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憲
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概
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ro
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適
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史
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判
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問
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適
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第
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第
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第
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皿
.
国
家
の
構
成
的
要
素
と
し
て
の
基
本
権

民
主
的
法
秩
序
の
必
須
物

1
.
国
家

の
構
成

的
要

素

の

法
規

範

が
国
家

に
と

っ
て
全

く
普

遍
的

に
構
成

的

な
も

の
と

な
る

の
は
、

そ

れ
が
国

家

に
対
し

て
正
当

化

を
与

え
、

か

つ
目
的

を
設

定

す

る
と

き

(
正
統

化

機
能

(
leg
it
im
ie
re
n
d
e
F
u
n
h
tio
n
)
)
、

ま
た

、
法

共

同
体

(カ
Φ
o窪

ω
σq
Φ
づ
o
°・
ω
Φ
づ
)

の
結
合

が

ま

さ

に

こ

の
規

範

な

い
し

そ

の
実

現

の
た

め
の
意

思
を
肯

定
す

る

こ
と

に
お

け
る
原

則
的

な

(
す
な

わ
ち
、
包

括

で
は
な
く

、
ま

た
常

に
新

た

に
見
出

さ
れ

る

)

フ

ノ
セ

ノ
サ

ノ
ロ

ぶ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

合

意

に
も
と

つ

い

て

い
る
と

き

(統

合
機

能

(
in
teg
r
ie
r
en
d
e
F
u
n
h
tio
n
)
)

で
あ

る
。

そ

れ

で
、

人

は
、

結

局

、

す

べ
て

の
規
範

に

つ
い
て
、

政

治
的
決

定
発

見

の
過

桿

に

つ
い
て

の
規
範

の
妥

当
性

が
全

く

あ
り
え

な

い
と

い
う

こ
と

が
な

い
と

き

(手

続
法

的

機
能

〔竃
単

a
h
r
e
n
s
r
ec
h
t
lic
h
e
F
u
n
h
tio
n
)
)
、
規

範

を
国
家

に
と

っ
て
構
成
的

な

も

の
と

み
な
す

こ
と
が

で
き
る

の

で
あ

る
。

切

基

本

権

は
、

こ
う
し

た
国

家
構

成
的

規
範

の
諸

標
識

を
、
次

の
よ

う
な
際

立

っ
た
仕

方

で
満
た

し

て
い
る
。

基
本

権

は
、
恣

意

国
;　

(W

ill
k
ii
r
st
a
a
t
)

と

は
対
照

的

な
法
治

国
家

を

定
義

づ
け

る
特
徴

、

す
な

わ
ち

、

「
法
律

に
よ

る
も

の

で
あ

っ

て
人

に
よ

る
の

で
は
な

い
統

治
」

(≪
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
b
y
la
w
,
n
o
t
b
y
m
e
n
》
)
が
貫

徹

し

て
い
る
国
家

の
日

印

な

の

で
あ

る
。

基
本

権

は
、

国

家
共

同

体

の
人

権
秩

序

に
向

け

ら

れ
た

原

理
的

要
請

に
お

け
る

・
誇

い
歴
史

的

経
験

か

ら
得

ら

れ
た

洞
察

の
結

果

で
あ

る
。

法

的

審

問

(r°e
c
h
tlich
e
s
G
e
h
o
r
)

な

い
し
独

立

し
た

裁
判

官

の
独
立

へ
の
請
求

権

の
中

に
存

在

し

て

い
る

の
は
、
人

の
自

由

の
尊

重

お

よ
び
信

義

誠

実

に
則

し
た
処

理
を

官
庁

に
義

務

付

け
る
手

続
関

連
的

で
実
体

的

な
、

わ
が

国

の
法
秩

序

の
根
拠

で
あ

る
。
基

本

権

は
、
結

局

、
わ

が
国

民

セ
主

義

に
と

っ
て
不

可
欠

の
支

柱

な

の

で
あ

る

が
、

そ
れ

は
、

基
本

権

が
民

k
主
義

的

な
意

思
形
成

お

よ
び
決

定
発

見

の
手

続

を
保
障

す

る

も

の
だ

か
ら

で
あ

る
。

1Gi
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の

基
本

権

は
、

わ
が
国

に
と

っ
て
、
必

須

の
礎
石

、

つ
ま

り
基
本

要
素

で
あ
る
。

基
本

権

は
、

し
か

し
、

国
家

口
法
秩

序
全

体
を

決
定

す

る
も

の
で
は

な

い
。

法
制

定

と
法
適

用

の
課
題

は
、

こ
の
国
家

11
法

秩
序

を

具
体

化
す

る

こ
と

で
あ

る
。
基

本

権
は
、

同
時

に
、

日
常
的

な

法

の
更

な

る
形
成

の
口
的

で
あ

り
、

限

界

で
あ

り
、

ま

た

そ
れ
を

指
導

す

る
も

の

(W

e
g
le
iけ霞

)

で
あ

る
が

、

こ

の
指
導

す

る
も

の
が

存

在

し

て
い

る

こ
と

で

新

し

い
問

題
状

況

に
向

っ
て

の
実

現
化

が

日

々
要

求

さ
れ

て

い
る

に
か

か
わ

ら
ず

、
基

本
権

は
、

政
治

的

な

日
常
的

論
議

に
巻

き
込

ま

れ
る

こ
と

か
ら
守

ら
れ

て

い
る
の

で
あ

る
。

そ
れ

で
、

基
本

権

は
、
専

制

的
支

配

に
お

い

て
正
統

化
さ

れ

た

秩

序
を

打
倒

す

る
際

の
限
界

を

〔も
〕

設
定

す

る

こ
と

に
な

る
。

人

間

の

尊

厳

に

も

と

つ

い
た

法

の

秩

序

の
基

本

要

素

に

つ

い

て

の

右

の

よ

う

な

理

解

(G
e
ltu
n
g
sa
n
s
p
r
u
c
h
)

で
あ

り

、

他

方

で

は
、

必

然

的

な
実

現

化

で

あ

る

は

、

す

で

に
、

明

ら

か

に

し

て

い

る

と

こ
ろ

で

あ

る
。

そ

れ

は

一
方

で

は

、

無

条

件

的

な

妥

当

要

求

カ

ー

ル

・
ヤ

ス
パ

ー
ズ

(囚
ン
犀
r
噛ジ

しc一、舞

c゚
)

が

17
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「
…
…
私

は
、

私
に
は
可
視
的
な
も

の
と

な

っ
て
い
る
と

こ
ろ
の
人

間

の
尊
厳
を
、
最
も
制

限
さ
れ
え

な
い
も

の
と
し
て
扱

う
秩
序

の
形
成
を

意

図
し
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
私

は
、

そ
の

こ
と
を
、
常
に
ま
た
す

べ
て
の
人

に
妥
当
す
る

一
般
的
計
画

か
ら

で
は
な
く
、
た
だ
歴
史
的
状

況
の
中

に
あ
る
、

そ
し

て
、
今

H
何
を
為

し
、
推
進
し
、
願
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
と
い
う
観
点
か
ら

の
み
成
立

す
る

一
定

の
結
果
を
伴
な

っ

て
い
る
と

こ
ろ

の
、
そ

の
時

々
に
世
　

を
導

く

(w
elto
rie
n
t
ie
r
en
d
)
智

に
も
と
つ

い
て
認
識

し

て
い
る

の
で
あ

る
。
」

わ

れ

わ
れ

は
、

わ
れ

わ
れ

が

、
個

人

が
他

人

に
、

ま
た

法

と
し

て
の
止
:
同
体

(G
e
m
e
in
s
c
h
a
ft
a
ls
R
e
c
h
t
)

に
要
求

し

う

る
も

の
、

ま
た
、

個
人

が
他

人

に
、

ま
た
法

と
し

て
の
共

同
体

に
責

務
を
負

っ
て

い
る
も

の
を
、

何

か
形
而

卜
学
的

な
啓

示

に
よ

っ
て
認

識
す

る
と
き

、

ア

ほ

ヒ

ぞ
ロ

政

治

的

決

定

発

見

の
複

雑

な

基

本

権

志

向

6

(g
r
u
n
d
r
e
ch
t
lic
h

g
e
len
k
t
)

過

程

を

初

め

か

ら

断

念

し

、

ま

た

、

洞

察

力

あ

る

方

法

を

懸

ヨ
ル

ク

・
パ

ウ

ル

:

・・
ユ
ラ

ー

『
ス

イ

ス
基

本

権

原

論

』

(
一
.)

司
○

ヒ

(
42
)



一
〇

八

(
43

)

念

す

る

こ
と

な

く
抑

え
込

ん

で
し

ま

う
。

つ
ま
り
、

そ

の
場
合

に
は
、

わ
れ

わ
れ

は
、

基
本

権

を
無

し

で
済

ま

す

こ
と
が

で
き

る

の

で
あ

る
。

し
か

し
な

が

ら
、

わ
れ
わ

れ

は
、

人

と

の
そ

の
社

会
的

需
要

に

つ
い
て

の
義

務
的

な
観
察

を
思

い
の
ま

ま

に
用

い
た
り
、

ま
た

そ

の

こ
と

に
か
ん
す

る
見
解

に

つ
い
て
真

実

に
か

つ
客

観
的

に
正

義
を
占

有
し

た
り

す
る
も

の

で
は
な
く
、

わ

れ
わ
れ

が
、
骨

の
折
れ

る
洞
察
、

政
治
的

決
定

お

よ
び

法
的

具
体

化

の
た

め

の
手
段

の
行

使

の
過

程

で
右

の
諸

目
的

に
接

近
す

る
と

き

に
、
基
本

権

は
、

人

間
的

正
義

に
叶

っ

た
秩
序

の
、
乏

し

い
が

し
か

し
常

に
信
頼

し
う

る
保
障

と

な

る

の
で
あ
る
。

の

国
家

の
構
成

的
要

素

と
し

て

の
、

す
な

わ
ち

民
主

k
義
的

秩
序

の
本

質
物

と

し

て
の
基
本

権

の
機
能

か

ら
、
基

本

権

の
厳
密

な

〔意

味

で

の
〕

性

格

(p
u
n
k
t
u
e
lle
r
C
h
a
ra
k
te
r)

が
生

じ

る
。

そ
れ

は
、

た
だ
、

基

本
的

な
自

由

の
位
置

、

と

り
わ

け
、

人

間

の
尊
厳

な

い

し
開

か
れ

た
民

仁
ヒ

義
的

手
続

の
確

保

と
特
別

に
関
連

し

た
自

由
位

置
だ

け
を

保
護

し

て

い
る

の

で
あ

る
。

そ
れ
ゆ
え

に
、
連
邦
裁
判
所

は
、

た
と
え
ば
、
基
碑

を
任
意

に
設
置
す

る
自
由
を
連
邦
憲
法

の
不
文

の
基
本

権
と
し
て
承
認
す

る
こ
と
、
あ

る
い

は
、
自
動

賭
博
器

(S
p
iela
u
to
m
a
t
)
に
興
じ
る
自
由

を
人
格

の
自

由
の
保
護

と
し
て
擁
護

す
る
こ
と
を
、
拒
否

し
て
い
る
。

117一

〔
ス
イ

ス
〕

連
邦

憲
法

に
お

い

て
も

"
一
般
的

処
遇

の
自

_

,

(
a
llg
e
m
e
in
e
H
a
n
d
lu
n
g
sf
r
e
ih
e
it)

を
中

心
的

な
内

容

物
と

し

て
承
認

す

る

こ
と

は
、

法

11
国
家

秩
序

の
本

質
物

と

し

て
の
基
本

権

の
性
格

を
破

砕

す

る
も

の
で
あ

り
、

ま
た
、

そ

れ

に
よ

っ
て
基

本
権

理
念

を

.

般
的

に
希

釈

す

る
危

険

を
お

か
す

も

の
で
あ

る
。

こ
う
し
た
傾
向

は
、

ド
イ

ツ
の
憲

法
判
例

(
V
e
rf
a
s
su
n
g
s
re
c
h
ts崔
°e
ch
u
n
g
)
S
中

に
明
瞭

に
生
じ

て
い
る
も

の
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
の
憲
法

判
例
は
、
人

の
処
遇

の
自
由

の
様

々
な
現
わ
れ
を

1

人
間

の
尊
厳

な

い
し
民
k
的

11
法
治
国
家
的

秩
序

の
基
本

価
値
と
そ
れ

が
い
か

に
関
連

し

 て
い
る

か

を

審

査

す

る

こ
と

な

く

基

本

法

↓
.条

一
項

の

い
わ

ゆ

る

「
母

の
基

本

権

」

(≪
M

u
tt
er
　
r
u
n
d
r
e
ch
t》
)

の
範

囲

内

で
保

障

し

て

い

る

よ

う

に
み

え

る
。

こ

の

よ

う

な
判

例

は

、

時

と

し

て
奇

抜

な
結

果

を

導

く

も

の

で
あ

る
。

或

る
最

新

の
　

決

(E
n
t
sc
h
e
id
)

は
次

の

よ

う

L18」



に
言

っ
て

い
る
。

す
な
わ
ち
、
「
鷹
匠
狩
猟
免
許
証

(F
a
lk
n
e
i°ja
g
d
s
c
h
e
in
)
を
得
よ
う
と
す

る
者

は
武
器
技
術

と
武
器
法
律

に

つ
い
て
の
知
識
を

証
明
し
、
射

撃
試
験
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
す
る
規
定

…
…
は
、
法

治
国
家
原
理

(比
例
原
則
)
と

の
関
連

に
お

い
て
人
格

の
白
山
な
発
展

　

へ
の
基

本

権

(G
r°u
n
d
r
e
c
h
t
a
u
f
f
re
ie
E
n
t
fa
ltu
n
g
d
e
r
P
e
rs
o
n
lic
h
k
e
it.
基

本

法

一
.条

一
項

)

を

侵
害

す

る
。
」

と

。

鷹

を
使

っ
て
狩

を

す

る

自

山

は

、

明

ら
か

に
、

法

治

国
家

的

民
主

主

義

の
本

質

内

容

の

一
つ
に
数

え

ら
れ

る
も

の

で
は

な

く

、

ま

た

、

人

間

の
尊

厳
の
発
露

1

す
な
わ
ち
基
本
権

の
資
質

に
と

っ
て
そ
れ
だ
け
で
決
定
的

で
あ
る
も

の

で
あ

る
わ
け
で
も
何
ら
な

い
。

ド
イ

ツ
国
法
学

の
代

表

的

な
部

分

は
、

や

は
り

、

こ

の

よ

う
な

、

自

由

を

「
小

銭

"
J

(
≪
in
k
le
in
e
M

u
n
z
e≫
)
価

値

低

ド

さ

せ

て
し

ま

う

仕

方

に
猛

烈

に
反

対

て

い

る
。

2
.
基

本
権

の
再

構
成

1191
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ス
イ

ス
憲

法
国

家

(V
e
r
fa
s
s
u
n
g
s
s
t
a
a
t
)

に
お

い
て
は
、

ほ

と
ん

ど

唯

一
の
特

質

で
あ

る

と
し

て
述

べ
ら
れ

る

の
は
、

国

家

の
本

質

物

の

一
部

と

し

て

の
基

本

権

が

、

た

ん

に

現

存

状

況

の
記

述

で

あ

る

だ

け

で

な

く

、

事

物

適

合

的

な

(s
a
c
h
g
e
m
a
°。°。)

再

構

成

(
W
e
ite
r
b
ild
u
n
g
)

と
具

体

化

の
課
題

で
あ

る

こ
と
を

特
徴

と

し

て

い
る
、

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

民
主

主
義

的

法

秩
序

に

お
け

る
基

本

権

の
不
可

欠

の
機
能

と

い
う
も

の
を

観
察

す

る

こ
と

は
、
実

定
法

的
内

容

の
現
実

的

な
存
在

を
追

放

し
、
ま

た
、
基

本

権

の
再

構
成

を

必
至

の
も

の
と
す

る

こ
と
を
意

味
す

る
。

の

憲

法
制

定
者

に
よ

る
も

の

連

邦
憲

法

に
お

い

て
そ

の
第

一
章

(「
通
則
」
)

の
中

で
保

障
さ

れ

て

い
る
基
本

権

に
か
ん

し

て
本
質
的

な

も

の
と
し

て
論

じ
ら

れ

て

い
る

の
は
、
憲

法
制

定

の
時
期

に
背

景

に
あ
り

、
ま

た
人

々
が
邦

の
単

独

の
保
障

に
委

ね

る

こ
と

を
意

図
し

て
い
な
か

っ
た

、

例

の
自
由

の
諸

事

ヨ
ル

ク

・
パ

ウ

ル

・
ミ

ュ
ラ

ー

『
ス
イ

ス
基
本

権
原

論

」

(
二

)

一
〇
九

(
44
)



一
〇

(
45

)

項

で
あ

る
。
包

括

的
な
基

本

権
力

タ

ロ
グ

は
、

一
八
四

八
年

に
も
、

ま
た

一
八

L
四

年

の
全
面

改
正

の
機

会

に
も
、
人

は

そ
れ

を

〔設

定

す

る

こ
と

を
〕
追

求

し
な

か

っ
た

の
で
あ

る
。

連

邦

憲

法

に
お

け

る
基

本
法

力

タ

ロ
グ

の
:-G
欲

(
L
iic
k
e
n
h
a
ft
ig
k
e
it
)

か

ら
生

じ

て

い
る
問

題

に
直

面

し

て

い
る

の

は
、

と

り

わ

け

連
邦

裁

判
所

で
あ

る
。
連

邦

裁
判
所

の
初
期

の
判

例

に
お

い

て
、
連

邦
裁

判
所

は
、

可
能

な

限
り

い
か

な
る
場

合

に
も
、

邦
憲

法

の
基

本

権

保
障

を

拠

り
所

に
し

て

い
た
。

つ
ま

り
、

連
邦

裁

判
所

は
、
基

本
権

保
障

の
耐

え
が

た

い
欠
落

(
L
iic
k
e
n
)

の
と

こ
ろ

に
と

ど

ま

っ
て

い

て
、

ま

た

し
ば
し

ば
、
事

業
毎

に
引
き

合

い

に
出

さ
れ

る

べ
き
邦
憲

法

が
相
当

す

る
基
本

権

保
障

を
黙

示
的

に
包
含

し

て

い
る

の
だ

と

い
う

仮
定

を

す

る

こ
と

で
間

に
合

わ
せ

て
き

た
。

ま

た
時

に
は
、
連

邦
裁

判
所

は
、

不
可

欠

な
も

の
と
感

じ

ら
れ

た
基
本

権
保

障

で
あ

る
連

邦

憲

法

四
条

を
導
入

し

て

い
る
。
連

邦
裁

判
所

は
、

一
九

六
〇
年

以
来

、
連
邦
憲

法

の
不
文

の
基

本
権

を
承
認

し

て

い
る
。

そ

の
よ
う

な
判

例

は
、

〔今

で
も
〕

な
お
叙

述

さ
れ

る

べ
き

で
あ

る
。

形
式

的
意
味

に
お

け
る
憲

法
、

つ
ま

り
憲

法
典

も
、

、
八

ヒ
四

年
以
降

、
基

本
権

〔規
定

〕

の
部

分

で
改

正
を

経

て
き

て
い
る

。
改

編

の

あ

っ
た

重
要

な
節

目

は
、
次

の
よ

う
な

も

の

で
あ
る
。

[?0;
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↓
九

三

八

年

、

国

語

の
領

域

に

レ

ー

ト

ロ

マ
ン
語

を
加

え
た

こ
と

に
よ

る
連

邦

憲

法

一

一
六

条

の
改

正

。

一
九

四

ヒ

年

、

経

済

の
新

規

の
定

航

(連

邦

憲

法

二
.
一
条

な

い
し

.'二

条

の
亙

、

三

二
条

、

....
。条

の

四
第

.

.項

、

...四

条

の
一.、)。

1

一
九
六
九
年
、
従
来

す
で
に
連
邦
裁
判
所

が
不
文

の
口

由
権

と
し
て
承
認

し
て
い
た
基
本

権

で
あ
る
財
産
権
保
障

の
、
明
文

の
憲

法
ヒ

の
権

利

と

し

て

の
承

認

(連

邦

憲

法

.

.
一
.条

の

ゴ
.)。

 ー

一
九
ヒ

一
年
、
婦
人

の
投
票
権
お
よ

び
選
挙
権

(連
邦
憲
法
L

四
条

一
項

)。

ー

一
九
し
...年
、

ジ

ェ
ス
イ

ッ
ト

〔教
団
〕

の
禁
止

と
修
道
院

(囚
一〇
°。
けΦ
こ

条
項
と

の
削
除

(連
邦
憲
法
κ

↓
条

お
よ
び
五
.
一条

)。

1

一
九
し
五
年
、
貧
困
者

の
権
利

の
制
限
を
断
念

し
た
居

住
の
自
由

に

つ
い
て
の
新
規
定

(連

邦
憲

法
四
κ
条

お
よ
び
四
八
条

)。



一
九
八

一
年
、
両
性

の
.平
等
処
遇
原
則
の
導

入
に
よ
る
.平
等
処
遇
規
則

の
増
補

(連

邦
憲

法
四
条
.
.項
)
。

こ
れ

に
対
し

て
、

い
く

つ
か

の
社
会
的
基
本
権

を
憲
法

に
採
り
入
れ
よ
う
と
す

る
さ
ま
ざ
ま
な
試

み
は
、
国
民

の
多
数

な
い
し
邦

の
多
数
を
獲
得

で
き
ず

に
失
敗

に
帰
し

て
い
る
が
、

そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、

労
働

へ
の
権
利

(
一
八
九

四
年
)
、
住
居

へ
の
権
利

(
一
九
し
○
年
)
お
よ
び
教
育

へ

の
権
利

(
一
九
し

.二
年

)
で
あ
る
。

同
様

に
、

ラ
ジ
オ
お
よ
び

テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
に
か
ん
す
る
憲
法
的

秩
序

〔
の
設
定
〕

を
求

め
る
試

み
も
拒
絶
さ
れ

て
い
る
。

こ
う

し
た

こ
と

の
関
連

で
、

一
九
L
四
年

の

国
ζ
勾
内

〔欧
州
人
権
保
護
条
約

〕

の
批
准

に
よ

る
基
本

権
カ
タ

ロ
グ
と
基
本
権
保
護
と

の
拡
大

に

も
言
及
さ
れ

る

べ
き

で
あ
る
。
実
質
的
観
点

に
お

い
て
も
、
ま

た
同
様

に
、

シ

ュ
ト
ラ

ス
ブ

ル
ク
の
諸
機
関

〔
ー1
欧
州

人
権
裁
判
所
等
の
人
権
保
障

諸
機
関
〕

に
到
達

す
る
可
能
性

に
よ

っ
て
も
、
基
本
権
保
護

は
、
有
意
義

な
価
値

の
引
き
L

げ
を
導

い
て
い
る

の
で
あ

る
。
他

の
場
所

で
は
、

よ
り

密
接

に
そ
れ

に
応

じ
て
い
る
。

ゆ

連
邦
裁
判
所
に
よ
る
も
の

?1
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の

民
駐
的

・
法
治
国
家
的
お
よ
び
連
邦
国
家
的
秩
序
の
必
須
物
の
番
人
と
し
て
の
連
邦
裁
判
所

 a
連

邦
憲

法

一
一
..一条

は
、
連

邦
裁

判

所

に
、

「
市
民

の
憲

法

k

の
権

利

の
侵
害

に
か
ん

す

る
訴

え

(B
e
s
c
h
w
e
r
d
e
)
」

に

つ
い

て
裁

判

す

る

こ
と

を
付
託

し

て
い
る
。
憲

法

は
、

し
か
し

な

が
ら
、

い
か
な

る
権
利

位
置

(勾
①
。算

s
p
o
s
it
io
n
)

が
憲
法

上

の
権

利
と

し

て
妥

当
す

べ

き
か

を
、

よ

り
狭

く
画
定

し

て

い
る
も

の

で
は

な

い
。

基

本

権

の
機
能

が

わ
が
国

家
共

‐
r
,._
(G
em
e
in
w
e
s
e
n
)

S
本

質

物

で
あ
り

構
成
的

原

理

で
あ

る

こ
と

に
相

応

し

て
、
連
邦

裁
判

所

は
、

基
本

権
保

障

に
か

ん
す

る
自

己

の
任

務
を
、

個

別

の
訴
訟
事

案

に
お

い
て
基

本
権

に
か
ん
す

る
憲

法
規
定

を

解

釈

す

る

こ
と

で
ト
分

で
あ

る

ヨ

ル

ク

・
パ

ウ

ル

:

・・
ユ

ラ

ー

『
ス

イ

ス

基

本

権

原

論

』

(
.
.
)

一

一

一

(
46

)



↓

(
47

)

と

は
解

し

て

い
な

い
。

連

邦

裁

判

所

は
、

む

し

ろ

、

自

身

が

民

主

主

義

的

・
法

治

国

家

的

で
連

邦

国

家

的

な

秩

序

の

本

質

物

の
番
人

　

(H
u
te
1°)

に
任
ず

る

べ
く

、
白

己

の
憲
法

委

託

(<
Φ
三
p
°。
°。
量

σq
紹

亀

9
°。
σq
)

を
解

釈

し

て
き

た
。
連

邦

裁

判
所

は
、

こ

の
委

託
を

、
と

り

わ

け
、

不
文

の
基
本

権

(
こ
れ

に
つ
い
て
は
後
述

の
励
を
参
照
)

を

承
認

す

る

こ
と

に
よ

り
、

な

い
し
、

憲

法
条

文

の
文

言

を

は

る
か

に
越

え
た

形

で
連

邦

憲
法

四
条

(
後
述

の

㏄
を
参

照
)

を
具
体

化
す

る

こ
と

に
よ

り
、

ま
た
、

成
文

の
基

本
権

規
範

を
法

創
造

的

に
発

展
さ
せ

る

こ
と
を

通

し

て
果

た
し

て

い
る

の

で
あ

る

。

目
的

は
次

の
と

こ
ろ

に

あ

る

起

革

さ
れ

た
決

定

形
成

の
前
地

(
V
o
r
f
e
ld
)
を

と

っ
て

お

く

こ
と

、

民

舵

ヒ

義

的

・
法

治

国
家

的

手

続

の
導

守

に

か

ん

し

て
川

心

深

く

あ

る

こ
と
、

こ

の
手

続

と

本

質

的

な

正

義

の
常

套

句

ゲ

(e
le
m

e
n
ta
r
e
G
e
r・e
c
h
tich
k
e
is
t
o
冒
o
i)

と

の

統

一
可

能

性

に

向

け

て

コ

ン

ト

ロ
ー

ル

す

る

こ

と

、

が

そ

れ

で

あ

る

。

基

本

権

の

承

認

と

具

体

化

の

限

界

(
司

法

の

白

._

(ju
d
ic
ia
1
r
es
tr
a
in
t
)
)

は

、

憲

法

裁

判

所

の

機

能

的

な

:

性

(f
u
n
h
ti
o
n
e
lle

　

　　

E
ig
n
u
n
g
)

S
結
果

と

し

て
生
じ

る
も

の

で
あ

る
。

連
邦

裁
判

所

は
、

そ
れ

が
伝
統

的

な
領

域

に
お

い

て
公

正
な

裁
判

手

続

の
要
求

を
具

体

化

し
、

ま
た

は
、

政
治

的

に
は

ほ
と

ん
ど
争

わ

れ
る

こ
と

の
な

い
議
論

に
よ

っ
て
紛
争

の
解

決
が
可

能

と

な
る
と

こ
ろ

で

は
、

比
較

的
広

範

な
活

動

を
す

る

こ
と
が

で
き

る
。

決
定

的

な

の
は
、
結

局
、
生

活

領
域

が
、

い
か
な

る
範
囲

で
人

権

に
よ

る
命
令

に
よ

っ
て
決
定

さ
れ
、

な

い
し
、
他

方

で
は

、
政

治
的

に
形

成
可

能

な
分

野

で
は
、
拡
散

的

な
社

会
的

要
求

に
い
か

な
る
範

囲

で
適
応

し

て

い
る
か

、

で
あ

る
。
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そ
れ

で
、
連
邦
裁
判

所
は
、
拘
留
法

の
問
題

〔
の
分
野
〕

に
お

け
る
人

格

の
自
由
と

い
う
基
本
権

に
も
と

つ
い
て
、
人

間

の
尊
厳

を
保

ち
、
陰
険

で
な

い
臼
山
束
縛

へ
の
極
め

て
詳
細
か

つ
特
殊
化
さ
れ

た
要
求
を
発
展

さ
せ

て
き
た
。
そ

の
際
、
連
邦
裁
判
所

は
、

わ
れ
わ
れ

の
文

化
圏
で
は
八
,
日

争
わ
れ
る

こ
と

の
な

い
、
収
監
者

の
処
遇

に
か
ん
す
る
最
小
限
原
則

に
依
拠

し
て
い
る
。

連
邦
憲
法

四
六
条

.

.項

は
、

二
重
課

税
の
避
止

の
た

め
の
規
定

を
制
定

す
る
た
め

の
疏
法

〔者

へ
の
〕
委

託

(G
e
se
tz
g
e
b
u
n
g
s
a
u
ftr
a
g
)
を

含
ん

で
い
る
。
右

の
委

託
を
遂
行
す

る
た

め
の
様

々
な
試

み
が
失
敗

に
帰
し
た
あ
と

で
、
連
邦
裁
判
所

は
、
立

法
委

託
を
市
民

の
憲

法
L
の
権
利
で

あ

る
と
解
釈

し
、
ま
た
、

そ

の
判
決

の
な
か

で
、

邦

の
租
税
高
権

の
限

界
に

つ
い
て
の
規
準

(R
e
gq
色
)
を

発
展
さ
せ
た
。

し
か
し

な
が
ら
、

こ
の



こ
と
は
、
当
面

の
事
柄

に
か
ん
し

て
、
と
り

わ
け
、

論
理
的
な
議
論

の
広

い
射
程
を
越

え
て
到
達
し
う
る
よ
う

な
権
利
対
疏

の
問
題
が
存
在

し

て
い

る
間
だ
け
可
能
な

の
で
あ
る
。

こ
れ
と
は
逆

に
、
連
邦
裁
判
所
が
、
母
性
保
険

の
創
設

に
か
ん
す
る
、

同
様
に
履
行
さ
れ

て
い
な

い
立
法

委
託

の
事
例

(連
邦
憲
法

...四
条

の
κ
第
四
項

)
な
ど

に
お

い
て
、
疏
法
者

に
代

っ
て
振
舞
う
と

い
う
こ
と

は
考
え
ら
れ
な

い
。
右

の
保
険

の
補
償

範
囲
、

資
金
調
達
方
法

(「
ヨ
9。
震
凶霞
き

σq
sa
rt
)
お
よ
び
負
担
者

に

つ
い
て
決
定
す

る
な
ら
、
そ
れ
は
、
裁
判
所

の
機
能
ヒ

の
権
限
を
破
砕
し

て
し
ま
う

こ

と
を
意
味
す
る
。

基
本
権
を
再
構
成
し

そ
の
役
割
を
発
揮
し
尽
す

こ
と

に
か
ん
す
る
自
己

の
権
限

の
限
界

に

つ
い
て
連

邦
裁
判
所
が
自
覚
し

て
い
る

こ
と

は
、

そ

の

租
税
裁
判
権

の
問
題

に
対
す

る
判
決

の
中

に
、

明
瞭

に
示
さ
れ

て
い
る
。
連
邦
裁
判
所

は
、

税
率

に
つ
い
て
の
審
査
を
、
連
邦
憲
法
四
条

の
平
等
原

則
を
基
準

に
し

て
行
な

っ
て
い
る
。
次

の
と
お
り

で
あ
る
。

「
…
…
憲
法

裁
判
官
が
:
:
:
白
己
抑
制

を
課
せ

ら
れ
る

の
は
、
と

り
わ
け
累
進
規
定

(P
r
o
g
r
es
s
io
n
ss
a
t
z
)
を
評
価
す

る
と
き

で
あ

る
。

憲

法
裁
判
官
は
、

こ
の
よ

う
な
関
連

に
お

い
て
、

問
題

の
あ
る
秩
序
が
真

に
客
観
的
な
根
拠

に
も
と
つ

い
て
い
る
も

の
か
ど
う
か
、
ま

た
、

理
性
的

な
理
由
を
事
実
関
係
の
中

に
見
出
す
た
め

の
法
的
識
別
が
右

の
こ
と

に
あ

て
は
ま
る
か
ど
う
か
だ
け
を
、
探
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ

る
。

一
個

の
租
税
法
が
右

の
要
求
を
充
た
し

て
い
る
か
ど
う
か
は
、
形
式
」

の
評
価
を
根
拠

に
し

て
決
定

す
る

こ
と
は

で
き
な

い
も

の
で
あ

っ
て
、
結

局

は
、

そ
の
法
律
が
正
当

で
あ

る
か

ど
う
か
と

い
う
問
題
と
関
連
し

て
い
る

の
で
あ
る
。
し

か
し
、

正
義

は
、
政
治
的

・
社
会
的
お

よ
び
経

済
的

関
係
と
と
も

に
変
化
す

る

一
個

の
相
対
的
概
念

で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
と
り
わ
け
、
租
税
負
担

の
分
割

と
租
税

の
設
定
と

に
か
ん
し

て
妥

当
す

る
o
......」

脇
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珈

不
文
の
基
本
権
の
肯
認

連

邦

裁

判

所

は
、

指
導

的

な
判

例

に
お

い

て
、

時

に

は
、

憲

法

の
文

言

に
依

拠

し

て
、

ま

た

時

に
は

文

言

か

ら

超

然

と

し

た

(s
o
u
v
e
r
a
n
)
独

立

の
姿
勢

を

と

っ
て

、
現

存

の
位
置

を
拡

充

し
、

な

い
し
、

新

し

い
基
本

権

を
現
行

憲
法

の
構

成

部
分

と
し

て
承

認

し

て

き

た

。

す

な

わ

ち

、

連

邦

裁

判

所

は
、

一
九

六

〇

年

に

は
財

産

権

保

障

、

の

ち

に

は

、

意

見

表

明

の
自

由

(
M
e
in
u
n
g
s
-

a
u
ss
e
r
u
n
g
s
fe
ih
e
it
)

と
個
人

の
自

=
.
(P
e
r
s
o
n
lich
e
F
r
e
ih
e
it
)

最

初

は
身
体

的

な
行
動

の
自
巾

と
し

て
、

そ

の
後

は
精
神

的

な

　

　

不

1=
'侵

怜

(
p
s
y
c
h
is
c
h
e
In
te
g
i°ita
t
)

と

し

て

も

、

言

語

の

自

-E

(S
p
r
a
c
h
e
n
f
r
e
ih
e
it
)

お

よ

び

最

後

に

一
九

L

O

年

に

は

集

会

　
　

　

の
自

由

を
、

い
ず

れ
も

連
邦
憲

法
上

の
不

文

の
基
本

権

と
し

て
位
置

づ

け
た
。

こ
の

〔基

本

権

の
〕

再

構
成

CW

e
it
e
r
b
ild
u
n
g
)

は
、

右

の
諸

基

本

権

の
不

可
欠

性

へ
の
理
解

、

つ
ま
り

、

法

治

国
家

的
民

主

セ

義

に
と

っ
て
の
基

本

権

の
構

成

的
性

格

に
由

来

す

る

も

の

で
あ

っ
た

か

ら
、

そ

の
場

合

に
、

連
邦

裁

判

所

が
憲

法

の
更

な

る

形
成

(
ti
'e
rf
a
s
s
u
n
g
sf
o
r
t
b
i
ld
u
n
g
)

6
た
め

の
自

己
固

有

の
権
限

を

擁
護

し

た

の
は

正
当

で
あ

る
。

そ

こ
に
み

ら

れ

る
も

の

は
、

「
連

邦

の
民

セ

主
義

的

・
法
治

国
家

的
秩
序

の
不

可
欠

の
構

成
部

分

と
み

ら
れ

る
と

こ
ろ

の
」
例

の
諸

自
由

を

不
文

の
基
本

権

と
し

て
承
認

す

る
と

の
表

現

を
も

っ
て
、

こ
う

し
た
機

能
を
行

使
し

て
い
る

の
だ
と

い
う
、
連

邦
裁

判
所

の
自
己

認
識

で
あ

る
。

つ
ま
り

、

そ
れ

に
相

当
す

る
判
決

は
、

い

じ

連

邦
憲

法

四
条

の

〔射
程

範
囲

の
〕

初
期

に

お
け

る
拡
大

と

は
逆

に

学

説

と
政

治

の
双
方

に
お

い

て
、

実
践

L
、

矛
盾

な
く

維

持

さ

れ

て
い
る
。

不
文

の
基

本
権

の
カ

テ
ゴ
リ

ー
は
、
社

会
的

・
経

済

的
お

よ
び

政
治

的
関

係

の
変

遷

を
考
慮

を

評
価

す

る
可
能

性

と
、
人

間
と
民

主
的

日

法

治

国
家

的
秩

序

へ
の
新

た

な
脅

威

に
遭
遇

す

る
可

能
性

と

を
開

い

て
い
る
。

そ
れ

で
、

憲

法
=i
例

(V
e
r
fa
s
s
u
n
g
s
r
e
c
h
ts
p
r
e
ch
u
n
g
)

は
、

上
台

を

な
し

て

い
る
よ

う
な
歴

史
的

な
憲

法

-　
決

(
V
e
i°f
a
s
s
u
n
g
s
e
n
t
s
ch
e
id
)

に
忠

実

で
あ

る

こ
と

が

で
き

る
が
、

ま
た
憲

法

の
、

24(25)
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ゆ

現
代

に
即
応

す

る
現
実

性

を
確

保
す

る

こ
と
も

で
き

る

の

で
あ

る
。

六
〇

年
代

お
よ
び

し
○

年
代

に
お

け
る

・
こ
こ

で
取

り
L
げ

ら
れ

て
い
る
創
造

的

な
判
決

は
、

む
し

ろ
抑

制
的

な
事

例

で
あ

る
。

つ
ま
り
、

最
近
、

連
邦

裁
判

所

は
、

よ
り

広
範

な

〔
11
憲

法
典

ヒ

の
も

の
以
外

の
〕

基
本

権
を

承
認

す

る

に

つ
い
て
問
題

に
な

る

の
は
、
広

範

に
拡
散

し

た
憲
法

現
実

(
V
e
r
f
a
s
su
n
g
s
w
ir
k
lich
k
e
it
)

が
す

で
に
邦

に
お

い
て
妥

当
し

て
い

る
と

い
う
法

的
位

置

の
件
だ

け

で
あ

る
、

と

い
う

　
い

ヨ

議
論

を
し

て
い
る
。

た
し

か

に
、
民

主
並
義

の

一
般

的
法
意

識

お
よ

び
価

値
意

識

に
支

え
ら

れ
た

〔
11
支

え

ら
れ

て

い
る
と

い
う
意
味

に
お

け

る
〕

基
本

権
保

障

も
必

要

で
あ
る
。

し

か

し
な

が

ら
次

の
よ

う

に

い
わ

ね
ば

な

ら
な

い
。

従

来

の
判

例

の
中

に
み

ら
れ

る
よ

う

な

邦

〔
の
憲

法
〕

に
よ

る
保

障

と
は
別

に
基

本
権

保
障

を
擁
護

す

る

こ
と

は
、
憲

法

の
保
障

を

必
要

と
す

る
本
質

的

な
保

障
事

項

や
手
続

を
社

会
的

現
実

の
中

に
危
険

に
さ

ら
す

こ
と

に
な

る
場
合

で
も
、

は
た
し

て
、

憲
法

裁
判

所

の
任
務

で
あ
る

と

い
え
な

い
の
だ

ろ
う

か
?

ま

さ

に
、

い
ず
れ

に
し

て
も
欠

け

て

い
る

の
は
、
連

邦

の

レ
ベ
ル

で
基
本

権
保

障

を
承
認

す

る
条
件

と

し

て
、

基
本

保
障

を

慣
習

法
類

似

の
も

の

　び

と

し

て
予
備
的

に
形
成

す

る

こ
と

を
不
可

欠
と

す

る
姿
勢

で
あ

る
。

古
典

的

な
基
本

権

は
、
占

典
的

な
歴

史
上

の
侵
害

行
為

に
即

し

て
整
序

さ

れ

て

い
る
が
、

他

方
、

新

し

い

〔基

本

権
〕

保
障

の
課
題

も
、

伝

統

が

な

い
か
ら

と

い

っ
て
、
違

憲
審

査

(
R
e
k
u
r
s
)

に
か

ん

し

て
無

視

さ
れ

て
よ

い
も

の

で
は
な

い
。

(2(i
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し
た
が

っ
て
、
連
邦
裁
判

所
が
医
学
的
な
臓
器
移
植

に
よ

っ
て
人
間

の
生
命

が
新

し
い
形

で
危
機

に
頻

し
て
い
る

こ
と

に
対

し
て
、
邦

に
お

け
る

憲
法

の
変
遷

(V
e
r
fa
s
s
u
n
g
sw
a
n
d
e
ll

を
待

つ
こ
と
な
く
、
初

回
は
生
命

へ
の
権
利
を
明
.小
的

に
承
認
す
る

こ
と

に
よ

っ
て
対
処
し
た

の
は
、
適

切

な
こ
と

で
あ

っ
た
。

ヨ
ル

ク

・
パ

ウ

ル

:

・・
ユ
ラ

ー

『
ス
イ

ス
基

本

権

原

論

』

(
.
.)

一

一
κ

(
50

)



二

六

(
51

)

面

連
邦
憲
法
第
四
条
の
極
限
ま
で
の
援
用

連

邦
憲

法

四
条

の
領

域

に
お

い

て
、
近

時

に
お

け

る
.不
文

の
基

本

権

の
承
認

と
、

.
定

の
基
本

権

位
置

た
と

え
ば

法

的
審

問

へ
の

請
求

権

の
確
定

と

の
問

に
あ

る

の
は
、

し
ば

し
ば
、

段

階
的

な
相

違

だ

け

で
あ
る
。

近

時

で
も
、

連
邦

裁
判
所

は
、

連

邦
憲

法
四

条
を

、
信

義
誠

実

の
原

則

を
承

認
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
自

明

の
基

本
権

内

容

と
し

て
よ
り
詳

細

に
具

体

化
し
、

ま
た

そ
れ

に
よ

っ
て
、
国

家
的

　
1
　

(°
ta
a
tlic
h
e
s
H
a
n
d
e
ln
)

6
`
信
頼

性

へ
の
市

民

の
基

底
的

な

要

求

に
対

し

て
憲

法
的

な
観

点
か

ら

の

一
つ
の
回
答

を

行

な

っ
て

い
る
。

し
か
し

、
最
近

で
は
、
不

文

の
基
本

権

の
場

合
と

同
様

の
、
判

決

の
狭

陥

化
を

確
認

す

る

こ
と

が

で
き

る
。
す

な
わ

ち
、

連
邦
裁

判

所

は
、
連

邦
憲

法

の
四
条

の
領
域

に
お

け
る
新

し

い
基
本

権
位

置
を

承
認

す

る
際

に
、

こ
の

基

本

権
位

置
が

邦
ま

た

は
連

邦

の
疏

法

の
中

に
既

に

い
か
な

る
範
囲

で
結
品

し

て
い
る

か
を
考

慮

に
入

れ

て
い
る
。

そ
れ

に
か

ん
し

て
、
連

邦

裁

判
所

は
、
憲

法

を
、
自

己

の
規

準

に
す

る
の

で
は

な
く
、

疏
法
者

に
仕

え

る
従

属
者

に
す

る
危

険
を

お
か

し

て

い
る

の
で
あ

る
。
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連
邦
裁
判
所

は
、
右

の
判
例

で
、
邦
が
ま
さ

に
基
本
権
領
域

に
お

い
て
連
邦
裁
判
所

の
領
導
を
期
待
し

て
い
る
、

と
い
う
こ
と

を
誤
解
し

て
い
る
。

邦
裁
判

所
は
、
影
響
を
与
え
る
法
的
。平
等
化

の
た

め
の
可
能
性

を
も

っ
た
例

の
国
法
L

の
状
況
を

(
ま
た
、

今
H
で
は
、

国
法
ヒ

の
義
務
付

け

に
つ

い
て

の
許
容

さ
れ
え
な

い
認
識

を
)
し
ば
し
ば
白
由

に
処

理
す
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
の
で
あ

っ
て
、

つ
ま
り
、
邦
裁
判
所

に
は
、
基
本
権
保
障

に

つ
い
て

の
時

宜

に
即
し

た
更

な
る

形
成

が
必

要
な

の

で
あ

る
。

そ
れ

に
加

え

て
、

様

々
な
基
本

権

問
題

に
か

ん
し

て
は
、

連

邦

国
家

の
統
合

(I
n
t
egq
r
a
t
i9
一
)
の
た
め
に
は
、

こ
の
基
本
権
問
題

に

つ
い
て
ス
イ
ス
に
と

っ
て
統

↓
的

に
答

え
る
こ
と
が
不
可
欠

で
あ

っ
て
、

そ
れ
は
た
と
え
ば
、

居

住
の
白
山
、
取

引
お

よ
び
営
業

の
白
山

な
い
し
思
想

お
よ
び
良

心
の
白
由

の
領
域

に
お
い

て
そ
う
な

の
で
あ
る
。



曲

連
邦
憲
法
の
不
文
の
基
本
権
と
連
邦
憲
法

一
一
三
条
の
い
う

「憲
法
ヒ
の
権
利
」
の
概
念

連

邦
憲

法

の
不
文

の
基

本

権
を

承
認

す
る
た

め

の
基
準

は
、

実
質

的
性

格

の
も

の
で
あ
る
。

基
本

権

と
し

て
妥

当

す

る
の
は
、
裁
判

所

の

平
等

思
考

に
も

と
つ
く

法

治
国

家
的

民
k

k
義

に
と

っ
て
全

く
本

質
的

な

も

の
と

み
え

る
国
家

の

一
定

の
行

態

(V
e
r
h
a
lt
e
n
)

に
も
と

つ

く

.
裁
判

官

に
よ

っ
て
割

り

当

て
ら
れ

う
る

(
司
法

審
査

に
な
じ
む

)
主

観
的

な
請

求
権

で
あ

る
。

不
文

の
基

本

権
を

承
認

す
る
場
合

、

つ

ま
り

、
た

と

え
ば
連

邦
憲

法

四
条

の
領
域

で
国

家
的

処
務

に
か
ん
す

る

一
定

の
原
則

を
具
体

化

す

る
場
合

で
も
、

判
決

は
、
事

情
が
右

の
よ

う

で
あ

る

か

ら
、

一
個

の
実

質
的

憲

法
概

念

(m
a
te
r
ie
lle
r
V
erf
a
ss
u
n
g
s
b
eg
r
iff
)

に
依

存

し

て
い
る

。
決

定

的

な

の
は
、

実
体

に
即

し

て
憲

法

L

の
個
人

権

と
み

な
さ

れ
う

る
も

の
が
あ

る
か

ど

う
か

で
あ

る
。

連

邦
裁

判
所

は
、

連
邦

憲

法

一
一
.一、条

一
項

一
.号

に
も
と

つ

い

て
、

「
市

民

の
憲

法
」

の
侵

害

に
か

ん
す

る
訴

え

(B
　
s
ch
w
e
r
d
e
)

に

つ

い
て
」
判

決

し

て
い
る
。

右

の
規
定

の
解

釈
を

め
ぐ

っ
て
は
、

不
文

の
基

本
権

の
解

釈

の
場

合

と
共
通

し

て
、

い
か
な

る
法

的
地
位

が
基
本

権

に
値

す

る

の
か
が
問

題
と

な
る
。

そ

こ
で
、
関

心
が
寄

せ

ら
れ

る

の
は
、

連
邦

裁
判
所

が

-憲

法
上

の
権

利
」

と

い
う
概

念
を
扱

う
際

に
、

憲

法

と
個

人

権

に

つ
い
て

の
純

粋

に
形

式
的

な

概
念

(r
e
in
f
o
r
m
e
lle
n
B
eg
r
iff
d
e
r
V
e
rf
a
s
s
u
n
g
a
n
d
d
e
s
In
d
iv
id
u
a
lre
c
h
ts
)

に

し
ば

し
ば

従

っ
て
お
り

、

か

つ
、
係

争

の
憲
法

条

項
が

実
質

的

な
憲

法

の
質

(V
e
r
fa
s
s
u
n
g
sq
u
a
lita
t)

を

有

し

て

い
る
か
否

か

に

つ
い

て
は
審

査

し

て

い
な

い
こ
と

で
あ

る
。

こ

の
こ
と

は
、
無

数

の
判
決

の
中

で
、
邦

憲
法

の
規

定

が

い
か
な

る
範
囲

で
基

本
権

な

い
し
基
本

権

類
似

の
地

位

を

保
障

し

て
い
る
か
と

い
う
問

題

へ
と

明

ら
か

に
発
展

し

て
い
る
。

或

る
邦
憲

法

の
特
定

の
規

範

が
連
邦

憲
法

ニ

ゴ
.条

の
意

味

に
お
け

る
憲

法
ヒ

の
権

利

で
あ

る

か
ど

う
か

を
判
断

す

る

に
あ
た

っ
て
、

連
邦

裁
判

所

は
、

ま
ず
第

一
に
、
係

争

の
憲
法
条

項

が
純
粋

に
プ

ロ
グ

ラ

ム
的

な

い
し
組

織
的
性

格

を
定

め
た

も

の
に
す

ぎ
な

い
の
か
、

そ
れ
と

も
、

個
人

的

な
法
地
位

を

認

め
る

こ
と
を
定

め
、

ま

た
そ

れ

に
適

し

た

も

の

で
あ

る
か

に
焦

点

i`?81
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一

一
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を
合

わ
せ

る
。

そ

の
場

合
、

特

定

の
規
範

が
組

織
的

ま

た

は
プ

ロ
グ

ラ

ム
的

内

容

と
並

ん

で
個

人
的

内
容

を

有

し

て

い
る

こ

と

で
、

〔右

の

連

邦
憲

法

三

.一.条

の
意
味

で
の
憲

法
ヒ

の
権

利

で
あ

る

こ
と

の
要
求

は
〕

充

足
さ

れ

る
。

〔連
邦

〕
裁

判

所

は
、

そ
れ

以

ヒ

に
、

問
題

と

な

っ
て

い
る
規
定

が

司
法

審
査

に
適

し

て

い
る

こ
と
、

す

な
わ
ち

、
個

別
的

事
件

へ
の
適

用
が

な
さ
れ

う

る
ほ

ど

に
熟

し

た

規
範

的
な
規
定

性

を
有

し

て

い
る

こ
と
を

求

め

て
い
る
。

1291

し
た
が

っ
て
、
連
邦
裁
判
所

は
、
ヴ

ァ
リ

ス
邦
憲
法

の
或

る
規
定

に
つ
い
て
、

こ
の
、
同
邦

の
公
務
員

の

・
市

民

に
対
す
る

.
過

失

に
よ
る
行
為

に

つ
い
て
の
国

の
賠
償
責

任
を
明
確

に
定

め

て
い
る
規
定

の
司
法
判
断
適

合
性
を
否
定

し
て
い
る
。

つ
ま
り
、

そ
の
場
合
、
連
邦

裁
判
所

は
、

〔邦

憲
法

の
〕
規

定
は
、
何
よ
り
も
、
立
法
者

に
よ

っ
て
具
体

化
さ
れ
て

い
る

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
議

論
を
し

て
い
る

の
で
あ
る
。

司
法
判
断
適
合
性

ー

セ
観
的
請
求

権
の
内

容
と
範

囲

の
判
定

へ
の
裁
判
官

の
機
能
的
適
性
と

い
う
意
味

に
お
け
る

の
問

題

に
つ
い
て
、

 連
邦
裁
判
所
は
、
と
り

わ
け
、

租
税
制

度

の
分
野

に
あ
る
憲

法
規
定
と

の
関
連

で
、
見
解

を
開

陳
し
て
い
る
。

連
邦
裁
判
所
は
、

或
る
社
会
的

に
正

当
な
課
税
を
保
護
し

よ
う
と
し
て
い
る
憲
法
規
定

を
、

極
め

て
控
え
目
な
態
度

で
憲
法
k

の
権

利
と
認
識

し
て

い
る

に
す
ぎ
な

い
。

そ
れ

で
、
連
邦

裁
判
所
は
、
ゾ

ロ
ト

ゥ
ル

ン
邦
憲
法

の
、

一
義
的

に
個
人
権
を
定
式
化

し
て
お
り
、

か

つ
文
言
ヒ

の
操
作
が
可
能
な
規
定

に

つ
い

て
、

こ
れ
が
憲
法

上

の
権
利
と
し

て
の
質
を
有

す
る

こ
と
を
否
定
し

て
い
る
。

つ
ま
り
、
連
邦
裁
判
所

は
、

規
定

の
基
礎

に
あ
る
目
的

(
11
最
底

辺

の
所
得
等
級
者
の

保
護
)
を
実
現
す

る
こ
と

を
、
憲
法

裁
判
官

(V
e
r
fa
s
su
n
g
s
r
ic
h
t
er
)
の
義
務

と
み

て
い
な

い
の
で
あ
る
。
ま

た
言

い
換

え
れ
ば
、
連
邦
裁
判
所

は
、
憲
法

に
よ

っ
て
日
指

さ
れ
て

い
る
社
会
政
策
的
目
的
を
達
成
す

る
に

つ
い
て
、

ま
た
、
或
る
特
定

の
方
策
を
選

択
す
る
決

定
を
立
法
者
が
す
る

に

つ
い
て
、
そ

の
た
め

の
多
様
な
方
途

の
あ

る
こ
と
を
認
め

て
い
る
の
で
あ

る
。

ユ
ラ

〔ジ

ュ
ラ
〕
邦
憲
法

が
、
そ

の
法
典
中

に
様

々
な
社
会
的
基
本
権

を
採

用
し
た
以
』
、
連
邦
裁
判
所

に
は
、

従
来

よ
り
も

一
層

明
確

に
、
か

つ
、
財
政
領
域
外

で
も
連

邦
憲

法

一
一
.一.条

の
意
味

に
お
け
る
憲
法
上

の
権
利

の
存
続
と
範
囲

〔を
確
定
す

る
た
め
〕

の
規
準
を
充
分

に
満

た
し

て

い
る
こ
と
が
、
お
そ
ら
く
早
急

に
義
務
付

け
ら
れ

る
こ
と

に
な

る
。
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ヘ

ヘ

ヘ

へ

連
邦
裁
判
所

が
、
連
邦
憲
法

の
ど
の
規

定
が
憲
法
L

の
権
利

を
保
障

し
て
い
る
の
か
と

い
う
問

に

つ
い
て
扱

っ
て
き

た
の
は
、
邦

の
憲

法
規

定

の

解
釈
を
扱

っ
て
き
た

の
よ
り
も
、

ず

っ
と
少

な

い
。
占

典
的
自

由
権

の
基
本
権
的
性
格

が
、

そ
れ
が
憲
法
条
文

の
中

に
錨
着
さ
れ
て
い
る
限
り

で
は
、

疑
問

の
余
地

が
な

い
の
と
ひ
き
か
え
、
他
方
、
連
邦
裁
判
所

は
、

そ
の
他

の
様

々
な
基
本
権
関
連
的

な
憲
法
規
定

を
、
基
本
権
保
障

の
た
め

に
実
り

に

豊

か
な
も

の
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
め

っ
た
に
し
て
い
な
い
。

そ
れ
で
、
裁
判
所

は
、
た
と
え
ば
、
連
邦
憲
法
六
κ
条
二
項

に
も
と
つ
く
体

刑
の
禁

止
を
人
格

の
白
由

に
即

し
て
実
現
す
る

こ
と
を
怠

っ
て
い
た
。

裁
判

所
は
、
ま
た
た
と
え
ば
、
連

邦
憲
法

一
一
六
条

〔国
語

・
公
川
語
を
定

め
た
条
項
〕

の
適

川
に

つ
い
て
は
最
も
強

い
興
味
を
示

し
て

い
る
。
す

　
;

な
わ
ち
、
連
邦
裁
判
所
は
、
最
初
、
同
項

の
文
言

と
は
か
か
わ
り
な
く
、

言
語

の
自
由
を
、
不
文

の
基
本

権
と
し
て
承
認
し
て
い
た
が
、
そ

の
後
、

連

邦

憲

法

一

一
六

条

は

ー

連

邦

裁

判

所

が

〔公

用

語

(〉
ヨ

富
s
p
ra
ch
e
)

で

な

く

〕

国

,W
Q

(N
a
tio
n
a
ls
p
r
a
c
h
e
)

を
扱

っ
て

い

る

限

り

で

I

I

す

べ

て
の
市

民

に
各

自

の
母

語

(M

u
t
te
rs
p
r
a
ch
e
)

6
使

用

を

付

加

的

に
保

障

す

る

も

の

で
あ

る
。

と

述

べ
る

に
至

っ
た
。
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原

註

(
59

)

基

本

権

の

統

合

的

(
ぎ

8
σq
一,9。
二
ぐ
)

機

能

に

つ

い

て

は

、

見

よ

、

謁
[
.一)O
r
「
OQ
ア
;
:Z
n
,
V
e
r
f
a
s
s
u
n
g

a
n
d

<
e
r
f
a
s
s
u
n
　q
s
i°e
c
h
t

(
1
9
2
6
)
,
八
`

H

で

は

、

S
t
a
a
t
s
r
e
c
h
t
lic
h
e
A

b
h
a
n
d
l
u
n
g
e
n

,
2
.
A
u
f
la
g
e
,
B
e
r
lin

1
9
6
8
,
S
.
1
8
7
f
f
;
右

に

つ

い

て

、

ま

た

正

統

化

S

(
le
g
i
t
im

ie
r
e
n
d
)

機

能

に

つ

い

て

は
、

G
r
u
n
d
r
e
c
h
t
e
d
e
r

V
e
r
fa
s
s
u
n
g

CA

n
m

3
2
)
,
S
.
1
0
5
f
f
°

(
°

)

T
R
ヨ
>i
t:
a
.
a
.
O

(
A
n
m

.
3
)
.
S
.
8
9
4
ff
は

、

一
定

の

基

本

権

内

容

を

法

律

制

定

に

よ

っ
て

具

体

化

す

べ
き

必

要

性

が

、

基

本

権

の

放

棄

.不

能

の

内

容

を

危

機

に

陥

れ

る

こ

と

が

あ

っ

て

は

な

ら

な

い

こ
と

を

強

調

し

て

い

る

。

(
61

)

こ

の

こ

と

は

、

た

と

え

ば

、

そ

の
参

入

に

よ

っ
て
基

本

権

の

た

め

に

は

や

っ
か

い

な

も

の

と

な

っ
た

.
九

..

.

..

.年

の

オ

ー

ス

ト

リ

ア

の

憲

法

裁

y=

所

(
V
e
r
fa
s
s
u
n
gq
s
g
e
r
ic
h
t
s
h
o
f
)

6

中

に

.小
さ

れ

て

い

る

。

こ

れ

に

つ

い

て

は

、

参

照

、

R
O
B
I?R
T
W

≧
.T
r
R
,
G
r
u
n
d
r
e
c
h
t
s
v
e
r
s
t
a
n
d
n
is

a
n
d

N
o
r
m
e
n
k
o
n
t
r
o
l
le

in

O
s
t
e
r
r
e
ic
h
,
i
n
:
G

r
u
n
d
r
e
c
h
t
s
v
e
r
s
t
a
n
d
n
i
s
a
n
d

N
o
r・m
e
n
k
o
n
t
r
o
l
le
,
K
o
ll
o
q
u
i
u
m

H
a
n
s

S
p
a
n
n
e
r
,

W

ie
n
/
N
e
w

Y
o
r
k

1
9
7
9

,
S
.
5
°
指

.小

(
H
in
w
e
is
e
n
)

が

付

さ

れ

て

い

る

.

ヨ

ル
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パ

ウ
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そ

れ

で
、

財

産

権

保

障

、

地

方

自

治

お

よ

び

、

権

力

分

疏

.原

理

に

つ

い

N

は

、

G
R
IS
I:L

,
a
°
P

O
.
(
A
n
m

.
6
7
)
,
S
.
1
9
1
に

お

け

る

、
.口
及

を

参

照

せ

よ

。

(
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)
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=
=
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S
.
2
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f
f
°

(
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)

憲

法

改

正

に

か

ん

す

る

成

果

に
富

ん

だ

、

な

い
し

は

失

敗

に

帰

し

た

研

究

の

す

べ

て

に

つ

い

て

の

完

全

な

概

観

は

、

「
レ

フ

ァ
レ

ン

ダ

ム
提

案

、

緊

急

連

邦

決

議

、

国

民

イ

ン

シ

ア

テ

ィ

プ

、

国

民

投

票

」

に

か

ん

す

る

連

邦

官

房

の

F
'x

(
B
e
r
n

1
9
7
4

°
補

遺

が

お

。゚
O

に
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基

本
法

.

.○

条

の

い
わ
ゆ

る
法

治

国
家
条

.項

の
最

人

限
活

川

に
お

い

て
も

、
基

本
権

カ

タ

ロ
グ

の
創
造

的

な
再

構
成

が
生

じ

て
お

り
、

そ
れ

は
、
憲

法
L

の
信

頼
保

護
、

遡

及
効

禁

止
お

よ
び
そ

の
他

の
概

念

の
承

認

を
と

お
し

て
な
さ

れ

て

い
る

(
見
よ

、

H
F.S
SE
,
G
ru
n
d
z
iig
e
‐
A
n
m
°
15
-

,
S
.
79
ff
S
法
治

国

家
原

理

の
多
様

な
概
念

に

つ

い

て
)。

ご

く
ま

れ

に
は
、

〔ド

イ

ツ
〕
連

邦
憲
法

裁
判

所

も
、

〔
ス
イ

ス
〕
連

邦
裁

判
所

と

同
様
、

同

一
の
形
式

を
利

川

し

て

い
る
の

で
あ

る
が
、

そ

の
際

、
連

邦

憲
法

裁
判

所

は
、
憲

法
ヒ

の
基
本

権

は
明
文

L

保
障

さ

れ
た
基

本
権

の
行

使

に
と

っ
て
不

可
欠

な
当

該

の
白

由

の
位
置

を
も
保

護

す
る

も

の

で
あ

る
旨

判

.小
し

て

い
る

、
(
こ
れ

を
指

摘
す

る

も

の
と

し

て
、
】W
LC
h
　i:1z
z
,
a
.
a
.
O
‐

A
n
m
.
4
7-

,
S
.
6
7
m
it
A
n
m
°
ω心
の
註

記
)
。

ア

メ
リ

カ
憲

法

の

「
黙

.小
の
権
,F
」

(≪
im
p
lie
d
rig
h
ts
≫
)

に
か

ん
す

る
類
似

の
承
認

に

つ
い

て
は
、

参

照
、

T
R
IB
E
.
a
.
a
.
0
.
(
A
n
m
°

GQ
)°
OQ
°
OQ
QQ
刈゚

(
061

)

そ

れ

ゆ

え

'

-v
り

わ

±
'
B
G
E

1
0
4
I
a
8
8
f
f
は

、

情

報

の

白

・川

に

つ

い

て

、

こ
れ

を

、

不

文

の
基

本

権

領

域

に

お

け

る

.
定

の

官

側

の
情

報

を

求

め

る

請

求

権

と

し

て
受

容

す

る

こ

と

を

拒

.否

し

て

い

る

。

こ

の
判

決

は

、

学

説

で

は

、

多

く

.否

認

さ

れ

て

い

る

(
ぐ
屯

.
Z
.
B
.
D
国
Z
窮

B
:v
R
R
Fa
,E
T
,
L
e

d
i・o
i
t
d
u
j
o
u
r
n
a
lis
t
e
a

li
n
f
o
r
m
a
t
io
n
,
S
J
Z

1
9
7
9
,
S
.
6
9
f
f
s
o
w
ie
Z
B
J
V

1
9
Q。
0
,
S
.
2
5
1
f
)
;
こ

れ

と

は

逆

に

、

O
エ
ン
ヵ
r
塁

℃
O
z
(
.遷

(
r
鋤
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lib
e
rte
d
'in
fo
r
m
a
tio
n
d
u
jo
u
r
n
a
lis
ts
:
u
n
d
ro
it
fo
n
d
a
m
en
ta
l?
P
a
r
is
19
Q。
ジ

OQ
.
2
i
f)

は
、

こ
の
判
決

に

つ
い

て
、

こ

の
種

の
請
求

権

を
承

認

す
る

こ
と

は
憲
法

制
定

者

の
義

務

で
は
あ

る
が

連
邦
裁

判

所

の
義
務

で
は
な

い
、

と
論

じ

て
、

そ
れ
を

正
当
と

し

て

い
る
。

こ
う
し

た

見

解

は
、
私

見

に
よ
れ

ば
、

民
k

駐
義

社
会

の
本

質

的
要
素

の
保

護

の
た

め

の
連

邦

裁
判

所

の
特
別

の
任

務
を

誤
認

し
た
も

の

で
あ

る
,

さ

ら

に
次

の
点
も

考
慮

さ

れ

る

べ
き

で
あ

っ
た

の

で
は
な

い
か

。

す
な

わ
ち

、

「連

邦

参
事

会

お
よ

び
連

邦
行

政
政
府

の
組
織

お

よ

び
職

務
遂

行

に
か

ん
す
る
法

律

」

の
第

八

条

は
、
連

邦
参

事
会

に
、

公
的

な
も

の
の
広
範

な
情

報

を
提

供
す

る
も

の

で
あ
る
。

情
報

提
供

の
義

務

を

明
示
的

に
規
定

し

て

い
る
と

こ
ろ

の
、
連

邦
憲

法

全
面

改
正

の
た

め

の
草

案

(付

録
参

照

)
第
し

条
を

も
参

照

せ
よ
。

B
G
E

1
00
Ia
3
9
2
ff
は
、

む
し

ろ
、

占
典

的
自

山
権

だ
け

が
.不
文

の
基
本

権

と
し

て
承

認
さ

れ
う

る
、
と

い
う

こ
と
を

説

い

て

い
る
。

(
701
)

邦

の
憲

法

レ
ベ

ル

で
の
規
定

の
制

定

に
お

い
て
、

ま
た
連

邦

の
法
律

制
定

に
お

い

て
、

相
当

な
請

求
権

が
、

B
G
E

10
4
Ia
9
6
が
推

測

を
許

し

て
い
る

ご
と
く

に
、

す

で

に
形

成
さ

れ

て

い
る
と

み

る
か
ど

う
か

は
、

い
ま

だ
確
定

し
た
も

の
で
は
な

い
。

こ
れ

に

つ
い

て
は
、
直

ち

に
見

よ
、

　

S
5
(　

=+　
a-6
　

G
ru
n
d
re
ch
te
d
er
V
e
r
fa
s
s
u
n
g

(A
n
m
.
3
2
)
,
S
.
8
2
.

(081
)

B
G
E
9
S
Ia
5
0°。
捧

こ
の
問

題

に
か

ん
す

る
詳

細

な
も

の
と

し

N
'
J
o
R
C
P
:at'i.
ζ
u
L
[,ER
,
R
e
ch
t
a
u
f
L
e
b
en
,
p
ei・so
n
lich
e
F
r
eih
e
it

a
n
d
d
a
s
P
ro
b
lem

d
er
O
t・g
a
n
tra
n
s
p
la
n
ta
tio
n
,
Z
S
R

19
7
1
I°
GQ
°
4
5
7
ff°

(091

)

こ
れ

に
か
ん

し

て
は
、

す

で

に
、

=
戸,s
H:　t,
Y
r・o
b
le
m
e
d
es
u
n
g
es
ch
rie
b
e
n
e
n
V
e
rfa
ss
u
n
g
s
re
ch
ts

(A
n
m
.
7
1
),
S
°
3
4
1ff
が
強

調

し

て
い
る
。

こ
れ
と

は
反
対

に
、

O
ヨ
臣
じ
゜
P

P

O
.
(A
n
m
.
6
7
)
,
S
.
14
0
で

は
、

私

の
見

解

に
よ
れ

ば
、
区

別

に
比
重

を
概

き

す
ぎ

て
い
る
.、

(°

)

B
G
E
1
0
3
Ia
5
0
5
ff;
賛

同

ま
た

は
拒
絶

の
表
明

へ
の
参

照

は
、
前

掲

の

〉
コ
ヨ
」

S

(_

)

B
G
E
1
0
4
Ia
17
°

(　

)

V
g
l.
V
e
rfa
ss
u
n
g
sg
e
r
ich
tsb
a
rk
eit
(A
n
m
.
4
4
)
,
S
.
9
3
,
A
n
m
.
14
0
.

(Mll

)

B
G
E

9
7
I
5
0
は
、
方

法
的

処

置

に
か

ん
し

て
若
.レ

の
示

唆
を

提
供

し

て

い
る
。

人
格

的
白

山

へ
の

↓
定

の
侵

害

が
憲

法

の
前

で
維

持

さ

れ
う

る

か

ど

う

か

に

つ

い

て

は

、

連

邦

裁

判

所

は

、

こ
れ

を

ケ

ー

ス

・
バ

イ

・
ケ

ー

ス

で
判

断

し

よ

う

と

し

て

い
る

、

そ

れ

は

、

「
決

断

(E
n
tsch
eid
u
n
gq
)
を
法

治

国
家

的
な

白
山

の
観

念

に
相
当

す

る
哲
学

的

・
倫

理
的

原
則

の
根
拠

に
据

え

る

こ
と

で
あ

る
が
、

し

か

し
な

が

ら
、

そ

の
.原

則

は
、
自

ら

の
側

で

一
定

の
変

容
を
受

け
う

る
も

の
で
あ

る
。
再

び

、
憲

法
裁

判
官

は
、

保
護

さ
れ

る

べ
き
白

山

の
領

域

を

画
定

す

る
際

に
、
比

例
原
則

を
尊

重

し
、
対

立
す

る
権

利
素
材

(R
e
ch
ts
g
u
ter
)

と
利

益

の
評
価

を
行

わ
な

け
れ
ば

な
ら

な

い
。

い
わ
ず

も
が

な

で
あ

る
が

、

憲

法
裁

判
官

は
、

比
較

法
的

な
考

慮
も

し
な

け
れ

ば

な
ら
ず
、

ま

た
、
超

国
家

的

組
織

に
よ

っ
て
定

疏

さ
れ

た
規

範

に
内

在

し

て

い
る

よ
う

な
原

100一
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一
.
エ
ハ

(
16

)

則

を
、

時

に
は
顧
慮

し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
L

こ
れ

に

つ

い
て

は
、

参

照

、

cJO
R
(,
P
と

,i.
M

iiL
1.E
汐

B
em
er
k
u
n
gq
en

z
u
r
sc
h
w
e
ize
r
isc
h
en

R
ech
tss
p
i°ech
u
n
g

d
es
J
a
h
r
e
s

19
7
1
,

N
GQ
カ

お
鳶

H噸
OQ
.
卜。
一G。
算

L
記

の

〉
昌
ヨ
゜
①
↓
も
見

よ
.、

(
411

)

こ
れ
と

は

反
対

に
、

R
[n
z
o
≦
,
G
r
u
n
d
r
ec
h
ts
th
e
o
rie

(A
n
m
.
3
3
),
S
.
4
3
8
は
、
判

例

は
憲

法
ヒ

の
権
利

の
規

定

を
.不
文

の
基
本

権

の
そ

れ

と
同

列

に
置

い
て

い
る
、

と
す

る
。

(511

)

こ
れ

に
か

ん
す

る
根

本
的

な
詳

述

は
、

と

り

わ
け
、

B
G
E
1
0
4
Ia
28
7
f
6
中

に
見

ら
れ

る
.、
「
連
邦

裁

判
所

判
例

に
よ
れ

ば
、

国

家

の
侵

害

に
対

す
る
保
護

領

域
を

市
民

に
保
障

し

よ

う
と

す
る
、

そ

の
種

の
連
邦

お
よ

び
邦

の
憲

法
規

定

は
、
憲

法
ヒ

の
権

利

を
支
担

し

た
も

の
な

の
で
あ

る
。

し
ば

し
ば
、

そ

う
し
た

保
障
法

は
、
憲

法

の
文
言

の
中

に
認

め

ら
れ

う
る

も

の
で
あ

り
、

他

の
場
合

に

は
、

個

々
人

に
国
家

権

力

に
対

す
る

権

利

の

=
x

(R
e
ch
tsa
n
s肩

u
c
h
)
を

擁
護

し

よ
う

と

す
る

規
定

の
解

釈

お
よ

び

1ー
ハ体

化

の
形

で
.小
さ
れ

る
。

さ

ら

に
、

た
し

か

に
公
的

利

益

に
お

い

て
は
優
越

的

に
制
定

さ
れ

て

は

い
る
が
、

同
時

に
、

個
人

的
利

益
を

も

保
護

し
よ

う
と

し

て

い
る
憲

法

規
範

が
あ

る
。

そ
う

し
た

憲
法

規

範

は

、

そ

の
範

囲

で
、

憲
法

ヒ

の
権

利

と

し

て
承
認

さ

れ

て

い
る
。
結

局

、

そ

の
意
味

が

国
家

共

同
　
`

(G
em
e
in
w
e
se
n
)

S
I:　(;-
な
組

織

と

形

成

を
可
能

に
す

る

こ
と

の
中

に
尽
き

る

よ
う

な
、
組

織
的

な

い
し
、

プ

ロ
グ

ラ
ム

的
性

格

の
規
定

が
存

在

し

て
い
る

わ
け

で
あ
る

。

そ
う

し
た

規

定

は
、
公

共

の
利
益

に
お

い
て
制
定

さ

れ

て
お
り

、
ま

た
、

個
別

の
劇
案

に
お
け

る
個

人
的

利
益

を
憲

法
規

範

に
よ

っ
て
カ
バ

ー
し

て

い
る
場

合

で
さ
え
、

市

民

に
対
し

て
い
か

な
る
憲

法

」

の
権
利

を

も
付

13ナ
し

て

い
な

い

の
N
あ

る

(B
G
E

9
6
I
6
2
6
E
°
ω
)。

こ
う
し

た
限

界
づ

け

を
す

る

こ
と

に
は
、
疑

念

が
投
げ

か

け
ら

れ
う

る
。
特

殊

な
問

題
が

、
立

法
委
託

を

含
ん

で
い
る
憲

法
規

定

か
ら
生

じ

る
。

一
定

の
分
野

で
活

動

し

て

い
る
立

法
者

に
対

す

る

一
般

的

な
委
託

は
、

個

々
人

に
対

し

て
裁
判

官

に
よ

る

・
立

法
委

託

の
遂
行

を
求

め

る

い
か
な

る
請
求

権
を

付
与

す

る

こ

と
を

も
可

能

に
す

る
も

の

N
'　
な

;

B

G
E

5
5
I
3
6
5
)
"
憲

法

が
、

い
か

な

る
要
求

が

.
定

の
立
法

に
対

し

て
個

別

に
適

合

し
た

も

の

で
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
か
を
立

法
者

に
指

定

し

て

い
る
場
合

に

は
、
事

情
が

異
な

る
。

公
益

の
追

求

は
別

に
し

て
、
憲

法
制

定
者

は
、

法
律

制
定

が
市

民

に
対

し

て

一
定

の
稚
度

を
越

え

て
負
担

を

か
け

る
も

の
と

な

ら
な

い
よ
う

に
す

る
た

め

に
、
市

民

に

一
定

の
具
体

的
な

保
障

を
与
え

る

こ
と

を
顧

慮

し

う
る

の

で
あ
る

。

こ
う
し

た
事
案

に
お

い
て

は
、
疏

法

が
憲
法

に
よ

っ
て
引
か

れ

た
境

界
を

鍮
越

し

て

い
る

こ
と

が
前
提

さ
れ

て
い
る

。

こ

の

こ
と
は
、

憲
法

が
疏

法
者

に
対

し

て
租

税
疏

法
を

一
定

の
方

式
と

態
様

で
内

容
的

に
形
成

す

る
指
.小
を
ー、♪
え

て

い
る
よ

う
な
場
合

に
、

ま

さ

に

妥

当

し
う

る
。
一

(
°̀
)

B
G
I;
1
05
Ia
38
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B
G
E

10
5
Ia
3
4
9
;
10
4
Ia
28
4
;
99
Ia
6
9
9
;
°。鏑

卜。
°。
こ月
一
8
5
I5
5
.

(
°°

)

B
G
E

1
04
Ia
2
8
4ff
.
〔ヴ

ァ
リ

ス
〕

邦
憲

法

六

.
一条

四
項

は
、

次

の
よ

う

に
規
定

し

て

い
る
。

『些

少

の
財

産

は
、

非

課
税

で
あ
り

、
ま

た
、

各
人

の
収

入

に
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