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判例研究

判
例
研
究

公
法
判
例
研
究
（
一
）

衆
参
同
日
選
挙
事
件

九
州
公
法
判
例
研
究
会

（選当
ｳ
効
請
求
事
件
、
名
古
屋
高
裁
昭
六
一
（
行
ケ
）
第
一
号
、
昭
六
二
・
三
・
二
五
民
事
第
二
部
判
決
、
行
裁
例
集
三
八
巻
二
・
三
号
二
七
五
頁
、
棄
却
（
上
告
）
、
判
例
時
報
一
二
三
四
号
三
八
頁
）

〔
事
実
〕

　
昭
和
和
六
一
年
七
月
六
日
、
史
上
二
度
め
の
衆
参
同
日
選
挙
が
行
わ
れ

た
。
内
閣
の
公
式
見
解
に
よ
る
と
、
衆
議
院
議
員
定
数
違
憲
状
態
の
解
消

と
政
局
の
安
定
が
解
散
お
よ
び
総
選
挙
の
理
由
で
あ
っ
た
。
し
か
し
同
日

選
を
回
避
す
べ
く
三
〇
日
の
周
知
期
間
を
設
け
た
改
正
公
職
選
挙
法
案
が

成
立
の
翌
日
に
異
例
の
早
さ
で
公
布
さ
れ
、
し
か
も
臨
時
国
会
に
お
け
る

冒
頭
解
散
が
与
党
議
員
の
前
だ
け
で
宣
言
さ
れ
た
今
回
の
抜
打
解
散
は
同

日
選
目
的
の
「
む
り
や
り
解
散
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
本
件
原
告
で
あ
る

愛
知
一
区
お
よ
び
六
区
の
選
挙
人
は
す
で
に
選
挙
事
務
執
行
差
止
請
求
を

行
い
、
こ
駿
選
挙
後
壷
の
利
益
な
し
と
し
て
却
下
さ
れ
て
い
る
（
鷺

鋼調

ﾊ
恥
か
翻
）
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
公
選
法
二
〇
四
条
に
基
づ
き
同
日

選
の
無
効
が
請
求
さ
れ
、
そ
の
前
提
問
題
と
し
て
の
解
散
に
つ
い
て
の
違

憲
性
と
、
同
日
選
禁
止
規
定
を
欠
く
公
選
法
の
法
令
違
憲
お
よ
び
運
用
違

憲
の
問
題
が
争
わ
れ
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

　
原
告
の
主
張
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
同
日
選
挙
は
破
行
的
二
院
制
を

前
提
と
す
る
選
挙
権
を
侵
害
す
る
。
と
い
う
の
も
選
挙
活
動
が
二
倍
の
激

し
さ
で
行
わ
れ
、
情
報
が
氾
濫
す
る
こ
と
で
、
大
衆
の
一
員
と
し
て
の
選

挙
人
に
対
し
そ
れ
ぞ
れ
の
院
に
適
し
た
人
物
を
選
択
で
き
る
よ
う
な
状
況

的
保
障
の
あ
る
選
挙
の
機
会
が
保
証
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
証
拠

と
し
て
昭
和
五
八
年
単
独
選
挙
の
無
効
投
票
率
が
○
・
八
○
パ
ー
セ
ン
ト

で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
五
五
年
同
日
選
挙
で
は
二
・
一
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
で

あ
り
、
本
件
同
日
選
挙
も
二
・
〇
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
て
い
る
事
実
が

あ
る
。
ま
た
本
件
解
散
は
参
議
院
の
緊
急
集
会
の
開
催
を
困
難
に
す
る
ば

か
り
か
、
「
解
散
は
憲
法
六
九
条
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
じ
て
新
た
に
国
民

の
意
思
を
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
場
合
に
の
み
許
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
よ
う
な
内
閣
の
恣
意
に
基
づ
く
解
散
は
違
憲
と
な
る
。
そ
し
て

「
違
憲
の
程
度
が
高
い
国
家
行
為
で
あ
っ
て
、
重
要
な
人
権
で
あ
る
選
挙

権
の
内
容
の
侵
害
を
来
す
よ
う
な
国
家
行
為
に
つ
い
て
は
、
統
治
行
為
論

の
法
理
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
」
も
の
と
す
る
。
加
え
て
二
院
制
を
定
め

た
憲
法
の
当
然
の
要
請
た
る
同
日
選
禁
止
規
定
を
欠
く
公
選
法
は
違
憲
で

あ
り
、
仮
に
そ
う
で
な
く
と
も
内
閣
が
同
日
選
を
回
避
す
べ
く
こ
れ
を
運

用
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
憲
法
一
五
条
一
項
、
三
項
、
四
二
条
、
四
七
条

等
に
違
反
す
る
と
い
う
の
が
原
告
の
主
張
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
被
告
の
愛
知
県
選
挙
管
理
委
員
会
は
ま
ず
本
案
前
の
主
張

と
し
て
、
本
来
「
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
」
（
訟
曜
舷
条
）
と
い
う
の

は
選
挙
管
理
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
規
定
違
反
を
予
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定
し
て
お
り
、
仮
に
公
選
法
自
体
の
違
憲
審
査
を
す
る
余
地
が
あ
る
と
し

て
も
、
議
員
定
数
不
均
衝
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
顕
著
か
つ
重
大
な
選
挙
権

侵
害
の
場
合
に
限
定
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
つ
い
で
本
案
に
つ
い
て
、

衆
議
院
の
実
質
的
解
散
権
は
内
閣
に
あ
り
、
憲
法
六
九
条
に
限
ら
ず
憲
法

七
条
の
み
に
よ
っ
て
も
解
散
し
う
る
こ
と
は
、
多
く
の
実
例
の
示
す
と
こ

ろ
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
に
衆
議
院
を
解
散
す
る
か
否
か
、
ま
た
い
つ
解

散
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
憲
法
上
並
び
に
そ
の
他
の
法
令
上
、
な
ん
ら
の

制
限
も
存
し
な
い
。
つ
い
で
選
挙
制
度
に
関
す
る
事
項
は
、
憲
法
四
四
条

但
書
に
あ
る
よ
う
な
差
別
を
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
国
会
で
自
由
に
こ

れ
を
決
し
得
る
も
の
と
解
さ
れ
、
同
日
選
挙
を
禁
止
す
る
こ
と
が
、
「
憲

法
上
の
要
請
」
で
あ
る
と
解
す
べ
き
根
拠
は
な
い
。
そ
し
て
一
般
に
は
選

挙
権
の
平
等
（
鯖
鷹
姻
四
）
、
選
挙
権
行
使
の
機
会
の
保
障
（
麺
ヨ
騒
こ
、
投
票

の
秘
密
（
霜
陣
肇
な
ど
が
選
挙
権
の
内
容
で
あ
り
、
「
適
任
者
選
択
の
機
会

の
確
保
」
は
こ
れ
に
含
ま
れ
な
い
旨
、
抗
弁
す
る
。

　
原
告
ら
の
請
求
は
い
ず
れ
も
棄
却
さ
れ
た
。
ま
た
本
件
上
告
審
（
騒
だ
響

伽無

M翫

笏
ｻ
）
も
統
治
行
為
論
お
よ
び
選
挙
権
侵
害
の
不
存
在
を
理
由
と
し

て
上
告
を
棄
却
し
て
い
る
。
以
下
で
は
憲
法
学
上
検
討
す
べ
き
論
点
を
い

く
つ
か
含
む
本
件
高
裁
判
決
お
よ
び
そ
の
訴
訟
資
料
を
検
討
す
る
こ
と
に

す
る
。

〔
判
旨
〕

　
嗣
　
ま
ず
公
選
法
二
〇
四
条
、
二
〇
五
条
の
選
挙
訴
訟
は
、
、
「
現
行
法

上
選
挙
人
が
選
挙
の
適
否
を
争
う
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
訴
訟
で
あ
り
、

こ
れ
を
惜
い
て
は
他
に
訴
訟
上
公
選
法
の
違
憲
を
主
張
し
て
そ
の
是
正
を

求
め
る
機
会
は
な
」
く
、
本
件
が
「
選
挙
訴
訟
に
よ
り
争
い
う
る
か
ど
う

か
は
、
む
し
ろ
違
憲
性
の
顕
著
、
重
大
に
先
立
つ
判
断
事
項
と
い
う
べ

き
」
で
あ
る
の
で
、
請
求
は
許
さ
れ
る
。

　
二
　
次
に
本
案
に
つ
い
て
、
日
本
国
「
憲
法
の
三
権
分
立
の
制
度
」
に

あ
っ
て
も
、
衆
議
院
解
散
の
よ
う
な
「
直
接
国
家
統
治
の
基
本
に
関
す
る

高
度
に
政
治
性
の
あ
る
国
家
行
為
（
統
治
行
為
、
政
治
問
題
）
」
は
「
裁

判
所
の
審
査
権
の
外
に
あ
り
、
そ
の
判
断
は
主
権
者
た
る
国
民
に
対
し
て

政
治
責
任
を
負
う
政
府
、
国
会
等
の
判
断
に
任
さ
れ
、
最
終
的
に
は
国
民

の
政
治
判
断
に
委
ね
ら
れ
」
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
ま
た
統
治

行
為
と
さ
れ
る
国
家
行
為
の
う
ち
で
「
違
憲
の
程
度
の
高
い
も
の
の
み
を

司
法
判
断
の
対
象
た
ら
し
め
る
と
す
る
の
は
、
結
局
そ
の
す
べ
て
を
司
法

審
査
の
下
に
置
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
」
の
で
、
原
告
の
統
治
行
為
論
排

斥
の
主
張
は
採
用
で
き
な
い
。

　
三
　
し
か
し
総
選
挙
の
期
日
の
決
定
は
、
高
度
の
政
治
判
断
事
項
で
あ

る
解
散
行
為
と
密
接
に
関
連
す
る
と
は
い
え
、
こ
ち
ら
は
「
直
接
国
家
政

治
の
基
本
に
関
す
る
極
め
て
高
度
な
政
治
性
の
あ
る
行
為
と
ま
で
は
な
し

難
」
く
、
「
蹄
越
・
濫
用
の
問
題
に
お
い
て
司
法
権
の
対
象
」
た
る
「
内

閣
の
自
由
裁
量
権
」
に
属
す
る
。
そ
し
て
「
選
挙
に
関
す
る
事
項
は
法
律

で
こ
れ
を
定
め
る
」
と
憲
法
四
七
条
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
選
挙
に
関
す

る
平
等
、
守
秘
、
自
由
等
の
基
本
理
念
を
侵
害
せ
ず
、
同
日
選
に
と
も
な

う
情
報
の
氾
濫
に
よ
り
選
挙
民
が
適
任
者
選
択
の
困
難
に
陥
る
と
の
具
体

的
、
客
観
的
か
つ
「
明
白
な
」
根
拠
は
見
出
し
難
い
以
上
、
公
選
法
に
同
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日
量
禁
止
規
定
を
設
け
る
か
否
か
は
「
立
法
政
策
の
問
題
」
で
あ
り
、
本

件
に
お
い
て
は
公
選
法
の
法
令
違
憲
も
、
運
用
違
憲
も
認
め
ら
れ
な
い

旨
、
判
示
さ
れ
た
。

〔
研
究
〕

　
一
　
本
件
判
決
の
意
義
は
、
選
挙
訴
訟
の
間
口
が
広
い
こ
と
、
つ
ま
り
選

挙
人
は
選
挙
日
の
適
否
ま
で
も
争
い
う
る
こ
と
を
確
認
し
た
点
に
あ
る
。

た
し
か
に
五
一
年
議
員
定
数
訴
訟
最
高
裁
大
法
廷
判
決
多
数
意
見
（
世
事
万

下
塗
菊
賭
三
）
の
射
程
距
離
は
投
票
価
値
の
平
等
を
求
め
る
定
数
是
正
問
題

に
限
ら
ず
、
適
任
者
選
択
の
機
会
の
確
保
と
い
っ
た
選
挙
権
の
内
容
と
し

て
は
耳
新
し
い
本
件
の
訴
え
に
も
及
ぶ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も

「
お
よ
そ
国
民
の
基
本
的
な
権
利
を
侵
害
す
る
国
権
行
為
に
対
し
て
は
、

で
き
る
だ
け
そ
の
是
正
、
救
済
の
途
が
開
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
憲

法
上
の
要
請
に
照
ら
し
て
考
え
る
」
（
網
嚢
五
）
な
ら
ば
、
公
選
法
の
拡
大
解

釈
は
原
則
的
に
是
認
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
人
権
救
済
を
最
優
先
す

る
姿
勢
は
近
時
有
力
な
統
治
行
為
論
の
機
能
説
と
一
脈
通
ず
る
と
こ
ろ
が

あ
る
（
雄
二
手
飴
露
）
。
し
か
し
な
が
ら
衆
議
院
解
散
に
つ
い
て
の
リ
ー
デ
ィ

ン
グ
ケ
ー
ス
で
あ
る
一
九
六
〇
年
の
苫
米
地
事
件
最
高
裁
判
決
（
撮
祓
嗣
昭
鷹

朕
喋
ン
㎝
蜷
甦
以
後
の
学
説
の
発
展
を
取
り
入
れ
た
原
告
の
主
張
に
対
し
、

裁
判
所
は
統
治
行
為
論
の
機
能
説
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
退
け
、
解
散
権
の

制
約
の
問
題
は
判
断
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。

　
二
　
統
治
行
為
論
に
は
三
つ
の
立
場
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
高
度
の
政

治
性
を
有
す
る
国
家
行
為
の
審
査
は
「
裁
判
所
の
権
限
内
」
（
訟
漱
臓
期
髪
腸

鶴
画
題
騨
）
と
し
つ
つ
も
、
政
策
的
配
慮
か
ら
審
査
の
謙
抑
を
唱
え
る
自
制

説
は
、
司
法
審
査
を
裁
判
所
の
責
務
と
定
め
る
憲
法
八
一
条
に
反
す
る
疑

い
が
あ
る
（
尉
崩
紐
馳
ハ
鞭
礫
師
鶴
鰍
吻
椴
欄
醐
堵
照
↓
。
ま
た
若
干
の
選
挙
訴
訟
に
な

ら
っ
て
今
後
同
じ
過
ち
を
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
に
警
告
を
与
え
る
意
味
で

の
事
情
判
決
が
可
能
で
あ
る
以
上
、
判
決
の
引
き
起
す
混
乱
を
理
由
に
自

制
す
る
根
拠
は
薄
弱
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
統
治
行
為
の
審
査
が
憲
法
八
一
条
、
七
六
条
お
よ
び
裁
判
所
法
三

条
の
定
め
る
「
裁
判
所
の
審
査
権
の
外
」
に
あ
る
と
す
る
内
在
的
制
約
説

は
主
に
三
つ
の
根
拠
を
有
し
、
法
治
主
義
原
理
、
民
主
主
義
原
理
お
よ
び

権
力
分
立
原
理
か
ら
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
ド
イ
ツ
の
伝
統
的
な
法
治
国

家
の
観
念
（
難
馴
野
爪
野
獣
端
甫
漁
髄
ハ
掴
転
学
）
と
は
違
い
、
現
代
に
お
け
る
実
質
的

な
法
治
国
家
は
公
権
力
の
す
べ
て
の
行
為
に
対
し
て
司
法
的
統
制
を
要
請

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
の
権
利
を
保
護
す
る
だ
け
で
な
く
、
国
家
権

力
の
拘
束
を
も
保
障
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
気
鋭
詮
黙
綱
灘
…
識
馳
鰍
恥
西
）
。

し
た
が
っ
て
今
や
法
治
主
義
原
理
は
専
ら
統
治
行
為
論
を
否
定
す
る
契
機

で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
法
治
主
義
原
理
と
民
主
主
義
原
理
の
調
整
原
理
と
し
て
の
統
治

行
為
論
が
問
題
と
な
る
（
潮
影
鉱
雑
器
悌
請
齢
加
顯
號
叶
翠
。
し
か
し
議
員
定
数
の

配
分
と
い
う
高
度
に
政
治
的
な
国
会
の
権
限
に
さ
え
踏
み
込
ん
だ
裁
判
所

が
、
民
主
的
統
制
と
い
う
点
で
は
国
会
よ
り
も
国
民
か
ら
遠
い
存
在
で
あ

る
内
閣
に
よ
る
衆
議
院
解
散
を
統
治
行
為
と
す
る
こ
と
は
説
得
力
に
欠
け

る
。
ま
た
選
挙
に
よ
る
「
国
民
の
政
治
判
断
」
は
政
策
な
い
し
は
人
物
に

関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
解
散
決
定
の
正
当
性
の
判
断
ま
で
も
含
む
と
考
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え
る
判
旨
に
は
無
理
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
も
と
も
と
「
政
府
、
国
会

等
」
を
万
能
と
考
え
る
多
数
決
民
主
主
義
の
反
省
を
も
と
に
、
立
憲
民
主

主
義
に
根
ざ
し
た
司
法
審
査
制
度
を
空
洞
化
す
る
統
治
行
為
論
の
根
拠
は

民
主
主
義
原
理
以
外
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
本
件
判
決
に
も
踏
襲
さ
れ
た
苫
米
地
事
件
最
高
裁
判
決
を
リ
…
ド

し
た
入
江
判
事
の
統
治
行
為
論
（
泓
灘
駿
螂
み
聰
融
臓
舵
旭
隈
購
と
）
は
権
力
分
立
原

理
の
均
衝
の
み
を
重
視
し
て
、
抑
制
機
能
を
軽
視
す
る
も
の
だ
と
批
判
さ

れ
て
い
る
（
重
根
貞
夫
「
『
統
治
行
為
肯
定
説
』
批
判
・
試
論
愛
媛
大
学
教
養
部
紀
要
一
七
一
一
号
四
八
頁
」
）
。
本
件
判
決
に
あ
る
コ
ニ
権

分
立
の
制
度
」
の
本
旨
を
「
権
力
の
相
互
牽
制
に
よ
る
人
権
の
保
障
」
と

見
れ
ば
司
法
部
が
行
政
部
の
権
限
濫
用
を
審
査
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
好
ま

し
く
、
司
法
部
の
政
治
的
無
責
任
性
、
中
立
性
、
独
立
性
、
能
力
の
限
界

な
ど
い
ず
れ
も
根
拠
と
し
て
は
弱
い
（
締
臨
囎
畷
糊
接
触
恥
岨
面
。
よ
っ
て
内
在

的
制
約
説
も
成
立
し
が
た
い
と
い
え
よ
う
。

　
一
方
、
右
の
二
説
を
批
判
し
、
事
例
に
応
じ
た
具
体
的
な
論
拠
の
必
要

を
説
く
機
能
説
は
限
定
的
に
統
治
行
為
論
を
認
め
る
。
そ
し
て
こ
の
機
能

説
が
本
件
選
挙
訴
訟
に
お
け
る
原
告
の
統
治
行
為
論
排
除
の
主
張
の
根
拠

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
民
主
政
と
は
基
本
的
人
権
、
と
り
わ
け
思
想
表
現
の

自
由
を
中
心
と
す
る
精
神
的
自
由
や
選
挙
権
の
保
障
が
確
立
し
た
社
会
に

お
い
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
政
治
形
態
で
あ
る
か
ら
、
民
主
政
の
維
持
保

全
に
関
わ
る
重
要
な
人
権
の
侵
害
を
争
点
と
す
る
事
件
で
は
統
治
行
為
論

の
適
用
は
原
則
と
し
て
排
除
さ
れ
る
べ
き
と
な
る
（
賄
費
縮
照
臨
懸
口
藷
傲
鯉
。

し
か
し
機
能
説
を
引
用
す
る
際
に
、
原
告
は
こ
の
「
重
要
な
人
権
し
の
侵

害
と
い
う
要
件
の
他
に
「
違
憲
の
程
度
の
高
い
国
家
行
為
」
と
い
う
余
計

な
要
素
を
加
え
、
こ
の
点
で
裁
判
所
に
付
け
入
る
隙
を
与
え
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
件
判
決
を
も
っ
て
裁
判
所
が
機
能
説
を
論
難
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
み
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
機
能
説
に
あ
っ
て
も
、
実
質
的

に
は
統
治
行
為
否
定
説
に
か
な
り
接
近
し
て
い
る
と
評
さ
れ
る
よ
う
に

（醐

ﾓ酸

ﾃ塊

j
斌
礁
）
、
い
か
な
る
場
合
に
い
か
な
る
具
体
的
な
論
拠
を
も
っ

て
、
統
治
行
為
論
が
認
め
ら
れ
る
の
か
は
い
ま
だ
未
解
決
の
問
題
で
あ

る
。　

ま
た
統
治
行
為
論
は
近
時
の
比
較
法
的
な
実
情
か
ら
も
遊
離
し
て
い
る

（奥

･
時
報
臨
時
増
刊
『
自
衛
隊
裁
判
』
五
七
頁
」
）
。
た
と
え
ば
西
ド
イ
ツ
で
は
議
会
の
解

散
は
裁
量
論
の
問
題
で
あ
る
（
餌
謡
．
δ
」
。
そ
し
て
日
本
で
も
憲
法
九
八
条

お
よ
び
八
一
条
の
文
理
解
釈
か
ら
は
「
一
切
の
」
国
家
行
為
の
違
憲
審
査

の
職
務
を
裁
判
所
に
委
ね
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
上
根
拠
な
く
し

て
、
審
査
を
拒
否
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
の
統
治
行
為
否
定
説
も
有

力
で
あ
る
勲
醐
陣
営
’
加
勧
脚
謡
細
書
申
言
聰
法
L
）
。
し
か
も
行
政
事
件
訴
訟

法
三
〇
条
は
裁
量
権
濫
用
に
つ
い
て
の
処
分
取
消
を
規
定
す
る
。
と
す
れ

ば
仮
に
い
わ
ゆ
る
七
条
説
を
認
め
た
と
と
て
も
、
内
閣
の
裁
量
の
濫
用
の

例
と
し
て
は
同
日
選
挙
を
意
図
し
た
解
散
（
縫
灘
畦
灘
恥
盤
蝉
雛
謹
駐
癬
購
権
）
お
よ

び
定
数
違
憲
状
態
を
是
正
す
る
法
改
正
が
な
い
ま
ま
で
の
解
散
等
々
（
同
轍

偽瑠

T
緬
欄
蠣
甲
子
職
燵
慮
一
報
亡
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
安
易
に
統
治
行
為

論
を
採
用
し
た
判
旨
は
不
当
で
あ
る
。

　
三
　
次
に
解
散
権
の
制
約
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
こ
れ
は
右
に
考
察

し
た
如
く
、
本
件
に
お
い
て
も
実
体
判
断
が
な
さ
れ
る
べ
き
問
題
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
が
っ
て
苫
米
地
事
件
一
・
二
審
判
決
（
欄
灘
鯨
嫡
騨
藍
蝋
か
辱
』
郵
軌
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願が

k国

ﾖ
翻
燗
奇
功
↓
航
一
比
二
）
に
お
い
て
、
本
件
被
告
の
主
張
す
る
七
条
説
に

よ
り
内
閣
の
政
治
的
な
自
由
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
と
解
さ
れ
た
。
し
か
し

衆
議
院
解
散
に
つ
い
て
の
解
釈
は
多
岐
に
分
か
れ
、
近
時
の
学
界
に
お
け

る
多
数
説
は
制
度
説
と
言
わ
れ
て
い
る
（
熟
鯛
誰
明
一
講
識
頁
）
。
こ
の
説
は
い
つ

な
り
と
も
衆
議
院
解
散
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
無
限
定
説
と
し
て
分
類
さ

れ
る
も
、
七
条
か
ら
解
散
権
を
読
み
取
ら
な
い
点
で
限
定
説
た
る
可
能
性

も
指
摘
さ
れ
て
い
た
（
鈴
木
法
日
舞
「
衆
議
院
解
散
権
」
審
御
法
の
争
占
応
　
〔
新
版
〕
　
一
轟
ハ
八
頁
）
。
そ
こ
で
本
件
原
告
側
の

鑑
定
意
見
（
癖
民
望
鮎
鞍
綴
題
画
撒
）
は
基
本
的
に
は
制
度
説
に
立
っ
て
次
の
四

つ
の
場
合
に
解
散
を
限
定
す
る
。
①
内
閣
と
衆
議
院
と
の
意
思
が
衝
突
し

た
場
合
、
②
内
閣
の
政
治
的
基
本
性
格
が
改
変
し
た
場
合
、
③
前
総
選
挙

で
国
民
の
信
を
問
う
て
い
な
い
新
た
な
重
大
政
策
を
行
う
場
合
、
④
選
挙

法
の
根
本
的
改
正
が
あ
っ
た
場
合
、
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
「
衆
議
院
優

位
の
議
院
内
閣
制
は
、
国
民
（
選
挙
民
）
↓
国
会
（
特
に
衆
議
院
）
↓
内
閣

と
い
う
一
元
的
な
信
任
関
係
を
前
提
と
し
て
お
り
、
六
九
条
に
定
め
る
解

散
制
度
は
、
そ
の
信
任
関
係
が
い
わ
ば
破
綻
し
た
場
合
に
、
そ
の
い
ず
れ

に
国
民
の
信
任
が
あ
る
か
を
問
い
、
信
任
関
係
を
い
わ
ば
復
元
す
る
性
質

の
も
の
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
件
原
告
の
よ
う
に
、
国

民
か
ら
衆
議
院
さ
ら
に
は
内
閣
に
至
る
全
体
の
信
任
関
係
が
疑
念
を
生
じ

る
事
態
に
の
み
民
意
確
認
の
た
め
の
解
散
理
由
を
求
め
、
「
憲
法
六
九
条
、

あ
る
い
は
そ
れ
に
準
じ
」
る
場
合
に
解
散
を
限
定
す
る
主
張
は
憲
法
政
策

上
根
拠
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

　
し
か
し
右
の
四
つ
の
場
合
に
解
散
を
限
定
す
る
不
文
の
要
件
が
裁
判
規

範
性
を
も
持
つ
か
は
疑
問
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
制
度
説
そ
の
も
の
が

必
ず
し
も
根
拠
条
文
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
難
点
を
有
す
る
。
同
じ
問
題

は
自
律
説
（
蕨
略
副
鉦
二
審
識
量
に
も
あ
る
。
ま
た
入
江
判
事
が
統
治
行
為
は

三
権
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
と
し
な
が
ら
、
六
五
詳
説
で
は
「
控
除

説
」
と
呼
ば
れ
る
広
い
行
政
概
念
を
採
用
す
る
の
は
便
宣
隠
す
ぎ
は
し
な

い
だ
ろ
う
か
。
さ
り
と
て
政
府
の
公
式
見
解
で
あ
る
七
条
説
の
よ
う
に
内

閣
の
助
言
・
承
認
権
に
解
散
決
定
権
が
含
ま
れ
る
と
解
す
る
こ
と
は
や
や

強
弁
で
あ
る
し
、
天
皇
説
（
膨
諒
藩
磁
甑
臆
籟
諭
躍
膝
翻
蜥
僧
レ
枇
伍
頃
ポ
、
だ
）
と
と
も
に

天
皇
の
国
政
行
為
を
禁
じ
た
四
条
に
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
れ
ば
か

り
か
解
散
を
い
つ
な
り
と
も
内
閣
の
自
由
な
裁
量
に
任
せ
る
こ
と
は
与
党

に
有
利
な
時
期
に
選
挙
を
行
う
た
め
の
恣
意
的
解
散
を
許
し
、
も
っ
て
政

党
の
機
会
均
等
を
損
な
う
が
故
に
一
四
条
お
よ
び
二
一
条
に
反
す
る
お
そ

れ
も
あ
る
（
爪
甲
一
轍
絵
趨
撒
H
栖
灯
謝
剃
一
嵩
臆
砿
峨
醐
所
）
。
し
か
も
天
皇
は
「
国
民

の
た
め
に
」
内
閣
の
助
言
と
承
認
に
基
づ
い
て
衆
議
院
を
解
散
す
る
と
い

う
字
句
の
客
観
性
は
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
、
現
実
の
七
条
解
散
は
政
略
の

道
具
と
化
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
（
抽
亜
聖
獺
臨
職
↓
潮
珊
甦
）
。
ま
た
制
度
説

（瑠

ﾚ咽

･加

ｰ熊

ﾌ
）
、
七
条
説
（
鮪
情
懐
犠
遷
同
署
本
）
お
よ
び
六
五
条
説
（
吼
置
旧
掲
）

は
議
院
内
閣
制
に
お
け
る
衆
議
院
と
内
閣
と
の
「
均
衝
」
を
問
題
と
す
る

も
内
閣
と
与
党
首
脳
部
と
が
一
心
同
体
で
あ
る
今
日
的
権
力
分
立
状
況
か

ら
す
れ
ば
、
内
閣
の
自
由
な
解
散
権
は
む
し
ろ
均
衝
を
破
壊
す
る
と
も
い

わ
れ
る
（
牡
厨
子
轡
懸
蕩
酬
）
。
そ
こ
で
内
閣
の
解
散
権
を
推
定
す
る
解
釈
に

疑
点
は
あ
る
も
の
の
、
憲
法
上
の
明
文
規
定
を
尊
重
し
、
内
閣
の
恣
意
的

な
解
散
を
抑
止
す
る
上
で
六
九
条
説
（
振
旦
痢
借
命
珊
轍
罐
野
口
血
彰
を
妥
当
と
考

え
る
。
た
だ
し
運
用
し
だ
い
に
よ
っ
て
は
衆
議
院
で
の
信
任
否
決
な
い
し
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は
不
信
任
可
決
と
そ
れ
を
受
け
て
の
解
散
へ
の
閣
議
決
定
を
要
件
と
す
る

六
九
条
を
通
じ
て
先
の
①
か
ら
④
の
民
意
確
認
の
た
め
の
解
散
に
道
を
開

く
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
（
晒
び
繋
留
口
回
棚
激
勲
）
。

　
四
　
最
後
に
本
件
の
判
例
史
上
の
新
味
で
あ
る
同
日
選
挙
そ
の
も
の
の

違
憲
性
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
原
告
の
主
張
す
る
無
効
投
票
が
多
か
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
は
裁
判
所
の
コ
メ
ン
ト
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し

こ
の
事
実
だ
け
で
は
「
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
」

（訟

r
一
条
）
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
原
告
の
い
う
「
適
任
者
選

択
の
機
会
の
確
保
」
と
か
、
鑑
定
意
見
に
あ
る
「
両
院
別
様
選
挙
の
原
則

お
よ
び
そ
の
一
環
た
る
別
日
選
挙
の
要
請
」
を
と
も
な
う
二
院
制
の
保
障

ま
で
も
、
選
挙
権
の
内
容
に
含
む
一
種
の
制
度
的
保
障
の
考
え
方
は
い
ま

だ
十
分
に
成
熟
し
て
い
な
い
。
比
較
制
度
的
に
見
て
も
日
本
の
「
破
行
的

二
院
制
」
の
特
殊
性
を
捨
象
す
る
限
り
、
同
日
選
が
二
院
制
の
趣
旨
を
損

な
う
と
ま
で
は
言
い
難
い
（
内
田
満
「
『
同
日
選
挙
』
の
政
治
学
ジ
ユ
リ
ス
ト
八
六
八
号
三
〇
頁
」
）
。
ま
た
参
議
院
の
緊

急
集
会
の
開
催
を
困
難
に
す
る
故
に
違
憲
と
す
る
主
張
に
は
有
力
な
反
対

も
あ
る
（
鹸
噌
螂
燃
甥
為
納
燗
紛
癬
騒
噸
動
酬
題
）
。
し
た
が
っ
て
原
告
の
主
張
す
る
同

日
選
挙
の
違
憲
性
の
論
拠
を
退
け
た
点
に
限
れ
ば
、
本
件
判
決
は
妥
当
と

言
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
本
件
判
決
が
総
選
挙
の
期
日
決
定
を
統
治
行
為
と
し
な
か
っ

た
こ
と
は
「
伝
統
的
な
統
治
行
為
論
に
い
わ
ば
風
穴
が
あ
い
た
」
と
同
時

に
「
伝
統
的
統
治
行
為
論
と
最
新
の
立
法
裁
量
論
と
が
同
居
し
て
い
て
興

味
深
い
」
と
評
さ
れ
て
い
る
（
森
英
樹
「
衆
参
同
日
選
挙
を
も
た
ら
す
衆
議
院
解
散
の
合
憲
性
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
〇
二
号
｝
一
四
頁
）
。
選
挙

日
の
決
定
が
裁
量
論
と
さ
れ
る
以
上
、
同
臼
選
の
明
白
な
「
憲
法
上
の
要

請
」
違
反
を
立
証
す
る
こ
と
に
よ
り
、
内
閣
の
裁
量
の
濫
用
な
い
し
は
公

選
法
の
理
疵
に
基
づ
く
立
法
不
作
為
を
争
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
今

後
も
予
想
さ
れ
る
同
日
選
違
憲
訴
訟
に
際
し
て
の
立
証
手
段
お
よ
び
訴
訟

方
式
に
つ
い
て
若
干
の
言
及
を
し
て
お
こ
う
。
一
般
に
同
日
選
は
集
票
マ

シ
ン
を
フ
ル
回
転
で
き
る
大
政
党
に
有
利
で
、
野
党
の
選
挙
協
力
も
難
し

く
な
る
ほ
ど
少
数
政
党
に
は
不
利
と
さ
れ
る
（
毎
日
新
聞
、
昭
和
六
二
・
九
・
五
）
。
こ
の
点
過

去
二
度
の
同
日
選
に
お
い
て
自
民
党
が
前
回
選
挙
時
の
議
席
数
を
そ
れ
ぞ

れ
三
六
な
い
し
は
五
〇
議
席
増
や
し
て
お
り
（
靹
唖
嫉
舌
骨
林
切
騰
嘩
、
こ
の

事
実
の
集
積
が
選
挙
に
お
け
る
政
党
の
機
会
均
等
の
要
請
（
濾
砿
一
一
勉
縣
お
）
違

反
の
証
拠
と
な
り
え
よ
う
。
ま
た
選
挙
訴
訟
の
出
訴
権
は
選
挙
人
お
よ
び

公
職
の
候
補
者
に
限
ら
ず
、
参
議
院
比
例
代
表
選
挙
の
場
合
は
名
簿
届
出

政
党
に
も
認
め
ら
れ
て
い
る
（
訟
㎎
叡
智
）
。
し
た
が
っ
て
選
挙
権
の
平
等
は

被
選
挙
権
の
平
等
な
い
し
は
選
挙
準
備
の
平
等
も
当
然
に
含
む
選
挙
過
程

全
体
を
貫
く
原
理
で
あ
り
、
議
員
定
数
訴
訟
で
問
題
と
な
る
「
結
果
の
平

等
」
と
ま
で
も
言
う
こ
と
な
く
、
ま
ず
も
っ
て
「
機
会
の
平
等
」
を
政
党

が
原
告
と
し
て
争
う
可
能
性
も
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
本
件
原
告
の
よ
う
に
政
党
と
は
無
関
係
な
選
挙
人
が
同
日
選

目
的
の
解
散
の
不
当
性
を
裁
判
所
に
訴
え
る
こ
と
の
適
法
性
は
本
件
判
決

も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
と
も
と
選
挙
訴
訟
を
典
型
と
す
る
民
衆
訴

訟
は
「
国
ま
た
は
公
共
団
体
の
機
関
の
法
規
に
適
合
し
な
い
行
為
に
対
す

る
司
法
的
統
制
の
手
段
」
で
あ
る
ば
か
り
か
「
国
民
や
住
民
の
直
接
参
政

の
一
手
段
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
締
総
曲
解
曝
耀
心
肺
事
）
。
ま
た
そ
も
そ
も

解
散
と
は
公
務
員
で
あ
る
衆
議
院
議
員
を
罷
免
す
る
行
為
で
あ
り
、
憲
法
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一
五
条
に
よ
れ
ば
こ
の
権
利
が
国
民
に
あ
る
以
上
、
主
権
者
で
あ
る
国
民

を
「
投
票
用
家
畜
」
よ
ろ
し
く
、
都
合
の
良
い
時
に
だ
け
選
挙
に
動
員
し

よ
う
と
す
る
政
治
家
の
習
性
こ
そ
改
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
本

件
訴
訟
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
も
の
の
、
選
挙
日
を
め
ぐ
る
選
挙
訴
訟
と
い

う
形
式
の
解
散
制
度
改
革
訴
訟
が
一
連
の
議
員
定
数
訴
訟
の
よ
う
に
各
地

の
有
権
者
に
よ
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
先
鞭
を
つ
け
る
こ
と
に
な
る
か
ど

う
か
で
本
件
の
真
価
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

註
（
1
）
本
件
に
先
だ
っ
て
改
正
公
選
法
の
周
知
期
間
を
争
う
別
の
原
告
団

　
　
も
衆
院
選
公
示
の
執
行
停
止
と
取
消
の
申
立
て
を
行
っ
て
い
る

　
　
　
（
大
石
眞
「
同
日
選
挙
の
実
施
に
伴
う
諸
問
題
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八

　
　
六
八
号
一
六
頁
）
。

（
2
）
こ
の
「
重
要
な
人
権
」
と
の
表
現
は
機
能
説
の
提
唱
者
に
由
来
す

　
　
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
も
と
も
と
ア
メ
リ
カ
の
判
例
整
理
に
基

　
　
づ
き
、
人
件
侵
害
一
般
に
対
し
統
治
行
為
論
を
排
斥
し
う
る
と
い

　
　
う
の
が
機
能
説
で
あ
る
よ
う
に
も
解
さ
れ
る
（
団
・
甫
．
ω
o
ゴ
碧
冨
曽

　
　
O
お
爲
Φ
づ
α
2
ユ
〇
三
〇
匪
。
げ
g
＜
Φ
冨
ヨ
≦
o
『
ε
昌
σ
q
．
お
0
9

　
　
ω
・
伝
H
と
団
・
類
●
ω
O
ゲ
碧
b
艶
＼
ミ
ミ
9
ミ
沁
§
鳶
ミ
§
“
、
ミ

　
　
き
ミ
苛
ミ
O
ミ
無
“
§
曽
謡
磯
鋤
冨
い
・
9
㎝
。
。
●
を
比
較
せ
よ
）
。

　
　
な
お
同
日
選
目
的
の
解
散
が
民
意
の
正
当
な
反
映
を
阻
害
す
る

　
　
　
「
明
白
な
証
拠
は
見
出
し
難
い
」
と
の
実
体
判
断
を
行
っ
た
本
件

　
　
判
決
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
明
白
な
定
数
違
憲
状
態
が
是
正
さ
れ

な
い
ま
ま
で
の
解
散
に
対
す
る
議
員
定
数
国
賠
訴
訟
（
東
京
地
判

昭
六
一
・
一
二
・
一
六
、
判
例
時
報
一
二
二
〇
号
四
七
頁
）
の
場

合
、
原
告
の
提
起
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
、
機
能
説
に
よ
る
統
治
行

為
論
の
排
除
の
可
能
性
も
生
じ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

付
記

　
本
稿
脱
稿
後
、
岩
間
昭
道
教
授
に
よ
る
本
件
の
判
例
研
究
が
自
治
研
究

六
四
巻
八
号
一
二
七
頁
に
掲
載
さ
れ
た
。
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
近
　
藤
　
　
　
敦
）
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