
一 橋論叢 第 八十 六 巻 第二 号 ( 7 0 )

選
挙
権
の

本
質
と

選
挙
原
則

一

は

じ

め
に

二

選
挙
権
の

本
質
(

法
的
性
蒋
)

H
わ
が

国
に

お

け

る

学
説
の

展
開

臼
権
利
説
の

再
構
成

三

選
拳
原
則
を

め

ぐ
る

問
題

H
選
挙
権
論
と

選
挙
原
則

臼
選
挙
原
則
と

今
日
の

選
挙
問
題

四

お

わ

り

に

一

は

じ

め

に

わ

が

国
の

寒
法

学
界
で

は
､

こ

こ

数
年

､

選

挙
権
を

め

ぐ
る

研

究
が

さ

か

ん

で

あ

る
｡

そ

の

中

で
､

と

く

に
､

選

挙

権
の

本

質

(

法
的

性
格
)

に

つ

い

て

の

再

検

討
が

進
行
し

て

い

る

こ

と

が

注

(

1
)

目
さ

れ

る
｡

こ

の

よ

う
な

傾

向
は

､

次
■
の

二

点
に

お

い

て

今
日

的

辻

村

み

よ

子

意
義
を

も
つ

も

の

と

思

わ

れ

る
｡

第
一

は
､

従

来
の

通

説

と

し
て

の

二

元

説
に

は
､

理

論
上

､

種

々

の

問
題
息
が

含
ま

れ

て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

例

え

ば
､

(

選

挙

権
の

本

質
を

権

利
と

同

時
に

義
務
と

解
す
る

場
合
の
)

権
利
･

義

務
の

具
体

的
内

容
や

相
互
の

理

論
的
関

係
､

二

元

性
を

併
有
す

る

根
拠
な

ど
､

必

ず
し

も

明

解
で

な
い

点
が

少
な

く
な
い

｡

こ

れ

ら

の

問
題
点

を

理

論
的
に

克
服
し

､

日

本

国
憲
法

下
の

国
民

主

権
原

理
･

国

民

代

表
原
理

に

連
合
的
な

選

挙

権
論
を

構
築

す
る

こ

と
が

､

今
日

の

要
請
で

あ

る

と
い

え
る

｡

第
二

は
､

今
日

の

様
々

な

選

挙

問
題
に

対

処
す

る

た

め
､

選

挙

権
の

権
利
性
を

強
調

す
る

立

場
か

ら
､

選

挙

権

論
の

機

能
(

役

割
)

が

問
わ

れ

始
め

て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

議
員
定

数
不

均

衡
問

題
や

戸
別

訪
問

禁
止

問
題
な

ど
､

今
日

の

重

要
な

選

挙
問
題
は

､
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( 7 1 ) 選挙 権 の 本 質 と選挙 原則

い

ず
れ

も

選
挙
権
の

本
質
に

根
ざ

し
て

い

る
｡

こ

れ

ら
の

問
題
を

解

決
し
て

憲
法
上
の

選

挙
原

則
を

有
効
に

機

能
せ

し

め

る

た

め

に

も
､

具
体

的
問
題
に

即
し

た

選

挙

権
論
の

展
開
が

期
待
さ

れ

る
｡

し

か

し
､

以

上
の

よ

う
な

認

識
は

､

今
日

の

静
法

学
界
に

お

い

て
､

必

ず
し

も
一

般
的
な

も

の
■

に

な
っ

て

い

な
い

｡

選

挙
権
論
の
■

意
義
自
体

を

否
定
な
い

し

疑
問
視
す
る

見
解
も

､

い

ま

だ

多
数
存

在
す
る

か

ら
で

あ
る
｡

ま

た
､

選

挙
権
論
の

再
検
討
を

志

向

す
る

場
合
も

､

理

論
面
お

よ

び

機

能
面

か

ら
の

ア

プ

ロ

ー

チ

は
､

い

ず

れ

も

十

分
な

も
の

と

は

い

い

が

た

い
｡

と

く
に

､

前
者
の

面
で

二

元

説
の

難
点
を

指
摘
し

ぇ
て

も
､

こ

れ

に

か

わ

る

権
利
説
自
身
の

理

論
構
築
が

十

分
で

な
い

の

が

現

状
で

あ

る
｡

後
者
に

つ

い

て

も
､

｢

具
体
的
な

問
題
の

解

決
の

た

め
に

二

元

説
に

は

ど
の

よ

う

な

限

界
が

あ
り

､

権
利
説
が

ど
の

よ

う
に

そ

の

限

界
を

打
ち

破
れ

る

の

か

と
い

う
点
に

つ

い

て
､

具

体

的
な

理

論
提
示
が

必

ず
し
も

十
分

(

2
)

に

な
さ

れ

て

い

る

と

は
い

え

な
い
+

状
況
で

あ
る

｡

(

3
)

そ

こ

で
､

本
稿
は

､

(

既
に

拙
稿
で

検
討
七

た

選

挙
権

論
の

課

題
に

そ
っ

て
)

わ

が

国
に

お

け
る

学
説
の

動
向

を

展
望
し

､

権
利

説
の
･
立

場
か

ら
､

選

挙
権
の

本
質
を

多
少
と

も

明

ら
か

に

し

よ

う

と

す

る

も
の

で

あ

る
｡

ま

た
､

直
挙

権
論
の

論
理

的

帰
結
を

､

可

能
な

限
り

具
体
的
な

選
挙

問
題
の

中
に

位
置
づ

け

る

た

め
､

紙
幅

の

許
す

範
囲
で

､

選
挙

権
の

本

質
と

選

挙
原
則

と
の

関
係
に

ふ

れ

て

お

く
こ

と

に

す
る

｡

(

1
)

杉
原

泰
雄

｢

参

政

権
.論

に

つ

.
い

て

の

覚

書
+

『

法

律

時

報
』

五

二

巻
三

号
七

〇

頁
以

下
､

金

子

勝

｢

わ
が

国
に

お

け

る

選

挙

権
理

論

の

系
譜
と

現

状
+

『

立

正

法

学
』

一

三

巻
三
･

四

号
三

七

頁

以

下
､

山

本

浩
三

｢

選

挙

権
の

本

質
+

『

公

法

研

究
』

四

二

号
二

六

頁

以

下

(

以

上
い

ず
れ

も
一

九
八

〇

年
)

な

ど

参
照

｡

■

(

2
)

野
中

俊
彦
｢

選

挙

権
の

法

的

性

格
+

清
官
=

佐

藤
=

阿

部

=

杉

原

窮

『

新

版
∴

憲
法

演

習
3
』

(

一

九

八

〇

年
)

五

頁
｡

(

3
)

拙
稿

｢

フ

ラ

ン

ス

革
命
期
の

選

挙

権

論
+

『

一

橋
論

叢
』

七

八

巻
六

号

(

一

九

七
七

年
)

五

四

頁
以

下
+

｢

フ

ラ

ン

ス

に

お

け

る

選

挙

権

静
の

展
開

且

回

国

完
+

『

法

律
時
報
』

五

二

巻
四

号
一

〇

八

頁

以

下
､

同

五

号

九
七

頁
以

下
､

同
六

号

六

五

頁

以

下

(

一

九

八

〇

年
)

を

あ

わ

せ

て

参
照

願
い

た

い

. ｡

〓

選
挙

権
の

本

質
(

法

的
性
希
)

H
わ
が

国
に

お

け

る

学
説
の

展
開

川
戦
前
か

ら

戦
後
へ

選

挙
権
の

法
的

性
格
を

め

ぐ
る

従

来
の

学
説
は

､

一

般
に

次
の

四

説
に

分

類
さ

れ

る
｡

①

選

挙
権
権
利
混

も

し

く
は

個
人

的

権

利
説

(

権
利
説
)

⑧

選

挙
権
公
務

読
も

し

く
は

純
公

務

説
(

公

務
説
)

2 J J



一 橋論叢 第八 十六 巷 第二 号 ( 7 2 )

③
権
限

読
も

し

く

は

請
求
権
説

④
二

元

説

こ

れ

ら

は

い

ず
れ

も
､

主

と

し
て

一

八

-
一

九

世

紀
以

降
の

フ

ラ

ン

ス

･

ド

イ

ツ

に

お

い

て

歴

史

的
に

形

成
さ

れ

た

理

論
を

基

礎

と

す
る
｡

わ

が

国
で

は
､

一

既
に

戦
前
か

ら
､

森
口

教

授
ら
に

よ

っ

て
､

こ

れ

ら
の

諸

学
説
の

検

討
を

ふ

ま
え

た

選

挙

権
論
が

展

開
さ

れ

て

い

た
｡

森
口

教
授
ほ

､

国
家
法
人

説
(

国
家
主
権
論
)

の

立

場
か

ら
､

ま

ず
①

説
(

｢

選
挙
す
る

権
を

個
人
の

権
利
と

解
す
る

説
+

)

を

否
定
す
る
こ

と

か

ら

出
発
さ

れ

る
｡

そ

の

理

由
は

､

①
説
が

基

礎
を

お

く

二

つ

の

観
念

(

｢

人

民
が

主
権
者
で

あ

る

と
云

ふ

観
念
と

選

挙
が

委
任
で

あ

る

と

云
ふ

観

(

1
)

念
+

)

が

共
に

誤
り
で

あ
る

こ

と

に

求
め

ら

れ

る
｡

教
授
の

立

場
か

ら

す

れ

ば
､

｢

選

挙
の

主
体
は

…
…

国
家
自

身
で

あ

り
､

選

挙
人

は
:

…

由
家

(

2
)

機
関
と

し
て

国
家
の

た

め

に

公
務
を

行
っ

て

居
る

こ

と

に

な

る
+

｡

こ
.
う

し

て
､

選
挙
の

公

務
性
を

前
提
と

し

な
が

ら

選
挙
に

お

け

る

個
人
の

地

位

と

権
能
を

問
題
に

す

る

と

き
､

は

じ
め

て

他
の

三

説

(

④
㊥
④
)

が

区

別

さ

れ
る

｡

こ

の

う
ち

､

ラ
ー

バ

ン

ト

に

代
表
さ

れ

る

④
説
は

､

｢

選
挙

を

公
務
L

解
す

る
土

と
か

ら
､

直
に

論
理

的
に

所
謂
選
挙
権
は

権
限
に

過

ぎ

(

3
)

な
い
+

と

し
て

選
挙
人
の

権
利
を

全
面

的
に

否
認
す
る

見
解
で

あ

る
｡

こ

れ

に

対

し

て
､

イ
ェ

ヮ

ネ
ブ

タ

は
､

選
挙
榛
が

権
限
で

あ

る
こ

と

を

前

墟

と

し
つ

つ

も
､

別
に

選
挙
人
に

対

し
て

｢

国
家
機
関
た

る

資
格
を

東
認
せ

し

め

る

権
利
+

を

認
め

て

い

る
｡

森
口

教

授
は

､

選
挙
人

名
簿
へ

の

登

録

請
求
権
や

投
票
委
託
権
な

ど
､

｢

選
挙
人
た

る

地

位
に

於
て

有
す
る

権
能
+

皿

(

4
)

β

を

説
明
し

う
る

点
で

､

こ

の

⑨
説
を

妥
当
と

さ

れ
る

｡

ま
た

､

デ
ュ

ギ

ー

ら
の

二

元
説
に

対

し

て

は
､

｢

団
体
の

た

め
に

公
務
を

営
む

権
限
で

あ

る

と
云

ふ

こ

と

と
､

そ
れ

が

同
時
に

其

個
人
の

権
利
で

あ

る

と

云
ふ

こ

と

ゝ

(

5
)

は
､

そ

れ

自
身
相
容
れ

な

い
+

と

し
て

批
判
を

提
示
さ

れ

て

い

る
｡

こ

れ
に

対

し
て

､

美
濃
部
教

授
は

､

同
じ

国
家
法
人

説
の

立

場
か

ら

選

挙
を

公
務
と

し

て

捉
え

な

が

ら
､

以

下
の

よ

う
に

述
べ

て

二

元
蕊
を

表
明

さ

れ
て

い

る
｡

｢

選
挙
権
ハ

…
選
挙
二

参
加
ス

ル

権
利
ニ

シ

テ

且

ツ

義
務

詣
+

｢

選

挙
ハ

公
ノ

職
務
ナ
ル

ヲ

以
テ

､

選
挙
権
ハ

権
利
ナ
ル

ト

英
二

必

然
二

義

務

(

7
)

タ
ル

性
質
ヲ

有
ス

｡

+

但
し

､

こ

こ

で

い

う
権
利
の

内
容
は

､

選
挙
す
る

権
利
で

ほ

な

し
､

選

挙
と
い

う
公
務
に

参
加
し

う
る

権

利
(

｢

国

家
ノ

公

務
ヲ

行
ヒ

得
ル

極

､

利
+

)

す

な

わ

ち

参
政
権
で

あ

る
｡

し
か

も
､

こ

の

｢

臣
民
の

主

動

的

公

権
+

と

し
て

の

参
政
権
は

､

｢

主
ト

シ

テ
ハ

国
家
ノ

利
益
ノ

為
二

認
メ

ラ

(

8
)

ル

ル

+

機
関
権
能
に

他
な

ら

な
い

｡

し

た

が
っ

て

こ

こ

で

は
､

個
人
の

利

益
を

め
ざ

す

権
利
の

本

質
よ

り

も
､

む
し

ろ
､

(

機
関
権
能
を

国
家
に

対

し
て

忠
実
に

行
使
す
る
)

義
務
の

本
質
を

前
面
に

押
し

出
す
こ

と
が

可

能

に

な
る

｡

(

も
っ

と

も
､

こ

の

義
務
は

､

必

ず
し

も

法
的
強

制
を

伴
わ

な

(

9
)

い

と
さ

れ

る

た

め
､

道
徳
的
･

観
念
的
な

も
の

に

近
い

｡

同

様
に

､

｢

統

治
二

参
与
シ

得
ル
+

権
利
に

つ

い

て

も
､

法
的
保
護
の

具
体
的
内

容
〔

利

益
〕

が

明
確
に

さ

れ

な
い

限
り

､

抽
象
的

･

観
念
的
な

も
の

に

と

ど

ま
■
つ

て

い

る

と
い

え

よ

う
｡

)

こ

の

ほ

か
､

戦
前
の

学
説
の

中
に

は
､

天
皇
主
権
龍
(

君
主
主
権

論
)

′

∴

ト

J

吋

軒
≠

山

-

㌣

･
世

代

噂

和

心

付

ー
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叩

い

ル

｢
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い

仲
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の

立
場
か

ら

公
務
説
を

表
明
す
る

穂
積
教

授
ら
の

見
解
が

存
在
し

た
｡

こ

こ

で

は

｢

選
挙
ハ

本
来
法
律
カ

国
民
二

命
シ

テ

行
ハ

シ

ム

ル

ノ

公

務
+

で

ぁ

り
､

速

読
は

｢

忠
誠
奉
公
ノ

念
ヲ

以

テ
+

慧
丁

を

行
う
ぺ

き

も
の

で

あ

る

と
さ

れ

た
｡

ま
た

､

民

本
主

義
を

説
い

て

普
通
選
挙
論
を

展
開
し

た

吉
野
教
授
ほ

､

(

フ

ラ

ン

ス

革
命
期
の

人
民
主
権
論
な

ど

に

依
拠
し
っ

つ

)

権

利

説
を

表

明
さ

れ
た

｡

こ

こ

で

は
､

法
律
論
と

区
別
さ

れ

た

政
治
論
の

レ

ゲ
エ

ル

に

お
い

て

で

は

あ

る

が
､

｢

選
挙
権
1-

即
ち

人
民

の

参
政

権
=
を

本

来
人

民

(

1 1
)

に

固
有
な
る

権
利
と

観
る
の

立

易
か

ら

出
発
し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い
+

こ

と
.
が

主

張
さ

れ

た
｡

以

上
の

よ

う
に

､

わ

が

国
の

戦
前
の

諸

学
説
に
■
ぉ

い

て

は
､

主

権
論

･

国
家

論
を

基
礎
と

し
て

､

演
繹
的
に

選

挙

権
の

本
質
を

論

じ

る

こ

と
が

常
で

あ
サ

た
｡

そ

し
て

こ

の

よ

う

な

ア

プ

ロ

ー

チ

を

と

る

限
り

､

明

治

憲
法
か

ら

日

本

国
憲
法
へ

の

主

権
原

理
の

転
換

が
､

選
挙
権
論
に

ど
の

よ

う

な

変
化
を

も
た

ら
し

た

か

が

問
題
と

な

ら

ざ

る

を

え

な
い

｡

こ

の

点
+

ゎ

が

国
で

は
､

天

皇
か

ら

国

民

に

移

行
し

た

｢

主

権
+

の

概
念
を

､

｢

国
家
の

最
高
機
関

意
思
+

と

解

し
､

主

権

主

体
の

問
題
を

国
家

主

権
の

基

礎
か

ら
切

り

離
す
こ

と

に

よ
っ

て
､

(

u
)

国

家

法
人

説
的
な

論
法

が

維
持
さ

れ

た
｡

そ

の

結
果

､

選

挙
権
論

に

つ

い

七
も

､

従

来
の

国
家

法
人

説
を

基
礎
と

す

る

学
説
が

支

配

(

1 3
)

的
で

あ

り

続
け
る

こ

と

が

で

き

た

と

い

え

よ

う
｡

と

り
わ

け
､

二

元

説
は
･､

国
民

主

権
原

理
の

も

と
で

､

今
日

ま

で

通

説
の

地

位
を

占
め

続
け
て

き
た

｡

戦
後
の

二

元
説
の

代
表
と

さ

れ

る

清
宮
教

授
の

見
解
は

､

選
挙
を

国
家

機
関
(

選
挙
人
団
)

に

よ
る

国
家
機
関
の

選
定
行
為
と

解
し

､

選
挙
権
を

｢

選
挙
に

参
加
す

る
こ

と
が

で

㌢

る

資
頼
ま

た

は

地

位
+

と

定

義
し

た

上

(

川
)

で
､

｢

選
挙
権
に

は
､

権
利
と

義
務
と

の

二

重
の

性
質
が

あ

る
+

と

す
る

も
の

で

あ

る
｡

こ

こ

で

い

う

権
利
と

ほ

｢

参
政
の

権
利
+

で

あ

り
､

｢

選

挙
を

通
し

て
､

国
政
に

つ

い

て

の

自
己
の

意
志
を

主

張
す
る

機
会
を

与
え

ら

れ
る
+

こ

と

を

舟
容
と

す
る

｡

ま
た

､

義
務
と

は

｢

選
挙
と
い

う
公

務

に

参
加
す
る

義
務
+

(

｢

(

公

務
執
行
の

義
務
+
)

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

参
政

棒
と

参
政
(

選
挙
)

義
務
と
■
の

二

元
説
は

､

宮
沢
教
授
や

声
部
教

授

(

15
)

な

ど

に

よ
っ

て

も

主
張
さ

れ

て

い

る
｡

エ
フ

シ

オ

ソ

ニ

の

ほ
か

､

野
村
教
授
は

､

｢

国
民

主
権
+

論
を

基
礎
と

す

る

オ

ー

リ

ウ

ら

の

フ
一

て
ス

公
法
学
説
に

な

ら
.っ

て
､

｢

選
挙
権
は

個
人

の

権

利
で

あ

り
､

同
時
に

社
会
的
職
務
で

あ

り
､

市
民
の

義
務
+

と

草
え

る

の

を

妥

(

1 6
)

当
と
さ

れ

て

い

る
｡

ま
た

､

｢

果
し
の

な
い

選
挙
権
論
争
+

の

結

論
と

し
て

二

元

説
を

捷
示

す
る

林
田

教
授
は

､

次
の

よ

う
に

指
摘
さ

れ

も
｡

｢

選
挙
を

国

家
目

的
の

た

め
の

公
務

(

句

喜
好
t
i

O

n
)

と

し
て

､

ま
ユ

㌧

選
挙
権

を

憲

法
並

び

に

選
挙
法
に

よ
っ

て

保
障
さ

れ
る

主
観
的
権
利
(
s

亡

b

甘
好

き
1

e

切
0

岩

臣
t

窟
7

巨
g
)

と
し

て
､

区
別
す
る

と

き

初
め
て

妥
当
な
こ

の

問
題
の

解

決
に

到

(

1 7
)

3

達
し

得
る
+

と

∵
〓

石
ほ

､

選
挙
権
ほ

､

｢

国
家
意
思
の

形

成
に

参
与

以
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す
る

権
利
+

で

あ

り
､

個
人

的
公
権

･

基
本

権
と
し

て

捉
え

ら
れ

て

い

る
｡

し

か

し
､

林
田

教
授
に

お

い

て

も

(

野
村
教
授
と

同

様
)

､

法

意

識
の

中

で

は

国
民
の

権
利
と

し

て

存
在
す
る

に

せ
よ

､

一

方
で

｢

選

挙
権
の

公

務

的
性

質
を

香
定
し

難
い

+

こ

と
が

前
提
と
づ

れ

て

い

る
｡

さ

ら
に

､

こ

の

よ

う
な
二

元

的
理

解
の

根
拠
と

し
て

｢

協
同
利
益

と

個
人

利
益
が

不

可

分

(

1 8
)

に

絡
み

合
っ

て

い

る
+

近

代
立

憲
国
家
の

理

念
が

援
用
さ

れ

て

い

る
｡

㈲
二

元

説
の

克
服

以

上
の

よ

う
に

､

戦
後
の

通

説
と

し
て

の

二

元

説
も

､

そ

の

内

容
は

一

様
で

は

な
い

｡

し

か

し
､

い

ず
れ

も
､

選

挙
自
体

を

公

務

と

解
し

た

上
で

､

選

挙
権
(

参
政

権
)

に

対

し

て

何
ら

か

の

権
利

性
･

義
務
性
を

同

時
に

承
認

す
る

点
で

共

通
し
て

い

る
｡

こ

の

よ

う

な
二

元

的

理

解
に

つ

い

て

は
､

既
述
の

と

お

り
､

戦

前
か

ら

森
口

儀

授
に

よ
っ

て

批

判
が

よ

せ

ら
れ

て

い

た
｡

ま

た

戦

後
ま

も

な

く
､

枚

本

教

授
が

次
の

よ

う
な

批

判
を

提
示

さ

れ

た
｡

｢

法
が

…
:

選

挙

人
の

地

位
を

定
め

る

に

当
っ

て
､

選

挙

人

自

身
が

選

挙
を

し

よ

う
と

意
欲

す
る

の

故
に

選

挙
せ

し

め
る

と
い

う

こ

と

と
､

法

が

選
挙
人

白
身
の

意
思
と

無
関

係
に

選

挙
を

命
ず
る

と
い

う
こ

と

と
は

両

立
し

得
な
い

…

…
｡

法
が

…

…

選

挙

権
と

同

時
に

選

挙

義
儲
を

定
め

る

と
い

う
こ

.

と

は
､

法

理

上

存
立

し

得
な

(

1 9
)

い
+

と
｡

し

か

し
､

今

日

で

は
､

権
利
の

概

念
に

つ

い

て
､

意
思
で

は

な

β

(

聖

β

く
､

利
益
の

要
素
に

よ
っ

て

説
明

す
る
･
の

が
一

般
的
で

あ
る
｡

こ

の

観
点
か

ら

す
れ

ば
､

本

来
､

自
己
の

個
人

的

利
益

を

め

ざ

す
ほ

ず
の

権
利
が

､

な
に

ゆ
え

､

常
に

国
家
又

は

共

同
の

利
益
と

両

立

し
ぅ

る

の

ふ
､

そ

の

論
拠
が

問
わ

れ

る

こ

と
に

な

ろ

う
｡

こ

れ

に

対
し

て
､

｢

共
同

利
益

と

個
人

利
益
が

不

可

分
に

絡

み

あ
っ

で

い

る
+

と

い

う
理

念
や

､

国
民
の

法
意
識
を

援
用
し

た

と

こ

ろ
で

､

(

2 1
)

な

お

論
証
の

不

十
分

さ

を

免
れ

え
な
い

感
が

あ

る
｡

こ

の

点
､

従

来
の

二

元

説
の

多
く

は
､

選
挙
す
る

権
利
と

義
務

を

同
時
に

認
め

る

こ

と

を

避
け

､

権

利

の

内

容
を

｢

参

政

の

権

利
+

と

解
す
る

こ

と
に

よ
っ

て
､

以

上
の

よ

う
な

批

判
に

対

応
し

て

き
た

よ

う
に

み

え

る
｡

選

挙
す

㌢
言
自
体

は

｢

決
し
て

個
人

的

利
益
を

以

て

目

す
べ

き
で

は

な
い
+

か

ら

権
利
で

ほ

な
い

が
､

国
民
は

(

参
政
に

つ

い

て

の
)

政

治

的
利
益
を

有
す
る

と
い

う
の

(

22
)

で

あ

る
｡

し
か

し
､

こ

こ

で

は
､

一

五

条
一

項
の

明
文
に

も

拘
ら

ず
､

な
に

ゆ
え

､

選
挙

す
る

こ

と

自
体
が

権
利
の

内
容
に

含
ま
れ

な
い

か

が

問
わ

れ

る

こ

と
に

な
る

で

あ

ろ

う
｡

二

元

説
に

お

け
る

権
利
概
念
(

内
容
)

の

不

明

確
さ

を

最
初
に

批
判
さ

れ

た

の

は

作
間
教

授
で

あ

る
｡

教
授
は

､

広
義
の

選

挙

権
(

参

政

権
)

､

狭
義
の

選

挙
権
(

選
挙
人
団
加
入

請
求
権
)

､

選
挙
行
為
の

三

者
を

区

別

ト

ー

‥

一

軒
ヰ

+

〆

ト

ト

呵

叫

一

緒

ば

咋

ル

ー

群

ン

㌧
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叫

入

ト

_
¶

-

刈

叫

〝

争

¶

ち

甘

叫

叫

】
¶

〝

り

､

1

し
､

選
挙
権
の

本
質
を

第
二

の

請
求
権
と

し

て

捉
え

る
こ

と

を

主
張
さ

れ

(

2 3
)

る
｡

し
た

が

っ

て
､

こ

れ

は

(

権
利
説
と

は

本
来
系
譜
を

異
に

す
る
)

請

(

2 4
)

求
権
現
の

立

場
に

他
な

ら

ず
､

こ

こ

で

も
､

権
利
内
容
を

選
挙
人
の

地

位

ま
で

の

権
利
に

限
定
す

る

点
が

問
題
と

し
て

残
る

こ

と

に

な

る
｡

こ

れ
に

対

し
て

､

最
近
で

は
､

最
高
裁
判
例
の

動
向
と

相
ま
っ

て
､

権

利
の

内
容
(

内
包
)

を

拡
張
し
て

解

釈
し

ょ

う
と

す
る

見
解
が

存
在
す
る

｡

例
え

ば

野
中
教
授
は

､

｢

選
挙
人
た
る

地

位
な

ら
び

に

投
票

行

為
の

両

方

に

わ

た
る

権
利
と
い

う
意
味
で

､

端
的
に

代
表
を

選
挙
す
る

権
利
と

す
る

(

お
)

の

が

適
切
+

と

結
論
さ

れ

て

い

る
｡

ま

た
､

吉
田

教

授
は

､

最
近

の

学

説
･

判
例
の

動
向
を

ふ

ま

え

な
が

ら
､

林
田

教
授
ら

の

見
解
に

依
拠
し

て

基
本
権
説
を

主
張
さ

れ

る
｡

こ

こ

で

も

選
挙
(

投
票
)

す
る
こ

と
が

権

利

内
容
に

含
ま

れ
て

い

る

と

思
わ

れ
る

が
､

他
方

､

権
利
行
使
に

お
い

て

公

･
(

2 6
)

務
性
を

も
つ

点
が

強
調
さ

れ

て

い

る
｡

し
た

が

っ

て
､

こ

の

限
り

で
､

従

来
の

二

元
現
に

む

け

ら
れ

た

理

論
上
の

疑
問
が

必
ず
し

も

払
拭
さ

れ
て

い

な
い

と
い

う
こ

と
が

で

き

よ

う
｡

結
局

､

選

挙
(

行

為
)

あ

る

い

は

選

挙
権
行
使
町

公

務
性
を

前

提

と

す

る

限

り
､

法
理

論
上

矛
盾
な

く

権
利
内

容
を

｢

選

挙

(

投

票
)

す
る

こ

と
+

ま

で

拡
張

す
る

こ

と

は

困

難
で

あ

る

よ

う
に

思

ヽ

ヽ

わ

れ

る
｡

こ

の

こ

と

は
､

選

挙

を

国
家
の

た

め

の

公

務
と

解

す
る

ヽ

ヽ

ヽ

ナ

シ

オ

ソ

国
家

法
人

説
や

､

全

国
民
の

た

め

の

公

務

と

解

す

る

｢

国

民

主

一

7

-
一

フ

ル

権
+

論
を

前
提
と

す
る

限
り

-
換
言

す
れ

ぼ

｢

人

民

主

権
+

論

を

基
調
と

す
る

権
利
現
に

よ

ら

な
い

限

り

ー
選

挙
権
の

権
利
性

を

十

分
に

説

明
し

え
な
い

こ

と

を

意
味
し

て

い

る
｡

一

7

-

し

か

し
､

わ

が

国
で

は
､

国
民

主

権
原
理

を

フ

ラ

ン

ス

の

｢

人

+
ノ

ル民

主

権
+

原

理
に

よ

っ

.
て

解

釈
す
る

傾
向
に

あ

る

今

日

ま
で

､

一

貫
し
て

､

権
利
説
(

フ

ラ

ン

ス

に

お

け
る

選

挙
権

権
利
説
)

は

排

斥
さ

れ

続
け
て

き

た
｡

そ
の

直
接
的
理

由
は

､

こ

の

説
が

自
然
権

説
と

し
て

理

解
さ

れ

た

こ
､

と

に

あ

る
｡

例
え

ば
､

林
田

教
授
は

｢

(

純

粋
に

個
人

主

義
的
な

自

然

法

学

説
の

こ

の

よ

う
な

選
挙

権
の

観
念
は
)

自
然
法

学
説
の

担
う
ぺ

き

(

2 7
)

一

切
の

批

難
を

甘

受
せ

ね

ば

な

ら

な
い
+

と

し

て

こ

れ

を

排
斥
さ

れ

て

い

る
｡

こ

の

よ

う

な

理

解
に

つ

い

て

は
､

二

つ

の

対

応
が

認
め

ら

れ

る
｡

第
一

は
､

日

本

国
憲
法
に

お

い

で

自
然
権
の

存
立
を

あ

な

が

ち

香

(

2 8
)

足
し

え

な
い

と

立

論
す
る

も
の

､

第
二

は
､

(

権
利
説
に

お

い

て

も
)

そ

も
そ

も

選

挙
権
は

自
然
権
で

は

な
い

と

す
る

も
の

で

あ

る
｡

と

り

わ

け

後
者
に

つ

い

て
､

星

野
教
授
が

､

選

挙

権
は

(

｢

人

の

権
利
+

=

自
然
権
で

ほ

な

く
)

｢

市
民
の

権
利
+

と

し

て

の

主

権

(

2 9
)

的

権
利
で

あ
る

こ

と

を

強
調

さ

れ

た

こ

と

は

至
当

で

あ

る
｡

主

権

論
を

ふ

ま

え

た

選

挙
権
論
の

再

検
討
に

と
っ

て
､

星

野
教
授
の

問

題
提
起
が

先

駆

的
意
義
を

も
っ

た

こ

と

ほ

香
定
で

き

な
い

｡

し

か

し
､

そ

の

後
の

理

論
展
開
に

お

い

て
､

権
利
説
に

は

重

要

細
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.

7
-

㌧
ア

ル

な

課
題
が

山

積
し

て

い

る
｡

(

｢

人

民
主

権
+

の

構
造

把

握
の

問
題

な

ど
)

主

権
論
自
体
の

諸

課
題
に

加
え

て
､

選

挙

権
の

構
造
や

選

挙
の

性
格

･

機
能
な

ど
､

今
日

に

お

い

て

未
解
明
の

問
題
ば
か

り

で

あ

る
｡

し

か

も
､

こ

れ

ら
の

不

明

さ

と

誤

解
が

､

従

来
の

権
利

説

排
斥
の

間

接
的
理

由
に

つ

な

が
っ

て

い

る
｡

こ

の

意
味
で

､

わ

が

国
に

お

け
る

権
利
説
の

再

構
成
に

は
､

主

権
論
∵

代
表
制

論
を

含
め

た

基

礎
的
研

究
が

､

今

後
も

必

要
と

な

る

で

あ

ろ

う
｡

(

1
)

森
口

繋
治

『

選

挙

制
度
静
』

(

一

九
三

一

年
)

八

頁
｡

(

2
)

森
口
･

前

鴇
書
六

七

頁
｡

(

3
)

森
口

こ
別

掲
書
六

九

頁
｡

(

4
)

森

口
･

前

掲

書
七

五

頁
以

下
｡

(

5
)

森
口

こ
粥

掲
書
七

二

頁
｡

(

6
)

美

濃
部

達
吉
『

憲
法

撮
要
』

改

訂

第
五

版
(

一

九

三

二

年
)

三

六

八

頁
｡

(

7
)

美

濃
部

･

前

掲

香
三

七

〇

頁
｡

(

8
)

美

濃
部
･

前
鴇

書
三

七

〇

頁
｡

(

9
)

こ

の

点
で

､

法

的

強

制
を

伴
う

兵

役
義
務

と

異
な
る

｡

し

か

し
､

美
濃
部

教

授

は
､

兵

役
義

務
に

も
､

義
務
の

側

面

と

同

時
に

臣
民
の

権
利

(

国

家
の

活

動
力
に

参
加

す

る

権
利
)

の

風

面

を

承

認
さ

れ
て

い

た
｡

美
濃
部

･

前
掲
苔

〓
ハ

○

責
｡

(

1 0
)

穂

積
八

束
『

憲
法

提

要
』

増
補

第

九

版

(

一

九

四

四

年
)

二

五

四

-
二

五

五

頁
｡

そ

の

他
の

戦
前
の

学

説
に

つ

い

て

ほ
､

金

子
･

前

掲
論
文
三

八

頁
以

下

参
照

｡

畑

(

1 1
)

青
野

作
造

『

普
通

選

挙

論
』

(

一

九
一

九

年
)

三
⊥
四

頁
｡

β

も
っ

と

も
､

そ

の

主

権

論
･

選

挙
理

論
に

ほ

不

明

瞭
な

点

も

多
い

｡

金

子
･

前
掲
論
文
四

六

頁
参
照

｡

(

1 2
)

宮

沢
俊
義

｢

国

民

主

権
と

天

皇
制
+

『

憲
法
の

原

理
』

(

一

九

六

七

年
)

二

八
一

-
二

九
五

頁
な
ど

参
賦

｡

(

1 3
)

例
え

ば
､

美
濃
部
教

授
は

､

戦
後
の

著
者
に

お

い

て

も

従

来
の

見

解
を

踏
襲
さ

れ

て

お

り
､

こ

の

見
解

ほ

戦
後
も

強
い

影

響
力

を

保

っ

た

と
い

え
る

｡

美
濃
部
『

選

挙

法

詳

説
』

(

一

九

四

八

年
)

七

頁

以

下

参
照

｡

(

14
)

清
宮
四

郎

『

恵
投

要
論
』

全

訂

版

(

一

九
六

一

年
)

一

五

二

頁
､

『

憲
法
Ⅰ
』

第
三

版

(

一

九

七

九

年
)

一

三

七

頁
｡

(

1 5
)

宮
沢

『

憲
法
』

(

一

九
五

〇

年
)

一

五

二

頁
､

声

部

信

書
｢

選

挙

制
虔
+

『

憲
法

と

議

会
政
』

(

一

九
七

五

年
)

二

八

四

頁
(

15
)

｡

(

1 6
)

野

村
敬

造

｢

選

挙
に

関
す

る

憲
法

上
の

原

則
+

清
宮
-1

佐

藤
編

『

憲
法

講

座
3
』

(

一

九
六

四

年
)

一

三

〇

頁
｡

(

1 7
)

林
田

和
博
『

選

挙

法
』

(

一

九
五

八

年
)

三

九

頁
｡

(

1 8
)

林
田

･

前
掲
書
四

〇

頁
｡

(

1 9
)

聴
本

米
治
｢

選

挙

と

選

挙

権
+

.『
法
と

経

済
』

(

一

九
五

一

年
)

九

〇

頁
｡

(

2 ｡
)

権
利
の

定

義
に

つ

い

て
､

ジ

■ヤ
ン

ト

ダ

バ

ン

(

水

波

訳
)

『

権

利

論
』

(

一

九

七

七

年
)

七

七

頁
以

下

参

照
｡

(

2 1
)

杉
原

･

前
掲

論

文
七

五

頁

参
照

｡

(

2 2
)

円

藤
真
一

｢

選

挙

棲
及

び

被
選

挙

権
の

性

格
+

『

憲
法
の

判

例
』

ト

A

り

払
肝

狩

れ

ず

ピ

ー

仙

丹

叫

心
■

付

点

声

細

.

血
町

如

レ

r

叫

噂
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ヤ

ー

し

戦
乱

フ

刈

.

ゝ

叫

少

さ

珊

申

さ

か

叫

山
一

.

咋

､

1

第
二

版

(

一

九

七
一

年
)

一

六

六

頁
な

ど
｡

(

2 3
)

作
間

忠

雄

｢

現

代

選

挙

法
の

諸

問

題
+

声

部

編

『

現

代

の

立

法
』

(

一

九
六

五

年
)

一

二

八

-
一

二

九

頁
｡

(

2 4
)

こ

の

点
､

最
近
の

著

作
の

中
で

､

請
求

権
説

を

選

挙

権

権

利

説

の

中
に

分
類
さ

れ
て

い

る

こ

と
は

､

そ

の

本

質
的

差

異

を

疲
昧
に

す

る

も

の

で

あ

り
､

疑
問
で

あ
る

｡

作

間

｢

選

挙
権
の

法

的

性

格

を

訊

明
せ

よ
+

青
田

=

中

村
漏

『

別

冊

法

学
セ

ミ

ナ

ー

憲
法
』

(

一

九

七

九

年
)

一

九

〇

頁
参
照

｡

･.
(

2 5
)

野

中
･

前
掲

論
文
五

頁
｡

(

2 6
)

青
田

善
明

｢

政

治
的

権

利
+

『

J
P

宅

∽
c

F
0
0
-

』

ニ
ー

号

(

一

九

八

〇

年
)

七

八

頁
｡

(

2 7
)

林
田

･

前
掲

育
三

七

頁
｡

こ

の

ほ

か

円

藤
･

前
掲

論
文

一

六

六

頁
な

ど
｡

(

2 8
)

浦

田
一

郎

｢

公

務

員
の

選

定
･

簡
免

権
+

樋
口

=

佐

藤
窮

『

意

浩
の

基

礎
･

入

門

編
』

人
一

九

七
五

年
)

四
二

一

頁
｡

(

2 9
)

星

野
安
三

郎

｢

選

挙

権
の

法

的

性

格
+

鈴
木
安

蔵
編

『

日

本
の

一
意

法

学
』

(

一

九

六
八

年
)

一

七

九

頁
以

下

参
照

｡

日
権

利
説
の

再

構
成

川

日

本

国
憲
法
下
の

選

挙
の

構
造

■

日

本

国

憲
法
は

､

前
文

と

四
三

条
に

お

い

て
､

全
国

民
を

代

表

す

る

国

会

議

員
の

地

位
が

選

挙
に

も
と

づ

く
こ

と

を

規
定

す
る

｡

選

挙
は
わ

が

国
の

代

表
民

主

制
の

支

柱
で

凍

り
､

選

挙
の

意
義
と

機

能
は

､

国
民

代
表
原
理

や

主

権
原
理
に

深

く

根
ざ

し
て

い

る
｡

従

来
は

､

わ

が

国
の

代
表

制
を

｢

伝

統
的
な

代

表
制
理

論
+

に

ょ
っ

て

理

解
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

(

そ

の

基

礎
に

国
家

法

人

説
や

ナ

シ

オ

ン

｢

国
民

主

権
+

論
を

お

い

て
)

選

挙
の

意

義
と

機
能
を

論

じ

て

き

た
｡

そ

し
て

､

既
に

み

た

よ

う
に

､

選

挙
の

意
義
を

､

国
家

機
関

(

選

挙

人

団
)

に

よ

る

国
家

機
関
創
設

行
.
為
と

解

し
､

そ

の

本

質
.

を
､

国
家

も

し
く
は

全

国
民
の

た

め
に

す
る

公

務
と

し

て

捉
え

て

き

た
｡

ま

た
､

(

命

令
的
委
任
の

禁
止

を

鉄
則
と

す
る

国

民

代

表

制
下
に

お

い

て
)

国
民

代
表
と

選

挙
人

団
の

問
に

法
的
代

表
(

委

任
)

関
係
が

擬
制
さ

れ

た

結
果

､

国

民

代

表
の

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

性
･

(

そ

の

地

位
を

基
礎
づ

け
る
)

選

挙
の

イ

デ

オ
ロ

ギ

ー

的

機

能
が

語
ら

れ

る

こ

と
と

な
っ

た
｡

し

か

し
､

最
近
で

は
､

代
表
と

選

挙
に

つ

い

て

の

伝

統
的

理

解

は
､

次

第
に

修
正

さ

れ

る

傾
向
に

あ
る

｡

ま

ず
､

半
代

表

制
(

誌
惣

m
e

s

①

m
T

岩
勺
r

卦
e

n
t

p
t

丘

論
な

い

し

は

社
会

学
的

代
表
理

論
の

博
入

が

あ
る

｡

こ

れ

は
､

｢

選

挙
さ

れ

た

者
は

､

あ
た

か

も

絵
画
が

景
色

を

描
い

て

い

る

よ

う
に

､

選

挙
人
を

代
表
す
る

｡

代

表
と

は
､

国
民
の

政

治
的

見
解
と

国
民
の

選
定

し

た

代
議
士
の

政

治
的
見
解
と

の

類
似

(

岩
S

S

①

m
b
-

P
ロ
C

e

)

(

1
)

以

外
の

何

物
で

も
な

い
+

と

す
る

デ
ュ

ヴ
ェ

ル

ジ
ェ

ら
の

理

論
を

､

■

わ

が

国
に

も

通
用

し
ょ

う
と

す
る

声
部
教
授
の

見
解
に

示
さ

れ

る
｡

紺
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こ

こ

で

は
､

｢

選

挙
と
い

う

行

為
に

､

国

民

意
思
と

代
表

者
意

思

と

の
一

致
の

確
保
と
い

う

要
件
が

大

き

く

期
待
さ

れ

る

よ

う
に

な

(

2
)

る
+

｡

ま

た
､

｢

代

表
者
意
思
と

被
代

表

者
意
思
と
の

事
実
上
の

顆

(

3
)

似
+

を

確

保

す
る

選

挙
方

法
が

要
請
さ

れ

る
｡

も
っ

と

も
､

こ

れ

ら
の

帰

結
が

､

は

た

し

て

事

実
上
の

も

の

で

な

く

法

規
範
論
理

上
の

も
の

で

あ

る

の

か
､

選

挙
の

本

質
や

機
能

を

法
理

論
上

変
更
せ

し

む
る

も
の

で

あ

る

の

か
､

に

つ

い

て

ほ

必

ず
し

も

明

ら

か

に

さ

れ

て

い

な
い
｡

声
部

教
授
は

､

政
党
制
の

発

達
に

よ
っ

て
､

半
代
表
制
下
の

選

挙
餅

｢

吋
-

e

b
訂
N

旨

の

性
格
を

(

4
)

強
く

も
つ

よ

う
に

な

る
+

こ

と

を

指
摘
さ

れ

る
｡

し

か

し
､

選

挙

の

本

質
に

つ

い

て

の

理

解
は

､

-
教
授
が

半
代
表
制
の

基

礎
に

ナ

シ

オ

ン

｢

国
民

主

権
+

を

見
出
さ

れ

る

限

り
に

お

い

て

1
変

更

す
べ

き

(

5
)

も

の

と

さ

れ

て

い

な
い

よ

う

で

あ

る
｡

プ

ー
一
/

ル

こ

れ

に

対

し
て

､

日

本
国

憲
法

下

の

主

権

原
理

を

｢

人

民

主

権
+

に

よ
っ

て

解
釈
し

ょ

う

と

す

る

立

場
か

ら

ほ
､

選
挙
の

本
質

や

機
能
に

つ

い

て

も

再

検
討
が

要
請
さ

れ

る
■｡

+

ノ

ー

.プ
ル

も

と

よ

り
､

■
ゎ
が

国
の

主
権
原
理

を

｢

人
民
主
権
+

に

よ
っ

て

解
釈

す

る
こ

と
に

は
､

多
く
の

留
保
が

必

要
で

あ

る
｡

わ

が

国
の

憲
法
に

は
､

フ

プ

ー

プ

ル

ラ
ン

ス

憲
法
史
研
究
の

中
か

ら

抽
出
さ

れ

る

｢

人

民

主
権
+

の

制
度
的

要

素
(

立
法
に

お

け
る

人
民
投
票
制
や

命
令
的
委
任
制
度
な

ど
)

が

明

示

的

に

採
用
さ

れ

て

い

な
い

ば

か

り
か

､

こ

れ

と

抵
触
す
る

よ

う
に

み

え
る

諸

畑

規
定
(

四
三

条
一

項
な

ど
)

も

存
在
す
る

か

ら

で

あ
る

｡

し
か

し
､

今
日

β

(

6
)

プ

■

プ

ル

の

主
権
論
(

解
釈
論
)

の

課
題
か

ら

す
れ

ば
､

｢

人
民

主

権
+

に

適

合

的

な

諸
規
定
(

一

五

条
一

項
､

九
六

条
､

九

五

条
な

ど
)

の

存
在
を

重

視
し

て

こ

れ

ら

を

積
極
的
に

解
す
る

と

共
に

､

抵
触
的
規
定
に

つ

い

て

の

伝
統

的
理

解
を

修
正

す
る

こ

と

が

要
請
さ

れ

て

い

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

と

り

わ

け
､

一

五

条
一

項
は

､

｢

直
接
に

『

人
民

(

プ

ー

プ

ル

)

主

極
』

の

原

(

7
)

プ

l

理

を

体
現
す
る
+

き

わ

め
て

重

要
な

規
定
で

あ

る
｡

(

こ

の

規

定
が

｢

人

プ

ル民
主
権
+

･

権
利
説
の

系
譜
に

適
合
吋
で

あ

る
こ

と

は
､

フ

ラ

ン

ス

の

選

(

8
)

挙
権
論
の

検
討
の

中
で

も

確
認
さ

れ

て

い

る
｡

)

し

た

が
っ

て
､

主

権

論

を

ふ

ま

え

た
､

わ
が

国
の

選
挙
権
論
の

再
検
討
に

は
､

こ

の

規
定
が

出

発

点
と

な

ら

ざ

る

を

え

な
い

｡

そ

し

て
､

選
挙
に

つ

い

て
､

国
家
機
関
の

選

定
と
い

う
集
合
行
為
の

面
か

ら

検
討
す

る
こ

と
に

終
始
し
､

選
挙
人

個
人

の

投
票
行
為
と

し
て

論
じ

る
こ

と

を

棄
適
し

て

き
た

従
来
の

傾
向
を

改

め

る

必

要
が

あ

る

で

あ

ろ

う
｡

一

五

条
一

項
の

立
場
か

ら

す
れ

ば
､

選
挙

人

(

主
権
者
)

個
人

と

切

り

離
し
て

選
挙
と

選
挙
権
の

意
義
を

考

え

る

こ

と

は

不

可
能
だ

か

ら
で

あ

る
｡

一
′

1

ブ
ル

さ

て
､

｢

人

民

主

権
+

の

も

と

で

は
､

ま

ず
､

選
挙
は

個

人

的

プ
ー

プ

ル

な

権
利
行
使
の

場
面
と

し
て

現

れ

る
｡

こ

こ

で

は
､

｢

人

民
+

(

意

思

決
定

能
力
を

有
す

る

具
体

的

な

市
民
の

総
体

=

普
通

選

挙
権
者

の

総
体
)

が

選

挙
人

団
を

構
成
し

､

全

市
民
が

選

挙
を

と

お

し

て

み

ず
か

ら
の

主

権
を

行

使
す
る

｡

し

た

が
っ

て
､

選

挙

ほ
､

(

人

′
･

▲
▼

り

紆
け

+

†

〆

担

爪

吟

叫

●

･

肖

着

叶

咋

れ
b

▲

け

l

◆骨
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･1

人

,

､

稚
｡

刈

.

､

叫

か

一

山

捗

も

ゃ

刈

一
｢

招

ヾ

民

投
票
や

公

務

員
の

罷
免
そ

の

他
の

行

為
と

な

ら

ぶ
)

主

権

行

使

の
一

形
態

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う

な

選

挙

に

お

い

て
､

各

選

挙
人

(

各

市

民
)

は
､

主

権
者
た

る

地

位
に

も

と

づ

い

て

主

権

行

使
に

参
加

す
る
｡

そ

の

際
､

(

個

人
の

利
益
か

ら

離

れ

た

全

体
の

利

益

の

た

め
で

も
､

国

法
に

よ
っ

て

選

挙

権

限
の

行
使
を

命
じ

ら

れ

た

た

め

で

も

な

く
)

､

主

権
行

使
に

参
加
す

る

と

い

う
自

己

の

利

益

と

意
思
に

も

と
づ

い

て

選

挙

(

投
票
)

を

お

こ

な

う
｡

こ

の

意
味

で
､

選
挙

は
､

選

挙

人
に

と
っ

て
､

主

権
者
た

る

地

位
に

も

と
づ

(

9
)

く

個
人

的

な

権
利
行
使
の

場
と

な

る

の

で

あ

る
.｡

プ

ー

プ

ル

次
に

､

｢

人

民

主

権
+

下
に

お

け

る

選

挙
の

機
能
が

問

題

と

な

ナ

シ

オ

ソ

る
｡

従

来

は
､

(

｢

国

民
主

権
+

と

結
合

す
る

国
民

代

表
論
が

命
令

的

委
任
の

禁
止
を

中
核
と

し

て

理

解
さ

れ

た

こ

と

と

関
連
し

て
)

プ
ー

プ
ル

｢

人

民

主

権
+

+

卜

で

は
､

選

挙
の

機
能
は

委
任

(

と

り

わ

け

命

令

的

委
任
)

の

付

与
で

あ

る

と

解
さ

れ

て

き
た

｡

.

7

-
一
′

ル

し

か

し
､

理

論
的
に

は
､

｢

人

民

主

権
+

の

実
現

に

と
.

っ

て
､

命
令
的
委
任

制
度
が

唯
一

不

可

欠
の

も
の

で

あ

る

わ

け

で

は

な
い

｡

ま

た
､

こ

の

制
度
を

採
用

す
る

場
合
も

､

選

挙
行

為
と

授
任

行

為

(

∽
)

ほ
+

理

論
上

､

一

度
ほ

区

別

さ

れ

な

け

れ

ば
な

ら

な
い

｡

し

た

が

.

フ

ー
一
′

ル

っ

て
､

｢

人
民

主

権
+

下
に

お

い

て

も
､

選
挙
の

本

来
の

機
能
ほ

､

選
定

(

指
名
)

で

あ

る

と

解
す

る

こ

と

が

で

き

る
｡

但
し

､

最
近

で

は
､

政

党
制
の

発

達
に

伴
っ

て
､

政

党
の

綱
領
に

対

す
る

支

持

や

信
任

･

同

意
(

さ

ら
に

は

こ

れ

を

忠

実
に

実
施

す
る

政

治

的
･

道
義
的

責
任
の

付

与
)

の

機

能
を

認

め

る

傾
向
が

あ

る
｡

こ

の

意

味
で

は
､

幸
代

表
制
論
に

つ

い

て

み

た

よ

う
に

､

選

挙
に

､

一

般

的

信
任
機

能
を

見

出
す
こ

と

が

で

き
る

で

あ

ろ

う
｡

惚

選
挙

権
に

お

け
る

権

利
の

構
造

公

務
員
の

選

定

罷
免
が

｢

国
民

固
有
の

権
利
+

で

あ

る

こ

と

を

定
め

る
一

五

条
一

項
に

つ

い

て
､

従
来
の

多
く
の

見

解
は

､

こ

の

権
利
を

自
然
権
の

意
味
に

解

し
て

き

た
｡

そ

し
て

､

こ

の

選

定
権

の

内
容
を

(

す
べ

て

の

国
民
を

主

体
と

す
る
)

抽
象
的
な

参
政

権

の

意
味
に

解
し

､

狭
義
の

選

挙
権
(

一

定
の

有
資
格
者
を

主

体

と

す
る

実
定

法

上
の

権
利
)

と

区
別

す
る

こ

と

が

常
で

あ
っ

た
｡

プ
ー

プ

ル

し

か

し
､

｢

人
民

主

権
+

を

基
礎
と

す
る

権
利
説
の

立

場

か

ら

す
れ

ば
､

こ

の

よ

う
な

見
解
を

踏
襲
す
る

こ

と
は

で

き

な
い

｡

一

五

条
一

項
で

保
障
さ

れ

る

公

務

員
の

選

定

権
す
な

わ

ち

選
挙

権
は

､

以
下
の

よ

う
な

構
造
を

も
つ

も
の

と

考
え

ら
れ

る
｡

ま

ず
､

権
利
の

淵
淑
と

主

体
に

つ

い

て
､

選

挙

権
を

､

実
定

法

に

先

行
し

自
然
法
に

よ

っ

て

す
べ

て

の

人
に

認
め

ら
れ

る

自
然
権

プ
ー

プ
ル

と

解
す
る

こ

と

は

妥

当
で

な
い

｡

｢

人

民

主

権
+

を

前

提

と

す

れ

ば
､

こ

の

権
利
の

主

体
は

既
に

意
思

能
力
を

備
え
た

市
民
で

あ

る
｡

細
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し

た

が
っ

て
､

｢

固

有
の

権
利
+

と

は
､

実
定
法
に

先

行

す

る

固

有
権
(

自
然
権
)

の

意
味
で

は

な

く
､

｢

主

権

者
と

し

て

の

地

位

に

も

と

づ

く
+

(

そ

の

地

位
に

固
有
の
)

権
利
の

意
味
に

解

す
.

る

こ

と

が

妥

当
で

あ

ろ
う

｡

次
に

､

権
利
の

内

容
に

つ

い

て
､

こ

こ

で

は
､

従

来
の

よ

う
に

｢

参
政
し
う
る

地

位
に

つ

い

て

の

権
利
+

や

｢

選

挙
人

資

格
に

つ

い

て

請
求

し

う
る

権
利
+

に

限

定

す
べ

き

理

由
は

存
在
し
な

い
｡

プ

ー

プ
ル

｢

人

民
主

権
+

に

基

礎
を

お

く

権
利
説
で

は
､

選

挙

権
は

主

権

行

使
に

参
加

す
る

権
利
で

あ

り
､

権
利
行

使
(

投
票
)

の

結
果
が

公

務
員
の

選

定
と
い

う
主

権

行
使
の

形

態
を

満
た

す
も
の

で

な

け
れ

(

11
)

ば

な

ら
な
い

｡

し

た

が

っ

て
､

選

挙

権
の

内

容
は

､

選

挙
人

資
椿

請
求
権

･

投
票

参
加
権

･

投
票
権

･

信
任

権
な

ど

を

含
む

､

包

括

的
な

公

務

員
選

定
権
(

選

任

権
)

で

あ

る

と

解

す
る

こ

と

が

で

き

る
｡

以

上
の

よ

う
に

､

選

挙

権
を

選

挙
の

全

過

程
に

及
ぶ

権
利
と

解

す
る

こ

と

は
､

後
に

検
討
す
る

よ

う
に

､

憲
法

上
の

選

挙
原

則

を

選
挙
の

全

過

笹
に

適
用
し

う

る

点

で

意
味
を

も
つ
｡

ま

た
､

こ

の

よ

う
な

権

利
説
の

帰
結
は

､

選

挙
権
の

み

な

ら

ず

被
選
挙
権
に

も

及

ん

で

い

る
｡

従

来
は

､

被
選

挙
権
を

｢

選

挙
に

ょ

っ

て

議

員
そ

の

他
の

公

職
に

就
き

う

る

た

め
の

資
樽
+

あ

る

い

は

権
利
能
力

と

解
し
て

､

そ

の

権
利
性
を

否
認
す
る

こ

と

が
一

般

謝

(

㌶
)

的
で

あ
っ

た
｡

し
か

し

最
近
で

は
､

こ

れ

を

立

候
補
の

権

利
と

し

て

捉
え

る

こ

と
に

よ
っ

て
､

憲
法
上
の

選

挙
原
則
を

被
選

挙
権
に

(

13
)

も

適
用

し

ょ

う

と

す
る

見

解
が

存
在
す

る
｡

権

利
説
の

も

と

で

は
､

(

フ

ラ

ン

ス

の

選

挙
権
論
で

は

氏
に

歴

史

的
に

確
認

さ

れ

て

い

た

よ

う

に
)

被
選

挙
権
の

本

質
が

権
利
で

あ

る

こ

と

ほ

当

然
の

帰
結

と

な

る
｡

こ

こ

で

は
､

権
利
の

内

容
は

､

選

挙
さ

れ

る

権
利

(

勿

ヽ

論
､

選

出
さ

れ

る

権
利
で

は

な
い
)

す

な
わ

ち
立

候
補
の

権
利
を

中
核

と

し
て

､

当

落
決
定

･

公

職
就

任
へ

の

全

過

程
に

及
ぶ

も
の

と

し
て

理

解
さ

れ

る
｡

こ

の

よ

う

な

権
利
が

､

憲
法
上
の

選

挙
原

則
の

も
と

で

実
質
的
に

保
障
さ

れ

る

こ

と

に

よ
っ

て

は

じ
め

て
､

主

権
者
の

主

権
行
使
が

実
現
さ

れ

る

も

の

と

思
わ

れ

る
心

(

1
)

声
部

･

前
掲
書
二

七

二

頁
｡

]

芦

口
亡
J

d

品
e

コ

〔
i

n

払
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e

n
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中
田
S

S
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S

t

巾

m
e
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c

t

O
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亡
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【

-

P

ま
e

p
O
-

i

t
i

β

亡
e

､

-

や

h

O
-

p
一

い

い
･

(

2
)

声
部
･

前
掲

書

二

七
二

頁
｡

(

3
)

有

倉
編

『

基

本

法
コ

メ

ン

タ

ー

ル

･

憲
法
』

新

版

(

一

九
七

七

年
)

一

八
一

頁
｡

(

4
)

声
部

･

前

掲

書
二

七

六

頁
｡

+

ノ

ー
一

(

5
)

デ
ュ

ヴ
ェ

ル

ジ

ェ

も
､

今
日

の

政

党
の

発
達
に

よ

っ

て
､

(

｢

人

プ

ル
民

主

権
+

｢

選

挙

権

権
利

説
+

と

結
合
す

る
)

｢

分

潮
代

表

制
+

が

む

●

卜

.

ヰ

+

姐
肝
P

仙

+

ト

′

〆

細

叫

叫

一

向

ぜ

叶

舶

紆

如
.

け

.

.才

小
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均

←

卜

山

切
爪

M
l

加

卜

1

叫

.ド

ナ

ー

叫

軒

叫

叫

馬
脚

.

1-

一

J

･紳

し

ろ

遠
ざ

け
ら

れ

た

こ

と

を

指

摘

し

て

い

る
｡

芦

ロ

ヨ
､

e

品
e

J

H

ロ

畏
t

已
-

O

n

胃
-

琵
β

忌
田

①

t

d

邑
t

8
ロ
S
t

誉
t
-

O
n

n

阜

t
･

-
､

-

笥
-

.

ワ

ー

O

｢

半
代

表

制
論
に

つ

い

て

は
､

こ

の

ほ

か
､

基

礎
と

な

る

主

権

原
理

や

制
度
上
の

指
標
な

ど
の

理

解
を

め

ぐ
っ

て
､

わ

が

国

で

も

論
争
が

あ

る
｡

こ

の

検
討
は

別

稿
に

委
ね

ざ

る

を

え

な
い

｡

.

(

声
部

教
授
の

見
解
に

つ

い

.
て

は

杉
原

｢

国

民

代

表

制
+

『

新

版
･

憲

法

演
習
2

､

』

二

八

八

頁
以

下

参
照
)

｡

(

6
)

杉

原

｢

国

民

主

権
と

国
民

代

表
制
の

関

係
+

杉

原
1-

奥

平

窮

『

塞
法

学
4
』

(

一

九
七

六

年
)

六

三

頁
以

下
､

影

山

日

出
弥

｢

今

日

に

お

け

る

主

権
論

争
と

主

権

論
の

再

構

成
+

『

法

律

時

報
』

四

八

巻

四

号

(

一

九

七

六

年
)

三

〇

頁
以

下

参
照

｡

(

7
)

影

山
･

前
端

論
文
三

六

頁
｡

(

8
)

フ

ラ

ン

ス

で

は
､

選

挙
権
が

権
利

で

あ

る

こ

と

を

明
示

す
る

憲

法

規
定
は

､

大

革
命
期
以

降
姿
を

消
す

が
､

最
近
で

ほ

左

翼
の

｢

共

同

政

府

綱

領
+

な

ど
に

認

め

ら
れ

る
｡

前

掲
拙

稿

｢

フ

ラ

ン

ス

に

お

け
る

選

挙

権

論
の

展
開
国
+

(

以

下
､

｢

展

開
画
+

と

略

す
)

『

法

律

時
報
』

五

二

巷
六

号
六

八

頁
な

ど

参
照

｡

ナ

シ

オ
ン

､
ナ

シ

オ

ソ

(

9
)

こ

れ

に

対
し

て
､

｢

国

民

主

権
+

の

も

と

で

は
､

｢

国

民
+

(

抽
象

的
･

観
念
的
か

つ

世
代

超

越

的

な

国

籍
保

持
者
の

捻
体
)

ほ
､

そ

れ

自
体
で

選

挙

人

団

を

構
成

す
る

こ

と
が

で

き
な

い
｡

こ

こ

で

は

真
の

ナ

シ

オ
ン

主

権

行

使
者
は

選

挙
人

団
で

も

国

民

で

も

な

く
)

国

民

代

表

(

義

貞
)

で

あ

り
､

選

挙
は
こ

れ

を

選

定

す

る

公

務
に

す
ぎ

な
い

｡

選

挙

に

お

い

て
､

各

選

挙
人
は

､

国

法

に

よ
っ

て

委
ね

ら
れ

た

公
務

執
行

権
能
を

､

全

国

民

(

抽
象
的
･

観

念
的

存
在
で

あ

り
､

本

質
的
に

は

他

者
)

の

た

め
に

行

使
す

る
｡

詳
し

く

は
､

前
掲
拙

稿
･

｢

展
開
田
+

･

一

〇

九

頁
以

下
､

同

国
六

八

頁
以

下

参
照

｡

一
′

-

プ

ル

(

1 0
)

前
掲

拙

稿
･

｢

展
開
回
+

六

九

-
七

〇

頁
｡

｢

人

民

主

権
+

原
理

を

採
用
す
る

ジ

ャ

ン

･

ヴ
ァ

ル

レ

の

人

権
宜
嘗

実
に

お

い

て

も
､

主

権
行

使
の

内

容

と

し
て

､

公

務

担
当

者
の

選
出

､

(

立

法

に

つ

い

て

の
)

受
託

者
へ

の

委

任
､

受
託

者
の

召

還
･

処
罰
な

ど
､

異
な

る

八

つ

の

行

為
が

考

え

ら

れ
て

い

た
｡

l
･

く
胃

-

e

t
-

口
許
-

胃
巴
i

O

n

容
･

-

e

n

n
e
-

-

e

n

b
町

已
+

○

芹
仏

d
e

-

ゴ
O

m
m
e

d

P
ロ
¢

-
.

賢
P
t

岩
C
i

巴
-

-

3
い

(

E
ロ
H
-

S
-

-

芸
J

A

ユ
･

-

〇
･

(

11
)

こ

の

こ

と

は
､

選

挙

権

行

使
の

結

果
が

必

ず
当

選

(

自
己
の

代

表
者
を

え

る

こ

と
)

に

結
び

つ

く
こ

と

を

意
味
し

な
い

｡

こ

の

点
で

､

｢

一

部
の

市
民

は

そ

の

者
の

『

代

表

者
』

を

選

任

し

ぇ

ず
､

そ

の

『

権

利
』

を

実
現
で

き

な
い

こ

と
+

を

権

利

記
の

難
点

と

し

て

指

摘
■

す
る

こ

と
は

妥

当
で

な
い

と

思

わ

れ
る

｡

(

三

輪
隆

｢

重

度

身

障

者

の

選

挙
権
+

声
部
瀾

『

憲
法

判
例

百

選
Ⅱ
』

二

五

九

頁
｡

こ

の

指

摘

に

通

じ
る

の

は

カ

レ

+

ド
･

マ

ル

ベ

ー

ル

の

見

解
で

あ

る
｡

R
･

C
苧

∃
血

血

b

胃
已
b
e

蒜
-

C
O

ロ
ー

r
i

b

已
i

O

n

㌢

-

P

t

F
m

0
1

岩
.

g

訂
幹
巴
¢

〔

訂

-
､

E
{

阜
t

-

-

Ⅰ
-

-

岩
N

､

p
.

意
中

O
t

∽

こ
別

掲

拙
稿

･

｢

展

開
団
+

一

〇

四

頁
=

R
参
照
)

｡

(

1 2
)

林
田

･

前

掲

書

九
六

頁
､

円

藤
･

前

掲

論
文

一

六

六

頁
､

最
高

裁
昭

和
三

〇

年
二

月

九

日

判

決
補
足
意
見

(

刑

集

九

巻
二

号
二

二

四

頁
)

な

ど

参
照

｡

(

1 3
)

野

中
･

前
掲

論
文
七

頁
｡

長
尾

一

紘
｢

選

挙
に

関

す
る

憲
法
上

一

l
一

の

原
則

(

上
)

+

『

J
P

W

S

臣
｡
｡
-

』

一

二

号

七
二

頁
､

七

五

頁
な

ど
｡
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三

選
挙
原

則
を

め

ぐ
る

問
題

H
選

挙
権
論
と

選

挙
原

則

近

代
以

降
に

確
立
さ

れ

た

選

挙
の

基

本

原

則
と

し

て
､

普

通
･

平

等
･

自

由
･

秘
密

･

直

接
選

挙
の

原

則
を

あ

げ
る

こ

と
が

で

き

る
｡

わ

が

国
の

憲
法
で

は
､

こ

れ

ら
の

す
べ

て

が

明
示

的
に

規
定

さ

れ

て

い

る

わ

け
で

は

な
い

が
､

次

第
に

､

憲
法

上
の

原

則
と

し

(

1
)

て

承

認
さ

れ

る

傾
向

に

あ

る

と
い

え
る
｡

も
っ

と

も
､

わ

が

国
で

は
､

必

ず
し

も

常
に

選

挙
権
論
と

の

理

論
的

関

係
を

前
提
と

し
て

選

挙
原

則
を

論
じ

て

き

た
わ

け
で

は

な

い
｡

選

挙

権
の

本

質
を
二

元

的
に

解
す
る

従

来
の

通

説
で

は
､

権

利
の

名
に

お

い

て

選

奉
原

則
の

実
現
を

要
求

す
る

と

共
に

､

義
務

の

名
に

お

い

て
､

そ

の

制
約
を

正

当

化

す
る

こ

と

が

可

能
で

あ
っ

た
｡

そ

の

た

め
､

選

挙

権
の

本

質
と

選

挙
原

則
と

の

理

論
的

関
係

を

明

ら

か

に

す
る

こ

と

は
､

選
挙

問
題
の

解

決
に

と
っ

て

あ

ま
り

(

2
)

実
際
的
意
味
を
も

た

な
い

と

さ

れ

て

き
た

よ

う

で

あ

る
｡

こ

の

点
､

フ

ラ

ン

ス

で

は
､

選

挙
権
論
■の

史
的

展
開
の

中
で

次

(

3
)

の

よ

う
な
理

論
的

関
係
が

確
認
さ

れ

て

き

た
｡

チ

ッ

オ

ソ

‖
｢

国
民
主
権
+

原
理
と

結
合
す
る

選
挙
権
公
務
説
の

も

と

で

は
､

選

挙
が

公
務
で

あ

る

こ

と

か

ら
､

公
務
執
行
条
件
(

選
挙
人

団
の

構
成
や

選

挙
制
度
な

ど
)

の

決
定
が

す
べ

て

国
法
に

委
ね

ら

れ

る
｡

し

た

が
っ

て
､

㍊

普
通
･

平
等
選
挙
等
の

選
挙
原
則
ほ

､

本
来

､

論
理

必

然
的
な

要
請
で

ほ

β

な

く
､

制
限
選
挙
や

強
制
投
票
制
の

採
用
も

理

論
上

可
能
で

あ

る
｡

さ

ら

に
､

憲
法
が

選
挙
原
則
を

明

示

す
る

場
合
も

､

(

そ
の

実
現
に

あ

た
っ

て
)

立
法
裁
量
に

よ

る

種
々

の

制
約
が

許
容
さ

れ

る
｡

′

+

ノ

ー
+

ノ

ル

糾
｢

人

民

主
権
+

原
理

と

結
合
す
る

選
挙
権
権
利
説
の

も
と

で

は
､

選

挙
は

､

主
権
行
使
の

一

形
態
(

各
主
権
者
に

と
っ

て

ほ

主
権
行
使
に
､
参
加

す
る

た

め

の

権

利
行
使
の

場
面
)

に

他
な

ら

な
い

｡

こ

こ

で

は
､

選
挙

権

が

す
べ

て

の

主
権
者
(

市
民
)

に

平
等
に

帰

属
し

行
使
さ

れ

る

こ

と

か

ら
､

論
理
必

然

的
に

普
通
･

平
等
選
挙
が

要
請
さ

れ
る

｡

ま
た

､

権
利
と

し

て

の

本
質
か

ら

自
由
選
挙
の

原
則
が

要
請
さ
れ

､

強
制
投
票
制
は

香
認
さ

れ

(

4
)

る
｡

(

さ

ら
に

､

自
由
選
挙
原
則
の

コ

ロ

ラ
リ

ー

と

し

て

秘

密
選

挙

原

則

が

東
認
さ

れ
､

主
権
者
に

よ

る

公
平
か

つ

完
全
な

主
権
行
使
を

実
現
す
る

た

め
に

､

直
接
選
挙
が

要
請
さ

れ

る
｡

)

さ

ら

に
､

わ

が

国
に

お

い

て

権
利
説
の

立

場
か

ら

選

挙
原

則
を

考
察
す
る

場
合
に

は
､

(

既
に

権
利
の

構
造
に

関
し
て

み

た

と

お

り
)

次
の

諸

点
が

確
認
さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

そ

れ

は
､

第

一

に
､

選

挙

権
の

み

な

ら

ず
被
選

挙
権
に

も

憲
法
上
の

原
則
が

適

用
さ

れ

る

こ

と
､

第
二

に
､

(

選

挙
権
の

内

容
が

選

挙
の

全

過

程

に

及
ぶ

広
範
な

も
の

で

あ

る

こ

と

か

ら
)

選

挙
原

則
の

適
用

も

選

挙
の

全

過

程
に

及
ぶ

こ

と
で

あ
る

｡

ま

た
､

第
三

に
､

権
利
説
に

お

い

て

ほ
､

権
利
の

制

約
ほ

､

原
則
と

し

て

権
利
の

内

在
的
制
約

ト
ー

ノ

J

H

し

娘
血

P

-

ふ･

｢

ト

也

■

吋

♯

〆

げ

吋

軒

‥

▲
町

卜

す

.
刑

.

小

鵬
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1

･J

･ こ

甥
･

ヰ

･

ノ

ー

1

､ 1

㌣

け

叫
･■･･･

.バ

･

や

い

甲

′
ノ
･

鳴
｡

･･
ヰ

･
∵
･
丸

竹

恥

以

外
は

認
め

ら
れ

ず
′､

選
挙

原

則
の

実
現
に

あ

た
っ

て

立

法

裁
量

論
を

導
入

し

え

な
い

こ

と

が

指

摘
さ

れ

る
｡

こ

の

点

で
､

選

挙

(

な
い

し

選

挙
権
行

使
)

の

公

務
性
を

前
提
と

す
る

従

来
の

諸

説

(

公

務

説
･

請
求
権
説

二
一

元

説
)

と

権
利
説
の

間
に

ほ
､

重

要

な

差

異
が

存
在
す
る

｡

憲
法
四

七

条
の

選

挙
事
項
の

決
定
を

立

法

府
の

自
由
裁

量
と

解
す

る

従

来
の

通

説
は

､

い

う
ま

で

も

な

く
､

前
者
の

立
場
で

あ

る
｡

後
者
で

は
､

選

挙

制
度
を

含
む

選

挙
事
項

プ

ー

プ

ル

の

決
定
は

､

主

権
者
の

権

利
と

｢

人
民

主

権
+

の

実
現
に

と
っ

て

(

5
)

適
合
的
で

あ

る

こ

と
が

要
請
さ

れ

る
｡

さ

て
､

以

上
の

よ

う

な

論
理

的

帰
結
を

具

体

的
な

選

挙
問
題
の

中
に

あ

て

は

め
､

権
利
説
の

メ

リ

ッ

ト

を

具
体

的
に

検
証

す
る

こ

と

が
､

次
の

課
題
と

な

る
｡

本

稿
で

は
､

(

紙
幅
の

都

合

上
)

と

く
に

権
利
の

本
質
と

結
び

つ

き
の

強
い

普
通

･

平

等
･

自
由

選

挙

の

原
則
を

中
心
に

､

具
体

的

問
題
を

概

観
し

て

お

く
こ

と
に

す
る

｡

(

1
)

長
尾

･

前
掲

論
文

田
六

九

頁
以

下
､

㈹
七

一

頁

以

下
な

ど

参

照
｡

長
尾

教

授
ほ

､

恵
法

上
に

明
示

さ

れ

な
い

直

接
選

挙
や

自
由
選

挙
の

原

則
に

つ

い

て

は

(

憲

法
一

三

条
や

議
会

制
民

主

主

義
に

関

す
る

諸

規

定
な

ど
)

憲
法
の

規
範
構
造
に

内

在
的
な

要

請
と

し
て

理

解
さ

れ

て

い

る
｡

(

2
)

野

中

こ
別

掲
論
文

六

頁
参
照

｡

(

3
)

前
掲
拙
稿
∵
｢

展
開

固
+

七

〇

頁

以

下

参
照

｡

(

4
)

強

制

投

票
制
が

公

務

筑
の

系
譜

(

二

元

読
も

含
む
)

の

論
理

的

帰
結
で

あ

り
､

権

利

説
と

相
入

れ

な
い

こ

と
■に

つ

い

て

ほ
､

G
.

ぎ
ー

仁
e

r

岩
p

n
亡
e
-

聖
e

m
e

n
t

巴
岩

仁
①

n

打
○

芹
c

O

n
S

t
-

t

ま
i

O

n
P
e
-

.

-

¢

ふ
¢

-

p
･

-

玉
-
-

㌫
-

｢

0
亡

叩

已
t

-

ゴ
巴
t
臥

監

守
O
i

t

c

O

巳
t
i

t

已
i

O

n
･

n
e
-

.

t

+
-

-

い
｡

瓜
(

r

-

£
加

､

p
.

訟
N

.

】

芦

H
p

弓
-

○

亡
-

¶
イ

計
i

s

n

b

d
r

O
i

t

c

O

ロ
∽

已
t

亡
t
i

O

n
n
e
-

.

N
｡

m

包
こ

【

¢

N

¢
.

ワ

詮
㍗

拙

稿
･

｢

展

開
包
+

一

〇

三
､

一

〇

五

頁
､

同

凰
六

七

頁

な

ど

参
照
り

ブ

ー
ノ
ノ

ル

(

5
)

｢

人

民

主
権
+

に

適
合

的
な

選

挙

制

度
の

検

討

ほ
､

今

後
の

重

要

な

課

題
で

あ

る
｡

杉

原

｢

憲
法
か

ら

見
た

選

挙

制

度
+

『

八

〇

年

′

代

憲
法

政

治
へ

の

序

章

凹
』

(

一

九

八
〇

年
)

一

五

〇

頁
以

下

参
照

｡

肖
選

挙

原

則
と

今
日

の

選
挙
問
題

仙

普
通

選

挙

普
通

選

挙
の

原

則
は

､

本
来

､

財
産

(

租
税
)

に

よ

る

選

挙
人

資
格
の

制
限

を

設

け
な

い

選

挙
の

原

則

を

意
味
し

て

い

た
｡

そ

の

後
､

財
産
の

ほ

か

人

種
･

性
別

･

社
会
的

身

分
･

信
条

･

教

育
そ

の

他
一

切
の

制
限

を

禁
止
し

､

選

挙
人

資
格
(

選

挙

権
の

帰
属
)

に

お

け
る

平

等
を

要
請
す
る

原

則
と

し
て

一

般
に

理

解
さ

れ

て

い

(

1
)

る
｡

さ

ら
に

､

今
日

で

は
､

(

選

挙

権
の

内

容
を

｢

選

挙

人

の

地

位
ま
で

の

権
利
+

に

と

ど
ま

ら
な
い

も
の

と

解

す
る

結
果
)

権
利

の

帰
属
の

み

な

ら

ず
権
利
の

行
使
に

お

け

る

制
限

(

差
別
)

の

禁

3

止

を

も

要
請
す
る

も
の

と

解
さ

れ

る
｡

こ

れ

ら
の

意
味
で

は
､

.
普

㍊
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通

選

挙
原
則

は

も

と
も

と

平
等
原
則
を

内

包
し

て

い

る
｡

普

通

選
挙

原
則
に

つ

い

て

は
､

そ

の

限

界
問
題
と

し
て

､

法
律

に

よ

る

選

挙

権
の

制
限
が

問
題
と

な
る
｡

従

来
の

学
説

･

判

例
は

､

(

選

挙
の

公

務
性
に

も

と

づ

く

立

法

裁
量
論
の

導
入
に

よ
っ

て
､

)

公

職
選

挙
法
上
の

欠

格
条
項
(

一

一

条
)

そ

の

他
の

制
限
を

容
認

し

て

き

た
｡

し
か

し
､

権
利
説
の

立

場
か

ら

す
れ

ば
､

厳
格
な

規

範
的
要
請
と

し
て

の

普
通

選

挙

原

則
の

も

と

で

ほ
､

選

挙

権
の

帰

属
と

行
使
の

制
限
ほ

､

権
利
の

内
在
的

制

約
に

よ

る

も
の

で

な

け

れ

ば

な

ら
な
い

｡

〓
ま

ず
､

選

挙
権
の

帰
属
に

対

す
る

内

在
的

制
約
が

問
題
と

な

る
｡

既
に

み

た

よ

う
に

､

選

挙

権
は

､

全

市

民

(

主

権
者
)

の

主

権
行
使
に

参
加

す

る

権
利
で

あ

り
､

選

挙
人
の

資

格
要
件
は

､

本
来

主

権
者
と
し

て

の

そ

れ

に
一

致

す
る

｡

し

た

が

っ

て
､

国

籍
の

ほ

か

は
､

原
則

と

し
て

主

権
行

使
に

必

要
な

意
思

決
定

能
力
の

み

が

(

2
)

要
件
と

さ

れ

る
ぺ

き
で

あ

る
｡

こ

の

点
で

､

未
成
年
者
や

禁
治

産

者
な

ど
の

無

能
力

者
以

外
に

受
刑
者
を

も

主

権

行

使
か

ら

排
斥
す

る

公

職､
選
挙
法
の

規
定
は

問
題
が

多
い

｡

従

来
の

判
例

･

通

説
は

､

受
刑
中
の

た

め

選
挙
権
行
使
が

不

可

能
で

あ

る

こ
.
と

､

不

適

格

者

の

排
除
に

よ
っ

て

選

挙
の

公

正

を

確
保
す
る

必

要
が

あ

る

こ

と
､

な

ど

を

理

由
と

し
て

こ

れ

を

合

理

的

制
限
と

解
し
て

き

た

よ

う
で

(

3
)

ぁ

る
｡

し
か

し
､

前
者
の

理

由
は

､

現

実
に

選

挙
権
行
使
の

手

段

脳

を

考
え

う
る

限

り
に

お

い

て

不

十

分
で

あ

る
｡

ま

た
､

後
者
も

､

因
果
関
係
が

定
か

で

な
い

ば

か

り
■
か

､

そ

の

背
後
に

は

｢

道
徳
的

非
難
+

が

あ
る

と

考
え

ら

れ
､

こ

れ

を

以
て

主

権
者
の

基
本

的
な

権

利
を

剥
奪

･

停
止

し

う
る

か

が

問
題
と

な

る
｡

と

く
に

､

選

挙

犯

罪
者
の

排
斥
が

｢

選
挙
の

公

正
を

確

保

す
る

と

共
に

､

本
人
の

(

4
)

反

省
を

促
す
+

た

め
に

必

要
か

つ

相

当
で

あ

る

と

す
る

立

論
は

､

権
利
の

内
在
的

制
約

論
と

は

無
縁
の

も
の

で

あ
る

と

い

え

よ

う
｡

桝
選

挙
権
の

行
使
の

制
約
に

つ

い

て

は
､

在
宅
投
票
制
問
題
が

重

要
で

あ

る
｡

既
に

下

級
審
判
決
は

､

｢

選

挙

権
は

…

…

国

民

主

権
の

表
現
と

し

て
､

国

民
の

最
も
重

要
な

基
本

的

権

利
に

属
す

る
+

こ

と

を

前
提
と

し
て

､

投
票
機
会
の

保
障
が

当

然
に

そ

こ

に

(

5
)

含
ま

れ

る

こ

と

を

明

ら
か

に

し

て

い

る
｡

権
利
説
の

立

場
か

ら

す

る

と
､

い

わ

ゆ
る

投
票
現

場
自
書
主

義
を

採
用

す
る

場
合
に

当

然

･

予

想
さ

れ

る

欠

陥
(

歩
行
困

難
者
の

投

票
機
会
の

剥
奪
)

を

補
う

た

め

に

在
宅

投
票
制
等
を

完
備
す
る

こ

と

は
､

憲

法
上

の

普

通

(

平
等
)

選

挙
原

則
の

規
範
的

要
請
に

他
な

ち

な
い

｡

こ

こ

で

は

立

法
府

は

拘
束
さ

れ
､

自
由
裁

葛
の

余
地
は

な
い

も
の

と

考
え

ら
れ

(

6
)

る
｡

こ

れ

に
■
対
し

て
､

選
挙
お

よ

び

選

挙
権
行
使
の

公

務
性
を

前

提
と

す
る

諸

認
で

ほ
､

在
宅
投
票
制
を

単
な

る
･
｢

便
宜
+

あ

る

い

叫

ド

イ

〕

･

浄
卜

▲
･

げ

ド

ド

叩

心

叫

･
卜

‥

･

ヤ
･
小

･
や

㌧
‥

耗
ト

1･
`

卜

l

も
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｡
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､
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†

､

ノ
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∠

叫

､

朔
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り

叫
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′

｡

･

ヰ
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(

7
)

は

立

法

裁
量
上
の

｢

恩
恵
+

と

み

る

見
解
に

対

す
る

理

論
的

な

対

応
は

､

困
難
で

あ

る

と

い

わ

ざ

る

を

え

な
い

で

あ

ろ
う

｡

な

お
､

郵

便
投
票

･

代
理

投
票
を

含
む

在
宅

投

票
制
は

､

一

五

条
四

項
の

租

密
選

挙
原
則
に

抵
触
す
る

と

解
さ

れ

る

こ

と

が

多
い

｡

し

か

し
､

こ

の

原

則
は

､

そ

も
そ

も

普
通
選

挙
に

よ

る

選

挙
権
の

帰
属
と

行
使
の

保

障
(

と

り

わ

け

投
票
機
会
の

保

障
)

を

前
提
と

し

た

上

で

成
立

す
る

も
の

で

あ

る
｡

不
正

投

票
に

よ

る

秘
密

侵
害

の

お

そ

れ

を

以
て

､

主

権
者
の

権

利
行

使
の

侵
害
(

投
票
機
会
の

剥
奪
)

を

許
容
す
る

こ

と

は
､

本
抹
転
倒
の

そ

し
り

を

免
れ

る

こ

と
ほ

で

き

な
い

で

あ

ろ

う
｡

■
仰
平
等
選
挙

複
数
投
票
制
や

等
級
選

挙

制
な

ど
の

不

平

等
選

挙
に

対

立

す
る

平
等
選

挙
の

原
則
は

､

今

日

で

は
､

｡

n
の

日

昌
-

｡

n
e

く
O
t
e

(

一

人
一

票
)

の

原
則
と

し

て

確
立
さ

れ

て

い

る
｡

一

般
に

は
､

(

普

通

選

挙
原
則
が

選

挙
人
の

地

位
の

平
等
に

関

す
る

も
の

と

解
さ

れ

る

の

に

対

し
て
)

､

平
等
選

挙
原
則
は

､

権
利
の

内

容
の

平

等

す

な
わ

ち

投
票
価
値
の

平
等
を

要
請
す
る

も
の

と

解
さ

れ

る
｡

周

知
の

と

お

り
､

昭

和
五

一

年
の

議
員
定

数
不

均

衡
違
憲
判

決

に

お

い

て
､

最
高
裁
は

､

(

選

挙
権
を

基

本
的

権
利
と

解

す

る

立

場
か

ら
)

投
票
価
値
の

平

等
が

選
挙
権
の

平
等
に

含
ま
れ

る

こ

と

を

明
ら

か

に

L
蛇
｡

義
貞
定

数
問

題
の

法

律
的

論
点
は

慧
丁

に

い

と

ま
が

な

く
､

そ

の

検
討
は

別

稿
に

委
ね

る

他

は

な
い

｡

こ

こ

で

は
､

投
票
価
値
の

平

等
原
則
の

根
拠
と

基
準
に

つ

い

て
､

選

挙
権

論
と
の

関
係
か

ら
一

瞥
を

加

え

て

お

く
こ

と

に

す

る
｡

川
前
記
最
高
裁
判
決
は

､

投
票
価
値
の

平
等
に

つ

い

て

の

根
拠

条
文
と

し
て

､

一

四

条
一

項
､

一

五

条
一

項

二
二

項
､

四

四

条
但

書
を

並

列
的
に

引
用
し

た
｡

学
説

､
ほ

､

各
条
項
の

規
範
的

特

質
を

考
慮
し
て

区
々

に

分
か

れ

て

い

る

が
､

選

挙

権
論
と
の

関
係
で

､

お

よ
そ

二

つ

の

立

場
を

区

別
で

き

る
｡

ま

ず
､

選

挙
の

公

務
性
を

前
提
と

す

る

多
数
の

学
説
(

請
求
権

祝
お

よ

び

大

部
分
の

二

元

説
)

で

は
､

選
挙
権
の

内

容
に

｢

投
票

権
+

を

含
ま

な
い

結
果

､

投
票
価
値
の

平

等
ほ

､

選

挙
権
の

本
質

か

ら
の

規
範
的
な

要
請
と

な

り

え

な
い

｡

こ

こ

で

は
､

一

四

条
の

一

般
的
平
等
原
則
が

援
用
さ

れ
､

い

わ

ゆ
る

相
対

的
平
等
原
理
に

そ
っ

て

合
理

的
差

別
の

可

香
が

問
題
と

な

る
｡

し

か

鴻
､

議

員
定

数
不

均

衡
の

よ

う
な

投

票
価
値
の

不

平

等
は

､

(

権
利

侵

害
の

問

題
と

し

て

で

侶

な

く
)

四
七

条
に

ウ

い

て

の

立

法
裁
量
の

限

界
問

題
と

し

て

論
じ

ら

れ

る

た

め
､

解

釈
論
上

容
易
に

そ

の

合
理

性
が

(

9
)

■

承

認
さ

れ

る
｡

こ

れ

に

対

し
て

､

権
利
説
で

ほ
､

一

五

条
一

項
の

定

め
る

選

挙

鰯
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権
の

本

質
■
(

と

り

わ

け

投

票
行
為
の

権
利
牲
)

か

ら
､

投
票
の

価

値
(

す
な

わ

ち

｢

投
票
が

選

挙
の

結
果
に

及
ぼ

す

影

響

力
+

)

の

平

等
が

論
理

必

然
的
に

導
か

れ

る
｡

こ

こ

で

は
､

選
挙

事
項
の

決

(

1 0
)

定

を

立

法

府
の

自
由
裁
量
と

解
す
る

こ

と

は

で

き

な
い

｡

.
投

票
結

果
に

影

響
を

及
ぼ

す
､

選
挙
の

全

過

程
に

お

け

る

不

平

等
が

､

権

利
の

内

容
(

価
値
)

の

平
等
の

観
点
か

ら

厳
し

く

チ
ェ

ッ

ク
■
さ

れ

な

け
れ

ば

な

ら
な
い

の

で

あ
る

｡

㈲
以

上
の

よ

う
に

､

権
利
説
の

立

場
か

ら

投
票

価
値
の

平

等
を

考
え
る

と
. き

､

従

来
の

よ

う
な

｢

合
理

性
の

基
準
+

論
の

あ
り

方

が

問
題
と

な

る
｡

前
記
最
高
裁
判
決
は

､

投

票
価

値
の

平

等
を

憲

法

上
の

要
求
と

解

し
な

が

ら

も
､

｢

合
理

性
の

基

準
+

を

適
用

す
る

こ

と

に

よ

っ

て
､

立

法
裁
量
を

広
汎
に

承
認

し
､

平
等
原

則
を

相

対

化
し

て

し

ま
っ

た
｡

不

均

衡
の

程
度
を

は

か

る

具

体

的
な

基
準

も

何
ら

提
示

す
る

こ

と

が

で

き

な

か
っ

た
｡

こ

の

点
で

最
大

格
差

二

対
一

以

内
と

い

う
基
準
を

提
示

し

た

昭

和
五

五

年
の

東
京

高
裁

(

n
)

違
憲
判

決

は
､

最
高
裁
判

決
よ

り

は

る

か

に

大
き

な

意
義
を

も
つ

｡

し

か

し
､

一

人
一

票
主

義
の

コ

ロ

ラ

リ

ー

と
し

て

従

来
か

ら

主

張

さ

れ

て

き
た

二

対
一

の

基
準
に

も
､

疑
問
を
は

さ

む

余
地

が

あ

ろ

ぅ
｡

権
利
の

平
等
(

形
式
的
平

等
)

を

前
捷
と

す
る

な

ら

ば
､

原

則
は

あ

く

ま
で

一

対
一

で

な

け

れ

ば

な

ら
な
い

｡

た

と

え
二

対
一

以

内
で

あ
っ

て

も
､

一

対
一

の

原

則
を

こ

え

る

限

り
は

､

そ

れ

を
正

淵

当

化
す

る

十

分
な

理

由
(

例
え

ば
､

端
数
処
理

上
不

可

避
的
な

最

低

限
の

不

均
衡
で

あ

る

こ

と
)

が

立

証
さ

れ

な
い

場
合
に

､

権
利

(

1 2
)

侵
害

=

違
憲
問
題
が

生

じ

る

も
の

と

考
え

ら
れ

る
｡

㈲
自
由
選

挙

憲
法

は
､

一

五

条
四

項
で

選

挙
の

秘

密
と

選

挙
人
の

無

答
費
を

定
め
る

ほ

か
､

自
由
選

挙
の

原

則
を

明

示

し
て

い

る

わ

け
で

は

な

い
｡

し
か

し
､

権
利
説
の

立

易
か

ら

す
る

と
､

権
利
行
使
の

自
由

は
､

権
利
の

本

質
か

ら
の

当

然
の

帰

結
で

あ

る
｡

一

五

条
四

項
は

､

と

り
わ

け
､

後
段
で

選

挙
に

お

け
る

選

択
の

自
由
を

保
障
す
る

こ

と
に

よ

っ

て
､

こ

の

こ

と

を

明

ら
か
■
に

し

て

い

る

も
の

と

思
わ

れ

る
｡

自
由
選

挙
の

原

則

は
､

投
票
の

自
由
を

中

核
と

し
て

､

立

候

補
の

自
由

､

選
挙
活

動
の

自
由
な
ど

､

選

挙
の

全

過

程
に

及
ん

で

い

る
｡

‖
ま

ず
､

投
票
の

自
由
に

つ

い

て

は
､

棄
権
の

自
由
(

投
票
権

不

行
使
の

自
由
)

が

当

然
に

そ

の

内

容
と

な
る

｡

し
た

が

っ

㌧

て
､

強
制
投
票
制
は

も

と
■

よ

り
､

選

挙
人
の

意
思
に

反

す
る

過

度
な

投

票
勧
誘
に

も

権
利
侵
害
の

疑
い

が

生

じ

る

こ

と

に

な

る
｡

既
に

み

た

よ

う
に

､

強
制

投
票
制
切

禁
止
は

､

権

利
説
の

論
理

的

帰
結
で

あ

り
､

こ

こ

に

立

法

裁
量
が

介
入

す

る

余
地

は

な

い
｡

こ

れ

に

対

ベ

ト

l

J

強
P

←

P

･げ

ト

甘
～

ヽ

■M

〆

け

∵
や

穀
叫

l

オ
ー
,

.
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小

可

L

山
-

卜

､ ｡

叫

叫

､

･ 1

柑

♪

叫

も

.

斗

▼ ｡

.

一

▲
¶

ノ

叫

.

叶

し
て

､

選

挙
の

公

務
性
を

前
提
と

す
る

諸

説
で

は
､

(

理

論

的

問

題
と

し
て

よ

り

も
､

)

む
し

ろ

立

法

政

策
上

あ

る

い

は

道

義
的

な

問
題
と

し
て

､

こ

れ

を

論
じ

る

こ

と

が

可

能
と

な

る
｡

㈲
立

候
補
の

自
由
は

､

被
選

挙
権
を
+

樺

利
と

解

す
る

立

場
に

お

い

て

は
､

一

五

条
三

項
･

四

四

条
但

音
の

普

通

選

挙
原

則
の

問
題

と

し
て

論
じ
る

こ

と

も

で

き

る
｡

こ

こ

で

は
､

権
利
帰
属
(

立

候

補
資
格

･

被
選

挙

資
格
の

取

得
)

の

み

な

ら

す
､

権
利
行
使
(

立

候
補
)

に

お

け
る

制
約
が

問
題
と

な

る
｡

例

え
ば

､

立

候
補
に

際

し
て

法
定

額
の

供
託
金
を

課

す

現

行
の

制

度
は

､

実
質
的
な

立

候

補
制
限
で

あ

り
､

立

候
補
の

自
由
お

よ

び

被
選

挙

権
の

平
等
に

反

(

u
)

す
る

疑
い

が

強
い

と
い

え

よ

う
｡

ま

た
､

今
日

で

は
､

労
働
組
合

等
私

的

団

体
に

お

け
る

立

候

補
制
限
も

重

要
な

問
題
と

な

っ

て

い

る
｡

既
に

最
高
裁
判
決
が

明

ら
か

に

し

た

よ

う

に
､

｢

立

候

補
の

自

由
は

､

一

五

条
一

項
の

保

障
す
る

重

要
な

基

本

的

人

権
の

一

(

M
)

･
つ
+

で

あ

る
｡

こ

こ

で

は
､

組
合
統
制
権
に

も

と

づ

ぺ

立

候

補
制

限
も

､

あ

く
ま

で

例
外

的

な

も
の

に

他
な

ら

な
い

｡

こ

れ

を

許
容

す
る

た

め

に

は
､

(

か

り

に

そ

れ

が

勧
告

や

説
得
に

端
を

発

す

る

も
の

で

あ

る

に

せ

よ
)

本
人
の

自
由
か

つ

明

示

的

な

権

利
放

棄

(

立

候

補
の

断

念
)

が

な
け

れ

ば

な

ら

な
い

と

考
え

ら
れ

る
｡

㈲
戸
別

訪
問
の

自
由
を

含
む

選

挙

活

動
の

自
由
も

､

主

権
者
の

権
利
行

使
が

選

挙
の

全

過
程
に

及
ぶ

こ

と

か

ら
､

当

然
に

承
認
さ

れ

る
｡

こ

の

自
由
ほ

､

立

候

補
者
に

と
っ

て

は

立

候
補
権

(

被
選

挙
権
)

の

一

環
と

し

て
､

ま

た
一

般
市
民

(

選
挙

人
)

に

と
っ

て

は
､

主

権
行

使
(

選

挙
)

へ

の

参
加

権
な

い

し

選
択
の

た

め

の

情

報
交
換

･

収

集
権
に

由

来
す
る

も
の

と

考
え

ら
れ

る
｡

し

た

が

っ

て
､

そ

の

制
約
も

､

庶

則
と

し
て

選

挙

権
･

被
選

挙

権
に

内

在
す

る

も
の

で

な

け

れ

ば
な

ら
な
い

｡

従

来
の

よ

う
に

､

四

七

条
に

つ

い

て

の

立

法

裁
量

論
､

あ
る

い

は

(

表

現
の

計
由
の

一

般
的

新
約

原
理

と

し

て

の
)

｢

公

共
の

福
祉
+

論
に

よ
■つ

て
､

容
易
に

-
1
内

在

的

制
約
論
に

つ

い

て

の

厳
密
な

検
証
を

経
る

こ

と

な

く

-
制
約

を

お
こ

な

う
こ

と

は

許
さ

れ

な
い

と

解

す
べ

き
で

あ

ろ

う
｡

こ

の

.

点

で
､

戸
別

訪
問
禁
止
の

合
憲
性
に

つ

い

て

の

従

来
の

論
拠
(

い

わ

ゆ
る

情
夷
論

､

不

正

行
為
温

床
論

､

迷
惑

論
な

ど
)

は
､

い

ず

れ

も
､

主

権
者
の

基
本
的

権
利
の

制
約
を

正

当

化

す
る

だ

け
の

十

(

1 5
)

分
な

論
証
に

欠

け
る

も
の

と
い

わ

ざ
る

を

え

な
い

で

あ

ろ

う
｡

.

(

1
)

長
尾

･

前

掲
論

文

佃
七
･一

頁
以

下
お

よ

び

七

〇

頁
注

(

1
)

引

用
の

諸

文

献
参
照

｡

(

2
)

能
力

要
件
に

つ

い

て
､

現
行
の

選

挙
資
格
年
令
や

衆
参
両

院
の

被
選

挙

資
格

年
令
に

ほ
(

立

法
府

の

自
由
裁
量
を

排
す
る

立

場
か

ら
)

疑

問
の

余

地
が

あ

ろ

う
｡

と

く
に

後
者

(

衆
参
両

院
の

資
椅
年
令
の

▲7

格
差
)

は
､

両

院
に

お

け
る

被
選

挙
権
の

内

容
の

差
異
が

主

権
行

使

詔
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と

の

関

係

で

明

ら
か

に

さ

れ

な
い

限

り
､

問
題
で

あ
る

｡

(

3
)

前

掲
･

最
高
裁

(

昭

和
三

〇

年
二

月

九

日
)

判

決
な

ど

参

照
｡

(

4
)

前

掲
･

最
高

裁

判

決
･

刑

集
九

巻
二

号
二

ニ
ー

頁
｡

(

5
)

札

幌
地

裁
小

樽
支

部
昭

和
四

九

年
一

二

月

九

日

判

決
･

判

例

時

報

七
六

二

号
一

四

頁
｡

札

幌
高

裁

昭

和
五

三

年
五

月
二

四

日

判

決
･

同

八
八

八

号
三

一

頁
な

ど
｡

(

6
)

前

掲
･

札

幌
高
裁
判

決
･

判
.

例

時
報
八

八

八

号
六

五

頁
(

被
控

訴

人
主

張
)

､

川
口

是

｢

在

宅
投
票
制
度
と

選

挙

権
+

奥

平
=

杉

原

編

『

憲
法
学
4
』

一

五
二

頁
な

ど

参
照

｡

(

7
)

前
掲

･

札

幌
高
裁
判

決
･

判
例

時
報
八

八

八

号

五

五

頁
(

国

側

控

訴
人

主

張
)

参
照

｡

(

8
)

最

高
裁
昭

和
五

一

年
四

月
一

四

日

大

法

廷

判

決
∵

民

集
三

〇

巻

三

号
二

四

三

頁
｡

(

9
)

こ

の

立

場
ほ

､

最

高

裁
昭

和
三

九

年
二

月

五

日

大

法

廷

判

決

(

民

集
一

八

巻
二

号
二

七

〇

頁
以

下
)

と

軌
を
一

に

す
る

｡

(

1 0
)

杉
原

･

前
掲

論
文

(

｢

参
政

権
諭
に

つ

い

て

の

覚
書
+

)

七

九

頁
｡

(

1 1
)

東

京

高

裁
昭

和
五

五

年
.一

二

月
二

三

日

判

決
･

判

例
時
報
九

八

四

号
二

六

頁
以

下
｡

(

1 2
)

こ

の

ほ

か
､

投
票

価

値

平

等
の

基

準

と

し
て

全

国

平
均

値
を

問

題
に

す
べ

き

か

香
か

と
い

う

論
点
が

存
在
す
る

｡

最
近

で

は
､

一

四

条

(

一

般
的
平

等
原

則
)

を

適
用

す

れ

ば

全

国

平

均

値
ほ

基

準
と

な

ら

な
い

が
､

一

五

条
一

項

を

前

提
と

す
れ

ば
､

こ

れ

が

基

準
と

な

り

ぅ
る

上

す

る

見

解
が

認

め

ら

れ
る

｡

(

高
橋
和

之

｢

定

数
不

均

衡

達

意
判

決
に

関
す

る

若
干
の

考
察
+

『

法

学

志
林
』

七

四

巻
四

号

八

二

頁
｡

)

｡

の

見

解
の

基
礎
に

ほ
､

選

挙

権
の

権

利
内

容
に

全

国

平

均

淵

値
に

等
し

い

投
票

価
値
が

含
ま

れ
る

と

す
る

理

解
が

あ

る

が
､

若
干

の

疑

問
を

留
保
し

て

お

こ

う
｡

一

五

条

を

前

提
と

す

る

場

合

も
､

(

権
利
の

平
等
を

必

ず
し

も

全

国

平

均

値

に

化

廃
す

る

必

要

ほ

な

く
､

)

最
大

蒋
差
を

基
準

と

し
て

､

｢

全

体

的
に

均
衡
め

と

れ

た

議
員

定

数
配
分
の

も

と
で

主

権
行

使
に

参
加

す
る

権

利
+

と

し
て

構
成

す

る

こ

と

も

可

能
だ

か

ら
で

あ
る

｡

(

1 3
)

杉
原

｢

供
託

金

増
額
と

被
選

挙
権
の

制
限
+

前
掲
香

は
一

九
三

頁
以

下

参
照

｡

(

1 4
)

最
高
裁
昭

和

四
三

年
一

二

月
四

日

大

法

廷

判

決
･

刑

集
二

二

巻

二
二

号
一

四
三

三

頁
｡

高

野
真
澄

｢

労
働
風

合
の

統
制
権
と

政

治

活

動
の

自

由
+

『

憲
法

判

例
官

選

Ⅱ
』

二

五

三

頁
参
照

｡

(

1 5
)

青

田

善
明

｢

戸

別

訪
問
禁
止

規
定

判

決
の

動

向
+

ナ

ー
』

∴
一

九

九

号

(

一

九

八

〇

年
)

一

五
一

頁
以

下
､

｢

戸
別

訪
問
禁
止

達

意
判
決
の

論

点
+

『

ジ

ュ

リ

ス

ト
』

(

一

九

七

九

年
)

六

八

頁
以

下

な

ど

参
照

｡

『

法

学

セ

､
､

､

戸

枚
秀

典

六

八

八

号

四

お

わ

り
に

以

上
､

わ

が

国
の

選

挙

権
論
に

つ

い

て

の

学
説
史
的
検

討
を

ふ

ま

え
て

､

選
挙

権
の

本

質
と

選

挙

原

則
を

概
観
し

た
｡

プ
ー

プ
ル

｢

人

民

主

権
+

論
を

基
礎
と

す
る

権
利
説
の

立

易
を

と

る

こ

と

に

ほ
､

-
主

権
論
自
体
が

多
く
の

課
題
計

抱
え
て

い

る

今
日

で

袖

r

J
.

レ

山
l

町
卜

≠

や

村

中

.セ

】
p

叱

恥

〆
.

止
†勅

ト

や

.∴

&
町

叫

わ

し

坤

･巾



( 8 9 ) 選挙権 の 本 質 と選挙原則

小

瑚

L

車
｡

叶

叫

り

叫

.

佃

戸

叫

b

斗

｡
･

叫

･
鵡
■

一

.

叫

.｢

叶

い

軸

は

1
理

論
上
必

ず
し

も

問
題
が

な
い

わ

け

で

は

な
い

｡

こ

の

意

味
で

､

本

稿
は

､

い

ま

だ

試
論
の

域
を

脱
七

て

は

い

な
い

｡

プ

ー
+
ノ

ル

し

か

し
､

わ

が

国
の

憲
法

解

釈
に

お

い

て
､

｢

人

民

主

権
+

論
を

導
入

す
る

こ

と

は

次

第
に

定

着
し
っ

つ

あ
る

｡

同

時
に

､

様
々

な

選

挙
問

題
の

展
開
の

中
で

､

選
挙

権
の

権
利
性
が

強
調

さ

れ

て

き

た

こ

と

も

事
実
で

あ
る
｡

こ

の

小

論
で

1
敢
え

て

1
権
利
説

の

あ

り

方
を

追
究

し

ょ

与
と

し

た

の

も
､

こ

う
し

た

わ

が

国
の

理

論
動
向
に

対

応
す
る

た

め

で

あ

る
｡

そ

し
て

､

こ

こ

で

ほ
､

選

挙

権
の

本

質
の

検
討
を

と

お

し

て

次
の

こ

と

が

確
認

さ

れ

た
｡

選
挙

事
項
の

決
定
と

選

挙
原
則
の

運
用
は

､

主

権
者
の

権
利
と

し
て

の

プ
ー

プ
ル

選

挙

権
の

本

質
お

よ

び
一
｢

人

民

主

権
+

原
理
に

適
合
的
な

も
の

で

な

け
れ

ば
な

ら
な
い

と
い

う
こ

と
で

あ

る
｡

本
稿
で

ふ

れ

る

こ

と

の

で

き

な
か

っ

た

他
の

多
く
の

選

挙
問
題

に

つ

い

て

も
､

こ

の

前
提
に

た
っ

て
､

今
後
検
討
が

進
め

ら
れ

る

こ

と

が

望

ま

し
い

｡

厳
し
い

紙
幅
の

制
約
の

た

め

に

割
愛
せ

ざ
る

を

え
な

か
っ

た

諸

論
点

､

と

り

わ

け
､

選
挙
原
則
を

め

ぐ

る

判
例

上
の

問
題
点

に

つ

い

て

ほ
､

別
の

機
会
に

､

漸
次

検
討
し
て

ゆ

き

た

い

と

思
う

｡

ほ

じ
め

に

述
べ

た
､

わ

が

国
の

選

挙
権
論
再
検

討

の

動
向
ほ

､

ま

だ

端
緒
に

つ

い

た

ば

か

り
で

あ

る
｡

(

成

城

大

学

講
師
)
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