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適
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m
.
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

(承
前
)

m

権
利
実
現
の
過
程
に
お
け
る
基
本
権
の
機
能

民
駐
溢

義
的

な
法

秩
序

お

よ
び
岡
家

秩
序

の
本
質

的

な
要
素

と
し

て
の
基

本
権

の
機

能

は
、

以
下

の
よ

う

に
、

ス
イ

ス
の
法
的

お

よ
び
政

ノ
ノ
ヘ
ダ
ム

ノ

ロ

セ

ノ
ロ

治
的

制
度

に
お

け
る
決

定
発

見

の
手
続

に
留
意

し

つ

つ
、

ひ
と

つ
ひ
と

つ

(
s
ch
r
it
tw
e
ise
)
論

述
さ

れ

る

べ
き

で
あ

る
。

右

に

い
う
手
続

の
重

要

な
諸
局

面

は
、
次

の
と

こ
ろ

に
あ

る
。

す

な
わ
ち

、
広

範
な
社

会
的

領
域

に
お
け

る
政
治

的
決

定

の

・
比

較
的
制

度

化
さ

れ

て

い
な

い
r
備
的

形
成

(
<
9
ま
旨

§

σq
°
議

会
前
手
続
を
指
す

)
と

、
制
度

化

さ
れ

た
法
制

定
手

続

、

そ
し

て
最
後

に
、

裁
判
所

お

よ
び

行

政
府

に

よ

る
法
適

川

の
手

続

に
お
け

る
個
別

事
案

の
決

定
、

で
あ
る
。

こ
う
し
た
、

特

別

の
統

制

の
す

べ

て
の
局
面

が
基
本

権

の
促
進

を
条

件

と

ほ

し

て

い
る
と

い
う

こ
と

が
、
指

摘
さ

れ

る

べ
き

で
あ
る
。
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ω

経
済
的
-
政
治
的
領
域
に
お
け
る
湿
法
の
事
前
形
成

法
的
規

範
形

成

は
、
社

会
的

な
規

則

の
必
要

へ
の
回
答

で
あ
る
。

個
人

的
お

よ
び

集
団

的
分

野

に
お

け
る
紛

争
状

況
と
欠

乏
現

象

は
、
客

観
的

に
正
当
な
軌

道

へ
と
法
制

定
を

向
け

る
た

め

の
表

現
を

見
出

さ
な

け
れ
ば

な
ら

な

い
。
意

見
表

明

の
自
由
、

結
社

お
よ
び

集
会

の
自

由
、

請

願
権
、

ま

た

一
定

の
意

味

に
お

い

て
は
信
教

の
自

由

と
芸
術

の
自

由

お
よ
び

学
問

的

な
教
授

と

研
究

の
自
由

の
よ
う
な
基

本
権

は
、
可

及

的

に
多

く

の

。
法

共
同
体

に
お
け

る
現
実

性

の
意
味

が

確
実

な
も

の
と

な
り

う
る

こ
と

に
寄
与

す

る
。



基

本

権

に

か

ん

す

る

ド

要

関

心

=事

(g
r
u
n
d
r
ec
h
t
lic
h
e
s
H
a
u
p
t
a
n
lieg
e
n
)

は

、

社

会

的

・
法

的

刷

新

の

た

め

の

い

か

な

る

情

報

、

ぬ

判

な

い
し
提
案

も

官
庁

の
指

導
、

検

閲
な

い
し
他

の
抑

圧

に
よ

っ
て
妨

げ

ら
れ

る

こ
と
が

な

い
よ
う

に
す

る

こ
と

に
あ

葡
。

批

独
裁

制

に
向
う
よ

う
な
芸
術
動
向

の
禁
止
が
.小
す
も

の
は
、

政
治

的
外
見
を
も

っ
て
い
る
と

の
疑

い
の
な

い
芸
術

の
呈
.小
も
、
潜
在
的

に
政
治

的

な
爆
発
物

と
し
て
は
ば
か
ら
れ

る
、
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
社
会

の
全
体

主
義
的
な

い
し

フ
ァ
シ
ズ

ム
的
傾
向

の
し
る
し

で
あ

る
と
ま
さ
し
く

思

わ
れ

る
も

の
は
、
社
会
が
、
現
状

に
対
し

て
放
縦
な
表
現
を
す

る
作
家
、

さ
ら
に
は
学
者

に
向

っ
て
、
特
別

の
恐
怖

心
、
用
心
深
さ
、
お
よ
び

　
,

脅

か

し

の
企

て

で

以

て
対

応

す

る

こ

と

で
あ

る
。

研

究

お

よ

び
教

授

の
白

由

な

い
し

芸

術

の

‐
_

(K
u
n
s
tf
re
ih
e
it
)

6
よ

う

な

、

極

め

て

「
非

政

治

的

な

」

(≪
u
n
p
o
litis
ch
>%)

基

本

権

6
政

治

的

な

重

要

性

を

強

調

す

る

こ
と

で
は

、

そ

れ

ら

の
、

人

間

の
権

利

と

し

て

の
、

そ

し

て

よ

り

独
蹉

的

に
文

化

的

な

内

容

が

正

し

く

認

め

ら

れ

た

と

は

い

え

な

い
。

人

格

の
保

護

と

民

髭

聡

義

的

公

開

性

の
利

益

が

衝

撃

の
付

与

と

透

明
性

を

こ

こ

で
貫

徹

し

て

い
る

と

い
う

こ
と

が

、

ま

さ

し

く

認

129
一

ゆ

右

の
基
本
権

の
性
格

の
中

に
蔵

し

て
い
る

の
で
あ
る
。
基
本
権
を
民
抗
抗
義

の
過
程

の
側

に
関
連
さ

せ
て
意
味

づ
け

よ
う
と
す
る

こ
と
は
、

い
ず

ゆ

れ

に
し

て
も

、

宿

命

的

な
も

の

で
あ

ろ

う
。

ω

立
法
の
正
式
の
手
続

副

個
人

お

よ
び
社

会

の
需

要
と

必
須
性

(Z
9

)
が
自

身

を
法

秩
序

の
中

に
置

き
換

え
う

る
よ

う

に
す

る
た

め

に
は
、

そ

れ
は
、
構

造

の
中

に
組

み
込

ま

れ
た
手

続

を
必

要
と

す
る
。

政
治
的

決
定

、

た
と

え
ば

法
律
制

定
行

為

が

い
か

な

る
仕
方

で
成

凱

す
る

か
が
、

組
織
法

の

問
題

で
あ

る
。

ヨ
ル

ク

・
パ

ウ

ル

・
ミ

ュ
ラ

ー

『
ス
イ

ス
基

本

権

原

論

』

(
一..)

↓
五

(
71

)



.

一
六

(
72

)

そ
う
し
た
も
の
と
し
て
の

(
〔
つ
ま
り
、
〕
個
人

の
参
加
と

は
反
対

の
)
公
式

の
立
法
手
続
も
ま
た
、
個
人

に
妥
当

し
う
る
憲
法

L

の
権
利

に
よ

っ

て
保
障
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
関
係

に
お

い
て
、
連
邦
裁
判
所

は
、

た
と
え
ば
、

航
法
権
限

の
委
任
を
許
容
す
る
か
.否
か
、
ま

た

そ
の
範
囲
如

何
に

つ
い
て
の
原
則

を
発
展
さ
せ
て
き
た
,

基

本
権

は
、

法

律
制

定

の

〔過
程
に
お
け
る
〕
政

治
的

論
議

の
中

で
、

目

の
前

に
あ

る
権

力
構

造

の
も

た

ら
す

影
響

力

を

補
完

す

る

・
利

益

、

関
心

お
よ

び
目
的

設
定

に

つ
い
て

の
重
要
度

の
判
定

の
機

能

を
も

有

し

て
い
る
。

連
邦

に
お

い
て
は
、
連

邦
法

律

に
対

す

る
裁

判

官

の

事

後

的

な
憲

法
統

.　

(
V
e
rf
a
s
s
u
n
g
s
k
o
n
t
r
o
lle
)

が
欠

け

て

い
る

た
め

に
、

圧

い

に
対

蹉

す

る
諸
利

益

の
均

衡

を

は

か

る
際

の
基
本

権

実

現

に

つ
い
て
の
全

く
特

別

な
責

任

が
、

議
会

に
課

せ
ら
れ

て
い
る

、

ω

個
人

の
基

本
権

と

法
律
制

定

の
組

織
的

予
続
権

の
問

の
交

又
点

は
、

政
治

的
諸

権
利

(投

票
権

お
よ

び
選

挙
権

、

イ

ニ
シ

ア
テ

ィ
ブ

.a

権

お

よ
び

レ

フ

ァ
レ

ン
ダ

ム
権

)

で
あ

る
。
個

人

は
、

こ
の
政
治

的
権

利

の
と

こ
ろ

で
、
政

治
的

決
定

手
続

に
お

け

る
白

己

の
拘
束

的

な
態

度

決
定

を
持

ち
込

む

の

で
あ

る
。

;33
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連
邦
裁
判
所

は
、
或
る
創
造
的
な
判
例

の
中

で
、

民
髭
E
義
的
諸
権

利

の
保
障

の
た
め

の
多
種
多
様
な
原
則
を
発
展
さ

せ
て
き
た
。
市
民

は
、

そ

の
政
治
的
意

思
の
白

山

で
純
粋
な
表
明

に
対
す

る

・
憲
法
L
保
障
さ

れ
た
請
求
権
を
有
し

て
い
る
。
連
邦
裁
判
所

は
、
少

数
者

が
法
制
定
過

程
に
お

い
て
も

公
.平
に
扱

わ
れ
る

こ
と
、

つ
ま
り
、

た
と
え
ば
、
投
票

の
議
案

に
か
ん
し

て
も
、
少
数
者

の
観
点
が
適
切

に
表
現

さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
、
特
別

に
綿
密

な
態
度

で
監
視

し
て

い
る
。

政
治

的
権

利

の
特

別

の
意

味

は
、

た
と

え
ば

、
イ

ニ
シ
ア
テ

ィ
ブ

な

い
し

レ

フ

ァ
レ

ン
ダ

ム
を
目
的

と

し
た
署

名

集
め

の
た

め

の
公

的
な

根

拠

の
利
川

が
連
邦

裁

判
所

の
判

例

に
よ

っ
て
特
権
的

に
扱

わ

れ

て

い
る
、

と

い
う

こ
と

の
中

に
.小
さ
れ

て

い
る

、



裁

判

所

は

、

市

民

参

.

(B
u
r
g
e
r
b
e
te
ilig
u
n
g
)

G
新

し

い
方

式

た

と

え

ば

諮

_
'投

票

(h
o
n
s
u
lta
tiv
a
b
s
tim
m

u
n
g
)

G

よ

う

な

を

憲

法

上

の

根

拠

を

付

11

し

、

ま

た

、

拘

束

的

な

決

定

に

到

達

す

る

よ

う

な

・
あ

ら

ゆ

る

市

民

参

加

(
P
a
r
tiz
ip
a
t
io
n

d
e
s

B
iir・g
e
i・s
)

が

.
定

の
最

低

限

要

求

を

充

足

さ

せ

る

こ
と

の

た

め

に
、

右

と

同

じ

仕

方

で

配

慮

し

て

い

る

。

∂

個

別

事

案

毎

の

決

定

(E
in
ze
lfa
lle
n
t
s
ch
e
id
u
n
g
)

S

手

続

裁
判

所

と
行
政

庁

の
組
織

法

・
手
続
法

は
、

一
般
的

・
抽

象
的

規
範

を
具

体
的
命

令

に
変

換
す

る

こ
と

を
規
定

し

て
い
る
。

近
年

の
方

法

論

は
、

法

が

こ
の
具

体
化

の
局
面

に
お

い
て
、

何

よ
り

、
拘

束
的

な
内

容
を

ど

の
程
度

に
獲

得
す

る

の
か

と

い
う

こ
と

で
、

ま
す

ま
す

認
識

ゆ

し

て

い
る
。

ま
さ

に
そ
れ

ゆ

え

に
、

こ
の
点

で
、

公

正
手

続

(fa
ir
s
V
e
i°fa
h
i°e
n
)

を
法

治
国

家
的

に
確

固

と

し
た
も

の
と

す

る

こ
と

に

特

別

な
重

点
が
置

か

れ

て
い
る
。

基
本

権

は
、
処

分

を
執
行

す

る
際
、

ま
た
判

決

を
ド

す
際

に
適

正

な
手

続

そ

の
結
末

が
r

見
可

能
性

、

透

明
性
、
当

事
者

の
協

働
、

判

決

の
事

後
審

査
可

能

性
と

い

っ
た
本

質
的

な
要

請

を
充

足

さ
せ

る

よ
う
な

手
続

を
と

る

こ
と
を

確

実

に

す

る
も

の
で
あ

る
。

そ

の

　ゆ

あ

ら

ゆ

る

'放

射

;

(A
u
s
s
t
ra
h
lu
n
g
)

に

お

け

る

裁

判

官

の
聴

問

(r
e
c
h
tlic
h
e
s
G
e
h
o
r
)

6
原

則

、

つ
ま

り

、

憲

法

ヒ

の

そ

れ

ゆ

え

任

意

の
、

な

い
し

±
6.　
,　

;　

(a
d
h
o
c
)

に

設

置

さ

れ

た

も

の

で

は

な

い

裁

判

官

に

よ

る

判

決

の

保

障

は
、

そ

の

よ

う

な

手

続

L

の
基

本

権

保

障

の
ヒ

台

の

一
つ

で
あ

る

。

訓

‐zio-一

 

政

治

的

過

程

に
お

け

る

、

ま

た

個

別

事

案

の
決

定

に

お

け

る

、

当

事

者

の
参

加

(B
et
eilig
u
n
g
d
e
r
B
e
trof
fe
n
e
n
)

が
法

治

国

家

の
、

同

じ

く

民

益

㌃

義

の
核

心

部

分

(K
er
n
b
e
s
Ca
n
d
t　e
il)

と

し

て
保

障

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

い
う

こ
と

が
、

明

瞭

に

な

る

。

こ
の

こ

と

は

、

計

画

の

設

定

ま

た

は

変

更

に
際

し

て

の
法

的

審

問

へ
の
　請

求

権

(A
n
s
p
r
u
c
h
a
u
f
re
ch
t
lic
h
e
s
U
e
h
o
i・)

に
か

ん

す

る
プ

ラ

グ

マ
テ

ィ

ッ
ク

な

判

例

の
中

ヨ
ル

ク

・
パ

ウ

ル

.
ミ

ュ
ラ

ー

『
ス
イ

ス
基
本

権

原

論

」

(
..。)

一

↓
L

(
73

)



一
八

(
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)

に
表
現
さ
れ

て
い
る
。
連
邦
裁
判
所

は
、
計
画

の
、
設
定

な
い
し
執

行
と

い
う
意
味

で
の

む
し
ろ
、
個
人
ま
た
は
全
体

へ
の
具
体
的
な
関
係
を
優
先
さ

せ
て
い
る
。

(
争
わ
れ

て
い
な

い
)
評
価
を
優
位

に
置

い
て
お
ら
ず
、

の

内

容

の

統

制

(I
n
h
a
lts
lzo
n
tr
o
lle
)

135

 

考

え

ら
れ

る
限

り
最
高

に

つ
く

ら
れ
、

か

つ
制

度
L

防
護

さ

れ
た
手

続

は
、

と
り

わ
け
、

一
定

の
社

会
的

.需
要

と
利

益

に

つ
い
て

の
不
卜

分
な

分
節

可

能
性

な

い
し
貫
徹

可

能
性

の
結

果

と
し

て
、

.歪

曲

を
免

か

れ
な

い
。

法
律

制
定

の
事

前

手

続

は
、

と

り

わ

け
意
見

聴

取

手

続

(
V
e
r
n
e
h
m
la
s
5
u
n
g
sv
e
r
f'a
lir
e
n
)

6
分

野

に
お

い
て

は

従
来

は
、

法
制

定

の
過

程

に
お

い
て
、

重
要

な
社

会

的
集
団

化

を

さ
え

も
介

入
さ

せ

る
も

の

で
あ

っ
て
、

コ
ン
セ

ン
サ

ス
を
求

め

う

る
規

定

の
実

現

の
チ

ャ
ン

ス
を

、

そ

の
よ
う

な
方
法

に
高

め

て
い
る

の
で

あ

る
。

し

か
し

、

た

と
え

ば
、

レ

フ

ァ
レ

ン
ダ

ム
威

嚇

(R
e
fe
i・e
n
d
u
m
sd
i-o
h
u
n
g
)

6
武

器
を

意

の
ま
ま

に
す

る

の

で
は

な
く
、

あ

る

い
は
、

発
言

し

た
り

、

ま

た
白

己

の
関

心
事

(ン
旨
lie
gq
2

)

を
変

更

し
た

り

す
る

こ
と

を
不

卜

分

に
し

か

で
き

な

い
集

団

化

や
個
人

が
、

優

勢

な
利
益

〔団
体

〕

に
支
配

さ
れ

て
い
る
と

い
う

こ
と

は
、

隠
し

よ
う

も
な

い
、

基

本

権

適

合

的

な

手

続

を

履

行

す

る

こ

と

が

、

そ

こ

か

ら

結

果

と

し

て

生

じ

て

く

る

規

範

、

手

続

な

い
し

判

決

の

正

当

性

(G
e
r
e
c
h
t
ig
k
e
it
)
と

臣
統

性

(
L
e
g
it
im
it
a
t
)

を
保
障

す

る
と

い
う

の
で
は
、

全
く

原
則

と
し

て
、

な

い
。

憲
法

裁

判

の
過

程

に
お
け

る
法

律
、

処
分

お

よ
び
判

決

の
内

容
的

統

制

(
in
h
a
ltlich
　
K
o
n
tr
o
lle
)
は
、

こ

の
場

合

、
対

抗
物

を

つ
く

り
出

す

も

の

で

は
な

く

、

こ

の
統

制

は
、

白

己

の

・
本

質

的

で

一
定

の
意

味

に

お

い

て
超

時

間

的

な

正

義

の
:r
te

(
G
e
話
ch
t
ig
k
e
it
-

s
t
o
p
o
i)
と

の

、
致
を

確
保

す

べ
き
も

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、
本

質
的

な
正

義

の
要
求

す
る
も

の
は
何

で
あ

ろ

う
か

?

〔
そ
れ

に

つ
い

N
S
`
　
　

(K
r
ite
r
ie
n
)
を

探
究

す

る
に
あ
た

っ

て
、
憲

法
裁

判

官

の
前

に
真
先

に
現

わ
れ

る
も

の

こ
そ
、
基

本
:　

(
G
r
u
n
clr
e
c
h
te
)

で
あ

る
。
基

本

権

は
、
個

人

に
正

義

の
名

に
お

い
て

209一



常

に
要
求

さ
れ

う

べ
き

も

の
を
、

ひ

っ
く

る
め

て
、

尺
度

と
し

て
設

け
る

も

の

で
あ
る
。

そ
れ
ゆ

え

に
、

法
制

定

の
民

髭
n
義

的
手

続

の
過

程
を
保

障

し

て
い
る
基

本

権

は
、
場

合

に
よ

っ
て
は
、
最
終

的

に
到
達

す

る
多

数

決

に

対
す

る
決
定

的

な
敵
対

者

と
な

る

の
で
あ

る
。

つ
ま

り
、
基

本
権

は
、

本
質

的

な
法

の
素

材

が
個
人

だ
け

を
軽
蔑

す

る

こ
と
を

も
許

容

し
な

い
の

で
あ

る
。

3(iト

 

基
本
権
が
、
右

の
よ
う
な
方
法

で
、

正
義

の
本
質

的
な
礎
、石
と
し

て
、

そ
し

て
法
秩
序

全
体

の
包
括
的
決
定

因
r

(一)
①
一①
r
m
in
a
n
te
)
と

し
て

で
は
な
く
解
さ
れ
る
場
合

に
の
み
、
多
数
決
決
定

と
個

別
問
題

の
具
体
化

に
つ
い
て
の
事
後
的

な
憲
法
裁
判
所

に
よ
る
統
制

は
、

他

の
国
家
機

関
の

正
当
な
形
成
お
よ
び
決
定

の
権
限
を
削

減
す
る

こ
と
に
導

か
れ
る
の
を
免

か
れ
る
の

で
あ
る
。

向

う
側

で

.
般

に
認

め

ら
れ

た
基
本

権
位

置

は
、

法
制
定

お

よ
び
法

適

川

に
お
け

る
正
義

の
最
小

限

の
も

の
に
向

け

て
恣

意

禁
止

の
保
障

を
提

供

し

て
い
る
。

恣

意

の
禁
止

の
制

限

は
、

わ

れ
わ

れ

の
正
義

に

つ
い
て
の
認
識

が

こ

の
場

で
、
ま

た

こ

の
時
点

で
制

限
さ

れ

て

い
る

の
だ
と

い
う
事

実
か

ら
出

て
い
る
。

誤
り

で
な

い
こ
と
、

社
会

的
紛

争

に

つ
い
て

の
最

良

の
解
決

に
欠

け

る
と

こ
ろ

が
な

い
こ
と
、
脆

弱

な
根
拠

し

か

も
た

な

い

判
決

を
排

除
す

る

こ
と
、

が
す

で
に
侵
害

を
提

.小
し
、
ま

た
そ
れ

ゆ

え

に
破

棄

さ
れ

、
修

正
さ

れ
る

べ
き

で
あ

る
と

い
う

の

で
は

な
く

、
恣

意
禁

止

は
、
粗

暴
な
不

法

を
阻

止
し

、
白
家

撞

着
を

き
た

し

て
い
る
法

律
を

是

正
す

る

こ
と
を
自

ら
拒

否
し

て
い
る

よ
う

な

・
全

く
客

観
性

を
欠

い
た
判
決

を
破
棄

し

な
け

れ
ば

な

ら
な

い

の
で
あ
る
。
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(
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一

↓
九

(
75

)



一

一
〇

(
76

)

の

諸

々

の

手

続

段

階

の

相

関

的

作

川

(
G
eg
e
n
s
eit
ig
e
E
in
w
ir
k
u
n
g
e
n
d
e
r
v
e
rs
c
h
ie
d
e
n
e
n

L'e
rf
a
h
re
n
s
s
ta
d
ie
n
)

前

局
面

(<
o
r
p
h
a
s
e
;'
会
前
ヂ
続
の
局
面

の
こ
と
、
)
と
、

法
制
定

お

よ
び
個

別
決

定

の
段

階
、

な
ら

び

に
事

後
的

な
内

容
統

制

に
お
け

る

す

べ
て
の
政
治

的

11
法
的
決

定
手

続

が
細
分

化

さ
れ

て

い
る

こ
と
が
、

基
本

権
機

能

に

つ
い

て
の
よ
り

良

い
理
解

を
可
能

に
し

て

い
る
。

し

か

し
、
組

み
合

わ

せ
、
と

り
わ

け
事
前

の
活
動

と

フ

ィ
ー
ド
'";
`
ク

(
R
u
c
k
k
o
p
p
e
lu
n
g
)
が
考

慮

に
人

れ
ら

れ
る

べ
き

で
あ

る
。

そ
れ

で
、
邦

に
対

す

る
連

邦
裁

判
所

の
憲

法
裁

判

権

は
、
連
邦

立
法

者

に
も
影

響

を
及

ぼ
し

て

い
る
。
連

邦
㍍

法
者

は
、

憲
法

裁
判

権

に

服

し

て

い
る
も

の

で
は
な

い
に
も

か

か
わ

ら
ず
、

判

例

の
中

で
具
体

化
し

た
基

本
権

の
公
準

(G
r
u
n
d
i°e
c
h
ts
p
o
s
t
u
la
t
)

に
、

全

く
当

然

に
対

応

し

て
い
る

の

で
あ

る
。

政
治
的

過

桿
も
、

右
と

は
逆

に
、
事

後
的

な

コ
ン
ト

ロ
ー

ル

の
た

め

に
仕
え

て

い
る
憲

法
裁

判
権

に
対

し
、
基

本
権

内
容

の

一
層

の
分

離

独

立
と
継

続
発

展

の
た

め

の
新

し

い
刺
激

を
、

恒
常

的

に
提
供

し

て
い

る
。

た

と
え

ば
、

広
範

な

コ
ン
セ

ン
サ

ス
に
も
と

つ
く
改

革

の
公

準

ゆ

ロ

な

い
し
努

力

が
、

一
定

の
分
野

に
お

い
て
、
同

様

の
問
題

に

つ
い
て
の
連

邦
裁
判

所

判
例

の
活

力
を

促
進

す

る

こ
と

を
可

能

に
し

て

い
る
。

憲

法
判

決

は
、

そ

れ
が
行

政

手
続

に
お

け
る
書

類

の
閲
覧

権

(
A
k
te
n
e
in
s
ic
h
t
s
r
e
c
h
t
)

S
規
制

を

め
ぐ

っ
て

ど

の
よ
う

に
生

じ

る

の

か

と

い
う

こ
と

を
、

む
し

ろ
、
法

律
制

定

の
基
本

権
形

成
的

な
決

定

か
ら
引

き
出

す

こ
と

が

で
き
る

と
し

て

い
る
。

肝
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4

.
少

数

者

の

保

護

(iV
lin
d
e
r
h
e
ite
n
s
c
h
u
ti
z
)

基

本

権

は

、

ま

ず

紛

争

隠

蔽

的

(
k
o
n
flik
t
a
u
fd
e
c
k
e
n
d
)

で

、

そ

し

て

ま

た

合

意

形

=X
;=

(
k
o
n
se
n
s
b
ild
e
n
d
)

で

も

あ

る

討

議

の

ノ

ロ

セ

ま

広

範

な
公
開

を
と

お
し

て
、
民

k

n
義
的

な
決

定

発
見

の
手

続
を
保

障

し

て

い
る
。

基

本
権

は
、

他
面

で
は
、
多

数
決

に
よ

る
決
定

に
限

界

を

設
定

し

て

い
る
。
憲
法

判
例

が

権
利

を
追
求

す

る
少

数
者

た
ち

の
訴

え

に
よ

っ
て
刻

印

さ
れ

て

い
る
。

す
な

わ
ち
、

宗
教

的

.
政
治

的

お



よ

び
世

界
観

的

破
片

uF
団

(
S
p
lit
te
r
g
r
u
p
p
e
)
、

(既

決

囚

の
よ

う
な

)
社

会

的

に
汚
名

を
着

せ

ら

れ
た

者

(
S
t
ig
m
a
tis
ie
r
t
e
r
)
、
経

済

的

ア
ウ

ト
サ

イ
ダ

ー
、

と

い

っ
た

者

の
利
益

が
、
憲

法
手

続

に
お

い
て
は
、

政
治

的
決

定
発

見

の
手
続

に
お
け

る

よ
り
も

ず

っ
と
大
き

な
役

割

を
演

じ

て
い

る

の
で
あ

る
。

基
本

権

は
、

す

べ
て

の
人

が

そ

の
時

そ

の
時

の
多

数
者

の
見
解

や
政
治

的
形

成

の
実

際

の
傾
向

そ
れ
白
体

か

ら
独

立

し

て
、

ま

た
、

政
治
的

.
文

化

的
ま

た
は
経

済
的

出
来

事

へ
の
参
加

を
求

め

る
自
己

の
要

求
か

ら
も

独
立

し

て
推

進
す

る

こ
と

が

で

き

る
も

の

の
基

準

を
定

め

て

い
る
の

で
あ

る
。

さ

て
し
か

し
、
基

本

権

は
、

多
数

決

決
定

に
限
界

を
設

定

す

る
も

の

で
あ

る
か

ら
と

い

っ
て
、
非

民

主
主

義
的

な
も

の
な

の
で
は
な

ぐ
、

そ

の
形
成

は
、

い
わ
ば
、

第

二

の
秩

序

の
民
主

r
義
的

な

正
統
性

(L
e
g
itim
a
t
io
n
)

S
中

に
、

つ
ま

り
時

間
的

事

件

に
耐
え

て
生
き
残

っ

　

ノ
セ

ノ
サ

ノ

た
合

意

の
中

に
存

在

し

て
い
る
。

国
家

共
同

体

は
、
憲

法

こ
の
民
紅

ヒ
義

的
統

一
性

の
発
見

の
根
源

的

成
果

!

に
お

い
て
、

次

の
よ

う
な
理

解
を

採

っ
て
い
る

こ
と

を
公
β

し

て
き
た

。

す
な

わ
ち
、

生
起

す

る
事
実

問
題

の
民

k
L

義
的

解

決

の
前

に
、
ま

た
そ

れ
を

越

え

て
、

一
定

の
原

則

と
r
観

的
権

利

が
時
間

的

に
広

範

な
局

面

に
お

い

て
妥

当
す

べ
き

で
あ

る
、

と

い
う

の

は
、

こ

の
原

則
と
権

利

の
中

に
、
本

質

的

な
正
義

の

・
歴
史

的
経

験

を
経

た

保
障

が
、

個
人

と
社

会

の
た

め

に
存

在
し

て
い
る
か

ら

で
あ

る
、

と

の
理
解

で
あ

み
。
基
本

権

は
、
ま

さ

に
定
ま

っ
て

い
る
H
時

の
問

題

の
政
治
的

解
決

が

現
出

す

る
と
き

に
、

よ
り
広

い
時

間
的

領
域

に
お

け

る
思
考

を
強

い
る

こ
と

に
な
る
。

138
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規
律

に
服
さ
な

い
高
等
学
校
を
学
校

〔
の
体
系
〕
か

ら
無
定
型

に
除
外

す
る

こ
と
は
、

適
切
な
要
素

に
お

い
て
は
可

能

で
あ
り
、
ま
た
、
過
去

の

法
的
聴
問

は
、

個
人

に
と

っ
て
の
や

っ
か

い
な
遅
延
と
し

て
現
出

す
る
の
で
あ
る
。
歴
史

的
経
験
が
教
え

て
い
る
も

の
は
、
訴

え
提
起
者

の
訴
え
を

聴

か
な
い
の
は
、

.
面
的

で
偏
見

の
あ
る
裁
定

の
萌
芽
を
、
し

た
が

っ
て
不
正
義
そ
れ
白
身

を
生

む
も

の
で
あ
る

こ
と

、
ま
た
、
裁
定
手
続

の

・
両

当
事
者

に
開
か
れ

て
い
る

こ
と
を
保
障
す
る

こ
と

に
よ

っ
て
得
ら
れ

る
透

明
性

が
、

正
当

な
判
決

の
機
会

を
規
則
的

に
増

大
さ
せ

て
い
る
も

の
で
あ

る
こ
と
、

で
あ

る
。

3s

 

ヨ

ル

ク

。
パ

ウ

ル

:

・・
ユ

ラ

ー

『
ス

イ

ス

基

本

権

原

論

』

(
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.
.)

τ

一

(
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)



.

..

.

(
78

)

あ
る

い
は
次

の
と

お
り

で
あ

る
。
好

ま
し
か
ら

さ
る
破
片

政
党

(S
p
litte
r
p
a
rt
ei)

に
と

っ
て

の

一
般
的
な
集
会

の
禁
止

は
、
警

察
と
市
民
を

望

ま
し
く
な

い
手
間
や
厄
介
か
ら
手
易
く
守

る
こ
と
を
可
能

に
す

る
も

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
時
間
的

に
拡
大
さ
れ
た
視
角

は
次

の
こ
と
を
示

し
て

い

る
。

ー

国

家

共

同

体

の

あ

ら

ゆ

る
改

新

(日

,n
e
u
e
r
u
n
gq
)
、

す

な

わ

ち

社
会

的
状

況

の
不

可
避

的

な
　

　

(R
e
fo
i°m

)

は

、

ま

ず

何

よ

り

も
、

批

評
家

・
情

報

収

集

家

お

よ

び

思

想

家

の
少

数

派

に

よ

っ
て
刺

激

さ

れ

る

の

で

あ

る

が

、

右

の
社

会

的

状

況

と

い
う

の

は
、

何

よ

り

も

し

ば

し
ば

、

全

く

「
利

己

的

な

」

動

機

な

い
し

最

高

に
個

人

的

な

関

係

性

(h
o
ch
s
th
e
r
s
o
n
lic
h
e
s
B
e
ti・o
ffe
n
s
ein
)

か

ら
、

し

か

し

ま

た

時

に

は

、

最

高

に

社

会

的

な

参

加

(
E
n
g
a
g
e
m
en
t)

か

ら
、

反

抗

的

・
批

判

的

な

い
し

は

世

界

改

　

　

(
w
eltv
e
i・b
e
s
se
r・n
d
)

に
動

い

て
、

最

後

に
は

国

家

共

同

体

を
時

の
満

ち

た
改

革

へ
と

導

く

も

の
を

指

し

て

い

る

の

で
あ

る
。

民

髭

L

義

的

手

続

の

・
秩
序

づ

け

ら

れ
た

道

筋

は
、

し
ば

し

ば

、

ま

ず

も

っ
て
、

個
人

も

し

く

は
少

数

者

の
、

長

く

・
孤

独

で

か

つ
好

ま

れ

な

い
訴

え

に

も

と

つ

い
て

動

き

出

す

の

で

あ

る
,

基

本
権

の
特

別

の
番

人

と

し

N

S
-
_?
法
裁

判

所
制

度

は
、

そ

れ

ゆ
え

に
、

そ
れ

を
政

治

11
経
済

体

系
全

体

の
中

に
挿

め
込

む

こ
と

が
要

求

さ
れ

て

い
る

に
も

か
か

わ

ら
ず

、

ま
さ

に
支

配
的

な
社

会

的
諸

力

に
対

す

る
全
く

特

別
な

遮
蔽

を

必
要

と

し

、
ま

た

は
さ
も

ゆ

な

け
れ
ば

、
立
法

お

よ

び
行
政

に
お

い
て
決
定

的

な
要
素

を
必

要
と

す

る

の
で
あ

る
。
基

本
権

の
機

能

か
ら
全

く
具

体
的

に
要
求

さ

れ
る
も

け

の
は
、

た
と

え
ば
、

政
党

政
治

的
解

釈

に
拠

っ
て
も
な
お

擁
護

さ
れ

る
憲

法
裁

判
官

が

、

そ
の
依
拠

し

て

い
る
集
団

か

ら

の
あ

の
相

対
的

な

独
航

性
を

見
出

す
、

と

い
う

こ
と

で
あ

る
が
、

右

の
独
蕨

性
と

い
う

の
は
、

民
硅

益
義

の
政
治

過

程

に
お

い
て
さ

え

そ

の
貫

徹

可
能
性

を

ほ

と

ん
ど
有

し

な

い
人

、

ま
さ

に

そ

の
人

の
権

利

に
味

方
す

る
右

憲
法

裁
判

官

の
ま

な
ざ

し
を
可

及
的

に
白

山

な
も

の
に
す

る
、

そ

の
よ
う

な

独
立

性

の

こ
と

で
あ

る
。

社

会

11
政
治

的
分

野

に
お

け

る
少

数
者

の
保
護

は
、
生

存

と
社
会

の
福
祉

の
利

益

に
お

け
る
理

性
的

な
促

進
と

し

て
、

つ
ま
り

弱
者

に
対

す

る

・
吐

き
出

さ
れ

た

よ
う

な
施

し
物

の
、

何

ら
か

の
名

に
お
け

る
も

の
と

し

て

で
は
な

く
、
極

め

て
最
近

に
な

っ
て
判

明

し
た

も

の
で
あ

る

。
寛
容

は
、

基
本

権

に
照

ら

せ
ば
、

理
性

の
義

務
と

し

て
現
わ

れ

る
も

の

で
あ

っ
て
、
徳

の
要

請

と
し

て
現

わ
れ

る

の
は

よ
り
少

な

い
程

ao

205



度

で
し

か
な

い
。

ま
た
、

寛
容

は
、

個
人

の
観

点

か
ら

も
証

明
さ

れ
う

る
も

の

で
あ

っ
て
、

す

な
わ
ち

、
何

人
も
、

何
ら
か

の
生

活

領
域

に

お

い
て
、

多
数

派

の

.
員

で
あ

っ
て
も
、

明

日
は
、

そ

の
利

益
を
維

持

す
る
た

め

に
基
本

権

の
保
障

を

必
要

と
す

る
少

数
派

の
構

成
者

と
な

り

う
る
。

す

な
わ

ち
、
社

会
的

な

い
し
政

治
的

変
化

が
、

政

治
的
多

数
派

の
代

表
者

を
少

数
者

の
意

見

の

・
む
し

ろ
孤
独
な

擁
護

者

に
、

ま

た
、
宗

派
的

な

(k
o
n
fe
s
s
io
n
e
ll)
多

数
派

の
構
成

員

を
宗
教

L

の

(
一3。
=
g
io
s
)
ア
ウ
ト

サ

イ
ダ

ー
に
、
さ

ら

に
、
健
'=
　

(G
e
s
u
n
d
e
n
)

を
障

="=　

(
G
P
b
r
e
c
h
lic
h
e
n
)

に
、

そ

れ

ぞ
れ
突

然

変

え

て
し
ま

う

こ
と
が

あ

る

の

で
あ

る
。

私

に
と

っ
て

は
今

日
遠

く

に
あ

る
人

の
基

本
権

を
保

障

す
る

こ
と

は
、
常

に
、
白

己

の

・
ま
た

社
会

的

な
変
化

の
可
能

性

の
機
会

を

、

承
認

し
、

か

つ
黙

示
的

に
推
進

し
、

な

い
し

は

そ

れ

で
も

開

け

て
お
く

こ
と
を
意

味

し

て

い
る
。

他

人

お
よ

び
私

に
な
じ

み

の
な

い
者

の
自
山

か

ら
逃
避

す

る

こ
と

は
、
し

か
し

、

よ
り

強

力

な
も

の
で
あ

り

う
る
、

と

い
う

の
は
、

現

状

(oQ
t
a
tu
s
q
u
o
)

S
滅
失

は
、

あ

ま
り

に
危
険

を

孕
ん

だ
も

の

に
み

え

る
か

ら

で
あ

る

。

自
山

は
存

在
す

る

(P
s
g
ib
t
)
も

の

で
は
な

い
。

そ
れ

は
選

び
取

ら
れ

る

べ
き

(N
β
≦
似
三
①
巳

も

の
な

の

で
あ
る
。

5
.
ス
イ

ス
に
お
け

る
基

本

権

の
、

そ

の
他

の
特

殊

な
機
能

一〇4　
ノ
の

」

直

接
民

直
ド
義

的

な
意
見

形
成

と
決

定
発

見
を

保
障

す

る

こ
と

の
中

に
は
、
す

で
に
、

ス
イ

ス
に
と

っ
て
は

と
り

わ
け
重
要

な
基

本

権

の

ノ
よ

テ

ム

マ　
ノ
　
テ

ム

課
題

が
含

ま
れ

て
い
る
。

ス
イ

ス

の
連

邦
制

的
制

度

・
経
済

的
制

度

の
固
有
性

か

ら
出

る
も

の
と

し

て
、
基
本

権

は
、

よ
り
広

範

な
特

殊

な

諸

機
能

を

有
し

て
い
る

の
で
あ

る
。

11

ω

連

邦

国

家

の
統

C
=

(I
n
t
eg
r
a
t
io
n
)

基
本

権

は
、

ス
イ

ス
連

邦

国
家

の
形
成

に
際

し

て
喧

要
な

役
割

を
果
た

し

て
き
た
。

つ
ま
り

、
と

り
わ

け
、

居

住

の
自
山

と
信

仰

・
良

心

ヨ

ル

ク

・
パ

ウ

ル

:

こ

ユ
ラ

i

『
ス

イ

ス

基

本
・権

原

論

』

(
.
..
)

↓

.

.

.

.

(
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)



.

.
四

(
80

)

の
自

由

分
離

同

盟
戦

争

(S
o
n
d
e
r
b
u
n
d
s
k
r
ie
g
)

の
後

は

と
く

に
連
邦

国
家

の
関
心

事

で
あ

り
問

題

で
あ

っ
た

ー

が
、

ス
イ

ス

国

家
共

‐

　

(G
em
e
in
w
e
s
e
n
)
と

し

て

の
統

合

に
決

定
的

寄
与

を

な

し
た

の
で
あ

る
。

と

い
う

の
は
、

居
住

の
自

由

は
、

最
初

に
憲
法

L

保
障

さ

れ
た
基

本
権

の

.
つ
と

し

て
、

時
効

に
か
か

り
え

ず

・
か

つ
放
棄

さ
れ

え
な

い
権
利

の
地

位

を
獲
得

し
た

の

で
あ

る
。

邦

の
審

級

を

尽
、
す
と

の
要

件

を
断

念

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
手

続
L

特

権

を

11
え

ら
れ

た

憲

法

訴

訟

(
国

法

訴
願

。

碧
窪

冨
奉
島
二
団葺
o

B
e
s
c
h
w
e
rd
e
)

S
分
野

に
お

い
て
、
連

邦
国
家
的
統
合

と
、
と
り

わ
け
て
緊
密
な
関
連
を
.小
し

て

い
る
よ

う
な
憲
法
ヒ

の
権
利

が
、

今
日
で
も
な

お
存
在
し

て
い
る
Q

特
別
な
連
邦
国
家
的
内
容
を
も

つ
も

の
と
し

て
、
さ

ら
に
次

の
も
の
が
あ
る
。
定

住
者

〔口
定

住
の
外
国
人
〕
と
邦
市
民

(
頃
鋤
三
〇
霧
げ
母
鴨

「
)

と

の
.平
等
処
遇
を
定

め
た
四

...条
四
項
、
全

ス
イ

ス
市

民
を
㍍
法

に
お

い
て
も
、
ま
た
裁
判
手
続

に
お

い
て
も
白
邦

の
市

民
と
.悟
等

に
処
遇

す
る
義

務

を
定
め
た
六

.
知

天

・
条

の
誤
り

で
あ

ろ
う

磐

・
お
よ
び
:

の
邦

に
お

い
て
な
さ
れ

た
有
効

な
民
叢

判
判

決
が
全

ス
イ

ス
に
お

捻

蹴

い
て
執
行
さ
れ
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
の
保
障

(連
邦
憲
法

六

.
条

)。

連

邦
国

家

の
統

一
の
た
め

の
配
慮

に
か

ん
し

て
も

ま
た

同
様

に
、
連

邦
裁

判
所

が
連

邦
憲

法

の

.
定

の
客
観
法

的
諸

原

理
を
市

民

の
基

本

権

類

似

の
要
求

と
解

し

て

い
る

と

い
う

こ
と

が
基

礎

に
な

っ
て

い
る
。

つ
ま
り
、

次

の
ご

と
く

で
あ

る
。

　

最

も
解

説
的

な
事

例
は
、
す

で
に
指
摘
し
た
連
邦
憲
法
四
六
条

.

..項
に
よ

っ
て
ト
分

に
口E
.小
さ
れ

て
い
る
。
連
邦
裁
判
所

の
介
人
が
、
妨
げ
ら
れ

る
こ
と
の
な
い
居
住

の
白
由

の
利
益

に
お

い
て
、
本
質
的

に
も
示
さ

れ
る
と

い
う
こ
と
が
、
右

の
よ

う
な
関
係

に
と

っ
て
有
益

な
の
で
あ
る
。

連
邦
法

の
組
織
的
効

力
に
か
ん
す
る
客
観

的
原
則
を
個
人
権

の
問
題

と
し
て
扱

う

こ
と

(連
邦

憲
法
経
過
観
定

.
一条

)
に
と

っ
て
も
、
連
邦
国
家

的
機
能

は
決
定
的
な

の
で
あ

る
。



U)

経

済
制 を
度 孟
の

保
障

 

取

引
お

よ
び

営
業

の
自

由

は
、

そ

れ
が
統

.
的

経
済

領
域

と

し

て

の

ス
イ

ス

〔
の
創
出
〕

に
資

し

、
ま

た
邦

自
身

の
た

め

の
、

あ

る

い
は

個

々
の
市
場

参
加

者

の
た

め

の
邦

の
後
見
的

措

置
を
禁

じ

て

い
る
限

り

で
、

何

よ
り

も
連
邦

国
家

的

に
方
向

づ

け
ら

れ

て

い
る
。

つ
ま

り
、

取
引

お
よ

び
営
業

の
白

山

は
、
右

の
よ
う

な
機
能

を
営

む

こ
と

で
、

そ

の
統

.
性

が

問
題

に
な

っ
て
い
る
邦

の
経

済
政

策

を
排

除
す

る
。

本
質
的

に
邦

の
経
済

疏
法
だ
け
と
取

り
組

み
、

ま
た
、

そ
の
分
野

に
お

い
て
連
邦
と
邦

の
間

の
権
限
排
除
を
監
視
す

る
義

務
を
も

つ
連
邦
裁
判
所

の
判
決
か
ら
、
不
当

に
も
し
ば
し
ば
斥

け
ら
れ
て
い
る
の
で
、

ス
イ

ス
は
、
固
有

の

(憲
法
法
L
許
容
さ
れ
た

)
経
済

政
策

を
全
く
知

ら
な

い
の
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
連
邦

の
憲
法

と
憲
法
現
実

の
観
察

は
、
自

山
な
競
争

に
お
け

る
、
多
様

で
、
ま
た
部
分
的

に
は
強

力
な
.卜
渉

の
可
能
性
を

.小
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

_}3'

202一

取

引
お

よ
び
営
業

の
自

由

の
よ

う
な

所
有

権
保
障

と

関
連
し

た

基

本
権

は
、
国
家

の
活
動

の
、

ま

た
そ

の
.卜
渉

に

つ
い
て
も
、

ノ
ノ
　
お

ム

 
双
方

を
保

持
す

る

こ
と
を

、

い
う

ま

で
も

な
く

ま
さ

に
必
要

と

し

て

い
る

と

こ
ろ

の
、

白
由

競
争

の
経
済

制

度

の
た

め

の

.
個

の
基

本

的
な

憲
法

決
定

(
[
'e
rf
a
s
s
u
n
g
se
n
ts
eh
e
id
u
n
g
)

S
表

現

で
あ

る
。

ど

の
よ
う
な
経
済
制
度

を
選
択
す
る
か
と
い
う
問
題

は
、
た
と
え
ば
意

見
表
明

の
白
山
よ
り
も
、

む
し
ろ
憲
法
ヒ

の
基
本
決
定

に
依
拠

し
て

い
る
。

と
り
わ
け

て
職
業
選
択

の
白
由
と

い
う
形
式

に
お
い
て
有
意
味

な
も
の
と
な

っ
た
と

こ
ろ

の
、
取
引
お
よ
び
営
業

の
自
由

の
、
人
権
と

し
て
の
実
質

は
、
判
例
中

で
は
、
ほ
と
ん
ど
前
.面

に
は
出

て
こ
な
い
の
で
あ
る
。

ヨ

ル

ク

・
パ

ウ

ル

・
ミ

ュ
ラ

i

『
ス

イ

ス

基

本

権

原

論

』
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.
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一
一
て
ハ

(
2x

)

原

註

(
伽
)

以
ド

の
肇
柄

に

つ
い
て

憲
法

裁
判

所

の
観
点

か

ら

詳

細

に
論
じ

た
も

の
と
し

N
'
V
er
fa
ss
u
n
g
sg
er
ic
h
ts
b
a
rk
e
it
(
a
n
m
°
れ
躯
)
°

S
.
7
2
f'f
.

(
　

)

J
c　u
　

H

:v
tT
・
F
i.　　,
D

e
m

o
　
r
a
r
y

a
n
d

D

is
t
r
u
s
t
,
:　

T
h
e
o
ry

o
f
J
u
d

ic
ia
l
R
e
　　ie
　
　,
3
.
a

u
f
la
g
e
,
C
a
m

b
r
id
g
e

　
-l
a
s
s
.
a
n
d

L

o
n
d
o
n

1
9
8
1
,
S
.
1
0
5
f
f
.

(
皿

)

菩

述

家

の

状

態

に

関

連

し

て

、

次

の

よ

う

に

詳

述

し

た

も

の

が

あ

る

。

〉

【)()=
・
ζ

【
,零

[[c
,
K
u
n
s
t
a
ls
W

id
e
i・s
t
a
n
d
,
in
:
L
i
te
r
a
t
u
r
a
ls

T
h
e
r
a
p
ie
,
F
r
a
n
k
fu
r
t
a
m

p
l
a
in

1
9
8
1
,
S
.
1
7
G
f
f
°
『
病

ん

で

い

る

』

と

非

難

さ

れ

て

い

る

芸

術

に

お

い

て

は

、

む

し

ろ

、

事

故

の

禁

止

(
L
　n
gq
lu
c
k
s
v
e
i・b
o
t
)
、

つ
ま

り

、

積

極

的

な

権

力

関

係

の

正

統

性

の

必

要

(
じ
o
σq
三

ヨ

鋤
二
9
あ
募

含

一,h
三

・゚
)

に

仮

借

な

く

背

く

と

こ

ろ

の

"
事

故

を

求

め

る

権

利

"

が

声

を

あ

げ

て

い

る

の

で

あ

る

」

(
一
ヒ

L

頁

)
、

(
　

)

V
g
l
.
W

.-　
　,　
・　;1t
H
:1
1.　.[:rt
,
D
i
e
F
o
i°s
c
h
u
n
　
s
f
r・e
ih
e
it
,
in
:
P
'e
s
t
s
c
h
i・if
t
z
u
m

7
0
.
G
e
b
u
t・t
s
t
a
g
v
o
n

H
a
n
s
N
e
f
,
Z
u
r
ic
h

1
9
8
1
,
S
.
1
2
　
f
f
;

=
と
ト
爵

に

よ

れ

ば

、

研

究

の

自

山

の

構

成

部

分
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年
版

κ

...

亘

が
説

.小
し

て

い
る
。

(
鵬

)

少

数

者

保

護

の
問

題

に
お

い

て
、

む

し

ろ

、

邦

の

権

限

分

野

に

属

す

る

と

こ

ろ

の
肇

物

領

域

に
お

い

て
、

連
邦

裁

判

所

の
細

"

規

定

(D
e
ta
ilre
gq
e
lu
n
　
)
が

受

け
容

れ

ら
れ

る
。

そ

れ

で
、

〔連

邦

〕
裁
判

所

は
、

人
間

の
尊
敬

を
充

た

し

て
意
地

悪

(sch
ik
a
n
iis
)

で
な

い
刑

の

執
行

-

毎

口

の
散
歩

に
か

ん
す

る
登
録

簿

記
-G

(B
u
ch
e
i・b
ez
u
g
)
か

ら
医

師

に
よ

る
管

理
や
最

小
限

の
訪

問
時

間

に
至

る
ま

で
の

ー

に

か

ん

す

る

・
極

め

て

具

体

化

さ

れ

た

憲

法

L

の

最

小

限

要

求

を

定

式

化

し

て

い

る

の

で
あ

る

(参

照

、

例

.小
的

"

'

B
C
E

1
0
2
I
a

2
i
9
f
f
;
1
0
2
I
a

3
0
2
f
f
;
1
0
6
Ia

li
30
f
f
)
"

(
651

)

参

照

、

B
c
7
r

s
8
I
a

1
2
9
f
f
°

(
断

)

こ

れ

に

つ

い

て

は

、

多

く

の

も

の

を

挙

げ

る

代

s

"

、

S
c
・n
Ha
.Z
r
a

,
a
°
P

O
.

(
A
n
m

°
G。
8
)
,
S
.
4
7
6
.
お

よ

び

P
E
'1'1?
R

H
ン
B
E
It
=
や

　
　
e
r
f
a
s
s
u
n
g
s
　
e
r
i
c
h
t
s
b
a
r
k
e
it

a
ls

p
o
li
t
is
c
h
e

K
r
a
f
t

,
in
:
K
o
m

m
e
n
t
ie
r
t
e

　
-
e
r
fa
s
s
u
n
g
s
r
e
c
h
t
s
p
r
e
c
h
u
n
g
,
K
o
n
i
g
s
t
e
in

1
9
7
9
,
S
.

4
9
7

m
i
t
A
n
m

°
⑦
卜○
°

(
°°

)

h
l　It
T

E
lC
f
lh:¥
I;
e
a
c
　
rt

,
D
ie

r
i
c
h
t
e
r
lic
h
　

li
n
a
b
h
a
n
g
i　
k
e
it

a
ls

s
ta
a
t
s
r
e
c
h
t
l
ic
h
e
s

P
r
o
b
le
m

,

B
e
r
n

1
9
6
0
,

in
s
b
.
S
.
1
1
8
f
f
;
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ヨ

ル

ク

・
パ

ウ

ル

・
ミ

ュ

ラ

ー

『
ス

イ

ス

基

本

権

原

論

」
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.
、
、
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一
.
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(
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一

..

.
O

(
86

)

d
o
r
s
e
lb
e
,
近

代

国

家

に

お

け

る

司

法

に

つ

い

て
、

in
:
U
e
r
S
t
a
a
t
d
e
r
G
e
gq
e
n
w
a
r
t
,
B
a
s
e
l
a
n
d

F
r
a
n
k
f
u
r
t
a
m

A≦
a
in

1
9
8
0
,
S
°
ヨ

①
゜
さ

ら

に

見

よ

、

連

邦

裁

-

=

H

¥
F
L
IG
G
R

S

'
九

八

〇

年

ス

イ

ス

法

曹

会

'?

(
S
c
h
石
e
iz
e
r・i5
c
h
e
r
J
u
i・is
t
e
n
t
a
g
)

に

お

け

る

意

見

表

明

'

Z
S
R

1
9
30

R
,
S
°
ム
↓
の
h
°
H

.　
H
i.ictH:rt
は

、

変

る

こ

と

な

く

維

持

さ

れ

て

い

る

基

本

権

判

決

が

不

可

欠

で
あ

る

こ

と

を

強

調

し

て

い

る

。

こ

う

し

た

判

決

は

、

政

治

的

シ

ス

テ

ム

の
動

揺

か

ら

は

独

蹉

し

て
、

基

本

権

の
保

障

を

確

保

す

べ
き

も

の

で

あ

る

。

(
951

)

P
'r
i.ix
i　　I
a
・r
'n
;t　
.
D
e
r
R
ic
h
t
e
r
a
n
d

s
e
i
n
e
A
u
s
w
a
h
l,
D
is
s
.
7.
u
r
ic
h

1
9
7
8
,
S
.
1
G
2
f
f
.

(
061

)

含

蓄

の

あ

る

定

式

化

を

し

て

い

る

も

の

と

し

て

、

K
i.≧

's

S
T
E
R
¥
,
V
e
r
fa
s
s
u
n
g
s
g
e
i・ic
h
t
s
b
a
r
k
e
it
z
w
is
c
h
e
n

R
e
c
h
t
a
n
d

P
o
li
t
i
k
,

O
p
l
a
d
e
n

1
9
8
0
,
S
.
1
9
.
i
裁

=

官

は
、

拍

千

か

っ
さ

い

を

物

欲

し

±
`
L
x

め

(
s
c
h
ie
l
e
n
)

て

は

な

ら

な

い
。
」

少

数

者

保

護

の
分

野

に

お

け

る

憲

法

裁

判

官

の

特

別

の

役

割

に

つ

い

て

は

、

次

の

も

の

も

参

照

せ

よ

、

E
L
F
',
a
°
P

O

.
(
a
n
m

°
1
2
f
)
,
S
.

1
3
5
f
f
.

(
樹

)

少

数

者

の

た

め

の
特

別

の

保

護

機

能

は

、

憲

法

ヒ

の

問

題

設

定

へ
の

厳

格

な

限

界

付

け

か

ら

生

じ

て

い

る

。

さ

ら

に

そ

れ

以

ヒ

に

、

法

的

聴

聞

や

裁

判

官

の

独

疏

の

よ

う

な

制

度

的

な

保

護

策

も

、

憲

法

ヒ

の

争

訟

(
～
、o
「
賦

。゚
°。
⊆
冨
σq
s
s
t
r
e
it
)

に

お

け

る

す

べ

て

の

当

事

者

の

対

等

処

遇

に

役

㍍

っ
て

い

る

。

こ

れ

に

つ

い

て

の
詳

細

は

'

V
e
i・f
a
s
s
u
n
gq
°り
σq
e
r・ic
h
t
s
b
a
r
k
e
it

(
A
n
m

°
念

)
°
oQ
°
8
1
f
f
,
と

り

わ

け

、

.
つ

の

権

力

か

ら

自

・川

な

　

証

(
h
e
i-r
s
c
h
a
f
t
s
f
r
e
i
e
r

D
is
k
w
-s
)

(
H
a
b
e
r
m
a
s
)

と

の

関

連

で

、

憲

法

裁

判

所

に

お

い

て

接

近

し

合

う

議

論

状

況

、

(
　

>

T
i
tc
　　
t.a
s
F
i.t・a
　
r
ra
,
D
ie
S
t
e
llu
n
g

d
e
r・
iV
T
in
d
e
r
h
e
it
e
n

im

s
c
h
w
e
iz
e
r
is
c
h
e
n
S
t
a
a
t
s
r
e
c
h
t
,
in
:
iV
le
n
s
c
h
e
n
r
e
c
h
te
,
F
'o
d
e
r
a
lis
m

u
s
,

D
e
m

o
k
r
a
t
i
e
,
F
e
s
t
s
c
h
r
if
t
z
u
m

7
0
.
G
e
b
u
r
t
s
t
a
g

v
o
n
W

e
r
n
e
r・
K
a
k
i,
Z
u
r
ic
h

1
9
7
9
,
S
.
1
5

:
r
ほ

と

ん

ど

す

べ

て

の

ス

イ

ス
人

は

、

何

か

或

る

什

方

で

、

多

数

者

の

.
員

で

あ

る

と

同

時

に

少

数

者

の

.
11

で

も

あ

る

。
」

(
M61

)

<
σq
憎

日
=
o
∠
≧

○
°
=
一,c
i.iz
.
T
y
e°a
n
n
e
i
d
e
z・
M

e
h
r
h
e
it
,
B
e
t・n

1
9
7
7
.

(
461

)

V
g
l.
V
e
r
f
a
s
s
n
g
s
g
e
i・ic
h
t
s
b
a
r
k
e
it

(
A
n
m

°
念

)
θ
S
.
7
1
.
K
イ

ス
と

は

反

対

に

、

ド

イ

ツ

連

邦

共

和

国

に

お

い

て

は

、

基

本

権

が

連

邦

泥

義

的

機

能

を

果

た

す

と

い
う

こ

と

は

ほ

と

ん

ど

な

い
。

<
σq
1
.
H

塁
ti
H:,
G
i・u
n
d
z
u
g
e

(
A
n
m

.
1
㎝
)
,
S
.
1
2
6
.

(
561

)

こ

れ

に

つ

い

て

は

、

見

よ

、

O
=
R
IS
T
O
P
　
t
L
c
t
'ヲ

s
t:a
a
r
tt
,
D
ie

u
n
z
ic
h
t
b
a
r
e
n

a
n
d

u
n
v
e
r
ja
h
r
b
巴
-e
n

G
t・u
n
d
r
e
c
h
t
e

i
n

d
e
t°

R
e
c
h
t
s
p
r
e
c
h
u
n
gq

d
e
s
S
c
h
w
e
iz
e
r
is
c
h
e
n

B
u
n
d
e
s
g
e
r
ic
h
t
e
s
,
B
e
r
n

1
9
1
6
,
S
°
2
9
f
f
.
連

邦

裁

判

所

判

例

の

長

い
時

期

の

間

に

お

い

て

、

居

住

の
白

山

は

、

こ

の
特

権

的

な

基

本

権

の

唯

.
の

も

の

で
あ

っ
た

(
GQ
°
°。
8
f
)
,

時

効

が

適

川

さ

れ

ず

、

か

つ
.不

可

欠

の

権

利

は

、

本

質

的

に

次

の

結

論

に

導

く

.

こ

う

し

た

基

本

権

の

侵

害

は

、

す

べ

て

期

限

を

付

す
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こ

と

な

し

に
、

た

と

え

ば

純

粋

な

執

行

法

(
～
'o
llz
u
g
s
a
k
t
)

と

も

相

似

て

、

非

難

さ

れ

う

る

。

若

.ト

の

基

本

権

に

つ

い

て

の

み

こ

の

特

権

付

与

を

進

口
E
し

て

お

り

、

か

つ
問

疑

さ

れ

て

い

る

侵

害

の
重

大

さ

を

偲

識

し

て

い

な

い
今

日

の

連

邦

裁

判

所

判

例

は

、

学

説

か

ら

は

何

度

か

批

判

さ

れ

て

い

る

(
こ

れ

に

か

ん

す

る

よ

り

詳

細

な

叙

述

は
、

後

出

の

.
六

.
貞

)
.

(
661

)

裁

判

構

成

法

八

六

条

.

..項

。

同

.項

は

、

こ

れ

を

、

居

住

の

白

由

、

.

.
飛

課

税

の
禁

止

お

よ

び

連

邦

憲

法

κ

八

-
六

.
条

に
関

連

さ

せ

て

い

る

。

(
761

)

こ

の

規

定

の

今

目

的

内

容

に

つ

い

て

、

ま

た

連

邦

憲

法

四

条

の

.
般

的

な

.平

等

処

遇

の

要

請

に

対

す

る

限

界

設

定

に

つ

い

て

は

、

参

照

、

E
T
IE
X
¥
G
G
r3
rs
t.
r.,
L
e
s
c
a
n
t
o
n
s
e
t
le
u
r
s
r
e
s
o
r
t
i
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s
a
n
t
s
,
in
:
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e
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n
g
e
s
H
e
n
r
i
Z
w
a
h
le
n
,
L
a
u
s
a
n
n
e

1
9
7
7
,
S
.
4
7
f'f'.

最

新

の
連

邦

裁

判

所

判

例

は

、

高

等

教

育

機

関

で

の

勉

学

の

人

学

許

可

の
際

に

個

々

の

邦

の

市

民

を

区

別

し

て

処

遇

す

る

こ

と

が

連

邦

憲

法

四

..

.条

お

よ

び

六

〇

条

に

適

合

す

る

か

ど

う

か

の

問

題

に

直

而

し

た

、.
連

邦

裁

判

所

の

見

解

に

よ

れ

ば

、

こ

う

し

た

規

定

は

、

相

応

の

不

.平

等

処

遇

を

禁

じ

て

い

な

い

、

と

さ

れ

る

(
参

照

'

B
G
E

1
0
3

I
a
3
8
6
f
)
°

(
061

)

前

出

の

.

.

.
:
頁

註

九

.

.
、

(
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)

こ

の

規

定

に

か

ん

す

る

よ

り

詳

細

は

'
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z
会
　
ヨ

A
t
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メ

T
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d
e
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r
o
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o
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t
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t
io
n
a
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u
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s
e

I
,
N
e
u
c
h
a
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e
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9
6
7
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ど
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6
3
5
f
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お

よ

び

7
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a
×

I
ー
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o
u
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Z
,
B
u
n
d
e
s
r
e
c
h
t
b
r
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h
t

k
a
n
t
o
n
a
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s

R
e
c
h
t
.
D
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s
.
Z
u
r
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h

1
9
4
01
"
ま

た

見

よ

、

H
ン
x
s

H
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i
,

in
:
B
e
r
n
e
r
h
o
m

m
e
n
t
a
r
z
u
m

s
c
h
w
e
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e
r
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c
h
e
n

Z
i
v
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e
c
h
t
,
B
a
n
d

I
,
l
.
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t
e
i
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n
g
,
B
e
r
n

1
9
6
?
.
¥

1
5
f
f
z
u

r
1
r
t
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6
,
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o
w
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IT
L

G
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Z
u
r
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e
c
h
t
s
e
t
z
u
n
g
s
z
u
s
t
a
n
d
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k
e
it
d
e
s
B
u
n
d
e
s
a
u
f
d
e
m

G
e
b
ie
t
e
d
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r
i
v
a
t
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c
h
t
e
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V

6
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1
9
1
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F
R
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W
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s
c
h
a
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s
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o
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t
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(
a
u
s
v
e
r
f
a
s
s
u
n
g
s
r
e
c
h
t
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c
h
e
r
s
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h
t
)
,
Z
S
K

1
9
8
1
I
,
S
°
2
3
3
f'f'.
連

邦

裁

判

所

判

例

の

中

か

ら

挙

げ

る

な

ら

、

た

と

え

ば

、

B
G
E

1
0
2
I
a

1
0
4
f
f
を

参

照

せ

よ

、

(
1了1

)

、
個

の

例

外

は

、

憲

法

侵

害

行

為

が

連

邦

法

律

(
ま

た

は

.
般

拘

束

的

連

邦

決

議

)

に

よ

っ

て
惹

起

さ

れ

た

も

の

で

な

い
限

り

で

、

適

川

事

例

に
お

い

て

自

己

の
憲

法

適

合

性

の

統

制

を

受

け

る

よ

う

な

.
連

邦

参

事

会

お

よ

び

そ

の

ド

位

に

あ

る

連

邦

行

政

庁

の

C
=
E
=

(
　
'e
r
o
r
d
n
u
n
g
)
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