baer, a. a. O
. (A

nm
. 24), S. 535.

Baer, a. a. O
. (A

nm
. 24), S. 535.

Baer, a. a. O
. (A

nm
. 24), S. 536.

な
お
、
議
会
が
有
す
る
「
包
括
的
な
排
他
的
権
能
」
に
つ
い
て
は
、Baer, a. a. O

. (A
nm

. 24), S. 
538 Fn. 69 

参
照
。

V
gl. Baer, a. a. O

. (A
nm

. 24), S. 539.
Baer, a. a. O

. (A
nm

. 24), S. 539.
A

ndreas V
oßkuhle, Rechtsschutz gegen den Richter. Zur Integration der D

ritten Gew
alt in das verfassungsrechtliche 

K
ontrollsystem

 vor dem
 H

intergrund des A
rt. 19 A

bs. 4 GG, C.H
.Beck 1993, S. 256.

Baer, a. a. O
. (A

nm
. 24), S. 539 f.

Baer, a. a. O
. (A

nm
. 24), S. 540.
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Baer, a. a. O
. (A

nm
. 24), S. 540.

V
gl. BV

erfGE 90, 286 (383).

邦
語
に
よ
る
紹
介
と
し
て
、
山
内
敏
弘
「
ド
イ
ツ
連
邦
軍
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
域
外
派
兵
の
合
憲
性
─
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｃ

Ｓ
事
件
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅱ
〔
第
二
版
〕』（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
）
三
六
六
頁
以
下
を
参
照
。

V
gl. Baer, a. a. O

. (A
nm

. 24), S. 540.
V

gl. Baer, a. a. O
. (A

nm
. 24), S. 540.

Baer, a. a. O
. (A

nm
. 24), S. 540.

Baer, a. a. O
. (A

nm
. 24), S. 541.

Baer, a. a. O
. (A

nm
. 24), S. 541.

Baer, a. a. O
. (A

nm
. 24), S. 541.

Florian M
einel, O

rganisation und K
ontrolle im

 Bereich der Regierung. Zur verfassungsrechtlichen Stellung von K
abi-

nettsausschüssen, insbesondere des Bundessicherheitsrats, im
 parlam

entarischen Regierungssystem
, D

Ö
V

 2015, S. 719.

そ
の
他
の
内
閣
委
員
会
に
つ
い
て
は
、W

olf-R
üdiger Schenke, in: K

ahl/W
aldhoff/W

alter

［H
rsg.

］, Bonner K
om

m
entar zum

 
Grundgesetz, A

rt. 65 (Stand 2003), Rn. 119 ff.

を
参
照
。

設
置
当
初
の
名
称
は
「
連
邦
防
衛
委
員
会
」
で
あ
っ
た
が
、
一
九
六
九
年
一
一
月
二
八
日
の
閣
議
決
定
に
よ
っ
て
、「
連
邦
安
全
保
障
委
員

会
」
に
改
名
さ
れ
た
。

V
gl. K

ai Zähle, D
er Bundessicherheitsrat, D

er Staat 44 (2005), S. 469.
V

gl. Zähle, a. a. O
. (A

nm
. 60), S. 472.

Zähle, a. a. O
. (A

nm
. 60), S. 472.

V
gl. Zähle, a. a. O

. (A
nm

. 60), S. 472; R
obert A

. P. G
law

e, O
rgankom

petenzen und H
andlungsinstrum

ente auf dem
 Ge-

biet der nationalen Sicherheit, 2011, S. 39 f.
V

gl. M
einel, a. a. O

. (A
nm

. 57), S. 718.
Zähle, a. a. O

. (A
nm

. 60), S. 472.
V

gl. Zähle, a. a. O
. (A

nm
. 60), S. 473.
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V
gl. R

obert A
. P. G

law
e, D

er Bundessicherheitsrat als sicherheits-und rüstungspolitisches K
oordinationselem

ent, 
D

V
Bl. 2012, S. 330.
V

gl. G
law

e, a. a. O
. (A

nm
. 67), S. 330.

連
邦
安
全
保
障
委
員
会
の
「
安
全
保
障
・
防
衛
政
策
」
に
係
る
任
務
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、Zähle, a. a. O

. (A
nm

. 60), S. 473 f.

を
参
照
。

Zähle, a. a. O
. (A

nm
. 60), S. 473.

V
gl. G

law
e, a. a. O

. (A
nm

. 67), S. 330.
PlenProt 17/119, S. 13797 (D

).

例
え
ば
、
グ
ラ
ー
ヴ
ェ
に
よ
る
と
、
確
か
に
「
か
つ
て
の
連
邦
防
衛
委
員
会
に
は
、
連
邦
防
衛
委
員
会
執
務
規
則
一
条
二
項
か
ら
し
て
、
憲

法
ま
た
は
連
邦
単
純
法
に
よ
っ
て
閣
議
決
定
が
必
要
と
さ
れ
な
い
限
り
で
、
最
終
的
に
妥
当
す
る
決
定
権
限
が
認
め
ら
れ
て
い
た
」（R

obert A
. 

P. G
law

e, D
er Geheim

rat, N
V

w
Z 2014, S. 1635

）。
し
か
し
、「
連
邦
政
府
の
決
定
権
限
に
関
し
て
は
、
基
本
法
六
五
条
に
お
い
て
予
定
さ

れ
た
諸
機
関
が
、
専
ら
権
限
を
有
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
連
邦
政
府
の
決
定
が
必
要
と
さ
れ
る
限
り
で
、
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
は
先
行
決
定
を

行
い
得
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
決
定
は
、
そ
の
法
的
性
質
か
ら
し
て
、
も
は
や
形
式
的
な
取
り
決
め
（A

bsprache

）
と
し
て
の
性
格
を
有
し
得

な
い
。
内
閣
委
員
会
に
は
、
こ
の
よ
う
な
前
も
っ
て
の
審
議
・
調
整
機
能
を
超
え
て
は
、
原
則
と
し
て
い
か
な
る
決
定
権
限
も
帰
属
し
得
な
い
」

（G
law

e, a. a. O
., S. 1635

）。

そ
の
他
に
も
、
例
え
ば
ツ
ェ
ー
レ
は
、
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
の
最
終
決
定
権
限
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。「
安
全
保
障
・
兵
器
輸
出

政
策
の
問
題
に
つ
い
て
の
重
大
な
影
響
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
は
、
手
続
か
ら
し
て
、
他
の
内
閣
委
員
会
と
異
な
っ
て
判
断

さ
れ
得
な
い
。
政
府
の
活
動
は
憲
法
上
の
諸
規
定
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
内
閣
委
員
会
の
決
議
権
限
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
。

政
府
の
決
定
に
関
し
て
、
こ
の
決
定
権
限
を
有
す
る
機
関
の
限
定
原
則
（Grundsatz des num

erous clausus

）
か
ら
し
て
も
っ
ぱ
ら
予
定
さ

れ
て
い
る
の
は
、
連
邦
首
相
、
所
管
省
庁
権
限
の
範
囲
内
で
の
連
邦
大
臣
、
あ
る
い
は
、
連
邦
政
府
と
し
て
の
内
閣
全
体
で
あ
る
（
基
本
法
六
五

条
、
六
四
条
一
項
、
五
三
条
、
七
六
条
一
項
、
八
〇
条
一
項
一
文
の
み
を
参
照
）。
決
定
権
能
の
委
譲
は
、
こ
の
枠
内
で
の
み
可
能
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
内
閣
委
員
会
に
固
有
の
決
定
権
限
は
備
え
付
け
ら
れ
て
い
な
い
」（Zähle, a. a. O

.

［A
nm

. 60

］, S. 477

）。
そ
の
他
の
批
判
と

し
て
例
え
ば
、Patrick K

irchner, D
as System

 der Rüstungsexportkontrolle – am
 Beispiel der Panzerlieferungen nach Saudi-

A
rabien –, D

V
Bl. 2012, S. 337 f.

も
参
照
。
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BV
erfGE 137, 185 Rn. 147.

連
邦
安
全
保
障
委
員
会
に
つ
い
て
、
第
一
に
、「
狭
義
の
組
織
編
成
権
の
観
点
」
か
ら
マ
イ
ネ
ル
が
唱
え
る
憲
法
上
の
異
議
は
、
同
委
員
会

は
法
律
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
マ
イ
ネ
ル
の
異
議
の
論
旨
は
大
要
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
マ
イ
ネ

ル
は
ま
ず
、
連
邦
首
相
と
内
閣
（
基
本
法
六
二
条
、
六
五
条
三
文
）
と
の
間
に
存
在
し
か
つ
固
有
の
決
定
権
限
を
有
す
る
よ
う
な
機
関
が
そ
も
そ

も
基
本
法
上
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
し
た
上
で
、
政
府
レ
ベ
ル
で
の
決
定
権
限
に
関
し
て
は
原
則
と
し
て
三
つ
の
可
能
性
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
は
、
連
邦
首
相
の
基
本
方
針
権
限
（
基
本
法
六
五
条
）
で
あ
る
。
二
つ
は
、
基
本
方
針
権
限
に
基

づ
か
ず
に
首
相
が
自
ら
決
定
す
る
権
限
お
よ
び
個
々
の
大
臣
が
自
ら
の
所
管
省
庁
自
律
権
を
行
使
す
る
形
で
決
定
す
る
権
限
（
基
本
法
六
五
条
二

文
）
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
内
閣
全
体
と
し
て
の
決
定
権
限
（
基
本
法
六
五
条
三
文
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
と
は
反
対
に
、
首
相
も
内
閣
も

決
定
を
行
わ
な
い
場
合
は
、
個
々
の
大
臣
が
責
任
を
負
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
政
府
レ
ベ
ル
で
の
決
定
権
限
の
三
つ
目
の
可
能
性
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
権
限
は
、
政
府
の
組
織
編
成
を
特
徴
づ
け
る
原
理
、
す
な
わ
ち
、
首
相
原
理
、
内
閣
原
理
お
よ
び
所
管
省
庁
原
理
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
る

と
さ
れ
る
。
政
府
の
組
織
編
成
は
総
じ
て
、
こ
れ
ら
の
原
理
の
流
動
的
な
組
合
せ
と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
原
理
に
基
づ
い
て
、

そ
の
都
度
の
事
項
領
域
お
よ
び
行
為
者
に
応
じ
て
、
各
々
の
原
理
が
異
な
る
仕
方
で
有
効
に
働
く
。
そ
の
一
方
で
、
内
閣
委
員
会
に
固
有
の
決
定

権
限
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
原
理
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
。
つ
ま
り
、「
内
閣
委
員
会
は
こ
れ
ら
の
均
衡
の
外
に
存
在
し
て

お
り
、
そ
の
限
り
で
基
本
法
の
組
織
編
成
に
係
る
類
型
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
」（M

einel, a. a. O
.

［A
nm

. 57

］, S. 721

）。
こ
の
よ
う
な
考
え
方

に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
マ
イ
ネ
ル
は
言
う
。
す
な
わ
ち
、
内
閣
委
員
会
と
い
う
の
は
、
所
管
省
庁
間
で
の
意
見

の
相
違
（
基
本
法
六
五
条
三
文
）
に
よ
る
論
争
を
予
め
回
避
す
る
よ
う
調
整
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
る
と
の
反
論
で
あ
る
。
敷
衍
す
る
と
、
調
整

と
は
、
お
よ
そ
所
管
省
庁
間
の
調
整
の
み
な
ら
ず
、
例
え
ば
い
く
つ
か
の
作
業
部
会
（H

äuser

）
に
お
い
て
様
々
な
意
見
を
す
り
合
わ
せ
て
お

く
こ
と
で
の
前
も
っ
て
の
論
争
回
避
で
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
所
で
ま
さ
に
内
閣
委
員
会
の
設
置
が
必
要
と
な
る
の
だ
、
と
い
っ
た
反
論
で
あ
る
。

か
か
る
反
論
を
も
ち
出
せ
な
い
理
由
は
、
内
閣
委
員
会
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
で
、
所
管
省
庁
原
理
が
完
全
に
掘
り
崩
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
反
論
に
よ
る
論
拠
づ
け
で
も
っ
て
内
閣
委
員
会
を
設
置
し
な
く
て
も
、
調
整
の
必
要
性
を
や
り
繰
り
す
る
こ
と
は
可
能
だ

と
マ
イ
ネ
ル
は
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、「
確
か
に
、
兵
器
輸
出
も
そ
れ
に
数
え
ら
れ
る
省
庁
横
断
的
題
目
（Q

uerschnittsm
aterien

）
に
お
い

て
は
、
臨
時
の
調
整
（A

d-hoc-K
oordinierung

）
の
み
な
ら
ず
、
審
議
を
進
め
な
が
ら
の
調
整
も
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の
事
項

に
関
す
る
問
題
は
、
同
じ
よ
う
な
理
由
づ
け
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の
省
庁
横
断
的
題
目
と
し
て
証
明
さ
れ
得
る
し
、
政
策
上
の
調
整
の
必
要
性
は

（
74
）

（
75
）



論　　　説

（阪大法学）67（6-196）　1260〔2018. 3 〕

非
常
に
多
く
の
政
策
分
野
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
。
か
か
る
調
整
の
必
要
性
は
、
内
閣
の
次
元
よ
り
低
い
位
置
に
あ
る
各
省
間
業
務
委
員
会
、

あ
る
い
は
、
純
粋
に
準
備
を
行
っ
て
い
る
内
閣
委
員
会
の
中
で
さ
え
生
じ
得
る
」（M
einel, a. a. O

.

［A
nm

. 57

］, S. 721

）。
以
上
の
熟
考
か
ら
、

内
閣
委
員
会
の
「
創
設
」
お
よ
び
同
委
員
会
へ
の
政
府
の
決
定
権
限
の
「
委
任
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
基
本
法
上
の
諸
原
則
が
明
ら
か
に
さ

れ
る
。「
内
閣
委
員
会
の
創
設

0

0

は
、
連
邦
首
相
の
組
織
編
成
権
（
基
本
法
六
五
条
一
文
お
よ
び
二
文
）
に
帰
属
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
調
整
機
能

に
つ
い
て
の
よ
り
優
れ
た
〔
先
ほ
ど
の
反
論
に
お
い
て
な
さ
れ
た
よ
う
な
論
争
解
決
の
先
取
り
の
た
め
に
内
閣
委
員
会
の
設
置
が
必
要
で
あ
る
と

の
論
拠
づ
け
よ
り
も
ま
と
も
な
〕
体
系
的
な
論
拠
づ
け
で
も
っ
て
、
内
閣
の
自
己
組
織
編
成
権
（
基
本
法
六
五
三
文
お
よ
び
四
文
）
に
帰
属
す
る
。

政
府
合
議
体
の
決
定
権
限
の
各
省
間
委
員
会
へ
の
委
任

0

0

は
、
─
基
本
法
二
六
条
二
項
一
文
の
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
の
事
例
に
お
い
て
─
内
閣
の

本
源
的
な
権
限
の
委
任
に
関
し
て
は
そ
れ
自
体
と
し
て
の
内
閣
の
み
が
権
限
を
有
し
得
る
の
で
、
間
違
い
な
く
政
府
の
執
務
規
則
の
自
律
の
み
を

拠
り
所
に
し
得
る
（
基
本
法
六
五
条
四
文
）。
と
い
う
の
も
、
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
の
執
務
規
則
一
条
二
項
三
文
で
は
委
任
が
明
示
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
同
委
員
会
は
『
基
本
法
ま
た
は
連
邦
法
律
に
よ
っ
て
連
邦
政
府
の
決
議
が
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
限
り
で
、
最
終
的
な
拘

束
力
を
伴
う
決
定
を
行
い
』
得
る
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
委
任
さ
れ
る
権
限
と
い
う
の
は
、
所
管
省
庁
で
取
り
決
め
を
行
う
よ
う
な
外
に
向

け
て
の
専
門
法
的
決
定
権
限
で
は
む
し
ろ
な
く
て
、
そ
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
政
府
の
決
定
な
の
で
あ
り
、
そ
う
す
る
と
こ
の
決
定
に
専
門
の

所
管
省
庁
は
内
部
関
係
の
中
で
拘
束
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」（M

einel, a. a. O
.

［A
nm

. 57

］, S. 721

）。
も
っ
と
も
、
以
上
の
解
釈
構
成
に
よ
っ

て
も
な
お
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
政
府
合
議
体
の
決
定
権
限
の
「
委
任
」
が
合
議
体
原
理
に
適
合
す
る
の
か
、
如
何
な
る
憲
法
上
の
限
界
に
お

い
て
適
合
す
る
の
か
、
ま
た
逆
に
、
合
議
体
原
理
が
如
何
な
る
限
り
で
全
体
と
し
て
の
政
府
に
よ
る
完
結
し
た
決
定
を
要
請
し
て
い
る
の
か
は
述

べ
ら
れ
て
い
な
い
と
し
た
上
で
、
マ
イ
ネ
ル
は
、
こ
の
政
府
の
組
織
編
成
権
に
対
す
る
要
請
を
、
基
本
法
二
六
条
二
項
二
文
か
ら
導
き
出
す
。
こ

れ
に
よ
る
と
、
兵
器
輸
出
判
決
の
事
例
と
同
様
に
、
基
本
法
が
原
則
と
し
て
政
府
合
議
体
の
決
定
を
要
求
し
て
い
る
限
り
、「
拘
束
力
の
あ
る
決

定
を
行
う
内
閣
委
員
会
の
設
置
は
、
基
本
法
二
六
条
二
項
二
文
二
よ
っ
て
明
示
的
に
留
保
さ
れ
た
法
律
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
」（M

einel, 
a. a. O

.

［A
nm

. 57

］, S. 721

）。

第
二
に
、「
議
会
に
よ
る
統
制
可
能
性
の
観
点
」
か
ら
マ
イ
ネ
ル
が
唱
え
る
異
議
は
、
個
々
の
大
臣
、
連
邦
首
相
お
よ
び
全
体
と
し
て
の
内
閣

と
は
異
な
り
、
内
閣
委
員
会
に
は
議
会
の
統
制
が
及
ば
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
イ
ネ
ル
に
よ
る
と
、
個
々
の
大
臣
に
つ
い
て

は
、「
議
院
内
閣
制
に
お
い
て
、
議
会
の
統
制
権
は
、
原
則
的
に
は
、
政
府
つ
ま
り
執
行
そ
れ
自
体
を
名
宛
人
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
議
会

に
具
体
的
に
責
任
を
負
っ
て
い
る
執
行
の
長
の
担
い
手
を
名
宛
人
と
し
て
い
る
」（M

einel, a. a. O
.

［A
nm

. 57

］, S. 722

）。
例
え
ば
、「
大
臣
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の
政
治
責
任
は
、
ま
さ
に
議
会
に
よ
っ
て
個
々
の
大
臣
を
名
宛
人
と
す
る
可
能
性
を
前
提
に
し
て
い
る
」（M

einel, a. a. O
.

［A
nm

. 57

］, S. 
722

）。
ま
た
、
連
邦
首
相
に
つ
い
て
は
、
連
邦
議
会
に
よ
る
不
信
任
決
議
（
基
本
法
六
七
条
）
に
よ
っ
て
、
議
会
に
よ
る
統
制
が
直
接
向
け
ら
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
不
信
任
決
議
に
よ
っ
て
、
議
会
の
統
制
権
は
「
よ
う
や
く
間
接
的
に
、
首
相
に
依
存
し
た
全
体
と
し
て
の
内
閣
に
も
向

け
ら
れ
る
」。
こ
の
こ
と
か
ら
、
マ
イ
ネ
ル
は
、「
内
閣
と
個
々
の
大
臣
と
の
間
に
あ
る
内
閣
委
員
会
の
よ
う
な
中
間
回
路
（Zw

ischenschal-
tung

）
の
政
治
的
意
義
は
、
そ
の
よ
う
な
類
い
の
委
員
会
に
任
務
を
割
り
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
所
管
省
庁
へ
の
統
制
に
よ
る
影
響

可
能
性
が
回
避
さ
れ
る
と
い
う
点
に
あ
る
」（M

einel, a. a. O
.

［A
nm

. 57

］, S. 722

）
と
述
べ
る
。
右
に
挙
げ
た
も
の
以
外
の
統
制
可
能
性
と

し
て
は
、
全
体
機
関
と
し
て
の
政
府
に
対
し
て
の
統
制
が
あ
る
が
、「
そ
の
全
体
機
関
と
し
て
の
連
邦
政
府
の
内
側
に
は
、
人
的
・
政
治
的
な
責

任
は
、
も
は
や
帰
属
し
得
な
い
」（M

einel, a. a. O
.

［A
nm

. 57

］, S. 722

）。

M
einel, a. a. O

. (A
nm

. 57), S. 723.
M

einel, a. a. O
. (A

nm
. 57), S. 723.

M
einel, a. a. O

. (A
nm

. 57), S. 724.
M

einel, a. a. O
. (A

nm
. 57), S. 724.

M
einel, a. a. O

. (A
nm

. 57), S. 725.
M

einel, a. a. O
. (A

nm
. 57), S. 725.

M
einel, a. a. O

. (A
nm

. 57), S. 725.
M

einel, a. a. O
. (A

nm
. 57), S. 725.

M
einel, a. a. O

. (A
nm

. 57), S. 725.
V

gl. H
ans D

ieter Jarass, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik D
eutschland, 14. A

ufl., 2016, S. 827.
M

einel, a. a. O
. (A

nm
. 57), S. 720.

な
お
、
こ
こ
で
引
用
し
た
文
章
の
中
の
「
内
容
お
よ
び
射
程
に
つ
い
て
意
見
の
一
致
し
得
る
言
明
が

な
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
箇
所
に
マ
イ
ネ
ル
は
脚
註
（
四
六
）
を
付
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
の

は
、「
核
心
領
域
」
に
対
し
て
批
判
的
な
立
場
を
と
る
ベ
ア
学
説
（
本
稿
第
二
章
第
二
節
）
お
よ
び
メ
ラ
ー
ス
学
説
（Christoph M

öllers, 
D

ogm
atik der grundgesetzlichen Gew

altengliederung, A
öR Bd. 132

［2007
］, S. 499 f.

）
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
本
節
で
紹
介
し
た
論
文
に
限
っ
て
い
う
な
ら
ば
、
マ
イ
ネ
ル
学
説
に
は
理
論
的
課
題
も
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
議
会
少
数

（
76
）

（
77
）

（
78
）

（
79
）

（
80
）

（
81
）

（
82
）

（
83
）

（
84
）

（
85
）

（
86
）

（
87
）



論　　　説

（阪大法学）67（6-198）　1262〔2018. 3 〕

派
が
行
使
し
得
る
統
制
手
段
に
関
わ
る
課
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
マ
イ
ネ
ル
学
説
で
は
、
個
々
の
政
府
構
成
員
を
名
宛
人
と
し
得
る
点
で
、「
調

査
権
」
よ
り
も
「
召
喚
権
」
の
方
が
重
要
で
あ
る
と
の
理
解
が
示
さ
れ
て
い
た
（
第
三
節
第
四
款
）。
し
か
し
、
調
査
権
と
は
異
な
り
、
召
喚
権

は
議
会
多
数
派
の
議
決
を
も
っ
て
行
使
さ
れ
る
権
限
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
た
と
え
政
府
の
個
別
機
関
に
対
し
て
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
が

で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
当
該
政
府
を
党
派
的
に
支
持
す
る
議
員
ら
、
す
な
わ
ち
多
数
派
に
よ
っ
て
し
か
行
わ
れ
な
い
。
ゆ
え
に
、
召
喚
権
に

よ
る
統
制
手
段
が
ど
こ
ま
で
実
効
的
な
の
か
と
の
疑
問
を
呈
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
の
点
、「
質
問
権
は
、
連
邦
議
会
執
務
規
則
が
示
す
よ

う
に
少
数
派
の
権
利
と
し
て
形
成
さ
れ
、
召
喚
権
は
多
数
派
の
権
利
と
し
て
形
成
さ
れ
る
」（H

ans H
ugo K

lein, M
aunz/D

ürig

［Begr.

］, 
Grundgesetz K

om
m

entar, A
rt. 43

［Stand 2015

］, Rn. 80

）
と
も
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
議
員
個
人
が
政
府
の
個
別
機
関
を
直
接
名

宛
人
に
し
得
る
よ
う
な
「
質
問
権
」
を
基
本
法
の
統
制
権
限
の
体
系
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
得
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
発
展
的

な
課
題
が
マ
イ
ネ
ル
学
説
に
は
な
お
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
政
府
の
一
元
的
な
把
握
に
対
し
て
批
判
的
な
基
本
法
解
釈
が
マ
イ
ネ
ル
学
説
以
前
に
も
存
在
し
た
こ
と
を
紹
介
し
、
そ
し
て
そ

の
よ
う
な
解
釈
が
「
日
本
国
憲
法
の
解
釈
と
の
関
係
で
も
注
目
に
値
す
る
」
と
評
価
す
る
上
田
健
介
『
首
相
権
限
と
憲
法
』（
成
文
堂
、
二
〇
一

三
年
）
一
二
八
─
一
二
九
頁
も
参
照
。

例
え
ば
、「
国
家
安
全
保
障
会
議
」
は
、
国
家
安
全
保
障
に
関
す
る
「
重
要
事
項
」
を
「
審
議
す
る
機
関
」（
国
家
安
全
保
障
会
議
設
置
法
一

条
）
と
し
て
内
閣
に
設
置
さ
れ
、
こ
れ
が
外
交
・
安
全
保
障
政
策
に
関
す
る
政
府
の
意
思
形
成
過
程
に
お
け
る
「
司
令
塔
」
の
役
割
を
担
う
も
の

と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
閣
僚
会
議
た
る
同
会
議
の
議
事
録
は
こ
れ
ま
で
公
開
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
重
要
事
項
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
意
見

が
交
わ
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
意
思
形
成
過
程
を
た
ど
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
一
七
日
に
は
、
こ
の
国
家
安
全
保
障

会
議
お
よ
び
閣
議
に
て
、「
国
家
安
全
保
障
戦
略
に
つ
い
て
」
の
決
定
が
な
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
二
〇
一
四
年
四
月
一
日
、
同
じ
く
国
家
安

全
保
障
会
議
お
よ
び
閣
議
に
て
、「
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
」
に
関
す
る
従
来
の
運
用
指
針
で
あ
っ
た
「
武
器
輸
出
三
原
則
」
に
代
わ
る

「
防
衛
装
備
移
転
三
原
則
」
に
つ
い
て
の
決
定
が
な
さ
れ
た
。
内
閣
制
度
が
始
ま
っ
て
以
来
初
の
公
開
と
な
っ
た
同
日
の
閣
議
議
事
録
に
お
け
る

茂
木
敏
充
国
務
大
臣
の
発
言
に
よ
る
と
、
こ
の
「
防
衛
装
備
移
転
三
原
則
」
は
、
国
家
安
全
保
障
会
議
設
置
法
一
条
に
お
け
る
「
審
議

0

0

す
る
機

関
」
の
文
言
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
家
安
全
保
障
会
議
に
お
い
て
「
決
定

0

0

」
さ
れ
た
。

な
お
、
近
年
の
日
本
憲
法
学
に
お
い
て
は
、
か
か
る
問
題
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
機
能
的
権
力
分
立
論
」
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
有
力
な

論
者
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
土
井
真
一
「
憲
法
判
例
と
憲
法
学
説
」
公
法
研
究
六
六
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
三
二
頁
、
宍
戸
常

（
88
）

（
89
）

（
90
）
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寿
「
法
秩
序
に
お
け
る
憲
法
」
安
西
文
雄
ほ
か
『
憲
法
学
の
現
代
的
論
点
〔
第
二
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
）
四
一
頁
、
村
西
・
前
掲
註

（
36
）
二
四
四
頁
を
参
照
。

も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
公
法
学
で
は
、「
機
能
的
権
力
分
立
論
」
が
い
か
な
る
限
り
で
権
限
配
分
の
法
的
判
断
規
準
を
提
供
す
る
の
か
と
い
う
批

判
が
あ
る
。
例
え
ば
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
パ
ー
シ
ン
グ
判
決
に
お
け
る
「
機
能
的
権
力
分
立
」
の
定
式
─
「
基
本
法
二
〇
条
二
項
に
原
則
と
し

て
規
定
さ
れ
た
、
組
織
面
・
機
能
面
で
の
権
力
の
区
別
お
よ
び
分
離
は
、
国
家
の
決
定
が
可
能
な
限
り
適
正
に
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
決
定
を
為
す

に
つ
き
、
組
織
、
メ
ン
バ
ー
構
成
、
機
能
、
活
動
方
式
に
鑑
み
て
最
高
の
条
件
を
有
す
る
機
関
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
こ
と
を
目
途
と
す
る
。」

（BV
erfGE 68, 1

［86

］）
─
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
定
式
で
は
、
決
定
を
下
す
国
家
機
関
が
「
適

正
」
か
否
か
、
あ
る
い
は
「
機
能
性
」
を
有
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
判
断
規
準
が
前
提
条
件
と
し
て
必
要
に
な
る
が
、「
そ
の
よ
う
な
判

断
規
準
は
、
展
開
さ
れ
て
も
い
な
け
れ
ば
、
論
拠
づ
け
ら
れ
て
も
い
な
い
」（M

öllers, a. a. O
.

［A
nm

. 86

］, S. 498

）。「
こ
の
定
式
に
お
い
て

求
め
ら
れ
て
い
る
機
能
性
と
い
う
の
は
、
基
本
法
の
諸
規
定
か
ら
規
範
的
に
の
み
明
ら
か
に
さ
れ
得
る
」（M

öllers, a. a. O
.

［A
nm

. 86

］, S. 
498

）。
メ
ラ
ー
ス
に
よ
る
規
範
論
の
枠
内
で
の
権
力
分
立
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
執
行
権
の
憲
法
的
構
成
─
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
け
る
『
外
交

行
為
』
の
法
的
構
成
（
一
）」
阪
大
法
学
六
四
巻
二
号
（
二
〇
一
四
年
）
五
〇
二
頁
以
下
も
参
照
。
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
批
判
は
、「
機
能
的
権

力
分
立
論
」
と
「
核
心
領
域
説
」
と
が
、
共
通
の
問
題
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。「
核
心
領
域
、
適
正
、
機
能
性
、
実
効
性
、
そ

し
て
効
率
な
ど
の
基
準
は
、
理
屈
抜
き
に
前
提
と
さ
れ
、
展
開
さ
れ
て
も
い
な
け
れ
ば
、
詳
し
く
論
拠
づ
け
ら
れ
て
も
い
な
い
」（Bernd G

rz-
eszick, D

ie T
eilung der staatlichen Gew

alt, Ferdinand Schöningh 2013, S. 57

）。


