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講

演

近
年
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
会
法
の
展
開

｜
｜
『
加
重
さ
れ
た
大
連
立q

u
a
lifizierte G

ro
ß
e K

o
a
litio

n

』
を
踏
ま
え
て１

）

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ル
ト
ホ
フ＊

）

翻
訳

赤

坂

幸

一

一

問
題
設
定
｜
｜
大
連
立
政
権
下
に
お
け
る
少
数
者
保
護

皆
さ
ん
に
ド
イ
ツ
議
会
法
の
現
時
の
発
展
に
か
ん
す
る
若
干
の
情
報
を
提
供
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
を
、
喜
ば
し
く
思
い
ま
す
。
ド
イ

ツ
に
お
い
て
議
会
法
は
、
法
学
論
議
の
中
心
に
位
置
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん２

）。
実
務
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
お
よ
び
ラ

ン
ト
議
会
に
お
け
る
諸
会
派
の
専
門
家
た
ち
や
、
議
会
事
務
局
の
専
門
家
た
ち
が
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
が
、
学
界
で
は
数
名
の

学
者
た
ち
が
関
心
を
寄
せ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
国
法
学
者
大
会
で
は
二
〇
一
二
年
の
キ
ー
ル
大
会
で
議
会
法
の

問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
ブ
ツ
ェ
リ
ウ
ス
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
のH

erm
a
n
n P

u
n
d
er

教
授
、
お
よ
び
オ
ス
ナ
ブ
リ
ュ
ッ
ク
大

学
のP

a
sca

le C
a
n
cik

教
授
に
よ
っ
て
、
新
た
な
方
向
性
が
示
唆
さ
れ
ま
し
た３

）。

近
年
で
は
、
長
い
間
、
議
員
の
地
位
が
関
心
の
対
象
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
二
〇
〇
五
年
の
議
員
法
改
正
と
そ
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れ
に
続
く
訴
訟
手
続４

）、
お
よ
び
そ
の
後
の
法
改
正
で
し
た
。
さ
ら
な
る
透
明
性
｜
｜
比
喩
的
に
言
え
ば
「
ガ
ラ
ス
張
り
の
議
員
」
を
め
ぐ
る

議
論
は
、
二
〇
〇
七
年
七
月
一
日
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決５

）、
お
よ
び
専
門
裁
判
所
の
諸
判
決
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
応
す
る
議

論
は
今
な
お
続
い
て
い
ま
す
｜
｜
し
か
し
、
議
員
の
地
位
を
い
っ
そ
う
法
化
（V

errech
tlich

u
n
g

）
す
る
と
い
う
こ
の
テ
ー
マ
は
、
大
変
に

詳
細
な
も
の
で
あ
り
ま
す
し
、
そ
の
取
り
扱
い
に
は
議
論
の
余
地
も
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
最
後
に
日
本
を
訪

れ
た
二
〇
一
三
年
の
五
月
に
大
阪
大
学
で
講
演
を
行
い
、
そ
れ
は
日
本
の
専
門
誌
に
日
本
語
で
公
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す６

）。
そ
こ

で
今
日
は
、
赤
坂
教
授
と
の
打
ち
合
わ
せ
を
踏
ま
え
、
他
の
問
題
を
皆
さ
ん
と
検
討
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
議
会
法
に
お
け
る
少

数
者
保
護
と
い
う
問
題
で
し
て
、
そ
れ
も
、

加
重
さ
れ
た
大
連
立
（q

u
a
lifizierte G

ro
ß
e K

o
a
litio

n

）
」
と
い
う
状
況
下
に
お
け
る
ド
イ
ツ

の
今
日
の
政
治
的
多
数
状
況
を
踏
ま
え
て
、
検
討
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

二

ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
会
統
制
シ
ス
テ
ム

内
閣
及
び
執
行
部
全
体
を
統
制
す
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
議
会
の
主
要
な
任
務
に
属
し
て
い
ま
す
。
統
制
は
、
国
家
の
作
用
シ
ス
テ
ム

（F
u
n
k
tio
n
en
sy
stem

）
の
鍵
概
念
を
な
し
て
い
ま
す７

）。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
権
力
分
立
原
則
が
「
議
会
統
制
権
の
基
盤

お
よ
び
限
界
と
し
て
」
立
ち
現
れ
る８

）、
と
さ
れ
ま
す
。
基
本
法
の
憲
法
秩
序
に
お
け
る
中
心
的
な
代
表
機
関
と
し
て
の
連
邦
議
会
は
、
立
法

作
用
・
創
設
作
用９

）、
政
治
的
意
思
形
成
作
用
お
よ
び
公
開
作
用
と
並
ん
で
（
ま
た
部
分
的
に
は
重
な
り
つ
つ
）
、
統
制
作
用
を
も
担
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
際
、
統
制
は
、
多
数
決
お
よ
び
公
開
と
並
ん
で
、
議
会
代
表
制
の
中
心
的
な
構
成
要
素
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
民
主
的
に
行
わ
れ
た

決
定
を
正
統
化
し
、
そ
れ
に
拘
束
力
を
与
え
る
際
の
、
中
心
的
な
要
素
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
お
い
て
統
制
は
（
民
主
的
）
責
任
と
対
に

な
る
概
念
（K

o
rrela

t

）
と
し
て
立
ち
現
れ
ま
す
。
中
心
的
な
議
会
作
用
と
し
て
の
統
制
は
、
そ
の
対
象
（R

ich
tu
n
g

）
｜
｜
誰
が
統
制
を
受

け
る
の
か
｜
｜
お
よ
び
そ
の
統
制
手
法
｜
｜
い
か
な
る
手
段
で
統
制
が
行
わ
れ
る
の
か
｜
｜
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
ま
す
。
統
制
の
た
め
に
は
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情
報
を
持
つ
こ
と
が
前
提
と
な
り
ま
す10

）。
し
か
し
情
報
を
統
制
対
象
か
ら
得
る
こ
と
は
、
容
易
に
考
え
つ
く
諸
般
の
理
由
か
ら
、
常
に
期
待

で
き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
効
的
な
統
制
を
行
う
た
め
に
は
、
統
制
権
の
行
使
に
関
連
す
る
情
報
を
関
係
者
の
意
思
に
反
し
て
で
も

手
に
入
れ
る
、
効
果
的
な
手
段
が
必
要
で
す
。
ド
イ
ツ
議
会
法
に
は
、
一
連
の
議
会
統
制
権
お
よ
び
統
制
手
段
が
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
が11

）、

そ
の
際
、
こ
れ
ら
の
権
限
な
い
し
手
段
は
部
分
的
に
し
か
明
文
化
さ
れ
て
い
ま
せ
ん12

）。
統
制
は
独
立
の
議
会
作
用
で
は
な
く
、
国
民
代
表
議

会
の
本
来
の
諸
任
務
を
「
横
断
す
る
形
で
（q

u
er

）
」
存
在
し
て
い
る
と
い
う
異
論13

）を
考
慮
し
ま
し
て
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
知
見
に

何
ら
変
化
が
生
ず
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

議
会
統
制
は
し
ば
し
ば
議
会
少
数
派
に
よ
っ
て
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
が
と
ら
れ
ま
す
の
で
、
｜
｜
す
で
にM

a
x W

eb
er

が
強
調
し
て
い
ま

し
た
よ
う
に14

）｜
｜
公
開
の
確
立
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
ま
す
。
そ
の
際
、
議
会
の
公
開
は
、

こ
こ
で
も
予
め
「
媒
介
的
な
（m

ed
ia
l

）
」
も
の

と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

発
覚
し
た
弊
害
が
公
表
さ
れ
て
初
め
て
、
議
会
調
査
権
は
実
効
性
を
獲
得
す
る
」
の
で
す
。
会
計
検
査

院
の
場
合
と
同
じ
く
、
議
会
は
、
ほ
と
ん
ど
の
統
制
権
限
〔
の
行
使
〕
に
際
し
て
、
法
的
・
技
術
的
な
意
味
に
お
け
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
何
ら

持
ち
合
わ
せ
て
お
ら
ず
、
統
制
の
結
果
は
む
し
ろ
、
政
治
的
論
争
の
中
に
論
拠
と
し
て
（a

rg
u
m
en
ta
tiv

）
持
ち
込
ま
れ
え
ま
す
し
、
ま
た

そ
う
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
す
。
そ
の
限
り
で
、
期
待
さ
れ
て
い
る
の
は
政
治
的
効
果
で
あ
っ
て
、
法
的
効
果
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

個
々
の
議
会
統
制
権
は
、
一
定
の
段
階
構
造
を
伴
っ
た
（g

estu
ft

）
手
法
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す15

）。
こ
の
段
階
付
け
は
ま
ず
、

そ
の
法
的
根
拠
の
い
か
ん
と
い
う
観
点
｜
｜
憲
法
そ
れ
自
体
や
法
律
、
議
院
規
則
な
ど
｜
｜
か
ら
行
わ
れ
ま
す
。
他
方
で
は
、
各
々
の
統
制

手
法
に
お
い
て
連
邦
議
会
が
用
い
う
る
手
段
の
い
か
ん
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
の
段
階
付
け
が
行
わ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

⒜

情
報
要
求
権

連
邦
議
会
調
査
局
（w

issen
sch

a
ftlich

e D
ien
ste

）
、
調
査
会
（E

n
q
u
ete-K

o
m
m
issio

n

）
の
設
置
要
求
（
議
事
規
則
五

六
条16

））
、
公
聴
会
（
議
事
規
則
七
〇
条17

））
、
そ
の
他
類
似
の
諸
制
度

⒝

個
々
の
議
員
の
質
問
権

基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
、
同
二
〇
条
二
項
二
文

⒞

出
席
要
求
権
・
問
責
権

基
本
法
四
三
条
一
項
、
議
事
規
則
一
〇
〇
条
以
下

近年のドイツにおける議会法の展開
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⒟

請
願
委
員
会
の
特
殊
権
限

基
本
法
四
五
ｃ
条
、
請
願
委
員
会
の
権
限
に
関
す
る
法
律18

）

⒠

連
邦
議
会
の
防
衛
受
託
者19

）

基
本
法
四
五
ｂ
条

⒡

連
邦
諜
報
機
関
の
議
会
統
制
委
員
会

基
本
法
四
五
ｄ
条

⒢

調
査
権

基
本
法
四
四
条
、
調
査
委
員
会
法20

）（P
U
A
G

）
、
刑
事
訴
訟
法

連
邦
議
会
の
統
制
権
限
は
民
主
的
手
続
の
中
核
を
な
し
て
お
り
、
｜
｜
そ
の
具
体
的
な
姿
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
実
質
に
お
い
て
｜
｜
基

本
法
二
〇
条
二
項
、
二
八
条
一
項
一
文
、
七
九
条
三
項
に
よ
る
保
障
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

三

議
院
内
閣
制
に
お
け
る
調
査
権
｜
｜
少
数
派
権
の
拡
充

⑴

議
会
調
査
権
の
機
能
変
化

し
か
し
議
院
内
閣
制
に
お
い
て
は
、
議
会
多
数
派
と
内
閣
と
の
間
で
政
治
的
利
害
が
一
致
し
ま
す
。
と
い

う
の
も
、
内
閣
は
議
会
多
数
派
か
ら
選
ば
れ
、
こ
の
多
数
派
に
依
存
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
議
会
に
お
け
る
少
数
派
権
を
、
ど

れ
だ
け
強
調
し
て
も
し
過
ぎ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
議
会
の
調
査
委
員
会
を
例
に
し
て
、
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

す
な
わ
ち
、

調
査
委
員
会
の
任
務
は
、
そ
の
解
明
が
公
共
的
関
心
事
と
な
っ
て
い
る
事
態
に
つ
い
て
調
査
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
本
会
議

に
報
告
す
る
こ
と
で
あ
る21

）」。
そ
れ
ゆ
え
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
議
会
が
「
自
ら
の
決
定
を
準
備
」
す
る
た
め
、
事
態
を
解
明
し

て
、
情
報
を
獲
得
す
る
こ
と
な
の
で
す22

）。
議
会
の
調
査
委
員
会
が
果
た
す
実
際
の
役
割
は
、
各
々
の
憲
法
秩
序
に
お
け
る
国
家
組
織
法
上
の

構
造
様
式
（A
rch

itek
tu
r

）
、
具
体
的
に
は
権
力
分
立
の
あ
り
方
の
如
何
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。
立
法
部
と
執
行
部
が
理
念
的
に
は
対
立
し

て
い
る
大
統
領
制
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
お
よ
び
一
定
の
制
約
を
伴
い
つ
つ
フ
ラ
ン
ス
）
に
お
い
て
は
、
内
閣
が
議
会
多
数
派
に
依
存
す
る
議
院
内

閣
制
と
は
〔
国
家
機
関
の
〕
地
位
及
び
作
用
が
異
な
っ
て
い
ま
す23

）。
議
院
内
閣
制
に
お
い
て
は
、
内
閣
が
そ
の
発
足
、
存
続
お
よ
び
政
治
的

活
動
に
お
い
て
議
会
多
数
派
に
依
存
し
て
い
ま
す
の
で
、
議
会
調
査
権
は
議
会
少
数
派
権
へ
と
変
質
し
ま
す24

）。
こ
れ
は
純
粋
な
大
統
領
制
で

（法政研究82-４- ）36 1154
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は
必
ず
起
こ
る
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
議
院
内
閣
制
に
お
い
て
は
内
閣
を
支
持
す
る
議
会
多
数
派
と
、
こ
れ
に
反
対
す
る
少
数
派

と
が
対
立
し
て
い
ま
す
の
で
、
調
査
委
員
会
は
議
会
（
全
体
）
の
内
閣
統
制
手
法
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
多
数
派
と
少
数
派
と
の

間
の
論
争
の
契
機
と
な
り
ま
す
し
、
少
な
く
と
も
一
九
一
九
年
以
降
の
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
、
〔
議
会
〕
調
査
権
が
少
数
派
権
と
し
て
制
度
化

さ
れ
て
い
る
場
合
は
そ
う
な
り
ま
す
。

調
査
権
（E

n
q
u
eterech

t

）
の
こ
の
よ
う
な
機
能
変
化
を
認
識
し
、
貫
徹
し
た
の
は
、M

a
x
 
W
eb
er

の
功
績
で
す
の
で
、W

eb
er

を
現

代
の
ド
イ
ツ
調
査
権
の
精
神
上
の
父
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
彼
は
一
九
一
八
年
の
著
作
『
新
秩
序
ド
イ
ツ
に
お
け

る
議
会
と
内
閣
』
で
、
事
態
を
新
た
な
諸
関
係
の
下
に
認
識
し
、
議
会
統
制
を
実
効
的
に
行
う
た
め
の
十
分
な
手
段
を
ラ
イ
ヒ
議
会
に
与
え

よ
う
と
し
ま
し
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
お
よ
び
ラ
ン
ト
憲
法
裁
判
所
の
裁
判
例
を
通
じ
て
、
少
数
派
権
が
要
請
な
い
し
貫
徹
さ
れ
ま
し
た
し
、

ま
た
議
会
調
査
委
員
会
法
（P

U
A
G

）
で
そ
れ
が
委
員
会
レ
ベ
ル
で
も
受
容
な
い
し
拡
充
さ
れ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
議
院
内
閣

制
に
お
い
て
も
調
査
委
員
会
が
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

⑵

委
員
会
手
続
と
少
数
派
権

〔
し
か
し
〕
す
で
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
調
査
委
員
会
が
そ
の
設
置
段
階
で
は
少
数
派
権
と
し
て
構
想
さ

れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
同
委
員
会
は
議
会
の
下
位
・
援
助
機
関
と
し
て
、
本
会
議
の
会
派
構
成
の
鏡
像
と
し
て
の
委
員
会
構
成
の
も
と
で

活
動
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
基
本
的
な
緊
張
関
係
が
生
じ
て
き
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
〔
調
査
委
員
会
と
い
う
〕
手
段
が
な
ま

く
ら
刀
と
な
り
、
あ
る
い
は
象
徴
的
（sy

m
b
o
lisch

）
な
態
度
に
終
始
す
る
の
で
は
な
く
て
、
実
効
的
な
議
会
統
制
を
可
能
な
ら
し
め
る
た

め
に
は
、
い
わ
ば
設
置
段
階
〔
の
あ
り
方
〕
を
延
長
し
て
、
そ
の
手
続
に
つ
い
て
も
、
少
数
派
権
の
要
素
で
も
っ
て
構
想
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
連
の
判
断
（Ju

d
ik
a
t

）
に
お
い
て
一
貫
し
て
示
し
て
い
ま
す25

）。
こ
の
裁
判
例
の
基
本

的
な
考
え
方
は
、
議
会
調
査
委
員
会
法
（P

U
A
G

）
の
中
に
流
れ
込
ん
で
お
り
、
そ
の
際
常
に
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
、
多
数
決
原
理
と
正

当
な
少
数
派
権
と
の
バ
ラ
ン
ス
の
問
題
で
す
。
こ
の
場
合
、
委
員
会
に
お
け
る
少
数
派
権
と
い
っ
て
も
、
手
続
統
制
権
を
多
数
派
か
ら
少
数

派
へ
と
移
行
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん26

）。
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四

大
連
立
政
権
下
の
議
会
少
数
派
権

⑴

少
数
派
権
の
拡
充
の
試
み

二
〇
一
三
年
九
月
の
連
邦
議
会
選
挙
を
う
け
た
内
閣
の
成
立
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
は
一
九
四
九
年
以
来
三
度

目
の
大
連
立
政
権
｜
｜C

D
U
/C
S
U

とS
P
D

と
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
｜
｜
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
最
初
の
二

つ
の
ケ
ー
ス
は
、
一
九
六
六
年
か
ら
一
九
六
九
年
ま
で
のK

u
rt G

eo
rg
 
K
iesin

g
er

首
相
の
大
連
立
内
閣
、
お
よ
び
二
〇
〇
五
年
か
ら
二

〇
〇
九
年
ま
で
のA

n
g
ela

 
M
erk

el

首
相
の
大
連
立
内
閣
で
す
。
二
〇
一
三
年
末
以
来
の
今
次
の
大
連
立
内
閣
は
、C

D
U
/C
S
U

お
よ
び

S
P
D

会
派
が
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
議
員
の
八
〇
％
以
上
を
占
め
て
い
る
点
に
お
い
て
特
徴
的
で
す
。
こ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
議
会
に
お

け
る
少
数
派
権
の
実
効
性
に
も
直
接
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
し
、
そ
の
た
め
、
激
し
い
議
論
の
対
象
に
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
も
ま

た
、
議
会
の
調
査
委
員
会
を
例
に
し
て
、
こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

基
本
法
お
よ
び
議
会
調
査
委
員
会
法
で
は
〔
議
員
の
〕
四
分
の
一
〔
の
要
求
が
あ
る
こ
と
〕
が
同
委
員
会
の
設
置
要
件
と
し
て
法
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
大
連
立
時
代
を
迎
え
て
、
野
党
が
こ
の
二
五
％
の
議
員
を
集
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
（
い
わ
ゆ
る
加
重
さ
れ
た
大
連
立

（q
u
a
lifizierte G

ro
ß
e K

o
a
litio

n

））
、
こ
の
設
置
要
件
が
論
議
の
対
象
と
な
り
ま
し
た27

）。
連
邦
議
会
議
員
に
よ
る
抽
象
的
規
範
統
制
の
提
出

要
件
は
、
か
つ
て
は
議
員
の
三
分
の
一
で
し
た
が
、
憲
法
改
正
に
よ
り
四
分
の
一
に
縮
減
さ
れ
ま
し
た
（
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
八
日
の
基
本
法

改
正
法
律
（B

G
B
l I S

.1926

））
。
議
事
規
則
に
お
け
る
少
数
派
権
は
、
よ
り
簡
単
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
第
一
八
立
法
期
〔
二
〇
一

三
年
九
月
〜
〕
の
は
じ
め
、
大
連
立
政
権
は
、
野
党
権
の
本
質
的
な
妨
害
を
行
わ
な
い
こ
と
を
、
少
な
く
と
も
政
治
的
に
は
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
基
本
法
四
四
条
一
項
一
文
お
よ
び
議
会
調
査
委
員
会
法
一
条
一
項
の
場
合
に
お
け
る
少
数
派
保
護
を
通
常
法
律
に
よ
っ
て
強

化
し
、
す
な
わ
ち
〔
議
会
調
査
委
員
会
の
設
置
〕
要
件
を
引
き
下
げ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
、
と
の
信
念
が
、
と
き
に
表
明
さ
れ
ま
し
た
。
し
か

し
二
つ
の
理
由
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
当
を
得
て
い
ま
せ
ん
。
第
一
に
、
こ
の
四
分
の
一
と
い
う
要
件
は
、
憲
法
制
定
者
に
よ
る
憲
法
的
効
力

を
も
っ
た
決
断
を
現
し
て
お
り
、
こ
れ
を
通
常
法
律
で
改
正
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
第
二
に
、
議
会
調
査
手
続
に
お
い
て
は
、
第
三
者
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の
法
的
地
位
が
関
わ
っ
て
お
り
、
ま
た
は
関
わ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
す
が
、
こ
の
第
三
者
を
保
護
す
る
た
め
に
は
、
議
会
の
調
査
を
憲

法
上
、
制
限
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

⑵

少
数
派
権
と
制
憲
者
意
思

ま
ず
第
一
の
論
拠
に
つ
い
て
で
す
。
〔
調
査
委
員
会
の
設
置
〕
要
件
が
満
た
さ
れ
た
場
合
、
連
邦
議
会
は
調

査
委
員
会
を
設
置
す
る
義
務
を
負
う
の
で
す
が
、
こ
の
要
件
を
定
め
る
規
定
は
、
憲
法
上
そ
の
よ
う
な
数
値
設
定
を
行
う
こ
と
を
通
じ
て
、

議
会
少
数
派
の
保
護
と
い
う
関
心
｜
｜
そ
れ
と
と
も
に
議
会
野
党
が
も
つ
手
段
｜
｜
と
、
議
会
の
作
用
能
力
（F

u
n
k
tio
n
sfa
h
ig
k
eit

 
d
es

 
P
a
rla
m
en
ts

）
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
っ
て
い
ま
す
。
注
目
す
べ
き
は
、
一
九
一
九
年
の
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
三
四
条
が
帝
国
議
会
議
員
の
五
分

の
一
の
み
を
〔
調
査
委
員
会
の
義
務
的
設
置
の
〕
要
件
と
し
て
定
め
、
は
る
か
に
低
く
数
値
設
定
を
行
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
少
数

派
権
を
そ
の
限
り
で
縮
減
さ
せ
た
こ
と
は
、
議
会
評
議
会
の
意
図
的
な
決
断
で
あ
る
と
理
解
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん28

）。
ま
た
そ
の
限
り
で
、

ヴ
ァ
イ
マ
ル
時
代
の
経
験
に
照
ら
し
、
憲
法
自
体
に
お
い
て
看
取
さ
れ
る
要
件
の
定
量
化
と
の
関
連
で
、
議
会
の
作
用
能
力
が
強
調
さ
れ
た

の
で
し
た29

）。
第
三
者
の
権
利
と
の
関
係
を
考
慮
せ
ず
と
も
、
連
邦
の
通
常
法
律
制
定
者
が
基
本
法
四
四
条
一
項
の
要
件
を
変
更
す
る
こ
と
は

禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
す
｜
｜
た
と
え
そ
れ
が
賛
成
要
件
の
縮
減
を
意
味
し
、
し
た
が
っ
て
議
会
の
少
数
派
保
護
を
強
化
す
る
意
味
で
あ
っ

た
と
し
て
も
で
す30

）。
〔
も
っ
と
も
〕
議
会
多
数
派
が
「
任
意
の
自
己
拘
束
」
を
行
う
ケ
ー
ス
で
あ
れ
ば
、
ま
た
違
っ
た
結
論
に
な
る
も
の
と
思

わ
れ
ま
す31

）。

諸
ラ
ン
ト
に
お
い
て
も
｜
｜
ド
イ
ツ
は
連
邦
国
家
な
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
機
関
が
各
支
分
国
レ
ベ
ル
で
も
再
度
立
ち
現
れ
ま
す

｜
｜
そ
の

一
部
に
お
い
て
、
四
分
の
一
要
件
が
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
（
バ
ー
デ
ン
‖
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
、
ベ
ル
リ
ン
、
ブ
レ
ー
メ
ン
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
、
ザ
ー
ル

ラ
ン
ト
、
お
よ
び
ザ
ク
セ
ン
‖
ア
ン
ハ
ル
ト
）
。
そ
の
他
の
ラ
ン
ト
は
、
議
会
構
成
員
の
五
分
の
一
と
い
う
ヴ
ァ
イ
マ
ル
規
律
を
引
き
継
い
で
い

ま
す
（
バ
イ
エ
ル
ン
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
、
ヘ
ッ
セ
ン
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
‖
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
‖
プ
フ
ァ

ル
ツ
、
ザ
ク
セ
ン
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
‖
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
、
お
よ
び
チ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
）
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
民
主
的
多
数
派
と
少
数
者
保
護
と
の

衡
量
に
お
い
て
、
憲
法
上
ど
の
よ
う
な
決
断
が
な
さ
れ
た
か
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
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⑶

第
三
者
の
保
護

第
二
の
論
拠
に
つ
い
て
。
し
か
し
な
が
ら
決
定
的
な
の
は
、
議
会
の
調
査
に
よ
っ
て
第
三
者
の
権
利
が
影
響
を
受
け

る
場
合
が
あ
る
｜
｜
こ
の
第
三
者
自
身
が
調
査
対
象
で
あ
る
場
合
で
あ
れ
、
調
査
と
は
無
関
係
の
場
合
で
あ
れ
｜
｜
と
い
う
こ
と
で
す
。
調

査
委
員
会
は
公
権
力
を
行
使
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
第
三
者
に
対
し
て
は
基
本
権
に
拘
束
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
組
織
法
上
の
法

的
拘
束
の
全
体
が
、
基
本
権
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
第
三
者
の
保
護
に
仕
え
ま
す
。
対
応
す
る
法
的
拘
束
が
基
本
法
自
体
に
含
ま
れ
て
い

る
場
合
に
は
、
こ
の
根
拠
か
ら
も
、
こ
の
法
的
拘
束
を
通
常
法
律
に
よ
っ
て
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
少
数
者
に
よ
る
議
会
統
制
の

利
益
と
、
第
三
者
の
保
護
の
必
要
性
と
の
衡
量
を
、
す
で
に
憲
法
制
定
者
自
身
が
行
っ
て
い
る
の
で
す
。

五

基
本
法
改
正
の
可
能
性
お
よ
び
必
要
性

現
在
の
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
に
は
、
す
で
に
複
数
の
調
査
委
員
会
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
し
か
し
、
多
か
れ
少
な
か
れ
ほ
ぼ
す
べ

て
の
会
派
か
ら
な
る
、
実
に
広
範
な
多
数
派
の
合
意
を
も
っ
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
、
本
当
に
摩
擦
が
生
じ
た
ケ
ー
ス
（ech

-

ter K
o
n
flik

tfa
ll

）
は
な
お
発
生
し
て
い
ま
せ
ん
。

調
査
委
員
会
は
、
議
会
野
党
の
最
も
強
力
な
武
器
に
あ
た
り
ま
す
。
議
会
野
党
の
存
在
と
作
業
能
力
と
が
、
再
度
、
基
本
法
の
民
主
制
原

理
の
中
核
的
要
素
と
し
て
立
ち
現
れ
て
き
ま
す32

）。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
〔
議
員
の
〕
四
分
の
一
と
い
う
〔
調
査
委
員
会
の
義
務
的
設
置
〕
要
件
を

伴
う
既
存
の
法
状
況
は
、
憲
法
に
反
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
基
本
法
四
四
条
一
項
と
の
関
連
で
は
、

憲
法
に

反
す
る
憲
法
（v

erfa
ssu

n
g
sw
id
rig
es V

erfa
ssu

n
g
srech

t

）
」
｜
｜
す
な
わ
ち
基
本
法
七
九
条
三
項
違
反
｜
｜
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
で
し
ょ
う
。

基
本
法
四
四
条
一
項
の
〔
四
分
の
一
〕
要
件
は
、
む
し
ろ
、
野
党
の
法
的
地
位
を
と
も
に
形
作
る
も
の
な
の
で
す
。
反
対
の
主
張
も
あ
り
う

る
だ
ろ
う
と
は
思
い
ま
す
が
、
議
会
に
お
け
る
現
時
の
多
数
派
関
係
を
鑑
み
て
も
な
お
、
そ
の
よ
う
な
主
張
は
説
得
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
も
そ
も
基
本
法
は
、
野
党
の
利
用
し
う
る
機﹅
会﹅
と
、
統
治
責
任
の
交
替
の
み
を
保
障
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
特
定
の
要
件
を
充
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足
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
個
々
の
野
党
の
権
利
が
も
は
や
行
使
さ
れ
え
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
大
連
立
政
権
が
憲
法
上
、
非
正
統
（il-

leg
itim

）
な
も
の
と
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

も
ち
ろ
ん
、
法
政
策
的
に
は
、
議
員
の
四
分
の
一
に
代
え
て
、
全﹅
野
党
会
派
が
一
致
し
て
求
め
る
場
合
に
は
調
査
委
員
会
を
設
置
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
、
と
す
る
基
本
法
改
正
に
つ
い
て
も
、
熟
考
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
ま
た
、
基
本
法
下
の
六
五
年
間
、
議
会
民
主
制
は

比
較
的
安
定
し
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
時
を
経
た
今
、
基
本
法
改
正
に
よ
っ
て
四
分
の
一
と
い
う
要
件
を
五
分
の
一
へ
と
引
き
下
げ
る

こ
と
も
、
検
討
に
値
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
場
合
に
は
、
そ
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
委
員
会
〔
運
営
〕
に
お
け
る
少
数
派
権
に
つ
い

て
も
、
平
仄
を
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

（
補
注：

再
校
段
階
で
国
立
国
会
図
書
館
調
査
及
び
立
法
考
査
局
『
国
会
に
よ
る
行
政
統
制
｜
｜
ド
イ
ツ
の
「
議
会
留
保
」
を
め
ぐ
る
憲
法
理
論
と
実
務

平
成
二
六
年
度
国
際
政
策
セ
ミ
ナ
ー
報
告
書
』

調
査
資
料
二
〇
一
五

二
、
二
〇
一
五
年
八
月
）
に
接
し
た
。
そ
の
う
ち
、
同
報
告
書
二
四

二
六
頁
は
本

稿
の
「
二

ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
会
統
制
シ
ス
テ
ム
」
と
ほ
ぼ
同
一
の
原
文
に
基
づ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
今
回
訳
出
し
た
二
〇
一
四
年
九
月

の
講
演
で
使
用
さ
れ
た
原
稿
の
一
部
を
、
上
記
セ
ミ
ナ
ー
の
原
稿
に
流
用
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
当
該
セ
ミ
ナ
ー
に
お
い
て
ヴ
ァ
ル
ト
ホ
フ
教
授
が
Ⅱ

（
本
翻
訳
と
重
複
す
る
部
分
）
に
つ
い
て
「
省
略
」
さ
れ
た
の
は
、
別
途
翻
訳
が
刊
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
こ
と
に
配
慮
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
）。

再
校
に
際
し
て
重
複
個
所
を
削
除
す
る
こ
と
も
考
え
た
が
、
原
文
そ
れ
自
体
に
も
若
干
の
異
同
が
あ
る
ほ
か
、
同
一
の
原
文
と
想
定
さ
れ
る
部
分
の
翻
訳

も
少
な
か
ら
ず
異
な
っ
て
い
る
こ
と
、
当
該
箇
所
の
み
削
除
す
る
と
講
演
全
体
の
趣
旨
が
伝
わ
り
に
く
く
な
る
こ
と
、
お
よ
び
、
ヴ
ァ
ル
ト
ホ
フ
教
授
か
ら

は
本
講
演
の
全
体
に
つ
い
て
翻
訳
刊
行
・
書
籍
へ
の
転
載
の
許
可
を
頂
い
て
い
る
こ
と
等
を
考
慮
し
、
そ
の
ま
ま
と
し
た
。）

＊

C
h
ristia

n W
a
ld
h
o
ff

（
一
九
六
五

）。
バ
イ
ロ
イ
ト
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
各
大
学
で
法
学
を
修
め
た
の
ち
、
一
九
九
〇
年
に
第
一
次

国
家
試
験
、
一
九
九
四
年
に
第
二
次
国
家
試
験
に
合
格
。
一
九
九
六
年
に
博
士
論
文
「
租
税
立
法
に
お
け
る
憲
法
上
の
基
準
｜
｜
ド
イ
ツ
と
ス
イ
ス
の
比

較
」
で
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
法
学
部
賞
。
二
〇
〇
三
年
九
月
か
ら
ボ
ン
大
学
法
学
部
公
法
講
座
教
授
、
二
〇
一
二
年
よ
り
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
法

学
部
公
法
講
座
・
租
税
法
講
座
教
授
。
二
〇
一
四
年
四
月
よ
り
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
法
学
部
長
。

１
）
【
訳
注
】
本
稿
は
、
科
研
費
基
盤
⒞
（
課
題
番
号
二
五
三
八
〇
〇
四
〇
）
の
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
環
と
し
て
二
〇
一
四
年
九
月
一
九
日
に
ベ
ル
リ
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ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
で
行
わ
れ
た
ヴ
ァ
ル
ト
ホ
フ
法
学
部
長
の
講
演
の
翻
訳
で
あ
る
。

２
）
【
訳
注
】
ヴ
ァ
ル
ト
ホ
フ
教
授
に
よ
れ
ば
、
狭
義
の
議
会
法
（
議
会
先
例
・
議
事
法
な
ど
）
は
議
会
官
僚
の
任
務
で
あ
っ
て
、
国
家
シ
ス
テ
ム
の
運
用

上
極
め
て
重
要
で
は
あ
る
が
、
学
術
上
の
論
議
の
対
象
と
は
な
り
に
く
い
、
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

３
）

W
a
h
lrech

t u
n
d P

a
rla
m
en
tsrech

t a
ls G

elin
g
en
sb
ed
in
g
u
n
g
en rep

ra
sen

ta
tiv
er D

em
o
k
ra
tie,

V
V
D
S
tR
L
 
72

(2013),
S
.
191 ff.,

268 ff.

４
）
【
訳
注
】
二
〇
〇
五
年
の
第
二
六
次
議
員
法
改
正
（
訳
文
を
含
む
）
と
、
そ
の
後
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
へ
の
提
訴
に
つ
い
て
は
、
古
賀
豪
「
ド
イ
ツ

連
邦
議
会
議
員
の
た
め
の
行
為
規
範
の
改
正
」
外
国
の
立
法

二
二
九
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
一
四
頁
以
下
を
参
照
。

５
）

B
V
erfG

E
 
118,

277.

６
）
【
訳
注
】
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ヴ
ァ
ル
ト
ホ
フ
（
柴
田
尭
史
訳
）

ハ
ン
ス
‖
ケ
ル
ゼ
ン
の
議
会
代
表
論
と
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
員
の
地
位
を
め
ぐ
る

最
新
の
問
題
」
自
治
研
究
九
一
巻
一
〇
号
（
二
〇
一
五
年
）
四
〇

六
〇
頁
。

７
）
【
訳
注
】
こ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
近
年
の
研
究
成
果
と
し
て
、
吉
田
栄
司
『
憲
法
的
責
任
追
及
制
論
〔
Ⅰ
・
Ⅱ
〕』

関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
〇

年
）、
お
よ
び
ク
リ
ス
ト
フ
・
メ
ラ
ー
ス
（
赤
坂
幸
一
訳
）

議
会
統
制
の
二
つ
の
概
念
」
法
政
研
究
八
一
巻
一
・
二
号
（
二
〇
一
四
年
）
一

一
六
頁
を
参

照
。

８
）

B
V
erfG

E
 
110,

199
(219).

９
）
【
訳
注
】
議
会
が
他
の
国
家
機
関
の
組
織
構
成
に
関
与
す
る
権
限
を
い
う
。
連
邦
大
統
領
や
連
邦
憲
法
裁
判
所
裁
判
官
の
任
命
な
ど
が
、
主
と
し
て

念
頭
に
置
か
れ
て
お
り
、
わ
が
国
の
国
会
同
意
人
事
等
も
、
議
会
の
主
要
任
務
と
し
て
正
面
か
ら
位
置
付
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
着
目
し
た
近

年
の
論
稿
と
し
て
、
高
澤
美
有
紀
「
ア
メ
リ
カ
及
び
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
公
職
任
命
の
議
会
に
よ
る
統
制
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
六
三
巻
一
〇
号
（
二
〇
一
三

年
）
六
三

八
二
頁
を
参
照
。

10
）

V
g
l.
B
V
erfG

E
 
70,

324
(355).

11
）

B
V
erfG

E
 
124,

78
(114).

12
）
【
訳
注
】
同
様
の
問
題
状
況
を
抱
え
る
わ
が
国
に
お
い
て
政
府
統
制
権
の
体
系
化
を
試
み
る
も
の
と
し
て
、
大
石
眞
『
憲
法
秩
序
の
展
望
』

有
斐
閣
、

二
〇
〇
八
年
）
一
五
七

一
六
四
頁
〔
初
出
一
九
九
八
年
〕。
論
者
と
同
じ
新
独
立
権
能
説
を
前
提
と
し
な
く
と
も
、
こ
の
問
題
意
識
は
共
有
し
う
る
で
あ

ろ
う
。

13
）

そ
の
旨
を
詳
述
す
る
例
と
し
て
、C

h
ristoph

 
M
ollers in sein

er H
a
b
ilita

tio
n
ssch

rift
,,G
ew
a
lten

g
lied

eru
n
g
“,
2005,

S
.
198 ff.

14
）

M
a
x W

eb
er,

P
arlam

en
t u
n
d R

egieru
n
g im

 
n
eu
geord

n
eten D

eu
tsch

lan
d
,
1918,

S
.
351 ff.

【
訳
注
】
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
（
中

村
貞
二
・
山
田
高
生
訳
）

新
秩
序
ド
イ
ツ
の
議
会
と
政
府
｜
官
僚
と
政
党
へ
の
政
治
的
批
判
」『
政
治
論
集
２
』

み
す
ず
書
房
、
一
九
八
二
年
）
三
三
三
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頁
以
下
所
収
を
参
照
。

15
）

V
g
l.
a
u
ch B

V
erfG

E
 
124,

78
(114).

16
）
【
訳
注
】
広
範
な
問
題
を
長
期
的
に
検
討
す
る
た
め
の
調
査
会
（
調
査
委
員
会
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
は
、
議
員
の
四
分
の
一
以
上
の
要
求
で

設
置
さ
れ
る
。

17
）
【
訳
注
】
専
門
家
、
利
益
団
体
代
表
者
な
ど
の
意
見
を
聴
取
す
る
た
め
の
公
聴
会
は
、
各
委
員
会
の
構
成
員
の
四
分
の
一
以
上
の
要
求
で
設
置
さ
れ

る
。

18
）
【
訳
注
】G

esetz v
o
m
 
19.

Ju
li 1975,

B
G
B
l I S

.
1921.

19
）
【
訳
注
】D

er W
eh
rb
ea
u
ftra

g
te d

es D
eu
tsch

en B
u
n
d
esta

g
es

。
連
邦
議
会
国
防
軍
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
詳
細
に
つ

い
て
は
、
平
松
毅
『
各
国
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
制
度
と
運
用
』

成
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）
第
五
章
を
参
照
。

20
）
【
訳
注
】
講
演
者
に
よ
る
同
法
に
つ
い
て
の
詳
細
な
注
釈
書
と
し
て
、W

a
ld
h
o
ff /G

a
rd
itz,

K
om
m
en
tar:

G
esetz zu

r R
egelu

n
g d

es R
ech

ts
 

d
er U

n
tersu

ch
u
n
gsau

ssch
u
sse d

es D
eu
tsch

en
 
B
u
n
d
estages:

P
U
A
G
,
C
.H
.
B
eck

,
2015

が
あ
る
。

21
）

N
o
rb
ert A

ch
terb

erg
,
P
arlam

en
tsrech

t,
1984,

S
.
153.

22
）

B
V
erfG

E
 
49,

70
(85).

23
）

こ
の
よ
う
な
性
格
付
け
に
つ
い
て
、B
V
erfG

E
 
62,

1
(40 ff.).

24
）

ま
た
少
数
派
権
の
歴
史
的
発
展
に
つ
い
てB

V
erfG

E 49,
70
(79 ff.)

。
以
前
のS

ta
a
tsg
erich

tsh
o
f fu

r d
a
s D

eu
tsch

e R
eich R

G
Z 116,

45

も
参
照
。

25
）

B
V
erfG

E 49,
70
(80 f.,

85 ff.);
105,

197
(130);

113,
113

(121);
B
a
y
V
erfG

H
 
D
Ö
V
 
2007,

338;
S
a
ch
sV
erfG

H
 
B
eck

R
S 2007,

25676

(5 f.);
H
essS

tG
H
 
N
V
w
Z
-R
R
 
1999,

483
(484);

B
rem

S
tG
H
 
N
V
w
Z 1989,

953
(955).

26
）

B
V
erfG

E
 
105,

197
(222 f.).

27
）

こ
の
問
題
状
況
に
お
け
る
野
党
の
権
利
（O

p
p
o
sitio

n
srech

t
）
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、K

y
rill A

lex
a
n
d
er
 
S
ch
w
a
rz

氏
と

M
ich
a
el K

lo
ep
fer

氏
と
の
論
争
を
参
照
。F

ran
kfu
rter A

llgem
ein
e Z

eitu
n
g N

r.
254 v

o
m
 
1.11.2013,

S
.
7.

28
）

ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
に
比
し
て
、
よ
り
安
定
的
な
議
院
内
閣
制
を
創
出
し
よ
う
と
い
う
試
み
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、B

V
erfG

E
 
62,

1
(40 f.).

29
）

Jo
R
 
1
(1951),

S
.
366 f.;

F
ro
m
m
e,
V
on
 
d
er
 
W
eim

arer V
erfassu

n
g zu

m
 
B
on
n
er G

ru
n
d
gesetz

,
2.
A
u
fl.
1960,

S
.
18.

30
）

他
の
見
解
に
つ
い
て
は
｜
｜
説
得
的
な
論
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
｜
｜P

a
sca

le C
a
n
cik

,
W
irk
u
n
g
sm
o
g
lich

k
eiten p

a
rla
m
en
ta
ris-

ch
er O

p
p
o
sitio

n im
 
F
a
lle ein

er q
u
a
lifizierten G

ro
ß
en K

o
a
litio

n
,
N
V
w
Z
 
2014,

S
.
18

(21 f.)

を
参
照
。
不
文
の
憲
法
上
の
反
対
陣
営

（G
eg
en
la
g
er

）
と
し
て
、
議
会
少
数
派
に
よ
る
議
会
統
制
の
「
作
用
能
力
」
を
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
、〔
議﹅
会﹅
の﹅
作
用
能
力
を
確
保
す
る
た
め
の
〕
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憲
法
上
の
数
値
設
定
を
無
効
に
す
る
こ
と
は
、
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

31
）

そ
の
許
容
性
に
つ
い
て
は
、
再
度
、C

a
n
cik

,
W
irk
u
n
g
sm
o
g
lich

k
eiten p

a
rla
m
en
ta
risch

er O
p
p
o
sitio

n im
 
F
a
lle ein

er q
u
a
lifizier-

ten G
ro
ß
en K

o
a
litio

n
,
N
V
w
Z
 
2014,

S
.
18
(20 f.).

32
）

B
V
erfG

E 2,
1
(13);

44,
308

(321);
70,

324
(363)

。
｜
｜
た
と
え
基
本
法
が
、
あ
る
理
由
か
ら
、
様
々
な
ラ
ン
ト
憲
法
と
は
異
な
り
、
野
党
自
体

に
つ
い
て
明
文
で
は
規
律
し
て
い
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
で
あ
る
（
説
得
的
な
文
献
と
し
て
、d

ie
 
G
em
ein
sa
m
e
 
V
erfa

ssu
n
g
sk
o
m
m
issio

n
 
v
o
n

 
B
u
n
d u

n
d L

a
n
d
ern B

T
-D
rs.

12 /6000,
89 f.

）。
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