
司
法
軽
視

の
政
治

の
傲
り

昨
年

の
総
選
挙
が
す

ん
だ
直
後

に

壬

葉

県

で

『
選
挙
無
効

』

の
訴
え
が
起

き
た
。
次

い
で
、
年

が
明

け
る
と
十
三
日
に
神
奈

川
か
ら
も
同
じ
訴

え

が
続
き
、
翌
十
四
日

に
は
、

一
票

の
格
差
是
正
に

異
常
な
情
熱
を
燃
や
し
て

い
る
、
あ
る
弁
護
士

の

音
頭
取
り

で
、
格
差

の
激

し
い
二
十

二
選
挙
区
、

百

二
十
人

の
有
権
者
が
連
携
を

と

っ
て
、

そ
れ
ぞ

れ

の
各
都
道
府
県
選
挙
管
理
委
員
会

を
相
手

取

っ

て
、
第

三
十

七
回
総
選
挙

で
の
各
選
挙
区

の
選
挙

無
効

を
求
め
る
訴

え
を
起

し
た
。
続

々
、

と
い
う

感

じ
で
、
憲

法
無
視

は
怪
し
か
ら
ん
と
怒

り
の
訴

え
を
起
し
た
わ
け
で
あ
る
。

訴
え
は
、

一
票

の
格
差
は
す
で

に
違
憲
状
態
と

い
う
最
高
裁

の
判
断
が
示
さ
れ
、
そ

の
状
態

の
ま

ま
で
総
選
挙
が
行
わ
れ

た
の
だ
か
ら
、
当
然
そ

の

問
題

を
基
盤

に
置

い
て
い
る
。
訴
え
出

た
人

の
属

す
る
選
挙
区

で
の
選
挙

は
無
効

で
あ

る
と
主
張

し

木

野

工

て
は

い
る
が
、

そ
れ
は
訴
訟

の
法
的
な
規
制

の
上

か
ら
そ
う
な

っ
て

い
る
の
で
、
要
す
る

に
あ

の
総

゜
選
挙
自
体
が
無
効
だ
と
主
張
す

る
こ
と

の
間

に
距

離

は
な

い
。

一
括
提
訴
を
含

め
、
問
題

は
東
京
、
広
島
、
大

阪
、
札
幌
、
千
葉
、
神
奈
川

の
各
高
裁

で
裁

か
れ

る
。
現
行

の
定
数

配
分

で
は
、
前
回

の
総
選
挙
時

に
す

で
に

一
対

三

・
九
四
と
い
う
格

差
が

つ
い
て

い
た
状

態
に
最
高
裁

大
法
廷
が
違
憲

状
態

と
す
る

判
断
を
示
し

て
い
る

の
だ
か
ら
、
さ
ら

に
そ
れ
を

上
回

っ
て
い
た

こ
と

の
明
ら

か
な
第
三
十
七
回
総

選
挙
が
違
憲
状
態
と
判
断

さ
れ

る
こ
と
は
疑
う
余

地
が
な

い
。

た
だ
、
す

で
に
行
わ
れ
、
そ

の
結
果

に
よ

っ
て
現
実

の
政
治

が
動

い
て

い
る
と
い
う
既

成
事

実
を
、

ゼ

ロ
の
状
態

に
も
ど
す

こ
と
は
不
可

能
だ

か
ら
、
改

め
て
厳
重
な
定
数
是
正

へ
の
勧
告

を
判
決
文

の
中
に
含

ま
せ
る
こ
と
に
な

る
。

国
会
内

に
は
確

か
に
定
数
是

正

へ
の
動
き

は
あ

る
。
新
自

由
ク
ラ
ブ
と

の
政
策
協
定

の
中
に
も
定

数

の
見
直

し
検

討

が

入

っ
て

い
る
。

民
間

か
ら

も
、
冷

静
な
機
械

的
計
算

に
よ
る
新
定

数
が
各
政

党

に
献
策

さ
れ
て

い
る
。

こ
れ

に
よ
る
と
、
格
差

は
最
大
、
最
小

の
比
率
が

二
倍
以
内

に
な
り
、
総

数

の
五
百
十

一
名

と
い
う
枠
内

に
と
ど
ま

っ
て
い

る

の
で
、

一
見
極
め
て

理

想

的

で
あ
る
。

た
だ

し
、
北
海
道

一
区
、
東
京

七
区
な
ど

『
定
数

九
』

の
選
挙
区
が

い
く

つ
か
出
現
し
、
八
人
か
ら
五
人

く
ら

い
の
区
も
か
な
り
出
来

る
の
に
対

し
、
農
漁

村
な
ど
過
疎
地

の
多

い
全
国

大

部

分

の
選
挙
区

は
、
定
数

四
人

ま
た
は
三
人

か
ら
、

ほ
と
ん
ど
が

『
定
数

一
』

に
な

っ
て
し
ま
う
。
実

質

的

に

は

『
小

選
挙
区
制
』
選
挙
区

が
ほ
と
ん
ど

に
な
り
、

そ
う

い
う
選
挙
区

で
永

い
間
、
地
盤
を
築

い
て
来

た
現
職

議
員
に
と

っ
て
は
死
活

の
問
題

で
あ

る
。
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有

権
者

の
数

に
合
わ
せ
て
議
員
定

数
を
増
加

し
て

行

け
れ
ぽ
問
題

は
な

い
が
、
実
際
問
題

と
し
て
衆

議
院
本
会
議
場

に
は
、

こ
れ
以
上
議
席
を
増
加
さ

せ
る
余
地

は
、

い
く
ぼ
く
も
残
さ
れ
て

い
な

い
。

い
ま
総
定
数
を
増

加
さ
せ
る
こ
と
だ
け
は
、
何

と

し
て
も
避
け
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
定

数
是

正
の
選
挙
法
改
正

は
国
会

の
審
議
を
経

て
承

認
を
経
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。
自
分

に
不
利
な
条

件
を
百
も
承
知

の
上

で
、
公
け

の
利
益
や
憲
法

の

規
制
を
考
え

る
の
が
本
当

の
政
治

家
だ
が
、
そ
う

い
う
政
治

家
が
衆
院
に
五
分

の
三
、
約

三
分

の

一

も

い
る
と
考

え
る
ほ
う
が
現
代

の
常

識
外
で
、

百

五
十
人

か
ら

二
百
人

も
の
代
議

士
が
与
野
党

こ
ぞ

っ
て
反
対

し
て
い
る
の
に
、
す
ら
り
と
通
過
す

る

は
ず
も
な

い
。

ど
う

い
う
と

こ
ろ
で
大
方

の
妥
協
を
得

て
、
国

民
は
納
得

し
な
く

と
も
、

議
員
さ
ん

の
大
半

が
、

や
む
を
得

ま

い
と
す
る
案
が
出
て
く

る
か
、
こ
れ

は
な
か
な
か
の
見

も
の
で
あ

る
。

と
に
か
く
、
今

は
、
有
権
者

の
少

な
い
選
挙
区

の
定
員

を
削
り
、

過
密
選
挙
区

に
回
す
と

い
う
方
法
以
外

に
は
、
小

選
挙
区
制

一
区

・
一
人
制
を
断
行
す

る
他

に
道

は

な

い
と
思

わ
れ
る
。
私

の
個
人
的
意
見
で
は
、
自

民
党

は
こ
の
際
、
思

い
切

っ
て

一
人

一
区
制

の
採

用

に
断
乎
踏
み
切

る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
が
、

こ
れ
も
言
う
ほ
ど
簡

単
で
は
な

い
。
現
職

議
員

の

事
情

を

一
切

無
視

し
て
、
単
純
な
機
械
的
措
置

を

と
れ

ば
、
理
想

に
近

い
状
態

に
近
づ
き

『
違
憲
状

態
』

を
脱

し
得

る
の
だ
が
、
そ
う

は
行

か
な

い
と

こ
ろ
に
、
定
数
是
正

の
難
か
し
さ
が
あ
る
。

要
す
る

に
、
や
ろ
う
と
し
て
も
、
そ
う
簡

単
に

や
れ
る

こ
と
で
は
な

い
が
、

総
選

挙
前

に
は
、
首

相

の
口
か
ら

『
や
る

気

は

十

分

に
あ

る
』

し
か

し
、

『
今

は
諸
般

の
情
勢

か
ら
聞

に
合
わ
な

い
』

く
ら

い
の
弁
明

は
ほ
し
か

っ
た
。
国
会

の
最
終
段

階

で
参
議
院

は
選

挙

法

改

正
を
審
議

し
て
い
た

が
、
採
決

に
当

っ
て

『
早
急
に
定

数
是
正
に
つ
と

め
る
』
意

味

の
付
帯
決
議

を
し
て

い
る
。
衆
議
院

は
、
直

前
に

『
違
憲
』

の
判

決

が

出

て
い
る
の

に
、

こ
の
判
決

に
は

一
顧
だ

に
払
わ
ず
、
平
気
な

顔

で
解
散

∴
総
選
挙

に
走

っ
て
し
ま

っ
た
。
司
法

当
局

は
完
全

に
面
子
を

つ
ぶ
さ
れ
た
。
裁
判
所
風

情
が
何
を
言

っ
と

る
か
、
定
数
を
決

め
る
の
は
わ

れ
わ
れ
衆
議
院
議
員
だ
、
と

い
う
傲
り
が
あ
り
あ

り
と
伝
わ

っ
て
来

る
。

政
治

が
法
律
を
、
立
法

府
が
司
法
府

を
小
馬
鹿

に
し
て
無
視
す
る
態

度
を
と
る
こ
と

の
弊

は
、

田

中
角
栄
が
居

す
わ

っ
て

い
る

こ

と

の

比
で
は
な

い
。
法
無
視

の
風
潮
が
社
会

に
拡
が

る
こ
と

の
こ

わ
さ

は
、
社
会

の
秩
序
が
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る

こ

わ
さ

で
あ

る
。

憲
法
は
国
家

の
基

本
法

で
、
行

政
上

の
法
律

で

は
な

い
か
ら
、
罰

則
は
な
い
。

し
か
し
、
憲
法

に

違
反

し
た
場
合

に
備
え

て
、
関
連
す

る
法
律
が
ち

ゃ
ん
と
備
え

て
あ

る
。
仮

に
、
司
法
当
局
が
法
律

軽
視

の
元
凶
と
し
て
、
総
選
挙

の
実
施
責
任
者
を

問

い
糾
そ
う
と
決

心
し
た
ら
、
一
体

ど
う
な
る
か
。

定

数
是
正

の
責
任

は
国
会

に
あ

る
。
施
行

の
責

任

は
自
治
省

に
あ

る
。
発
議

の
責
任

は
国
会

と
政

府

に
あ
る
。
最
高
裁
大
法
廷
が
『
選
挙
無
効
』
の
判

断

を
示
し
、

そ
れ

に
基
づ

い
て
国
会
と
自
治
省
が

責
任
を
問
わ
れ

た
ら
、

一
体

こ
の
国

の
法
秩
序
ど

こ
ろ
か
、
政
治

は
ど
う
な

っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
か
。

総
選
挙
前

に
、
私
は
小
さ
な
雑
誌
に

『
首

相
、

自
治

相

の
逮
捕

』
と
い
う
文
章

を
書

い
た
。

総
選

挙
後

に

『
無
効

』
の
訴
え
が
続
出

す
る
こ
と
も
指

摘

し
た
。
多
文

に
戯
文
調

で
は
あ

っ
た
が
、
本
心

は
大
真
面
目
だ

っ
た
。
首
相
が
総
括
責
任
を
問
わ

れ

て
有
罪

と
な

る
事
態
な
ど
考
え
ら
れ
な

い
と

い

う
が
、
自
治
大
臣

は
全
国
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

長

と
し
て
実
施
責
任
者

で
も
あ

る
か
ら
、
共

に
責

任
者
と

し
て
の
責

は
免
れ
得
な

い
。
司
法
よ
怒
れ
。
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