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Abstract

This study examines the constitutionality of proportional representation with a

limited majority bonus (PR-LMB). While PR-LMB is a proportional representation

system, there is an exception of LMB: the winning coalition or independent party is

awarded 55 percent of the total seats and the other parties are given 45 percent. In

addition, PR-LMB has a legal threshold of 2 percent. It is natural that constitutional

scholars are concerned that PR-LMB violates some basic principles of the

Constitution of Japan: the equality under the law (Article 14 paragraph (1)) and the

(equal) representation of all people (Article 43 paragraph (1)).

However, the LMB does not violate the basic principles. First, the Supreme Court

has judged the huge disproportionality of the existing mixed-member parallel

system to be constitutional. Given this tolerant judgement, the LMB will also be

judged as constitutional. Second, the LMB will pass the proportionality tests. The

aim of LMB is legitimate because it seeks to reconcile two shared ideals:

identifiability/accountability and proportionality. The LMB is a means is suitable for

achieving this aim (Okazaki 2019). It is necessary because it is superior to the most

powerful rival, that is, proportional representation with a limited transferable vote

(Okazaki 2021). It is also balancing because the majority bonus is limited and

compensated by the minority bonus.

Further, the legal threshold of 2 percent does not violate the basic principles.

First, even the legal threshold of 3 percent proposed by the Hosokawa Cabinet was

authorized as constitutional by the Cabinet Legislation Bureau. Second, the legal

threshold of 2 percent will pass the proportionality tests. The legal threshold has a

legitimate aim to avoid party fragmentation and to promote governmental stability.

As many cases demonstrate, it is suitable for achieving this aim. It is necessary

because it is superior to the most powerful rival, that is, lowering of district

magnitude. It is also balancing because the legal threshold is lowered to a minimum

level.

Thus, both the LMB and the legal threshold proposed herein can be considered to

be constitutional under the Constitution of Japan.



第
一
節

序
論

私
は
︑
議
院
内
閣
制
の
下
に
お
い
て
政
権
選
択
と
民
意
反
映
を
両
立
さ
せ
る
選
挙
制
度
と
し
て
︑
多
数
派
限
定
優
遇
式
比
例
代
表
制
を
提

唱
し
て
き
た
︒
多
数
派
限
定
優
遇
と
は
︑
第
一
位
の
政
党
連
合
等
︵
政
党
連
合
又
は
政
党
連
合
を
組
ま
な
い
政
党
︶
に
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
の

議
席
を
配
分
す
る
と
と
も
に
︑
そ
れ
以
外
の
政
党
連
合
等
に
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
議
席
を
配
分
す
る
仕
組
み
で
あ
る
︒
多
数
派
優
遇
を
組
み

込
む
こ
と
で
︑
比
例
代
表
制
の
下
で
も
中
道
右
派
連
合

vs.

中
道
左
派
連
合
と
い
う
二
大
連
合
政
党
制
が
成
立
し
や
す
く
︑
有
権
者
は
政
党

だ
け
で
な
く
政
権
︵
政
党
連
合
等
︶
を
選
択
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
加
え
て
︑
多
数
派
優
遇
を
限
定
す
る
こ
と
で
︑
与
野
党
が
選
挙
や
議
会
に

お
い
て
比
較
的
対
等
に
競
争
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
︵
O
kazaki2019︶︒

本
稿
で
検
討
し
た
い
の
は
︑
多﹅

数﹅

派﹅

限﹅

定﹅

優﹅

遇﹅

式﹅

比﹅

例﹅

代﹅

表﹅

制﹅

が﹅

日﹅

本﹅

国﹅

憲﹅

法﹅

に﹅

違﹅

反﹅

し﹅

な﹅

い﹅

か﹅

ど﹅

う﹅

か﹅

と
い
う
問
題
で
あ
る
︒
多
数
派

限
定
優
遇
は
︑
限
定
的
で
あ
る
と
は
い
え
比
例
性
を
人
為
的
に
歪
め
る
も
の
で
あ
り
︑
憲
法
に
違
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
当

然
生
じ
る
に
違
い
な
い
︒
多
数
派
優
遇
が
イ
タ
リ
ア
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
に
採
用
さ
れ
た
こ
と
は
︑
そ
う
し
た
疑
念
を
強
め
る
で
あ
ろ
う
︒
ま

た
︑
多
数
派
限
定
優
遇
式
比
例
代
表
制
に
阻
止
条
項
を
組
み
込
む
と
す
れ
ば
︵
O
kazaki2019:F
14︶︑
阻
止
条
項
も
憲
法
に
違
反
す
る
の
で

は
な
い
か
︑
と
い
う
疑
念
も
生
じ
る
に
違
い
な
い
︒
た
し
か
に
︑
憲
法
第
四
七
条
は
﹁
選
挙
区
︑
投
票
の
方
法
そ
の
他
両
議
院
の
議
員
の
選

挙
に
関
す
る
事
項
は
︑
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
﹂
と
規
定
し
︑
選
挙
制
度
の
設
計
に
つ
い
て
は
国
会
に
委
任
し
て
い
る
︒
し
か
し
そ
の
一
方

で
︑
日
本
国
憲
法
は
国
会
の
裁
量
権
を
制
約
す
る
規
定
も
有
し
て
い
る
︒
多
数
派
限
定
優
遇
式
比
例
代
表
制
と
の
関
連
で
は
︑
法
の
下
の
平

等
を
定
め
た
憲
法
第
一
四
条
第
一
項
や
︑
国
会
議
員
が
全
国
民
の
代
表
で
あ
る
と
規
定
し
た
憲
法
第
四
三
条
第
一
項
が
と
り
わ
け
重
要
に
な

る
で
あ
ろ
(１
)
う
︒

た
し
か
に
︑
憲
法
第
一
四
条
第
一
項
に
つ
い
て
は
︑
一
票
の
価
値
の
平
等
を
意
味
す
る
に
と
ど
ま
り
選
挙
の
結
果
の
平
等
は
含
意
し
な
い

と
解
釈
す
る
の
が
憲
法
学
の
通
説
で
あ
ろ
う
︒
た
と
え
ば
︑
高
橋
和
之
は
﹁
選
挙
権
の
価
値
の
平
等
は
︑
代
表
者
の
選
出
に
あ
た
り
︑
自
己
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の
投
票
が
平
等
に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
る
こ
と
ま
で
を
要
求
す
る
の
み
で
︑
自
己
の
票
が
現
実
に
代
表
さ
れ
る
こ
と
ま
で
要
求
す
る
も
の
で
は
な

い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
﹂
と
し
て
い
る
︵
高
橋

2020:324-325︶︒
し
か
し
︑
一
票
の
価
値
が
平
等
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
多
数
派
優
遇
に
よ

り
極
端
に
不
平
等
な
結
果
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
︒
た
と
え
ば
︑
イ
タ
リ
ア
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
の
ア
チ
ェ
ル
ボ
法
︵
一
九
二
三
年
︶
の

よ
う
に
︑
最
大
得
票
政
党
が
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
得
票
し
た
場
合
︑
同
党
に
三
分
の
二
の
議
席
を
配
分
す
る
よ
う
な
選
挙
制
度
で
あ
っ

て
も
︑
憲
法
学
者
は
合
憲
と
判
断
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
︒
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
︑
憲
法
第
一
四
条
第
一
項
は
︑
一

票
の
価
値
の
平
等
だ
け
で
な
く
選
挙
の
結
果
の
平
等
も
含
意
し
て
い
る
と
解
釈
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
よ
う
に
憲
法
第
一
四
条

第
一
項
を
厳
格
に
解
釈
し
た
場
合
︑
多
数
派
限
定
優
遇
式
比
例
代
表
制
は
有
権
者
を
不
平
等
に
取
り
扱
っ
て
お
り
︑
第
一
四
条
第
一
項
に
抵

触
す
る
お
そ
れ
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
︒

多
数
派
限
定
優
遇
式
比
例
代
表
制
は
︑
憲
法
第
四
三
条
第
一
項
に
抵
触
す
る
お
そ
れ
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
同
項
は
﹁
両
議
院
は
︑
全

国
民
を
代
表
す
る
選
挙
さ
れ
た
議
員
で
こ
れ
を
組
織
す
る
﹂
と
規
定
す
る
︒
憲
法
学
の
通
説
で
は
︑
憲
法
第
四
三
条
第
一
項
は
︑
国
会
議
員

が
有
権
者
を
﹁
政
治
的
に
﹂
代
表
す
る
だ
け
で
な
く
﹁
社
会
学
的
に
﹂
代
表
す
る
こ
と
も
要
請
す
る
と
さ
れ
る
︒
た
と
え
ば
芦
部
信
喜
は
︑

日
本
国
憲
法
の
﹁
代
表
﹂
観
は
政
治
的
代
表
だ
け
で
な
く
社
会
学
的
代
表
と
い
う
意
味
を
含
み
︑﹁
具
体
的
に
は
︑
国
民
の
多
様
な
意
思
を
で

き
る
か
ぎ
り
公
正
か
つ
忠
実
に
国
会
に
反
映
す
る
選
挙
制
度
が
憲
法
上
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
﹂
と
す
る
︵
芦
部

2019:304︶︒
た
だ
し
︑

芦
部
は
﹁
具
体
的
な
選
挙
制
度
の
憲
法
四
三
条
適
否
を
単
純
に
決
め
る
こ
と
は
難
し
い
﹂︵
芦
部

2019:305︶
と
も
注
記
し
て
い
る
︒

芦
部
よ
り
も
踏
み
込
ん
だ
解
釈
を
し
て
い
る
憲
法
学
者
も
い
る
︒
た
と
え
ば
樋
口
陽
一
は
︑
選
挙
制
度
が
﹁﹁
代
表
﹂
の
積
極
的
な
要
請
を

系
統
的
に
損
な
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
﹂
場
合
に
は
︑
第
一
四
条
︑
第
四
四
条
但
書
違
反
や
第
四
三
条
違
反
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
︒

た
し
か
に
︑
選
挙
制
度
の
機
能
が
状
況
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
具
体
的
な
選
挙
制
度
が
違
憲
と
さ
れ
る
こ
と
は
起
こ
り
に
く
い

で
あ
ろ
う
が
︑﹁
代
表
の
積
極
的
規
範
意
味
を
よ
り
実
質
的
に
生
か
す
選
挙
制
度
を
追
求
﹂
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
︵
樋

口

2021:331,333︶︒
_
村
み
よ
子
も
︑
最
高
裁
判
所
︵
以
下
︑
最
高
裁
︶
判
決
が
﹁
一
方
で
は
︑
四
三
条
を
立
法
裁
量
の
制
約
と
し
て
位
置
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づ
け
つ
つ
︑
他
方
で
は
︑
四
三
条
の
古
典
的
代
表
制
︵
純
粋
代
表
制
︶
と
し
て
の
理
解
を
前
提
に
選
挙
制
度
の
立
法
裁
量
論
を
許
容
し
て
い

る
た
め
︑
四
三
条
は
厳
密
な
意
味
で
の
制
約
に
は
な
っ
て
い
な
い
﹂
と
批
判
す
る
︵
_
村

2002:227︶︒
そ
し
て
︑﹁
民
意
が
可
能
な
か
ぎ
り

議
会
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
が
憲
法
上
の
要
請
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
︑
国
民
の
投
票
結
果
を
極
端
に
歪
め
る
よ
う
な
制
度
は
憲
法
の
要
請
に

反
す
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
﹂
と
す
る
︵
_
村

2002:224︶︒
ア
チ
ェ
ル
ボ
法
の
よ
う
な
非
民
主
的
な
選
挙
制
度
を
除
外
す
る
た
め
に
は
︑

樋
口
や
_
村
の
解
釈
の
延
長
線
上
に
︑
憲
法
第
四
三
条
第
一
項
を
さ
ら
に
厳
し
く
解
釈
し
︑
そ
れ
が
国
民
の
平
等
な
代
表
を
意
味
し
て
い
る

と
解
釈
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
︑
憲
法
第
一
四
条
第
一
項
や
憲
法
第
四
三
条
第
一
項
は
︑
原
則
的
に
は
純
粋
な
比
例
代
表
制
を
要
請
し
て
い
る
と

解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
比
例
代
表
制
の
比
例
性
を
歪
め
る
こ
と
や
︑
時
に
比
例
代
表
制
以
外
の
選
挙
制
度
を
採
用
す
る
こ
と
が

正
当
化
で
き
る
場
合
に
お
い
て
の
み
︑
例
外
的
に
純
粋
な
比
例
代
表
制
以
外
の
選
挙
制
度
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ

ろ
う
︒
そ
う
し
な
け
れ
ば
︑
憲
法
第
一
四
条
第
一
項
や
憲
法
第
四
三
条
第
一
項
は
︑
国
会
の
裁
量
権
を
制
約
す
る
こ
と
が
事
実
上
不
可
能
に

な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
厳
し
く
解
釈
し
た
場
合
︑多
数
派
限
定
優
遇
や
阻
止
条
項
の
合
憲
性
は
決
し
て
自
明
で
は
な
く
︑

そ
の
合
憲
性
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

し
か
る
に
︑
日
本
で
は
多
数
派
︵
限
定
︶
優
遇
は
言
う
ま
で
も
な
く
阻
止
条
項
も
導
入
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
︑
そ
れ
ゆ
え
︑
最
高
裁
が
両

者
の
合
憲
性
を
判
断
し
た
こ
と
も
な
い
︒
憲
法
学
者
の
な
か
に
は
︑
少
な
く
と
も
阻
止
条
項
が
日
本
国
憲
法
に
違
反
し
な
い
か
ど
う
か
を
検

討
し
た
者
が
い
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
が
︑
私
の
知
る
限
り
︑
そ
う
し
た
検
討
を
し
た
者
は
い
な
い
︒
そ
こ
で
︑
今
後
の
た
た
き
台
と
し
て
︑

多
数
派
限
定
優
遇
と
阻
止
条
項
の
合
憲
性
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒

と
こ
ろ
で
︑
最
高
裁
は
憲
法
第
一
四
条
第
一
項
に
反
し
て
い
な
い
か
否
か
を
判
断
す
る
際
︑
い
わ
ゆ
る
合
理
的
関
連
性
の
基
準

テ
ス
ト

に
依
拠
し

て
審
査
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
立
法
目
的
に
正
当
性
・
合
理
性
が
あ
る
か
ど
う
か
︑
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
立
法
目
的
と
の
あ

い
だ
に
合
理
的
関
連
が
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
の
で
あ
る
︵
千
葉

2017:88-101︶︒
し
か
し
︑
こ
の
基
準
が
緩
や
か
で
あ
る
こ
と
も
否
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め
な
い
︒
そ
こ
で
私
は
︑
よ
り
厳
格
な
ド
イ
ツ
の
憲
法
審
査
の
枠
組
み
に
依
拠
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒
ド
イ
ツ
発
祥
の
い
わ
ゆ
る
三
段
階
審

査
で
は
︑
問
題
と
な
っ
て
い
る
権
利
が
憲
法
の
保
障
す
る
﹁
保
護
領
域
﹂
に
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
︵
第
一
段
階
︶︑
国
家
行
為
に
よ
る
﹁
介

入
﹂
が
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
た
後
︵
第
二
段
階
︶︑
そ
う
し
た
権
利
侵
害
が
﹁
正
当
化
﹂
で
き
る
か
︑
言
い
換
え
れ
ば

﹁
違
憲
性
阻
却
事
由
﹂︵
石
川

2012:23︶
が
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
︵
第
三
段
階
︶︒
最
後
の
第
三
段
階
で
は
︑
目
的
が
正
当
な
も
の
で

あ
る
か
ど
う
か
︵
目
的
の
正
当
性
︶
を
検
討
し
た
後
︑
採
用
さ
れ
た
手
段
が
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
の
に
有
効
か
ど
う
か
︵
適
合
性
︶︑
他
に

よ
り
良
い
手
段
が
な
く
︑
そ
の
手
段
が
必
要
で
あ
る
か
ど
う
か
︵
必
要
性
︶︑
目
的
と
手
段
が
釣
り
合
っ
て
い
る
か
ど
う
か
︵
均
衡
性
︶
を
審

査
す
る
の
で
あ
(２
)

る
︒

た
だ
し
︑
自
由
権
︵
防
御
権
︶
と
は
違
い
平
等
権
に
は
﹁
保
護
領
域
﹂
は
な
く
︑
そ
れ
ゆ
え
保
護
領
域
へ
の
﹁
介
入
﹂
も
な
い
た
め
︑
平

等
権
の
審
査
で
は
﹁
不
平
等
取
扱
い
の
確
認
﹂
と
﹁
憲
法
上
の
正
当
化
﹂
と
い
う
二
段
階
審
査
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
︵
渡
辺
ほ
か

2016:

137;
ピ
エ
ロ
ー
ト
／
シ
ュ
リ
ン
ク
ほ
か

2019:156︶︒
三
段
階
審
査
の
発
祥
の
地
で
あ
る
ド
イ
ツ
に
は
︑
平
等
権
に
も
保
護
領
域
・
介
入
の

存
在
を
認
め
︑
三
段
階
審
査
を
提
唱
す
る
法
学
者
も
い
る
よ
う
で
あ
る
が
︵
辛
嶋

2020︶︑
こ
こ
で
は
通
説
に
従
い
︑
二
段
階
審
査
の
枠
組

み
を
採
用
し
た
い
︒

本
稿
で
は
︑
多
数
派
限
定
優
遇
や
阻
止
条
項
を
二
段
階
審
査
に
か
け
て
︑
日﹅

本﹅

国﹅

憲﹅

法﹅

の﹅

第﹅

一﹅

四﹅

条﹅

第﹅

一﹅

項﹅

や﹅

第﹅

四﹅

三﹅

条﹅

第﹅

一﹅

項﹅

を﹅

厳﹅

し﹅

く﹅

解﹅

釈﹅

し﹅

た﹅

と﹅

し﹅

て﹅

も﹅

︵
私
は
厳
し
く
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
︶︑
多﹅

数﹅

派﹅

限﹅

定﹅

優﹅

遇﹅

や﹅

阻﹅

止﹅

条﹅

項﹅

は﹅

日﹅

本﹅

国﹅

憲﹅

法﹅

に﹅

違﹅

反﹅

し﹅

な﹅

い﹅

と
論
じ
る
で
あ
ろ
う
︒
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第
二
節

多
数
派
限
定
優
遇
の
合
憲
性

一

多
数
派
限
定
優
遇
の
合
憲
性
問
題

ま
ず
最
初
に
︑
多
数
派
限
定
優
遇
︱
︱
第
一
位
の
政
党
連
合
等
に
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
議
席
を
配
分
し
︑
そ
れ
以
外
の
政
党
連
合
等
に
四

五
パ
ー
セ
ン
ト
の
議
席
を
配
分
す
る
︱
︱
が
日
本
国
憲
法
に
違
反
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒
多
数
派
限
定
優
遇

と
い
う
手
法
は
比
例
性
を
人
為
的
に
歪
め
る
制
度
で
あ
り
︑
比
例
代
表
制
論
者
は
お
そ
ら
く
︑
多
数
派
限
定
優
遇
の
下
で
は
︑
法
の
下
の
平

等
が
侵
害
さ
れ
︵
憲
法
第
一
四
条
第
一
項
違
反
︶︑
衆
議
院
議
員
が
全
国
民
を
平
等
に
代
表
し
て
い
な
い
︵
憲
法
第
四
三
条
第
一
項
違
反
︶
と

主
張
す
る
で
あ
ろ
う
︒

そ
う
し
た
疑
念
を
強
め
る
の
が
︑
イ
タ
リ
ア
の
多
数
派
優
遇
式
比
例
代
表
制
︵
二
〇
〇
五
年
選
挙
制
度
︶
が
イ
タ
リ
ア
憲
法
に
違
反
す
る

と
判
断
し
た
︑
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
の
二
〇
一
四
年
判
決
第
一
号
で
あ
る
︒
同
判
決
の
契
機
と
な
っ
た
イ
タ
リ
ア
の
二
〇
一
三
年
総
選
挙

で
は
︑
ベ
ル
サ
ー
ニ
が
率
い
る
中
道
左
派
連
合
と
ベ
ル
ル
ス
コ
ー
ニ
前
首
相
が
率
い
る
中
道
右
派
連
合
に
加
え
て
︑
モ
ン
テ
ィ
首
相
が
率
い

る
モ
ン
テ
ィ
連
合
と
グ
リ
ッ
ロ
が
率
い
る
五
つ
星
運
動
が
台
頭
し
た
た
め
︑
二
〇
〇
六
年
や
二
〇
〇
八
年
の
よ
う
な
二
極
型
の
政
党
間
競
争

に
は
な
ら
ず
︑
四
つ
巴
の
戦
い
に
な
っ
た
︒
投
票
率
は
過
去
最
低
の
七
五
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
︑
代
議
院
︵
下
院
︶
に
お
け
る
得
票
率

は
︑
中
道
左
派
連
合
が
二
九
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
︑
中
道
右
派
連
合
が
二
九
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
︑
五
つ
星
運
動
が
二
五
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
︑
モ

ン
テ
ィ
連
合
が
一
〇
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
だ
っ
た
︒
第
一
位
に
な
っ
た
中
道
左
派
連
合
は
︑
わ
ず
か
二
九
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
得
票
率
だ
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
在
外
選
挙
区
︵
一
二
議
席
︶
と
ヴ
ァ
ッ
レ
・
ダ
オ
ス
タ
選
挙
区
︵
一
議
席
︶
を
除
く
六
一
七
議
席
中
︑
優
遇
議
席
を
含

む
三
四
〇
議
席
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
︵
G
arzia
2013:1100-1101;
芦
田

2013:6︶︒

二
〇
一
四
年
判
決
第
一
号
は
︑
二
〇
〇
五
年
選
挙
制
度
の
拘
束
名
簿
式
と
と
も
に
︑
こ
う
し
た
多
数
派
優
遇
が
イ
タ
リ
ア
共
和
国
憲
法
の

第
一
条
第
二
項
︵
人
民
主
権
︶︑
第
三
条
︵
法
の
前
の
平
等
︶︑
第
四
八
条
第
二
項
︵
投
票
の
平
等
︶︑
第
六
七
条
︵
全
国
民
の
代
表
︶
に
反
す
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る
と
し
て
︑
違
憲
で
あ
る
と
の
判
断
を
下
し
た
︒
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
︑
同
判
決
が
多
数
派
優
遇
そ
れ
自
体
を
違
憲
と
し
た
わ
け
で
は
な

く
︑
最
低
得
票
率
の
定
め
の
な
い
多
数
派
優
遇
を
違
憲
と
し
た
こ
と
で
あ
る
︵
C
orte
C
ostituzionale
2014:15-19.cf.B
aldiniand

R
enw
ick
2015:164;
芦
田

2018:54-55;
髙
橋

2018:260-261︶︒
こ
の
判
決
を
受
け
て
︑
イ
タ
リ
ア
代
議
院
の
選
挙
制
度
は
改
正
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
︒
二
〇
一
五
年
選
挙
制
度
で
は
︑
多
数
派
優
遇
は
維
持
し
た
ま
ま
︑
第
一
位
の
政
党
︱
︱
政
党
連
合
等
で
は
な
い
こ
と
に
注

意
︱
︱
が
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
得
票
で
き
な
か
っ
た
場
合
︑
上
位
二
党
が
決
選
投
票
に
進
む
仕
組
み
に
改
め
た
︒
最
低
得
票
率
を
導
入
す
る

こ
と
で
︑
得
票
率
と
議
席
率
が
極
端
に
乖
離
し
な
い
よ
う
に
改
め
た
の
で
あ
る
︵
し
か
し
︑
こ
の
二
〇
一
五
年
選
挙
制
度
も
イ
タ
リ
ア
憲
法

裁
判
所
の
違
憲
判
決
に
あ
い
︑
現
行
の
二
〇
一
七
年
選
挙
制
度
へ
と
改
正
さ
れ
て
い
る
︶︒

そ
れ
で
は
︑
私
が
提
唱
す
る
多
数
派
限﹅

定﹅

優
遇
式
比
例
代
表
制
は
日
本
国
憲
法
に
違
反
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒
多
数
派
︵
限
定
︶
優
遇

に
た
い
す
る
司
法
判
断
が
下
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
以
上
︑
関
連
す
る
判
例
を
踏
ま
え
︑
そ
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
し
か
な
い
︒
最
も
関
連
を

有
す
る
判
決
は
︑
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
の
合
憲
性
を
争
っ
た
一
連
の
選
挙
無
効
請
求
事
件
の
判
決
︵
平
成
一
一
年
︵
行
ツ
︶
第
七
号
︑

第
八
号
︑
第
三
五
号
︑
平
成
一
一
年
一
一
月
一
〇
日
大
法
廷
判
決
︶︑
特
に
小
選
挙
区
制
を
合
憲
と
判
断
し
た
第
三
五
号
判
決
で
あ
ろ
う
︒
最

高
裁
は
同
判
決
に
お
い
て
︑
選
挙
制
度
が
違
憲
に
な
る
基
準
を
示
し
て
い
る
︒
同
判
決
に
よ
れ
ば
︑
選
挙
制
度
の
設
計
に
関
し
て
︑
国
会
に

は
原
則
と
し
て
広
い
裁
量
権
が
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
全
国
民
の
代
表
と
い
う
制
約
や
法
の
下
の
平
等
な
ど
の
要
請
に
反
す
る
た
め
︑
裁
量
権

の
限
界
を
超
え
て
お
り
︑
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
初
め
て
憲
法
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
︵
最
高
裁
判
所

1999:313︶︒

最
高
裁
は
︑
こ
う
し
た
基
準
に
照
ら
し
て
︑
小
選
挙
区
制
は
日
本
国
憲
法
に
違
反
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
判
断
し
て
い
る
︒
同
判
決

に
よ
れ
ば
︑
小
選
挙
区
制
は
民
意
の
集
約
︑
政
権
の
安
定
︑
政
権
の
交
代
を
促
す
と
い
う
特
質
を
有
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
す
べ
て
の
政
党
や

候
補
者
に
議
席
獲
得
の
可
能
性
が
開
か
れ
て
お
り
︑
特
定
の
政
党
等
の
み
に
有
利
な
わ
け
で
は
な
い
︒
た
し
か
に
死
票
は
発
生
す
る
が
︑
死

票
は
い
か
な
る
選
挙
制
度
で
も
生
じ
る
も
の
で
あ
り
︑
中
選
挙
区
制
と
変
わ
り
は
な
い
︒
ま
た
︑
小
選
挙
区
制
は
︑
選
出
さ
れ
た
議
員
が
全
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国
民
の
代
表
で
あ
る
と
い
う
性
格
と
矛
盾
す
る
も
の
で
も
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
小
選
挙
区
制
は
国
会
の
裁
量
の
限
界
を
超
え
て
は
お
ら
ず
︑

憲
法
に
違
反
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
︵
最
高
裁
判
所

1999:1719︶︒

こ
う
し
た
最
高
裁
判
決
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
多
数
派
限
定
優
遇
式
比
例
代
表
制
は
日
本
国
憲
法
に
違
反
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
︑
と
判
断

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
多
数
派
限
定
優
遇
は
︑
比
例
代
表
制
の
下
で
民
意
を
集
約
し
︑
有
権
者
に
よ
る
政
権
交
代
・
政
権
選
択
を

可
能
に
す
る
と
い
う
特
質
を
有
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
多
数
派
優
遇
の
恩
恵
に
与
る
機
会
は
す
べ
て
の
政
党
に
開
か
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
多

数
派
優
遇
が
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
限
定
的
で
あ
る
だ
け
で
な
く
︑敗
北
し
た
政
党
連
合
等
に
も
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
議
席
が
保
障
さ
れ
る︵
少

数
派
優
遇
︶︒
比
例
性
を
歪
め
る
と
は
い
え
︑
小
選
挙
区
制
ほ
ど
で
は
な
い
︒
小
選
挙
区
制
で
は
︑
落
選
候
補
者
に
投
じ
ら
れ
た
票
は
す
べ
て

死
票
に
な
り
︑
そ
の
非
比
例
性
は
多
数
派
限
定
優
遇
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
小
選
挙
区
制
を
合
憲
と
判
断

し
た
第
三
五
号
判
決
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
多
数
派
限
定
優
遇
も
同
じ
よ
う
に
合
憲
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒

し
か
し
︑
選
挙
無
効
請
求
事
件
の
判
決
に
は
憲
法
学
界
か
ら
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
_
村
み
よ
子
は
︑
す
で
に
触
れ
た
よ

う
に
︑
最
高
裁
判
決
は
古
典
的
な
﹁
政
治
的
代
表
﹂
観
を
前
提
に
第
四
三
条
を
解
釈
し
て
い
る
た
め
︑
同
条
は
国
会
の
裁
量
権
に
た
い
す
る

厳
密
な
意
味
で
の
制
約
に
は
な
っ
て
は
い
な
い
と
批
判
す
る
︵
_
村

2002:227︶︒
こ
う
し
た
批
判
が
あ
る
以
上
︑
最
高
裁
判
決
に
倣
っ
た

論
証
を
し
た
だ
け
で
は
︑
憲
法
学
者
は
多
数
派
限
定
優
遇
式
比
例
代
表
制
の
合
憲
性
に
同
意
し
な
い
に
違
い
な
い
︒

二

二
段
階
審
査

そ
こ
で
︑
合
憲
判
断
の
説
得
力
を
高
め
る
た
め
に
︑
二
段
階
審
査
の
図
式
に
従
っ
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
︒
ま
ず
︑
不
平
等
な

取
り
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
か
否
か
で
あ
る
が
︑
た
し
か
に
︑
多
数
派
限
定
優
遇
式
比
例
代
表
制
で
も
﹁
一
人
一
票
﹂
の
原
則
は
堅
持
さ
れ

て
い
る
︒
ま
た
︑
私
の
制
度
設
計
の
よ
う
に
全
国
単
位
に
す
れ
ば
︵
O
kazaki2022:F
17︶︑
選
挙
区
間
の
定
数
／
有
権
者
数
の
相
違
に
起
因

す
る
﹁
一
票
の
較
差
﹂
は
存
在
し
え
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
選
挙
権
の
価
値
の
平
等
は
︑
機
会
と
い
う
点
で
は
確
保
さ
れ
て
い
る
︒
だ
が
︑
多
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数
派
限
定
優
遇
式
比
例
代
表
制
で
は
︑
勝
利
し
た
政
党
連
合
等
の
暫
定
議
席
数
が
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
︑
勝
利
し

た
政
党
連
合
等
が
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
議
席
を
獲
得
で
き
る
よ
う
に
︑
多
数
派
優
遇
議
席
を
追
加
配
分
す
る
︒
だ
が
︑
勝
利
し
た
政
党
連
合

等
の
暫
定
議
席
数
が
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
た
場
合
に
は
︑
逆
に
敗
北
し
た
政
党
連
合
等
が
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
議
席
を
獲
得
で
き
る
よ

う
に
︑
少
数
派
優
遇
議
席
を
追
加
配
分
す
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
多
数
派
限
定
優
遇
と
い
う
人
為
的
な
操
作
は
︑
法
の
下
の
平
等
を
定
め
た
憲
法
第
一
四
条
第
一
項
や
国
会
議
員
を
全
国
民
の
代
表
と

規
定
し
た
憲
法
第
四
三
条
第
一
項
に
反
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒
多
数
派
限
定
優
遇
の
下
で
は
︑
特
定
の
政
党
連
合
等
に
投
票
し
た
有
権
者

が
優
遇
さ
れ
る
た
め
︑
有
権
者
は
平
等
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
し
︑
衆
議
院
議
員
が
全
国
民
を
平
等
に
代
表
し
て
い
る
と
も

い
え
な
い
︒
た
し
か
に
︑
優
遇
さ
れ
る
有
権
者
や
政
党
が
固
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
次
の
選
挙
で
は
別
の
有
権
者
や
政
党
が
優
遇

さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
と
は
い
え
︑
人
為
的
な
操
作
に
よ
り
一
部
の
有
権
者
や
政
党
を
不
平
等
に
取
り
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
え
な

い
︒そ

れ
で
は
︑
多
数
派
限
定
優
遇
と
い
う
不
平
等
な
取
り
扱
い
を
も
た
ら
す
選
挙
制
度
に
︑
そ
れ
を
正
当
化
す
る
事
由
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒

ま
ず
︑
多
数
派
限
定
優
遇
の
目
的
の
正
当
性
を
検
討
す
れ
ば
︑
そ
の
目
的
は
︑
議
院
内
閣
制
の
下
で
政
権
選
択
と
民
意
反
映
を
両
立
さ
せ
る

こ
と
で
あ
る
︵
O
kazaki2019︶︒
こ
の
目
的
は
︑﹁
政
治
改
革
﹂
以
降
の
現
代
日
本
政
治
に
お
い
て
広
く
受
容
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
︒

た
し
か
に
︑
政
権
選
択
と
民
意
反
映
の
ど
ち
ら
を
優
先
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
点
で
は
相
違
が
あ
る
︒﹁
政
治
改
革
﹂
期
に
お
い
て
︑
細
川
連

立
政
権
は
︑
政
権
選
択
可
能
な
小
選
挙
区
制
の
定
数
を
二
五
〇
と
し
︑
民
意
反
映
可
能
な
比
例
代
表
制
の
定
数
を
同
じ
く
二
五
〇
と
し
︑
両

者
を
﹁
相
互
補
完
的
に
﹂
活
か
そ
う
と
し
た
︒
こ
れ
に
た
い
し
て
自
民
党
は
︑
政
権
選
択
可
能
な
小
選
挙
区
制
の
定
数
を
三
〇
〇
︑
民
意
反

映
可
能
な
比
例
代
表
制
の
定
数
を
一
七
一
と
し
︑
前
者
を
基
本
に
据
え
た
の
で
あ
る
︵
岡
﨑
2019:37-38
を
参
照
︶︒
こ
こ
で
注
意
す
べ
き

は
︑
自
民
党
も
比
例
代
表
制
に
小
選
挙
区
制
を
補
完
す
る
役
割
を
与
え
た
こ
と
で
あ
る
︒
現
在
も
︑
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
が
維
持
さ

れ
て
お
り
︑
政
権
選
択
と
民
意
反
映
の
両
立
と
い
う
こ
と
は
︑
依
然
と
し
て
共
有
さ
れ
た
価
値
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
う
で
あ
る
と
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す
れ
ば
︑
政
権
選
択
と
民
意
反
映
の
両
立
と
い
う
多
数
派
限
定
優
遇
の
目
的
も
ま
た
正
当
性
を
有
し
て
い
る
と
判
断
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

多
数
派
限
定
優
遇
と
い
う
手
段
に
関
し
て
は
︑
第
一
に
︑
そ
れ
が
政
権
選
択
と
民
意
反
映
の
両
立
と
い
う
目
的
に
適
合
的
で
あ
る
か
否
か

を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
︒
多
数
派
優
遇
式
比
例
代
表
制
を
採
用
し
た
イ
タ
リ
ア
の
経
験
は
︑
多
数
派
︵
限
定
︶
優
遇
式
が
二
大
連
合
政
党

制
の
形
成
を
促
進
し
︑
政
権
選
択
と
民
意
反
映
を
両
立
さ
せ
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
た
し
か
に
︑
二
〇
一
三
年
総
選
挙
で
は
五
つ
星
運

動
や
モ
ン
テ
ィ
連
合
が
台
頭
し
︑
二
大
連
合
政
党
制
が
成
立
せ
ず
︑
政
権
選
択
も
民
意
反
映
も
で
き
た
と
は
い
い
が
た
い
︒
し
か
し
二
〇
一

三
年
総
選
挙
は
︑
政
党
内
閣
の
下
で
の
総
選
挙
で
は
な
く
︑
イ
タ
リ
ア
の
深
刻
な
経
済
危
機
を
背
景
に
成
立
し
た
モ
ン
テ
ィ
非
政
治
家
内
閣

の
下
で
の
総
選
挙
と
い
う
︑
極
め
て
異
例
の
総
選
挙
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
二
大
連
合
政
党
制
が
成
立
し
な
か
っ
た
の
も
当
然
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
︵
O
kazaki2019:F
7
も
参
照
︶︒
こ
れ
に
た
い
し
て
︑
二
〇
〇
六
年
総
選
挙
や
二
〇
〇
八
年
総
選
挙
で
は
中
道
左
派
連
合
と
中
道

右
派
連
合
の
二
大
連
合
政
党
制
が
成
立
し
︑
有
権
者
は
政
党
だ
け
で
な
く
政
党
連
合
を
選
択
す
る
こ
と
も
で
き
︑
政
権
選
択
と
民
意
反
映
を

両
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
事
実
を
考
え
れ
ば
︑
多
数
派
︵
限
定
︶
優
遇
は
︑
政
権
選
択
と
民
意
反
映
と
い
う
目
的
を
達

成
す
る
の
に
有
効
で
あ
り
︑
適
合
性
審
査
を
通
過
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒

第
二
に
︑
政
権
選
択
と
民
意
反
映
の
両
立
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
︑
他
に
も
適
合
的
な
手
段
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
多
数

派
限
定
優
遇
よ
り
も
適
合
的
な
手
段
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
を
採
用
す
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
︒
最
も
有
望
な
代
替
案
は
︑
私
が
考
案

し
た
限
定
移
譲
式
比
例
代
表
制
で
あ
ろ
う
︒
そ
こ
で
は
︑
有
権
者
は
各
政
党
に
投
票
し
︑
議
席
は
各
政
党
の
得
票
に
比
例
し
て
配
分
さ
れ
る
︒

ど
の
政
党
も
過
半
数
の
票
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
︑
上
位
二
者
以
外
の
政
党
の
票
を
︑
そ
れ
ら
の
政
党
が
あ
ら
か
じ

め
示
し
て
い
た
順
位
に
従
い
︑
上
位
二
者
に
移
譲
す
る
︒
勝
利
し
た
政
党
の
代
表
が
首
相
に
就
任
し
︑
内
閣
を
組
閣
す
る
︒
勝
利
し
た
政
党

と
﹁
相
思
相
愛
﹂︵
相
互
に
票
の
移
譲
先
に
指
定
し
て
い
た
場
合
︶
の
政
党
は
入
閣
し
︑﹁
片
思
い
﹂
だ
っ
た
政
党
は
閣
外
協
力
す
る
︒
こ
の

限
定
移
譲
式
比
例
代
表
制
は
︑
政
権
選
択
と
民
意
反
映
を
両
立
さ
せ
る
よ
う
に
み
え
る
が
︑
完
全
で
は
な
い
︒
と
い
う
の
は
︑
首
相
や
与
党

に
関
し
て
は
と
も
か
く
政
策
に
関
し
て
は
︑
総
選
挙
後
に
有
権
者
の
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
で
決
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
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そ
れ
ゆ
え
︑
政
権
選
択
と
民
意
反
映
を
両
立
さ
せ
る
う
え
で
は
︑
限
定
移
譲
式
比
例
代
表
制
よ
り
も
多
数
派
限
定
優
遇
式
比
例
代
表
制
の
ほ

う
が
優
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
︵
O
kazaki2021)
(３
)

︒

第
三
に
︑
目
的
︵
政
権
選
択
と
民
意
反
映
の
両
立
︶
と
手
段
︵
多
数
派
限
定
優
遇
︶
の
均
衡
性
と
い
う
点
は
︑
ど
れ
く
ら
い
多
数
派
を
優

遇
す
る
か
次
第
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
第
一
位
の
政
党
連
合
等
に
三
分
の
二
の
議
席
を
配
分
す
る
と
す
れ
ば
︑
多
数
派
限
定
優
遇
の
目
的
で

あ
る
政
権
選
択
と
民
意
反
映
に
不
必
要
な
優
遇
議
席
を
配
分
す
る
こ
と
に
な
り
︑
様
々
な
副
作
用
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
︒
た
し
か
に
︑
多
数

派
優
遇
に
よ
っ
て
政
権
選
択
や
政
権
安
定
は
可
能
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
過
度
な
多
数
派
優
遇
の
せ
い
で
︑
民
意
反
映
と
い
う

目
的
は
達
成
で
き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
与
野
党
が
対
等
に
競
争
し
︑
時
に
政
権
交
代
を
起
こ
す
こ
と
も
難
し
く
な
る
で
あ
ろ
う
︒

さ
ら
に
︑
与
党
だ
け
で
議
員
の
除
名
︵
憲
法
第
五
八
条
第
二
項
︶︑
法
律
案
の
再
可
決
︵
憲
法
第
五
九
条
第
二
項
︶︑
憲
法
改
正
の
発
議
︵
憲

法
第
九
六
条
第
一
項
︶
を
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
︑
権
力
が
濫
用
さ
れ
る
お
そ
れ
も
生
じ
る
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
で
は
︑
ど
れ
く
ら
い
の
多

数
派
限
定
優
遇
で
あ
れ
ば
︑
均
衡
性
審
査
を
通
過
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
項
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒

三

多
数
派
限
定
優
遇
の
制
度
設
計

⑴

多
数
派
優
遇
の
最
大
値

ほ
と
ん
ど
の
憲
法
学
者
は
︑
イ
タ
リ
ア
の
ア
チ
ェ
ル
ボ
法
の
よ
う
に
︑
最
大
得
票
政
党
が
二
五
パ
ー
セ
ン

ト
以
上
を
得
票
し
た
場
合
︑
同
党
に
三
分
の
二
の
議
席
を
配
分
す
る
よ
う
な
極
端
な
多
数
派
優
遇
は
日
本
国
憲
法
に
違
反
す
る
と
判
断
す
る

に
違
い
な
い
︒
ク
ラ
ウ
ス
・
ポ
イ
ヤ
ー
は
前
／
非
民
主
主
義
体
制
に
お
け
る
多
数
派
優
遇
と
し
て
︑
フ
ァ
シ
ズ
ム
・
イ
タ
リ
ア
以
外
に
も
サ

ン
マ
リ
ノ
︑
ル
ー
マ
ニ
ア
︑
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
︑
パ
ラ
グ
ア
イ
の
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
︵
表
１
︶︒
こ
れ
ら
は
︑
形
式
的
に
は
多
数
派
優

遇
の
比
例
代
表
制
で
は
あ
る
が
︑
実
質
的
に
は
比﹅

例﹅

代﹅

表﹅

制﹅

で﹅

粉﹅

飾﹅

さ﹅

れ﹅

た﹅

多﹅

数﹅

派﹅

優﹅

遇﹅

制﹅

で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
︒

だ
が
︑
多
数
派
優
遇
が
比
例
代
表
制
を
逸
脱
し
な
い
た
め
の
基
準
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
私
の
考
え
で
は
︑
第
一
に
︑
多
数
派
限
定
優

遇
の
対
象
が
政
党
で
は
な
く
政
党
連
合
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
︵
政
党
連
合
の
基
準
︶︒
政
党
に
多
数
派
限
定
優
遇
を
付
与
す
る
仕
組
み
で
は
︑

― 12 ―



野
党
が
合
併
す
れ
ば
二
大
政
党
制
に
な
り
︑
そ
う
で
な
け
れ
ば
一
党
優
位
政
党
制
に
な

る
︒
そ
し
て
︑
二
大
政
党
制
で
は
多
様
な
民
意
を
反
映
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
︑
一

党
優
位
政
党
制
で
は
政
権
選
択
が
難
し
く
な
る
︒
他
方
︑
政
党
連
合
に
多
数
派
限
定
優

遇
を
付
与
す
る
仕
組
み
で
は
︑
野
党
は
一
つ
の
政
党
に
合
併
す
る
必
要
は
な
く
︑
単
に

政
党
連
合
を
組
め
ば
よ
い
︒
こ
の
場
合
︑政
権
選
択
と
民
意
反
映
を
両
立
さ
せ
や
す
い
︒

比
例
代
表
制
を
逸
脱
し
な
い
た
め
の
第
二
の
基
準
は
︑
与
野
党
の
議
席
数
に
極
端
な

差
が
生
じ
な
い
こ
と
で
あ
る
︵
議
席
差
の
基
準
︶︒
仮
に
政
党
連
合
型
を
採
用
し
た
と

し
て
も
︑
与
党
連
合
に
三
分
の
二
の
議
席
を
配
分
す
れ
ば
︑
与
党
連
合
等
の
議
席
数
は

野
党
連
合
等
の
議
席
数
の
二
倍
に
達
す
る
︒
そ
の
結
果
︑
そ
れ
以
降
の
総
選
挙
に
お
い

て
比
較
的
対
等
に
競
争
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
り
︑
政
権
選
択
の
で
き
な
い
一
連
合
優

位
政
党
制
に
な
る
可
能
性
が
高
い
︒
政
権
選
択
可
能
な
二
大
連
合
政
党
制
を
成
立
さ
せ

る
た
め
に
は
︑
多
数
派
優
遇
の
水
準
は
限
定
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
︒
許
容
さ
れ
る
の
は
︑せ
い
ぜ
い
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
差
︑

衆
議
院
の
定
数
を
四
〇
〇
人
と
し
た
場
合
に
は
︵
O
kazaki2022︶︑
二
四
〇
議
席
と
一

六
〇
議
席
と
い
う
差
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
こ
で
は
︑
与
党
連
合
等
の
議
席
数
は
野

党
連
合
等
の
議
席
数
の
一
・
五
倍
に
と
ど
ま
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
考
え
た
場

合
︑
私
の
提
案
す
る
多
数
派
限
定
優
遇
は
第
一
位
の
政
党
連
合
等
に
五
五
パ
ー
セ
ン
ト

︵
二
二
〇
議
席
︶
の
議
席
を
配
分
す
る
に
と
ど
ま
り
︑
し
か
も
少
数
派
優
遇
に
よ
っ
て
相

殺
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
比
例
代
表
制
を
逸
脱
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
︒
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表１ 前／非民主主義体制における多数派優遇の事例

(Poier: 2001: 312)

国 年 レベル 多数派優遇の高さ

イタリア 1923 年 国 最大得票政党が 25％以上を得票した場合、

同党に 2/3の議席。

サンマリノ 1926 年 国 最大得票政党に約 80％の議席。

ルーマニア 1926 年 国 最大得票政党が 40％以上を得票した場合、

同党に 1/2 の議席。

ユーゴスラヴィア 1931年 国 最大得票政党に 2/3の議席（後に 3/5の議席）。

同党が絶対多数を得票した場合、比例配分にも与る。

パラグアイ 1965 年 国 最大得票政党に 2/3の議席。



な
お
︑
五
一
パ
ー
セ
ン
ト
︵
二
〇
四
議
席
︶
と
四
九
パ
ー
セ
ン
ト
︵
一
九
六
議
席
︶
と
い
う
僅
差
で
は
︑
与
党
内
の
ご
く
少
数
の
欠
員
や

造
反
に
よ
っ
て
政
権
が
不
安
定
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
︒
ま
た
︑常
任
委
員
会
に
お
い
て
与
党
が
安
定
多
数
を
占
め
る
こ
と
も
難
し
く
な
る
︒

そ
れ
ゆ
え
︑
適
切
な
議
席
差
は
六
〇
：
四
〇
と
五
一
：
四
九
の
間
に
あ
る
こ
と
に
な
り
︑
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
︵
二
二
〇
議
席
︶
と
四
五
パ
ー

セ
ン
ト
︵
一
八
〇
議
席
︶
と
い
う
差
が
キ
リ
の
よ
い
数
字
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒

要
す
る
に
︑
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
多
数
派
限
定
優
遇
で
あ
れ
ば
︑
政
権
選
択
と
民
意
反
映
を
両
立
す
る
と
い
う

目
的
を
達
成
す
る
の
に
最
小
限
と
見
な
せ
る
非
比
例
性
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
︑
す
で
に
述
べ
た
深
刻
な
副
作
用
も
生
じ
に
く
く
な
る
で
あ
ろ

う
︒
す
な
わ
ち
︑
過
度
な
多
数
派
優
遇
の
せ
い
で
︑
民
意
反
映
を
達
成
で
き
な
く
な
る
こ
と
も
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
し
︑
政
権
選
択
が
不
可

能
に
な
る
こ
と
も
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
政
権
与
党
に
よ
っ
て
権
力
が
濫
用
さ
れ
る
お
そ
れ
も
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
ゆ
え
︑

五
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
多
数
派
限
定
優
遇
は
︑
均
衡
性
審
査
を
通
過
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒

⑵

最
低
得
票
率
の
導
入
の
是
非

そ
れ
で
も
︑
多
数
派
限
定
優
遇
式
比
例
代
表
制
に
た
い
し
て
は
︑
次
の
よ
う
な
批
判
が
生
じ
る
に
違

い
な
い
︒
イ
タ
リ
ア
の
二
〇
一
三
年
総
選
挙
の
よ
う
に
三
つ
巴
以
上
の
戦
い
と
な
り
︑
第
一
位
の
政
党
連
合
等
が
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
し

か
得
票
で
き
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
議
席
を
獲
得
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
︒
こ
う
し
た
多
数
派
優
遇
は
日
本
国

憲
法
に
違
反
す
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
︒
た
し
か
に
︑
こ
の
批
判
は
的
を
射
て
い
る
︒
そ
こ
で
︑
そ
う
し
た
事
態
を
回
避
す
る
た
め
に
︑
多

数
派
限
定
優
遇
式
比
例
代
表
制
に
最
低
得
票
率
を
導
入
す
る
こ
と
の
是
非
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒

た
し
か
に
︑
二
〇
一
五
年
選
挙
制
度
を
参
考
に
し
て
︑
政
党
連
合
型
の
最
低
得
票
率
と
決
戦
投
票
制
を
導
入
す
れ
ば
︑
極
端
な
多
数
派
優

遇
を
回
避
で
き
る
よ
う
に
も
み
え
る
︒
し
か
し
そ
こ
で
は
︑
大
政
党
に
政
党
連
合
を
組
ま
な
い
誘
因
を
付
与
す
る
場
合
が
あ
り
︑
そ
の
場
合

に
は
民
意
反
映
が
犠
牲
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
︒
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
最
低
得
票
率
が
導
入
さ
れ
て
お
り
︑
第
一
回
投
票
で
ど
の
政
党
連
合

等
も
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
得
票
で
き
そ
う
に
な
く
︑
そ
れ
ゆ
え
︑
上
位
二
者
に
よ
る
決
選
投
票
が
行
わ
れ
そ
う
な
状
況
を
想
像
し
て
ほ
し
い
︒

こ
の
場
合
︑
第
二
位
に
な
り
そ
う
な
政
党
︑
た
と
え
ば
中
道
左
派
政
党
は
︑
左
派
政
党
と
一
線
を
画
し
︑
決
選
投
票
に
賭
け
た
ほ
う
が
合
理
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的
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
す
れ
ば
︑
左
派
政
党
と
の
あ
い
だ
で
政
策
の
妥
協
を
し
た
り
︑
大
臣
等
の
ポ
ス
ト
を
分
け
合
っ
た
り
し
な
く
て
も
︑
決

選
投
票
に
お
い
て
左
派
政
党
の
支
持
者
か
ら
の
得
票
を
期
待
で
き
る
か
ら
で
あ
る
︒

こ
の
状
況
は
︑
政
権
選
択
と
民
意
反
映
の
両
立
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
︑
望
ま
し
い
と
は
い
え
な
い
︒
た
し
か
に
︑
決
選
投
票
で
は
過

半
数
の
票
を
獲
得
し
た
政
党
連
合
等
が
勝
利
す
る
た
め
︑
有
権
者
は
政
権
を
選
択
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
二
大
連
合
を
促
進
し
た
ほ

う
が
︑
有
権
者
が
政
権
選
択
で
き
る
だ
け
で
な
く
︑
よ
り
多
く
の
有
権
者
の
民
意
を
反
映
し
た
政
権
選
択
を
し
や
す
く
な
る
で
あ
ろ
う
︒
ま

た
︑
第
一
回
投
票
と
第
二
回
投
票
の
間
に
︑
第
二
位
と
第
三
位
と
の
連
立
協
議
が
進
み
︑
拙
速
な
連
立
合
意
︑
し
か
も
小
党
に
有
利
な
合
意

を
す
る
事
態
を
避
け
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑
最
低
得
票
率
を
導
入
す
る
の
で
は
な
く
︑
選
挙
を
繰
り
返
す

な
か
で
二
大
政
党
連
合
に
収
斂
す
る
こ
と
を
促
進
し
た
ほ
う
が
よ
い
︒
そ
れ
で
も
最
低
得
票
率
を
導
入
す
る
と
す
れ
ば
︑
首
長
選
挙
の
よ
う

に
低
く
設
定
し
︵
た
と
え
ば
有
効
投
票
総
数
の
四
分
の
一
︶︑
政
党
間
の
駆
け
引
き
が
生
じ
に
く
く
し
た
ほ
う
が
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

こ
れ
に
た
い
し
て
は
︑
別
の
形
態
の
最
低
得
票
率
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
︑
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
事
実
︑

ド
イ
ツ
の
政
治
学
者
フ
ォ
ル
カ
ー
・
ベ
ス
ト
は
︑
多
数
派
優
遇
の
比
例
代
表
制
に
︑
二
〇
一
五
年
選
挙
制
度
と
は
異
な
る
最
低
得
票
率
を
導

入
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
︒
ベ
ス
ト
の
制
度
設
計
で
は
︑
第
一
位
の
政
党
連
合
等
が
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
得
票
し
た
場
合
に
は
︑

五
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
議
席
を
配
分
す
る
が
︑
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
届
か
な
か
っ
た
場
合
に
は
多
数
派
優
遇
を
発
動
せ
ず
に
︑
得
票
に
比
例
し

て
議
席
を
配
分
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
︵
B
est
2015:99;B
est
2020:381︶︒

た
し
か
に
︑
ベ
ス
ト
の
制
度
設
計
で
あ
れ
ば
︑
過
度
な
非
比
例
性
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
加
え
て
︑
二
〇
一
五
年
選
挙

制
度
と
は
違
い
︑
決
選
投
票
の
コ
ス
ト
も
か
か
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
ベ
ス
ト
の
制
度
設
計
に
は
難
点
も
あ
る
︒
そ
の
難
点
と
は
︑

第
一
政
党
連
合
等
が
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
得
票
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
︑民
意
反
映
は
で
き
て
も
政
権
選
択
は
で
き
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
︒

そ
こ
で
は
︑
ど
の
政
党
連
合
等
も
過
半
数
の
議
席
を
獲
得
し
て
い
な
い
た
め
︑
総
選
挙
後
に
連
立
交
渉
が
始
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ

る
︒
し
か
も
︑
ど
の
政
党
連
合
等
も
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
す
る
か
ど
う
か
が
不
確
実
な
状
況
で
は
︑
小
政
党
に
は
︑
大
政
党
と
政
党
連
合
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を
組
ま
ず
に
多
数
派
優
遇
の
発
動
を
阻
止
す
る
と
い
う
誘
因
が
働
く
か
も
し
れ
な
い
︒
総
選
挙
後
の
連
立
交
渉
に
持
ち
込
む
こ
と
が
で
き
れ

ば
︑
大
政
党
に
自
党
の
要
求
を
の
ま
せ
や
す
く
な
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
う
な
れ
ば
︑
二
大
連
合
政
党
制
が
成
立
せ
ず
︑
有
権
者
は
政
権
選
択

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
︑
ベ
ス
ト
の
制
度
設
計
は
︑
政
権
選
択
と
民
意
反
映
を
両
立
さ
せ
る
制
度

と
し
て
は
中
途
半
端
で
あ
り
︑
採
用
す
べ
き
で
は
な
い
︒

第
三
節

阻
止
条
項
の
合
憲
性

一

阻
止
条
項
の
合
憲
性
問
題

次
に
︑
多
数
派
限
定
優
遇
式
比
例
代
表
制
に
阻
止
条
項
︱
︱
比
例
代
表
制
の
下
で
政
党
が
議
席
を
配
分
さ
れ
る
の
に
必
要
な
最
低
得
票
率

︱
︱
を
組
み
込
む
こ
と
が
日
本
国
憲
法
に
違
反
し
な
い
か
ど
う
か
を
検
討
し
た
い
︒
阻
止
条
項
を
採
用
す
れ
ば
︑
阻
止
さ
れ
た
小
党
に
投
票

さ
れ
た
票
は
議
席
に
反
映
さ
れ
ず
︑
そ
の
議
席
は
そ
れ
以
外
の
政
党
に
配
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
比
例
代
表
制
論
者
は
お
そ

ら
く
︑
阻
止
条
項
付
の
多
数
派
限
定
優
遇
の
下
で
は
︑
法
の
下
の
平
等
が
侵
害
さ
れ
︵
憲
法
第
一
四
条
第
一
項
違
反
︶︑
衆
議
院
議
員
が
全
国

民
を
平
等
に
代
表
し
て
い
な
い
︵
憲
法
第
四
三
条
第
一
項
違
反
︶
と
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
︒

ス
イ
ス
や
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
よ
う
に
阻
止
条
項
が
採
用
さ
れ
て
い
な
い
比
例
代
表
制
諸
国
も
あ
る
が
︑
ほ
と
ん
ど
の
比
例
代
表
制
諸
国
で

は
阻
止
条
項
が
採
用
さ
れ
て
い
る
︵
N
ohlen
2014:120-122︶︒
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
議
員
選
挙
で
は
︑
あ
る
政
党
が
連
邦
で
五
パ
ー

セ
ン
ト
を
得
票
す
る
か
︑
又
は
小
選
挙
区
で
三
議
席
を
獲
得
し
な
い
限
り
︑
そ
の
政
党
に
は
第
二
票
︵
政
党
票
︶
に
よ
る
議
席
配
分
は
な
さ

れ
な
い
と
い
う
阻
止
条
項
が
採
用
さ
れ
て
い
(４
)
る
︒
イ
タ
リ
ア
の
多
数
派
優
遇
式
比
例
代
表
制
︵
二
〇
〇
五
年
選
挙
制
度
︶
も
例
外
で
は
な
い
︒

イ
タ
リ
ア
代
議
院
議
員
選
挙
に
お
い
て
︑
あ
る
政
党
が
議
席
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
︑
次
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
︵
芦
田

2006:134︒
た
だ
し
︑
適
格
少
数
言
語
話
者
政
党
の
要
件
は
割
愛
す
る
︶︒
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①

あ
る
政
党
が
参
加
し
た
政
党
連
合
が
全
国
で
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
得
票
す
る
と
と
も
に
︑
全
国
で
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
得
票

し
た
政
党
を
含
ん
で
い
る
場
合
︑そ
の
政
党
が
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
得
票
し
て
い
る
こ
と
︑及
び
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
得
票
で
き
な
か
っ

た
政
党
連
合
内
政
党
の
う
ち
得
票
数
が
最
も
多
い
こ
と
︒

②

あ
る
政
党
が
参
加
し
た
政
党
連
合
が
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
得
票
で
き
な
か
っ
た
場
合
︑
そ
の
政
党
が
全
国
で
四
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を

得
票
し
て
い
る
こ
と
︒

③

あ
る
政
党
が
政
党
連
合
に
参
加
し
な
か
っ
た
場
合
︑
そ
の
政
党
が
全
国
で
四
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
得
票
し
て
い
る
こ
と
︒

こ
う
し
た
阻
止
条
項
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
二
〇
〇
六
年
総
選
挙
で
は
︑
二
極
化
と
と
も
に
小
党
分
立
が
目
立
っ
て
い
た
︒
キ
ア
ラ

モ
ン
テ
に
よ
れ
ば
︑
勝
利
の
可
能
性
を
高
め
る
た
め
に
政
党
連
合
に
小
党
を
加
え
る
誘
因
が
働
く
た
め
︑
多
数
派
優
遇
の
比
例
代
表
制
は
﹁
二

極
化
︵
bipolarism
o︶
と
小
党
分
立
︵
fram
m
entazione︶
の
デ
ィ
レ
ン
マ
﹂
を
免
れ
な
い
と
い
う
︵
C
hiaram
onte
2011:111-112︶︒
事

実
︑
小
党
の
連
立
離
脱
の
せ
い
で
︑
プ
ロ
ー
デ
ィ
内
閣
︵
中
道
左
派
連
合
︶
は
崩
壊
の
憂
き
目
に
あ
っ
た
︒
二
〇
〇
八
年
総
選
挙
で
は
︑
ベ

ル
ル
ス
コ
ー
ニ
が
率
い
る
中
道
右
派
連
合
も
︑
ベ
ル
ト
ロ
ー
ニ
が
率
い
る
中
道
左
派
連
合
も
小
党
を
排
除
し
た
た
め
︑
政
党
連
合
内
の
小
党

分
立
は
緩
和
さ
れ
た
も
の
の
︑
議
会
内
の
小
党
分
立
は
維
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
イ
タ
リ
ア
の
経
験
を
踏
ま
え
る
と
︑
日
本
で
多
数
派
限
定
優
遇
式
比
例
代
表
制
を
導
入
す
る
際
︑
当
然
に
も
︑
阻
止
条
項
の
導

入
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
周
知
の
よ
う
に
︑
衆
議
院
の
比
例
代
表
で
も
参
議
院
の
比
例
代
表
で
も
阻
止
条
項
は
導
入
さ
れ
て
い

な
い
︒
衆
議
院
の
場
合
に
は
ブ
ロ
ッ
ク
制
が
採
用
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
参
議
院
の
場
合
に
は
比
例
代
表
の
定
数
が
少
な
い
た
め
︑
事
実
上
の

阻
止
条
項
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
拙
稿
︵
O
kazaki2022︶
で
提
案
し
た
よ
う
に
︑
衆
議
院
の
定
数
を
四
〇
〇
人
︑
全
国

単
位
と
し
た
場
合
︑
わ
ず
か
〇
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
得
票
で
議
席
を
獲
得
す
る
可
能
性
が
あ
り
︑
小
党
分
立
の
お
そ
れ
が
あ
る
︒
そ
れ
ゆ

え
︑
小
党
分
立
を
回
避
し
て
政
権
の
安
定
を
図
る
た
め
に
は
︑
阻
止
条
項
を
採
用
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
︒
だ
が
︑
阻
止
条
項
を
導
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入
す
る
こ
と
は
日
本
国
憲
法
に
違
反
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒

ま
ず
最
初
に
確
認
す
べ
き
は
︑﹁
政
治
改
革
﹂
期
の
海
部
内
閣
案
で
は
比
例
代
表
に
二
パ
ー
セ
ン
ト
の
阻
止
条
項
が
設
定
さ
れ
︑
細
川
内
閣

案
で
も
比
例
代
表
に
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
阻
止
条
項
が
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
細
川
護
熙
首
相
は
一
九
九
三
年
一
〇
月
一
三
日
の
衆

議
院
本
会
議
に
お
い
て
︑
阻
止
条
項
は
法
の
下
の
平
等
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
野
党
・
自
民
党
の
鹿
野
道
彦
の
質
疑
に
た
い
し
て
︑

次
の
よ
う
に
答
弁
し
て
い
る
︒
細
川
に
よ
れ
ば
︑

三
％
の
い
わ
ゆ
る
阻
止
条
項
を
設
け
て
お
り
ま
す
の
は
︑
政
権
を
争
う
政
党
間
の
政
策
論
議
の
場
で
あ
る
衆
議
院
が
小
党
分
立
に
な
る
の

を
防
い
で
い
こ
う
と
い
う
観
点
か
ら
の
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
︑
全
国
単
位
の
比
例
代
表
制
と
い
う
選
挙
制
度
の
特
性
を
踏
ま
え
た
必
要

か
つ
合
理
的
な
制
約
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
︒
合
理
的
な
制
約
で
あ
る
限
り
︑
法
の
も
と
の
平
等
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と

い
う
認
識
で
ご
ざ
い
ま
す
︒︵
衆
議
院

1993:11︶

さ
ら
に
︑
大
出
峻
郎
・
内
閣
法
制
局
長
官
も
一
一
月
四
日
の
衆
議
院
政
治
改
革
調
査
特
別
委
員
会
に
お
い
て
︑
阻
止
条
項
の
合
憲
性
に
関

す
る
内
閣
法
制
局
の
見
解
を
求
め
た
与
党
・
新
生
党
の
岡
田
克
也
に
た
い
し
て
︑
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
阻
止
条
項
が
合
憲
で
あ
る
と
答
弁
し
て

い
る
︒
大
出
に
よ
れ
ば
︑

今
回
の
政
府
案
で
は
︑
全
国
を
単
位
と
し
て
比
例
代
表
選
挙
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
い
わ
ゆ
る
阻
止
条
項
と
い
う
も
の
を

設
け
な
い
場
合
に
は
︑
極
め
て
支
持
基
盤
が
小
さ
い
政
党
が
多
数
︑
わ
ず
か
な
議
席
を
獲
得
す
る
と
い
う
結
果
を
生
ず
る
可
能
性
が
あ
り

得
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
︑
政
治
の
安
定
等
の
観
点
か
ら
︑
政
権
を
争
う
政
党
間
の
政
策
論
議
の
場
で
あ
る
衆
議
院
が
多
数
の
小
さ
い

政
党
に
分
裂
す
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
︑
政
府
案
に
お
き
ま
し
て
は
︑
一
定
の
得
票
率
を
得
た
政
治
団
体
に
限
っ
て
議
席
を
配
分
す
る
こ
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と
と
し
た
も
の
と
承
知
を
い
た
し
て
お
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
︒
／
こ
の
よ
う
に
︑
今
回
の
政
府
案
に
お
い
て
一
定
の
得
票
率
に
よ
る
阻
止

条
項
を
設
け
た
こ
と
は
︑
衆
議
院
の
選
挙
に
全
国
を
単
位
と
す
る
比
例
代
表
制
を
導
入
す
る
に
際
し
て
の
必
要
か
つ
合
理
的
な
理
由
に
基

づ
く
も
の
で
あ
り
ま
し
て
︑
そ
う
い
う
意
味
で
︑
憲
法
上
特
段
の
問
題
は
生
じ
な
い
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
︒

︵
衆
議
院
政
治
改
革
調
査
特
別
委
員
会

1993:3︶

こ
の
答
弁
で
は
憲
法
の
条
項
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
同
日
に
な
さ
れ
た
野
党
・
共
産
党
の
正
森
成
二
の
質
疑
に
た
い
し
て
は
︑
阻
止
条

項
は
憲
法
第
一
五
条
第
一
項
に
反
し
な
い
と
答
弁
し
て
い
る
︵
衆
議
院
政
治
改
革
調
査
特
別
委
員
会

1993:34︶︒
情
報
公
開
請
求
し
た
と

こ
ろ
︑
内
閣
法
制
局
は
︑
阻
止
条
項
が
選
挙
権
の
平
等
を
侵
害
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
正
森
の
質
疑
予
告
に
た
い
し
て
︑
そ
れ

が
憲
法
第
一
四
条
第
一
項
や
憲
法
第
四
四
条
但
書
に
違
反
し
な
い
と
い
う
答
弁
を
用
意
し
て
い
た
︒
他
方
︑
阻
止
条
項
は
政
治
団
体
間
の
差

別
や
選
挙
人
間
の
差
別
に
当
た
り
︑
憲
法
第
一
四
条
第
一
項
に
違
反
し
な
い
の
か
と
い
う
岡
田
の
質
疑
予
告
に
た
い
し
て
は
︑
阻
止
条
項
は

第
一
四
条
第
一
項
に
違
反
し
な
い
と
す
る
答
弁
を
用
意
し
︑
公
務
員
の
選
定
罷
免
権
を
定
め
た
憲
法
第
一
五
条
第
一
項
に
違
反
し
な
い
か
と

い
う
岡
田
の
質
疑
予
告
に
た
い
し
て
は
︑
阻
止
条
項
は
憲
法
第
一
五
条
第
一
項
に
違
反
し
な
い
と
い
う
答
弁
を
用
意
し
て
い
(５
)
た
︒

さ
て
︑
こ
の
よ
う
に
内
閣
法
制
局
の
法
解
釈
を
踏
ま
え
︑
首
相
と
内
閣
法
制
局
長
官
が
阻
止
条
項
の
合
憲
性
を
明
言
し
た
以
上
︑
そ
の
事

実
を
重
く
受
け
止
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
に
た
い
し
て
は
︑
阻
止
条
項
の
合
憲
性
を
最
終
的
に
判
断
す
る
権
限
を
有
す
る
の
は
最
高
裁

で
あ
る
と
い
う
批
判
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
︒
た
し
か
に
そ
の
通
り
で
は
あ
る
が
︑
阻
止
条
項
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
こ
と
が
な
い
以
上
︑
内

閣
法
制
局
長
官
が
﹁
憲
法
上
特
段
の
問
題
は
生
じ
な
い
﹂
と
答
弁
し
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
︒
近
年
︑
内
閣
法
制
局
を
通
過
し
た
法
律
に

た
い
し
て
最
高
裁
が
違
憲
判
決
を
下
す
こ
と
が
増
え
て
い
る
も
の
の
︑﹁
内
閣
法
制
局
が
最
高
裁
に
代
わ
っ
て
︑
事
実
上
︑
最
終
の
違
憲
立
法

審
査
を
行
っ
て
い
る
﹂︵
西
川

2002:178︶
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

さ
て
︑
引
用
文
に
示
し
た
よ
う
に
︑
大
出
峻
郎
・
内
閣
法
制
局
長
官
は
︑
全
国
単
位
の
比
例
代
表
制
に
お
い
て
阻
止
条
項
を
採
用
す
る
こ
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と
は
︑﹁
政
治
の
安
定
等
﹂
の
観
点
か
ら
﹁
必
要
か
つ
合
理
的
﹂
で
あ
る
と
し
て
い
た
が
︑
第
八
次
選
挙
制
度
審
議
会
の
四
月
答
申
も
︑
比
例

代
表
制
に
は
小
党
分
立
と
な
り
政
権
が
不
安
定
に
な
り
や
す
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
小
選
挙
区
制

を
活
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
︵
選
挙
制
度
審
議
会

1990:4-5︶︒
私
の
提
案
す
る
多
数
派
限
定
優
遇
式
比
例
代
表
制
に
お
け
る
阻
止
条
項
も
︑

全
国
単
位
の
比
例
代
表
制
に
お
け
る
小
党
分
立
を
防
い
で
政
権
を
安
定
さ
せ
る
と
い
う
目
的
を
有
し
て
い
る
︒
現
行
の
並
立
制
の
基
礎
に

な
っ
た
四
月
答
申
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
こ
の
目
的
は
﹁
正
当
﹂
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑
そ
の
手
段
と
し
て
阻
止
条
項
を
活
用
す
る
こ
と
は
︑
ド
イ
ツ
を
は
じ
め
と
す
る
民
主
主
義
国
で
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ

ば
︑﹁
相
応
の
合
理
性
﹂
を
有
す
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
︒
し
か
も
︑
海
部
内
閣
案
や
細
川
内
閣
案
で
は
︑
阻
止
条
項
は
衆
議
院
の
一
部
の
議

席
︵
比
例
代
表
︶
を
対
象
と
し
て
い
た
の
に
た
い
し
て
︑
私
の
案
で
は
︑
阻
止
条
項
は
衆
議
院
の
全
部
の
議
席
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
︑

小
党
乱
立
を
防
ぐ
こ
と
の
必
要
性
と
合
理
性
は
︑
海
部
内
閣
案
や
細
川
内
閣
案
に
比
べ
て
も
大
き
い
︒

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
︑
阻
止
条
項
は
︑
国
会
の
裁
量
権
の
範
囲
を
超
え
る
も
の
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
日
本
国
憲
法
に
違
反
す
る

と
は
い
え
な
い
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒

二

二
段
階
審
査

内
閣
法
制
局
が
阻
止
条
項
を
合
憲
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
以
上
︑
こ
れ
以
上
検
討
を
加
え
る
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
︑
阻
止
条

項
の
合
憲
性
判
断
を
補
強
す
る
た
め
︑
多
数
派
限
定
優
遇
の
場
合
と
同
様
に
︑
阻
止
条
項
も
二
段
階
審
査
の
俎
上
に
載
せ
る
こ
と
に
し
た
い
︒

ま
ず
︑
阻
止
条
項
が
一
部
の
有
権
者
や
政
党
を
不
平
等
に
取
り
扱
っ
て
い
る
か
否
か
で
あ
る
が
︑
阻
止
条
項
は
人
為
的
に
小
党
の
議
席
を
奪

い
︑
そ
の
議
席
を
そ
れ
以
外
の
政
党
に
配
分
す
る
︒
た
し
か
に
客
観
的
基
準
を
定
め
て
お
り
︑
恣
意
的
に
小
党
の
議
席
を
奪
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
う
し
た
人
為
的
な
操
作
の
せ
い
で
︑
阻
止
さ
れ
た
小
政
党
と
そ
れ
に
投
票
し
た
有
権
者
を
不
平
等
に
取
り
扱
っ
て

い
る
こ
と
は
否
定
し
よ
う
が
な
い
︒

― 20 ―



そ
れ
で
は
︑
そ
う
し
た
不
平
等
な
取
り
扱
い
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
多
数
派
限
定
優
遇
式
比
例
代
表
制
に
お
け

る
阻
止
条
項
の
目
的
は
︑
全
国
単
位
の
比
例
代
表
制
に
お
い
て
小
党
分
立
を
防
い
で
政
権
の
安
定
を
図
る
こ
と
で
あ
る
︒
す
で
に
み
た
よ
う

に
︑
第
八
次
選
挙
制
度
審
議
会
答
申
は
︑
併
用
制
で
は
な
く
並
立
制
を
選
択
す
る
論
拠
と
し
て
で
は
あ
っ
た
が
︑
小
党
分
立
の
防
止
と
政
権

の
安
定
と
い
う
目
的
を
設
定
し
て
い
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
小
党
分
立
の
防
止
と
政
権
の
安
定
と
い
う
目
的
は
正
当
な
目
的
で
あ
る
と
判
断
し
て

よ
い
で
あ
ろ
う
︒
だ
が
︑
小
党
分
立
を
防
い
で
政
権
の
安
定
を
図
る
と
い
う
目
的
が
正
当
で
あ
る
と
し
て
も
︑
適
合
性
・
必
要
性
・
均
衡
性

と
い
う
審
査
を
通
過
で
き
な
け
れ
ば
︑
阻
止
条
項
と
い
う
手
段
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

第
一
に
︑
阻
止
条
項
と
い
う
手
段
は
︑
小
党
分
立
を
避
け
て
政
権
の
安
定
を
図
る
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
の
に
適
合
的
な
の
で
あ
ろ
う

か
︒
周
知
の
よ
う
に
︑
ド
イ
ツ
を
は
じ
め
と
す
る
比
例
代
表
制
諸
国
は
︑
小
党
分
立
を
避
け
る
た
め
に
阻
止
条
項
を
採
用
し
︑
議
会
に
お
け

る
政
党
数
を
抑
制
し
て
い
る
︒
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
で
は
︑
連
邦
議
会
に
議
席
を
獲
得
し
た
政
党
は
︑
一
九
四
九
年
総
選
挙
︵
州
五
パ
ー
セ
ン

ト
又
は
一
議
席
︶
で
は
一
一
党
だ
っ
た
が
︑
一
九
五
三
年
総
選
挙
︵
全
国
五
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
一
議
席
︶
で
は
六
党
︑
一
九
五
七
年
総
選
挙

︵
全
国
五
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
三
議
席
︶
で
は
四
党
︑
一
九
六
一
年
総
選
挙
︵
同
上
︶
で
は
三
党
へ
と
急
減
し
た
の
で
あ
る
︵
Jesse
1985:222-

226,246-247︶︒

理
論
的
に
考
え
て
も
︑
阻
止
条
項
に
は
︑
モ
ー
リ
ス
・
デ
ュ
ベ
ル
ジ
ェ
が
小
選
挙
区
制
で
指
摘
し
た
機
械
的
効
果
と
心
理
的
効
果
と
同
様

の
効
果
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
︒
ま
ず
︑
阻
止
条
項
が
定
め
る
敷
居
に
達
し
な
か
っ
た
政
党
に
は
︑
議
席
が
配
分
さ
れ
な
い
︒
こ
う
し
た
機
械

的
効
果
に
加
え
て
︑
阻
止
条
項
の
心
理
的
効
果
も
期
待
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
阻
止
条
項
が
あ
る
せ
い
で
小
政
党
の
側
で
は
合
併
の
誘
因
が
働

く
と
と
も
に
︑
有
権
者
の
側
で
も
︑
敷
居
に
達
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
な
い
小
政
党
に
は
投
票
し
な
い
誘
因
が
作
用
す
る
︒
そ
し
て
︑
こ
う

し
た
心
理
的
効
果
を
通
じ
て
︑
敷
居
に
達
し
な
い
小
政
党
へ
の
投
票
が
低
下
し
︑
機
械
的
効
果
が
発
揮
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
る
で
あ
ろ

う
︒
阻
止
条
項
は
︑
こ
う
し
た
機
械
的
効
果
と
心
理
的
効
果
を
通
じ
て
︑
小
党
分
立
を
避
け
る
の
に
寄
与
す
る
で
あ
ろ
(６
)
う
︒
こ
の
事
実
を
踏

ま
え
れ
ば
︑
阻
止
条
項
の
適
合
性
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
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第
二
に
︑
阻
止
条
項
が
目
的
達
成
の
た
め
に
適
切
な
手
段
だ
っ
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
以
上
に
適
合
的
な
手
段
が
あ
れ
ば
︑
阻
止
条
項
を
正

当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
最
も
有
力
な
代
替
案
は
︑
ブ
ロ
ッ
ク
制
で
あ
ろ
う
︵
自
由
法
曹
団
・
衆
院
比
例
定
数
削
減
阻
止
対
策
本
部
編

2011:11︶︒
衆
議
院
の
比
例
代
表
選
挙
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
ブ
ロ
ッ
ク
制
を
採
用
し
て
選
挙
区
定
数
を
小
さ
く
す
れ
ば
︑
小
党
排
除

効
果
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
ブ
ロ
ッ
ク
制
は
︑
定
数
に
よ
っ
て
事
実
上
の
敷
居
が
変
わ
っ
て
く
る
︒
実
際
︑
定
数
が
三
〇
の
近
畿

ブ
ロ
ッ
ク
と
︑
定
数
が
六
の
四
国
ブ
ロ
ッ
ク
で
は
︑
事
実
上
の
阻
止
条
項
は
大
き
く
異
な
る
︒
仮
に
︑
事
実
上
の
阻
止
条
項
を
想
定
し
て
︑

そ
れ
に
適
合
的
な
定
数
を
定
め
る
と
す
れ
ば
︑
阻
止
条
項
を
導
入
し
て
い
る
の
と
実
質
的
に
変
わ
ら
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
全
国
単
位
の
ま
ま

小
党
乱
立
を
防
ぐ
手
段
と
し
て
は
︑
阻
止
条
項
よ
り
も
適
合
的
な
も
の
は
な
く
︑
阻
止
条
項
と
い
う
手
段
は
必
要
性
審
査
を
通
過
す
る
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
︒

だ
が
︑
た
と
え
ば
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
阻
止
条
項
で
あ
れ
ば
︑
目
的
を
達
成
す
る
の
に
必
要
で
あ
る
以
上
の
不
平
等
を
も
た
ら
し
︑
均
衡

性
審
査
を
通
過
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
︒
い
っ
た
い
何
パ
ー
セ
ン
ト
の
阻
止
条
項
で
あ
れ
ば
︑
均
衡
性
審
査
を
通
過
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

こ
の
点
は
項
を
改
め
て
検
討
し
た
い
︒

三

阻
止
条
項
の
制
度
設
計

⑴

阻
止
条
項
の
最
大
値

阻
止
条
項
自
体
が
適
合
性
と
必
要
性
の
審
査
を
通
過
し
た
と
し
て
も
︑
目
的
︵
小
党
分
立
の
防
止
と
政
権
の

安
定
︶
を
達
成
す
る
の
に
必
要
な
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
を
超
え
て
い
れ
ば
︑
そ
の
阻
止
条
項
は
違
憲
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
均
衡
性
審
査
を
通

過
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
で
は
︑
何
パ
ー
セ
ン
ト
の
得
票
率
で
あ
れ
ば
︑
最
低
限
の
阻
止
条
項
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ

の
問
い
に
た
い
し
て
は
︑
政
治
制
度
全
体
に
お
け
る
議
会
の
位
置
や
︑
そ
の
国
の
政
治
史
に
よ
っ
て
も
左
右
さ
れ
る
た
め
︑
一
概
に
は
答
え

ら
れ
な
い
︒
だ
が
︑
ド
イ
ツ
に
お
い
て
五
パ
ー
セ
ン
ト
︵
又
は
三
議
席
︶
の
阻
止
条
項
が
設
定
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
︑
欧
州
議
会
で
も

五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
阻
止
条
項
が
許
容
さ
れ
て
い
る
︵
F
arrelland
Scully
2007:74︶
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
お
そ
ら
く
五
パ
ー
セ
ン
ト
の

― 22 ―



阻
止
条
項
も
合
憲
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
︒

た
だ
し
︑
阻
止
条
項
を
採
用
し
た
こ
と
の
な
い
日
本
で
は
︑
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
阻
止
条
項
は
社
会
的
合
意
を
得
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
︒

ま
た
︑
そ
れ
以
上
に
重
要
な
点
で
あ
る
が
︑
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
阻
止
条
項
で
は
新
党
の
新
規
参
入
を
阻
害
し
て
し
ま
い
︑
健
全
な
政
党
政
治

を
困
難
に
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
こ
で
︑
海
部
内
閣
案
の
二
パ
ー
セ
ン
ト
︑
細
川
内
閣
案
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
も
踏
ま
え
︑
全
国
得

票
率
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
阻
止
条
項
を
提
案
し
た
い
︵
議
席
数
で
は
四
〇
〇
人
中
八
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
︶︒

第
一
に
︑
得
票
率
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
数
字
は
公
職
選
挙
法
等
を
根
拠
に
し
て
い
る
︒
法
律
ご
と
に
若
干
の
相
違
が
あ
る
が
︑
公
職
選

挙
法
等
で
は
︑
政
党
の
要
件
と
し
て
︑
国
会
議
員
五
人
以
上
と
い
う
要
件
に
加
え
て
︑
直
近
の
衆
院
選
の
小
選
挙
区
若
し
く
は
比
例
代
表
︑

又
は
直
近
︵
＋
直
近
の
直
近
の
︶
参
院
選
の
選
挙
区
若
し
く
は
比
例
代
表
に
お
け
る
得
票
率
が
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
い
う
要
件
が
規
定
さ

れ
て
い
る
︵
公
職
選
挙
法
第
八
六
条
第
一
項
︑
第
八
六
条
の
二
第
一
項
︑
第
八
六
条
の
三
第
一
項
︑
第
一
五
〇
条
第
一
項
︑
政
治
資
金
規
正

法
第
三
条
第
二
項
︑
政
党
助
成
法
第
二
条
第
一
項
︑
政
党
法
人
格
付
与
法
第
三
条
第
一
項
を
参
照
︶︒
近
年
で
は
︑
社
民
党
や
Ｎ
Ｈ
Ｋ
党
が
国

会
議
員
五
人
以
上
と
い
う
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
得
票
率
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
要
件
を
満
た
し
て
︑
公
職
選
挙
法

等
上
の
政
党
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
数
字
は
日
本
政
治
に
定
着
し
て
お
り
︑
こ
の
数
字
を
阻
止
条

項
に
適
用
し
た
と
し
て
も
異
論
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
︒

第
二
に
︑
国
会
内
の
規
則
に
照
ら
し
て
も
二
パ
ー
セ
ン
ト
︵
八
人
︶
が
厳
し
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
党
首
討
論
の
要
件

は
︑
衆
議
院
の
定
数
が
四
六
五
人
︑
参
議
院
の
定
数
が
二
四
八
人
の
と
こ
ろ
︑
衆
議
院
又
は
参
議
院
に
お
い
て
所
属
議
員
が
一
〇
人
以
上
の

野
党
会
派
の
党
首
と
な
っ
て
い
る
︵
早
坂

2018:100︶︒
衆
議
院
議
員
一
〇
人
と
い
う
の
は
︑
衆
議
院
議
員
の
二
・
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
当

た
る
︒
議
案
発
議
の
要
件
は
さ
ら
に
厳
し
く
︑
衆
議
院
で
は
二
〇
人
以
上
︑
参
議
院
で
は
一
〇
人
以
上
の
賛
成
が
必
要
で
あ
る
︒
予
算
を
伴

う
法
律
案
を
発
議
す
る
に
は
︑
衆
議
院
で
は
五
〇
人
以
上
︑
参
議
院
で
は
二
〇
人
以
上
の
賛
成
が
必
要
で
あ
る
︵
国
会
法
第
五
六
条
第
一
項
︶︒

二
パ
ー
セ
ン
ト
︵
八
人
︶
と
い
う
数
字
は
︑
党
首
討
論
や
議
案
発
議
の
要
件
よ
り
も
緩
や
か
な
の
で
あ
る
︒
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た
だ
し
︑
新
党
の
新
規
参
入
を
不
可
能
に
し
な
い
た
め
に
︑
政
党
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
政
治
団
体
に
も
︑
一
定
数
の
署
名
な
ど
を
条

件
に
︑
候
補
者
名
簿
を
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
し
た
工
夫
を
凝
ら
し
た
う
え
で
あ
れ
ば
︑
二
パ
ー
セ
ン

ト
の
阻
止
条
項
は
︑
小
党
乱
立
の
防
止
と
政
権
の
安
定
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
の
に
最
低
限
の
水
準
と
ど
ま
っ
て
お
り
︑
新
党
の
新
規
参

入
を
事
実
上
不
可
能
に
す
る
と
い
う
副
作
用
も
生
じ
に
く
い
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
二
パ
ー
セ
ン
ト
の
阻
止
条
項
で
あ
れ
ば
︑
均
衡
性
審

査
を
通
過
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
(７
)
う
︒

も
ち
ろ
ん
︑
二
パ
ー
セ
ン
ト
の
阻
止
条
項
で
は
小
党
乱
立
の
防
止
と
政
権
の
安
定
と
い
う
目
的
を
十
分
に
達
成
で
き
ず
に
︑
三
パ
ー
セ
ン

ト
な
い
し
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
引
き
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
︑
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
ワ
ン

ク
ッ
シ
ョ
ン
が
あ
れ
ば
︑
小
党
も
敷
居
の
高
い
阻
止
条
項
に
適
応
す
る
た
め
の
猶
予
期
間
を
与
え
ら
れ
︑
大
政
党
に
合
流
し
た
り
小
党
同
士

で
合
併
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
結
果
︑
小
党
を
排
除
す
る
と
い
う
副
作
用
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
︒

⑵

二
種
類
の
阻
止
条
項
の
是
非

次
に
問
題
と
な
る
の
は
︑
イ
タ
リ
ア
の
よ
う
に
︑
政
党
連
合
に
参
加
し
た
政
党
の
阻
止
条
項
を
低
く

設
定
す
る
こ
と
で
︑
政
党
連
合
を
促
進
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
か
否
か
で
あ
る
︒
す
で
に
見
た
よ
う
に
︑
イ
タ
リ
ア
の
二
〇
〇
五
年
選
挙
制

度
で
は
︑
政
党
連
合
に
参
加
し
な
い
場
合
に
は
︑
阻
止
条
項
は
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
が
︑
政
党
連
合
に
参
加
し
た
場
合
に
は
︑
阻
止
条

項
が
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
る
可
能
性
が
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
区
別
は
理
に
適
っ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒

た
し
か
に
︑
私
の
多
数
派
限
定
優
遇
式
比
例
代
表
制
に
お
い
て
︑
政
党
連
合
に
参
加
し
た
政
党
の
阻
止
条
項
を
半
分
︵
一
パ
ー
セ
ン
ト
︶

に
設
定
す
れ
ば
︑
小
党
が
政
党
連
合
に
参
加
す
る
誘
因
を
高
め
︑
二
大
連
合
政
党
制
を
促
進
す
る
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
イ
タ
リ
ア
の
経
験

が
示
し
て
い
る
よ
う
に
︑
政
党
連
合
に
参
加
し
た
政
党
の
阻
止
条
項
を
半
分
に
し
た
場
合
︑
与
党
連
合
内
部
に
多
数
の
小
党
が
含
ま
れ
て
政

権
が
不
安
定
に
な
る
か
︑
不
安
定
に
な
ら
な
い
と
し
て
も
与
党
内
の
調
整
が
難
し
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
︒
む
し
ろ
︑
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
統

一
し
て
小
党
に
合
併
を
促
し
た
ほ
う
が
︑
与
党
だ
け
で
な
く
野
党
の
小
党
分
立
も
避
け
る
こ
と
が
で
き
︑
政
治
の
安
定
を
も
た
ら
す
の
で
は
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な
い
だ
ろ
う
か
︒

加
え
て
︑
政
党
連
合
に
参
加
し
た
政
党
の
敷
居
を
半
分
︵
一
パ
ー
セ
ン
ト
︶
に
設
定
し
た
場
合
︑
政
党
助
成
法
︑
政
治
資
金
規
正
法
︑
公

職
選
挙
法
︵
選
挙
運
動
関
連
︶
に
お
け
る
政
党
要
件
も
そ
れ
に
合
わ
せ
て
︑
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
特
例
を
設
け
る
必
要
が
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
︒

も
ち
ろ
ん
︑
そ
う
す
る
こ
と
も
選
択
肢
の
一
つ
で
は
あ
ろ
う
が
︑
い
た
ず
ら
に
制
度
を
複
雑
に
し
な
い
た
め
に
も
︑
政
党
連
合
に
参
加
し
た

場
合
で
も
︑
阻
止
条
項
は
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
設
定
し
て
お
い
た
ほ
う
が
賢
明
で
あ
ろ
う
︒

い
ず
れ
に
し
て
も
︑
二
パ
ー
セ
ン
ト
の
阻
止
条
項
で
あ
れ
ば
︑
目
的
を
達
成
す
る
の
に
最
低
限
の
水
準
に
と
ど
ま
り
︑
均
衡
性
審
査
を
通

過
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒

第
四
節

結
論

本
稿
で
は
︑多
数
派
限
定
優
遇
式
比
例
代
表
制
に
向
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
日
本
国
憲
法
違
反
の
疑
念
を
払
拭
す
る
こ
と
を
試
み
た
︒
ま
ず
︑

多
数
派
限
定
優
遇
は
︑
小
選
挙
区
制
を
合
憲
と
判
断
し
た
最
高
裁
判
決
に
照
ら
し
て
日
本
国
憲
法
に
違
反
し
な
い
だ
け
で
な
く
︑
よ
り
厳
格

な
二
段
階
審
査
に
か
け
て
も
日
本
国
憲
法
に
違
反
し
な
い
︒
そ
れ
に
関
連
し
て
︑
ベ
ス
ト
の
提
案
を
批
判
し
︑
多
数
派
限
定
優
遇
を
発
動
す

る
要
件
と
し
て
最
低
得
票
率
を
導
入
す
べ
き
で
は
な
い
と
も
論
じ
た
︒
次
に
︑
多
数
派
限
定
優
遇
式
比
例
代
表
制
に
二
パ
ー
セ
ン
ト
の
阻
止

条
項
を
採
用
す
る
こ
と
も
︑
内
閣
法
制
局
の
法
解
釈
に
照
ら
し
て
日
本
国
憲
法
に
違
反
し
な
い
だ
け
で
な
く
︑
よ
り
厳
格
な
二
段
階
審
査
に

か
け
て
も
日
本
国
憲
法
に
違
反
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
︒
憲
法
学
者
は
︑
こ
う
し
た
憲
法
判
断
に
た
い
し
て
異
論
を
提
示
す
る
か
も
し
れ

な
い
︒
本
稿
が
政
治
学
者
に
よ
る
憲
法
解
釈
で
あ
る
以
上
︑
当
然
︑
様
々
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
に
違
い
な
い
︒
憲
法
学
者
に
よ
る
御
批
正

を
た
ま
わ
り
た
い
︒
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＊

本
稿
は
︑
科
学
研
究
費
補
助
金
︵
JP20K
01478︶
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
本
稿
の
草
稿
は
︑
二
〇
二
二
年
九
月
一
六
日
の
九
州
大
学
政
治
研
究
会
︑

一
〇
月
七
日
の
民
主
主
義
理
論
研
究
会
で
報
告
し
た
︒
ま
た
︑
統
治
機
構
論
を
専
門
と
す
る
同
僚
の
赤
坂
幸
一
教
授
と
高
橋
雅
人
准
教
授
の
ほ
か
︑
匿
名

の
査
読
者
︑
鎌
田
厚
志
さ
ん
︑
岡
﨑
明
子
さ
ん
か
ら
も
有
益
な
ご
助
言
を
い
た
だ
い
た
︒
記
し
て
感
謝
し
た
い
︒
言
う
ま
で
も
な
く
︑
本
稿
に
含
ま
れ
る
誤

り
は
す
べ
て
私
に
帰
す
る
︒

注︵
１
︶
ド
イ
ツ
の
場
合
︑
阻
止
条
項
の
合
憲
性
は
︑
平
等
選
挙
原
則
︵
基
本
法
第
三
八
条
第
一
項
第
一
文
︶
と
政
党
の
機
会
均
等
原
則
︵
基
本
法
第
二
一
条
第
一

項
︶
と
の
関
連
で
審
査
さ
れ
て
き
た
︵
植
松

2015-16
(1):8︶︒
日
本
で
も
︑
多
数
派
限
定
優
遇
や
阻
止
条
項
の
合
憲
性
は
︑
法
の
下
の
平
等
︵
憲
法
第
一

四
条
第
一
項
︶
や
全
国
民
の
代
表
︵
憲
法
第
四
三
条
第
一
項
︶
だ
け
で
な
く
︑
公
務
員
の
罷
免
選
定
権
︵
憲
法
第
一
五
条
第
一
項
︶
や
結
社
の
自
由
︵
憲
法

第
二
一
条
第
一
項
︶
と
の
関
連
で
検
討
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
︒

︵
２
︶
適
合
性
・
必
要
性
・
均
衡
性
の
定
式
は
︑
論
者
に
よ
っ
て
微
妙
に
異
な
る
︵
Schlink
2012:723-725;
阪
口

2012:242;
駒
村

2013:80-82;
渡
辺
ほ
か

2016:76-78
を
参
照
︶︒
特
に
均
衡
性
︵
狭
義
の
比
例
性
︶
の
定
式
は
定
ま
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
均
衡
性
審
査
で
は
得
ら
れ
る
利
益
と
失
わ
れ

る
利
益
が
均
衡
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
と
定
式
化
す
る
者
も
少
な
く
な
い
が
︑
そ
う
し
た
利
益
均
衡
論
は
判
断
を
難
し
く
し
て
し
ま
う
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
︒
均
衡
性
審
査
で
は
権
利
の
侵
害
や
原
則
か
ら
の
逸
脱
が
目
的
を
達
成
す
る
の
に
最
小
限
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
︑
そ
れ
ゆ
え
﹁
副
作
用
﹂
も

最
小
限
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
と
定
式
化
し
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

︵
３
︶
念
の
た
め
︑
他
の
二
つ
の
代
替
案
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
︒
一
つ
は
︑
小
選
挙
区
制
と
比
例
代
表
制
を
折
衷
す
る
小
選
挙
区
比
例
代

表
並
立
制
で
あ
る
︒
並
立
制
で
は
︑
小
選
挙
区
制
に
政
権
選
択
機
能
を
付
与
し
︑
比
例
代
表
制
に
民
意
反
映
機
能
を
付
与
し
︑
二
つ
の
機
能
を
両
立
さ
せ
よ

う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
両
者
を
並
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
︑
両
者
が
﹁
汚
染
﹂
し
あ
う
か
も
し
れ
な
い
︵
F
errara
etal.2005︶︒
並
立
制
は

小
選
挙
区
制
を
組
み
込
ん
で
い
る
以
上
︑
多
か
れ
少
な
か
れ
民
意
反
映
を
犠
牲
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
︒
比
例
代
表
制
の
割
合
を
増
や
し
て
︑
よ
り
民
意
を

反
映
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
︑
今
度
は
政
権
選
択
を
犠
牲
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
並
立
制
は
︑
政
権
選
択
と
民
意
反
映
を
両
立
さ
せ
る
手
段
と
し

て
は
多
数
派
限
定
優
遇
式
比
例
代
表
制
に
は
敵
わ
な
い
︒

政
権
選
択
と
民
意
反
映
を
両
立
さ
せ
る
可
能
性
の
あ
る
も
う
一
つ
の
代
替
案
は
︑
小
選
挙
区
二
回
投
票
制
で
あ
る
︒
小
選
挙
区
二
回
投
票
制
で
は
︑
第

一
回
投
票
で
ど
の
候
補
者
も
過
半
数
︑
す
な
わ
ち
絶
対
多
数
を
得
票
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
︑
上
位
二
人
が
第
二
回
投
票
に
進
み
︑
そ
こ
で
絶
対

多
数
を
得
票
し
た
候
補
者
が
当
選
人
と
な
る
︵
た
だ
し
︑
フ
ラ
ン
ス
国
民
議
会
の
選
挙
制
度
は
小
選
挙
区
二
回
投
票
制
の
﹁
絶
対
多
数
代
表
・
相
対
多
数
代
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表
版
﹂︵
F
arrell2011:46︶
で
あ
り
︑
若
干
異
な
っ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
第
一
回
投
票
で
有
効
投
票
総
数
の
過
半
数
か
つ
登
録
有
権
者
の
二
五
パ
ー
セ
ン

ト
以
上
を
得
票
し
た
候
補
者
が
い
な
か
っ
た
場
合
︑
登
録
有
権
者
の
一
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
得
票
し
た
候
補
者
が
第
二
回
投
票
に
進
み
︑
相
対
多
数

を
得
票
し
た
候
補
者
が
当
選
人
と
な
る
︶︒
こ
の
小
選
挙
区
二
回
投
票
制
で
は
︑
第
一
回
投
票
が
民
意
反
映
機
能
を
担
い
︑
第
二
回
投
票
が
政
権
選
択
機
能

を
担
っ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
︵
岡
田

1990:49;
大
山

2013:146-147︶︒
し
か
し
︑
民
意
反
映
機
能
を
担
う
と
さ
れ
る
第
一
回
投
票
で
は
︑
有
権
者
の

民
意
が
表﹅

明﹅

さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
︑
そ
れ
が
必
ず
し
も
議
席
に
反
映
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
政
権
選
択
と
民
意
反
映
の
両
立
と
い
う
目
標

を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
は
︑
多
数
派
限
定
優
遇
式
比
例
代
表
制
は
い
う
ま
で
も
な
く
︑
並
立
制
の
足
元
に
も
及
ば
な
い
︒

︵
４
︶
た
だ
し
︑
連
邦
議
会
の
阻
止
条
項
は
︑
一
九
四
九
年
連
邦
選
挙
法
で
は
州
五
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
一
議
席
︑
一
九
五
三
年
連
邦
選
挙
法
で
は
連
邦
五
パ
ー
セ

ン
ト
又
は
一
議
席
と
規
定
さ
れ
て
い
た
︵
Jesse
1985:224-226︶︒
一
九
五
六
年
選
挙
法
で
現
行
の
連
邦
五
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
三
議
席
に
な
っ
た
︒
な
お
︑

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
︑
二
〇
〇
八
年
に
自
治
体
議
会
の
阻
止
条
項
に
違
憲
判
決
を
下
し
︑
二
〇
一
一
年
と
二
〇
一
四
年
に
は
欧
州
議
会
︵
ド
イ
ツ
選
出
︶
の

阻
止
条
項
に
違
憲
判
決
を
下
し
て
い
る
︵
植
松

2015-16
を
参
照
︶︒

︵
５
︶
行
政
文
書
開
示
決
定
︵
内
閣
法
制
局
一
第
三
二
号
︑
令
和
四
年
一
一
月
一
五
日
︶
で
開
示
さ
れ
た
﹁
平
成
五
年
国
会
用
資
料
︵
想
定
︶﹂
は
︑
九
州
大
学

大
学
院
法
学
研
究
院
の
岡
﨑
晴
輝
研
究
室
で
保
管
し
て
い
る
︒

︵
６
︶た
だ
し
︑ベ
ル
ギ
ー
で
の
事
例
研
究
に
よ
れ
ば
︑阻
止
条
項
の
機
械
的
効
果
や
有
権
者
に
た
い
す
る
心
理
的
効
果
は
限
定
的
な
も
の
だ
っ
た︵
R
eucham
ps

etal.2014︶︒
著
者
が
言
う
よ
う
に
︑
ベ
ル
ギ
ー
で
は
選
挙
区
定
数
が
少
な
く
︑
そ
れ
ゆ
え
事
実
上
の
阻
止
条
項
が
高
か
っ
た
た
め
︑
機
械
的
効
果
は
限
定

的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︵
R
eucham
ps
et
al.2014:1096︶︒

︵
７
︶
そ
れ
で
も
阻
止
条
項
へ
の
疑
念
が
生
じ
る
場
合
に
は
︑
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
シ
ュ
ペ
ッ
ク
マ
ン
の
﹁
補
助
投
票
﹂︵
subsidiäre
W
ahl︶
を
組
み
込
む
こ
と
も

選
択
肢
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒
有
権
者
が
二
つ
の
政
党
に
優
先
順
位
を
付
け
て
投
票
で
き
る
よ
う
に
し
︑
第
一
選
好
の
政
党
が
阻
止
さ
れ
た
場
合
に
そ
の
票

が
第
二
選
好
の
政
党
に
行
く
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
す
れ
ば
︑
阻
止
さ
れ
た
政
党
に
投
票
し
た
票
が
死
票
に
な
ら
ず
に
済
む
で
あ
ろ
う
し
︑
阻
止

さ
れ
な
か
っ
た
政
党
が
得
票
率
以
上
の
議
席
率
を
獲
得
す
る
こ
と
も
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
︵
た
だ
し
︑
第
二
選
好
の
政
党
も
阻
止
さ
れ
た
場
合
を
除
く
︶︒

ま
た
︑
死
票
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
︑
有
権
者
が
小
党
に
投
票
す
る
の
を
避
け
る
こ
と
も
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
︵
Speckm
ann
1970:198︶︒

引
用
文
献

芦
田
淳
︵
2006︶﹁
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
選
挙
制
度
改
革
﹂︑﹃
外
国
の
立
法
﹄
二
三
〇
号
︑
一
三
二
︱
一
四
七
頁
︒

芦
田
淳
︵
2013︶﹁︻
イ
タ
リ
ア
︼
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〇
一
三
年
総
選
挙
の
結
果
と
選
挙
法
の
課
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国
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立
法
︵
月
刊
版
︶﹄
二
五
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︱
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︑
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︱
七
頁
︒

― 27 ―



芦
田
淳
︵
2018︶﹁
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の
イ
タ
リ
ア
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法
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所
の
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一
考
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命
館
法
学
﹄
第
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号
︑
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︒
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法
﹄
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橋
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補
訂
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岩
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書
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︒
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川
健
治
︵
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憲
法
解
釈
学
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お
け
る
﹁
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論
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積
志
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﹂
︱
︱
﹃
憲
法
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﹂︑
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編
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収
︑
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︱
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︒

植
松
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ツ
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︱
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違
憲
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﹂︑
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︑
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︱
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︱
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︱
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︱
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︱
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︱
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︒
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︱
︱
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社
︒
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件
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︵
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︶
第
三
五
号
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〇
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裁
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事
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号
︑
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〇
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︱
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八
四
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︒

阪
口
正
二
郎
︵
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較
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中
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段
階
審
査
・
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例
原
則
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口
陽
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編
著
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家
と
自
由
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再
論
﹄
所
収
︑
日
本
評
論
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︑
二
三
五
︱
二
六
三
頁
︒

衆
議
院
︵
1993︶﹁
第
百
二
十
八
回
国
会
衆
議
院
会
議
録
第
四
号
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平
成
五
年
十
月
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三
日
︶﹂︒

衆
議
院
政
治
改
革
調
査
特
別
委
員
会
︵
1993︶﹁
第
百
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八
回
衆
議
院
政
治
改
革
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す
る
調
査
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別
委
員
会
議
録
第
十
四
号
︵
平
成
五
年
十
一
月
四
日
︶﹂︒

自
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