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て
き

た
。

右

の
枠

組

み

の
ド

で
理
解

さ

れ

る

の

は
、

卜

分

に
内

容

の
確
定

さ

れ

た

(
b
e
s
tim
m
t
)

法

規
範

だ

け

で
な

く
、

形

式
的

な

(f
o
rm
e
ll)
法
律

の
中

で
の
錨
着

(V
e
r
a
n
k
e
h
r
u
n
g
)

で
あ
る
。

こ
う

し

た
判

例

は

、

と

り

わ

け

、

財

産

権

保

障

の
分

野

で
展

開

さ

れ

て
き

た
。

連

邦

裁

判

所

は
、

新

し

い

形

態

の
使

川

領

域

(Z
⊆
言
毒

σq
ωN
o
コ
Φ
)

餅

の
た

め

に

・

形

式

的

意

味

で

の

法

律

の
中

に
明

確

な

根

拠

を

も

つ

'」
と

を

要

求

し

て
き

た
・

つ
ま

り

、

邦

は

、

全

く

新

ら

し

い
計

画

策

定

課

題

斯

[

(
P
la
n
u
n
g
sa
u
fg
a
b
e
)

6
着

手

に

つ
い

て

は
、

こ
れ

を

旧

建

築

法

で

な

し

う

る

の

で

な

く
、

固

有

の
計

画

法

律

を
制

定

す

る

こ
と

を

義

務

づ

け

ら

れ

る
、

と

す

る

も

の
で

あ

る
。

そ

の
結

果
、

右

の
よ

う

な

判

例

は
、
他

の
基

本

権

〔分

野

〕

に
も

拡

大

さ

れ

て
き

た

。
連

邦

裁

判

所

は
、

人

格

の
白

山

(
P
e
rs
o
n
lic
h
e
F
t・e
ille
it
)

に

か

ん

し

て
、

次

の
よ

う

に
詳

論

し

て
い

る
。

「
そ
の
よ
う
な
も

の
と

し

て
の
白
巾

の
撤
回

(P
re
ih
eits
e
n
tz
u
gq
)、

す
な
わ
ち
、
未

決
拘
留

や
刑

罰

に
か

ん
す

る
規

則

〔と

い

っ
た
も
の
〕

は
必
ず
形
式
」

の
法
律

の
ヒ

で
明
確
な
根
拠

を
有

し
て
い
る

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と

い
う
こ
と
は
確
定
し

て
い
る
..
さ

ら
に
、
白
由
を
剥

奪
す
る
基
本
権
関
係

を
根
拠

づ
け
る
た
め
の
前
提

だ
け
で
な
く
、

そ
の
本
質
的
内
容
、

つ
ま
り
、
白
山

剥
奪

の
形
態
と
可
能

な
限
り

の
最
長
期
間



(H
o
ch
s
td
a
u
er
)

か
形

式

ヒ

の
法

律

に

よ

っ
て
定

め

ら

れ

て

い

な

け
れ

は
な

ら

な

い
、

と

い

う

こ
と

が
受

容

さ
れ

る

べ
き

で
あ

る
。
」

こ

の
よ

う
な

形
式

を
明
.小
的

に

は
放

棄

す

る

こ
と

な
く
、

連
邦

裁
判

所

は
、

こ

こ
数

年
来

、

重
大

な
基
本

権
侵
害

の
ケ

ー

ス
で

は
法

律

の

根
拠

の

〔存

否

の
〕
問

題

を
自

山

に
審

査

し
な

け
れ

ば

な
ら

な

い

(§
蝕

ミ

b
愚
瀞
嵩
)
と

い
う

前
提

で
、

手
続

的

な
思

考

を
提

.小
し

て
い

る
。

次

の
ご

と
く

で
あ

る
。

「
邦

官

庁

に
よ

っ
て
争

わ

れ

て

い

る

法

律

k

の
根

拠

が

ト

分

で

あ

る

か

ど

う

か

の
問

題

に

つ

い

て

は
、

連

邦

裁

判

所

は
、

新

判

例

に

よ

れ

ば

、

侵
害

が
財

産

権

に

か

ん

し

て

と

く

に

き

び

し

い
と

い
う

場

合

に
は

、

白

山

に
審

査

で
き

、

そ

の
他

の
場

合

に

は
、

恣

意

に

か

ん

す

る

制

約

さ

れ

た

視

角

の

ド

に
お

い

て

の
み

審

査

で

き

る

の

N
あ

る

(B
G
E

9
3
I
2
6
1,
3
4
1;
9
4
I
5
6
,
1
3
3
;
9
5
I
7
5
3
;
す

な

わ

ち
、

同

じ
意

味

で
、

従

来

の
判

決

に

お

い

て

は
、

明
白

な

、

な

い
し

は

.
一義

的

で

な

い
法

的

根

拠

を

必

要

と

す

る

、

と

さ

れ

て

い

る
…

…

)
。
一

右

の
よ
う

な
考
察

方
法

は
、
他

の
基
本

権

に
か

ん
す

る
判
例

の
中

に
も
人

り
込

ん

で
い
る
。

こ
う

し
た

論
議

の
変

化

が
実
質

的

な
新

　

?

(
N
e
u
a
u
s
r
ic
h
tu
n
g
)
を

意
味

す

る

も

の

で
あ

る
か

ど
う

か

に

つ
い

て
は
、

八
,
口
呈

.小
さ

れ

て
い
る
判

例

を
考
慮

す

る
と
、

な
お

開
か

れ
た

ま
ま

で
あ
る

と

い
わ
な

け
れ

ば

な

ら
な

い
。
基

本
権

侵
害

は
、

そ
れ

が
当

事
者

(
・
被

侵

.
=
者

CB
e
ti・o
ffe
n
e
n
J
)

"
鋭

v

(e
in
s
ch
n
e
id
e
n
d
)
作

川

す

る
も

の

で
あ
れ

ば

あ
る

ほ
ど

、

ま
す

ま
す

よ
り
広

範

に
民
主

的

な
根

拠

を

も

つ
も

の

で
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
、

と

い
う
根

本
的

な

-
=?想

(g
i°u
n
d
le
g
e
n
d
e
r
G
e
d
a
n
k
e
)

は
、

し
か

し
な

が

ら
、

放

棄

さ

れ

た
わ

け

で
は
な

い
。

そ
れ

ゆ
え

に
、

重
大

な

基
本

権
侵

害

の

〔成
立

す

る
〕

た
め

に
は
形

式
ヒ

の
、

か

つ
内
容

的

に
比

較

的

に
確

定

し

た
法
律

に
お

け
る
根
拠

が

要
求
さ

れ

る
、

と

い
う

こ
と

が
受

容
さ

れ

る

べ
き

で
あ

る
。

IQR
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一
九
八
〇
年

の

う

に
表
現
し
た
。

.
倒

決

ま
、

連

邦

裁

判

所

判

例

の

.

.
つ

の
傾

向

(A
n
sa
tz
)

の
内

的

な

関
連

性

(ぎ
づ
2
。①
『
N
二
。゚p。
白
日
窪

げ
彗

σq
)

を

、

次

の
よ

「私
的

所
有
権

に
向
け

ら
れ

た
公
法

に
よ
る
制
限
が
と
く

に
重
大

な
も

の
で
あ
る
場
合

に
は
、

司
法
は
、
法
律
」

の
根
拠

が
明
確

で
、

い
ま
い
で
な
い
こ
と
を
要
求
す

る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
裁
判
所
は
、
右

の
要
求
が
充

足
さ
れ

て
い
る
か
.否
か
を
審
査
す
る
…
…
」

か

つ
あ

判
例
ヒ
、
議
論

さ
れ
た
の
は
、
軽
度

な
侵

害
と
重
大
な
侵
害
と
を
分
け
る
分
岐

の
問
題

で
あ

る
。

こ
の
問
題
を
判
定

す
る
基
準

に

つ
い
て
の

一

定

の

一
般

化
は
、
八
,
H
ま
で
、
財
産
権
保
障

の
分
野

に
の
み
と
ど
ま

っ
て
お
り
、
他
方
、

そ
れ
以
外

の
基
本
権

に

つ
い
て
は
、
連
邦
裁
判

所
は
、

今

な
お
何

ら
明
確
な
指
針
を
提
.小
し
得

て
い
な

い
の
で
あ

る
,.

の

個
別
事
例

一195一

函

特
別
の
法
律
関
係

 a
ス

イ

ス
判

例

に
あ

っ
て

も

、

「
特

別

権

力

関

係

J

(≪
b
e
s
o
n
d
e
i-e
s
G
e
w
a
lt
v
e
r
h
a
lt
n
is
s
≫
)

G
法

形

態

(
R
e
c
h
ts
f
ig
u
r
)

に

つ

い

て

は

、

そ

の

も

つ
意

味

を

、

ド

イ

ツ
学

説

と

連

携

し

て

調

達

し

て

き

た

。

こ

の

〔
「
特

別

権

力

関

係

」

の

〕

概

括

観

念

(
S
a
m

m
e
lb
e
g
i°if
f
)

S

ド

で
、

国

家

と

市

民

の

間

の

特

別

に
緊

密

な

(e
n
g
)

関

係

、

た

と

え

ば

、

軍

事

、

拘

禁

(
=
鷺
け
)
、

ま

た

学

校

、

公

務

に

お

け

る

官

職

な

ど

に

か

ん

し

て
、

そ

の

す

べ

て

の
法

律

関

係

が

把

握

さ

れ

る

こ
と

に

な

る

。

特

別

権

力

関

係

に

か

ん

す

る

伝

統

的

理

論

は

、

こ

う

し

た

服

従

関

㎜

係

(S
u
u
o
r
d
in
a
tio
n
s
v
e
r
h
a
lt
n
is
)

を

、

法

か

ら

白

由

な

領

域

(
i・ec
h
t
s
fl・e
ie
s
R
a
u
m

)

で

あ

る

と

み

て

い

る
。

つ
ま

り

、

そ

の

よ

う



な
見
解

か

ら
帰
結

す

る
も

の
は
、
右

の
よ
う

な
関
係

の
領

域

に
お

け

る
基
本
権

制

約

は
何

ら
の
法
律

L

の
根

拠

を
必
要

と

し

な

い
、

と

い
う

結
論

で
あ

る
。

こ
う
し

た
観

方

(A
n
s
ic
h
t
)

は
、

そ

う

こ
う
す

る

う
ち

に
方

向
を

変

え

る
と

こ
ろ
と

な

り
、

民

益
泥

義
的

法
治

国
家

に
お

い
て
は
法
秩

序

の
外

に
位
置

す

る

「
権

力
関
係

」

な
る
も

の
は
存

在

し
え

な

い
と

い
う
見
解

(E
in
s
ic
h
t
)

に
、

そ

の
地

位
を

譲

っ
て
い
る
。

個
人

と
国

家

と

の
間

に

つ
い
て
右

の
よ
う

に
性

格

づ
け

ら
れ

て
い

た
関
係

は
、
今

日

で
は
、

「
特

別

の
法
関

係

J

(
≪
b
e
s
o
n
d
e
r・e
s
R
P
Ch
ts
-

v
e
r
h
a
lt
n
is
》
)

と

し

て
特

徴

づ
け

ら
れ

て

い
る
。

こ

の
よ
う

な
見
解

(A
n
s
c
h
a
u
u
n
g
)

S
変
化

は
、

ま

た
、
特

別

の
法

関
係

の
領

域

に
お

け
る
基

本
権

侵
害

の

〔
正
当

化

の
〕
た

め

に
は

法
律

の
根

拠

が
必
要

で
あ

る
と
す

る
、
連

邦
裁

判
所

の
新

し

い
判

例

の
中

に
も
現

わ

れ

て
い
る
。
右

の
必
要

性

が
相

対
化

さ

れ
る

の
は
、
た

だ

、
た

と
え

ば
、

機
関

(○
『
σq
⇔
巳

が
拘

禁
規

則

(
Ω
Φ
ら
讐

σq
n
is
o
i°d
n
u
n
gq
)

の
具
体

的
形

成

に
取

り
か

か

ら
ね

ば

な
ら

ず
、

つ
ま

り
、
場

所

的

(
o
f°t
lir
h
)
お

よ

び
空

間
的

(
&
⊆
ヨ
=
筈

)

関
係

が

信

じ

ら
れ

る
も

の
で
あ

る

よ
う

な
状

況
ド

に
存

在

す

る

と

こ

ろ

の
、

客

観
的

に

確

か
な

(
N
タ
、ヨ
σq
e
n
c醐)
根
拠

が

あ

る
場
合

だ
け

で
あ

る
。
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痂

警
察
的

一
般
条
項

基
本

権
侵

害

が
不
可

避
的

に
も
た

ら
し

う
る
あ

ら

ゆ
る
状

況

は
、

必
ず

し
も
す

べ
て
r
測

さ

れ
う

る
も

の

で
も

な
け

れ
ば

、

一
般

的

・
抽

象

的
規

範

の
中

で
把
握

可

能

な
も

の
で
も

な

い
.、
国

家

"
'

-
i,=
常

;‾

(a
u
s
s
e
r
g
e
w
o
h
n
lich
)

で
緊
急

な

事

態

に
備

え
る

た
め

に
も
、

操

作
能

力

CH
a
n
d
lu
n
g
s
m
o
g
lic
h
k
e
it
)
を

確
保

し

て
お

く

に
は
、

法
律

的
根

拠

を
補

て
ん
す

る
よ

う

な

・
い
わ

ゆ
る

警
察

的

一
般
条
項

㎜

(
p
o
liz
e
ilic
h
e
G
e
n
e
r・a
lk
la
u
s
e
l
)

に
対

す

る
訴

え

(国
第

ξ

。゚
)

が
許

容

さ

れ

て

い
る
。

今

日

の
連

邦

裁

判
所

の
判

例

は

、

し
か

し
な

が

ら
、

公

の
秩

序

の

〔保

全

の
〕

た

め

に
回
避

さ

れ
る

べ
き

危
機

が
、

媒
体

を

介

し
な

い

(
⊆
コ
日
陣暮
Φ
ぎ
⇔
乙

、

直

接

的

で
、

か

つ
重

大
な

も

の

で
あ
り
、

ま
た
、

根
本

的

な

"法
的

財
産

"

(R
e
ch
ts
g
u
t
e
i°)

(た

と
え

ば
、
身

体

、
生

命
、

健
康

)

に
向

け

ら

れ
た

も

の

で
あ
る
場
合

ヨ
ル

ク

・
パ

ウ

ル

:

・・
ユ
ラ

ー

『
ス
イ

ス
基

本

権

原

論

』

(
一
〇

)

1

i

(
°

)



一
四

(
Mウ
ロ
)

に

の

み

、

右

の

こ

と

が

許

容

さ

れ

る

、

と

し

て

い

る
。

警

察

的

一
般

条

項

の

適

用

領

域

は

、

そ

れ

ゆ

え
、

純

粋

か

つ
f

見

し

が

た

い

緊

急

事

案

(Z
o
tifa
lll

に

限

定

さ

れ

る

の

で

あ

り

、

立

法

者

が

典

型

的

で

認

識

可

能

な

危

機

状

況

(G
e
f'a
h
r
d
u
n
g
s
la
g
e
)

を

　

意

(
a
b
s
ic
h
t-

Lic
h
)

な

い

し

は

過

く
に

-'-6
っ
N

(v
e
i・s
e
h
p
n
tlic
h
)

秩

序

づ

け

な

か

っ
た

場

合

に
、

こ

の

.
般

条

.項

を

呼

び

出

す

(⇔
昌
同-u
f
e
n
)

こ

と

は

許

さ

れ

な

い
。

ヨ
ー

ロ

ッ

ハ
人

権

委

員

会

(E
u
i・o
p
a
is
ch
e
K
o
in
m
is
s
io
n
f
u
r
M

e
n
s
c
h
e
i°e
ch
t
?

は
、

モ

ン
テ

ィ

エ
ー

ル

白

治

体

(G
e
m
e
in
d
e
ζ
l
o
n
tie
r
)

に

お

け

る

↓
般

的

な

集

会

禁

止

〔措

置

〕

に

か

ん

し

て
白

己

の
:_
-
:'<

(
E
n
ts
ch
e
id
)

を

行

な

う

に

あ

た

っ
て
、

不

文

の
法

原

則

と

し

て

の
警

察

的

.
般

条

.項

が

、
集

会

の
白

由

の
制

限

は

「法

律

に

よ

っ
て
規

定

」

さ

れ

て

い

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
と

す

る

ヨ

ー

ロ

ッ
パ

人

権

保

護

条

約

の
要

求

を

充

た

し

た

も

の

で
あ

る

か

否

か

を

、

開

い

た

ま

ま

に

し

て

い
る

。

委

員

会

の

見

解

に

よ

れ

ば

、

ベ

ル

ン
政

=;

(B
e
rn
e
r
R
e
g
ie
r
u
n
g
)

6

処

澱

(<
o
r
g
e
h
e
n
)

は

、

い
ず

れ

に
せ

よ

、

邦

憲

法

ヒ

の
ト

分

な

根
拠

を
見

出

し

て

い
る

。
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寸

v兄

.

貫

丹

工去

f

ち.."

¶

♪
ー

、
》
二

連
邦

裁
判

所

は
、

慣

習
法

が
基

本

権
制

限

の
た

め

の
根
拠

と

し

て

の
公

式

の

(h9
・ヨ
0
5

法

律

を
代

替
す

る

こ
と
が

で
き

る
か

と

い
う

問

題

と
対

決

し

て
い

る

の
だ

と
、

し
ば

し
ば

思

っ
て

い
る
。
実

例

(P
r
a
x
is
)

に
よ

れ
ば
、

官

庁

と
法

的
団

体

(
R
e
c
h
t
s
g
e
n
o
s
se
n
)

6

法

的

確
信

(R
e
ch
t
s
u
b
e
r
ze
u
g
u
n
g
)

に

つ

い
て

の
統

一
的

で
恒

常

的

な
慣

行

(O
げ
⊆
昌
σq
)

が

行
な

わ
れ

、

か

つ
、
制

定

法

の
欠

歓

と
、

充

足
さ

れ

る

べ
き
不

可

避
的

な
必

要
性

が
存

在

し

て
い
る
場

合

に
は
、
独

自

の
法

源
と

な

る
。

こ

の
よ
う
な

前
提

の
ド

で
は
、
慣

習
法

が
法

川

　
　
　

 律

L

の
根
拠

を
充
足

さ

せ

る

の
は
、
た

だ
、

形
式

ヒ

の
法

律

そ
れ
自

身

が
不

可
欠

で
あ

る
場

合
だ

け

で
あ

る
。



ω

法

律
L

の
根

拠

の
要
求

に
か
ん

す

る
連

邦
裁

判
所

の
そ

の
他

の
国

法
裁

判

の
基
本

権

関
係

(G
r
u
n
d
re
c
h
ts
b
e
z
iig
e
)

法

律
的

根
拠

の
要
請

は
、
連

邦
裁

判
所

の
判

決

に
お

い
て
は
、
基

本
権

侵
害

が
許

容

さ
れ

る
た

め

の
基

準

と
し

て
だ
け

現
出

し

て

い
る

の

で
は
な

い
。

つ
ま

り
、

そ
れ

は
、

他

の
関
係

に
お

い

て
は
、

正

当
化

原
理

(
L
e
g
a
lit
a
ts
p
r
in
z
ip
)
と

し

て
、
換

言

す

れ

ば
、

国

家

的
処

務

(
s
ta
a
t
lic
h
e
s
H
a
n
d
e
ln
)

6̀

一
般
的

原
理

と

し

て
、

ま

た

い
わ
ゆ

る
代

表
=

決

(
D
e
le
g
a
tio
n
s
r
e
c
h
ts
p
r
e
c
h
u
n
g
)

G
領

域

に
お

い

て
、

中

心
的
意

義

を
有
し

て
い
る
。

こ
う
し

た
判
例

の
詳

細

は
、

こ

こ
で
は
駐

.小
で
き

な

い
が
、
本

井

の
関
係

で
興
味

を

惹

か
れ

る

の
は
、

た

だ
、

基
本

権

侵
害

に
際

し

て
の
法

律
適

合
性

の
要

請

と

の
接
触

==

(B
e
r
u
h
r
u
n
g
s
p
u
n
k
t
)

で
あ

る
。

そ
れ
は
、

次

の
よ

う

に
要

約

す

る

こ
と

が

で
き
る
。

副

代

表

の

原

則

(
D
e
le
g
a
tio
n
s
g
r
u
n
d
sa
t
ze
)
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権
力

分
並

の
原
則

お

よ

び
選
挙

権

訴

訟

(
S
tim
m
r
e
c
h
ts
b
e
s
ch
w
e
r
d
e
)

に
か

ん
す

る
判

例

に
お

い
て
、

連
邦

裁

判

所

は
、

国

家

的
処

務

の
た

め

の
法

律
的

根
拠

の
要

請

を
、
完

全

に

一
般

的

に
具
体

化
し

て
い
る
。
連

邦

裁
判

所

が
と
り

わ
け
発

展

さ
せ

た
も

の
は
、

形
式

ヒ

の

立
法

者

は
自

己

の
法
制
定

権
限

を
他

の
官

庁

に
対

し

て
委

任

す
る

こ
と
が

で
き

る
か

ど

う
か
、

ま
た

い
か

な
る
範

囲

で
委

任

す

る

こ
と

が

で

き

る

の
か
と

い
う

問
題

に

つ
い

て
の
原

則

で
あ
る
。

連

邦
裁

判

所

は
、

そ

の
最
新

の
判

例

の
中

で
、

基
本

権

の
侵
害

が

あ

っ
た
場

合

に
は
、
他

の
分
野

に
お

け

る
よ

り
も

、

代
表

(D
e
le
g
a
-

皿

t
io
n
)

に

つ
い
て

の
よ
り

厳

格
な

(s
t
r
e
n
g
e
r
)
基
準

(
]≦
9。
°。ω
。゚
け
p。
げ
)
を
立

て

て

い
る

。

つ
ま

り
、

連
邦

裁

判
所

は
、

給

付
行

政

の
分
野

に
お
け

る
合
法

性
原

理

(
L
e
g
a
lit
a
t
s
p
r
in
z
ip
)

の
根
本

的
拡

張
と

の
関
連

で
、
次

の

よ
う

に
述

べ
た

の
で
あ

る
。

ヨ

ル
ク

・
パ

ウ

ル

・
ミ

ュ
ラ

ー

『
ス
イ

ス
基
本

権

原

論

」

(

0

)

.

、
瓦

(
232

)



一
一
六

(甥

)

「法
律

の
留
保

の
拡

張
は
、
憲
法
」
保
障
さ
れ
た
権
利
か
ら
導
か
れ

る
合
法
性
原
理

の
弱
化
を
も
た
ら
す
も

の
で
は
決

し
て
な
い
。
」

さ

ら

に
、

連
邦

裁
判

所

は
、

の
ち

の
判
決

で
、

よ
り

明
瞭

に
説

.小
し

て
い
る
。

「
市
民

の
自
山

権

の
制
約

に
か
ん
し

て
、
連

邦
裁
判
所
判
決

は
、
邦

蹉
法
者

の
法
制
定
権
限
を
邦

の
他

の
官
庁

ー

通
例

は
行
政
府

に

委

託

す

る

に
あ

た

っ
て
充

足

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
要
求

を
、

と

り

わ

け
強

調

し

て

い

る
。

......」

連

邦

裁

判

所

は

、

ま

た

、

た

と

え

ば

国

跣

の
職

業

訓

練

=̀

(
A
u
s
b
ild
u
n
g
s
s
ta
t
te
)

へ

の

入

所

の

問

題

に
か

か

わ

っ
て
生

ず

る

よ

う

な

、

固

有

の
基

本

権

で

な

く

基

本

権

類

似

の
地

位

(g
r
u
n
d
r・e
c
h
ts
a
h
n
lic
h
e
P
o
s
it
io
n
)

G
侵

害

の

場

合

に

も

、

特

別

の
要

求

を

設

定

す

る

。

正

統

性

原

理

の
厳

格

は

観

察

は

、

そ

れ

ゆ

え

、

連

邦

裁

判

所

に

よ

っ
て

、

次

の

よ

う

な

規

範

に

か

ん

し

て
要

求

さ

れ

て

い
る

。

醐

「
憲

法

」

保

障

さ

れ

た

白

由

権

の
行

使

(A
u
s
u
b
u
n
g
)

+G
y
6
び

展

開

(
E
n
tfa
ltu
n
gq
)

の

た

め

の
事

実

ヒ

の
諸

前

提

を

創

出

す

る

と

こ
ろ

の

国
家
的
給
付

-

と
り
わ
け
、

こ
の
分
野

で
国
家
が
独
占
的
位
置

に
あ
る
場
合

に
そ
れ
が
あ

て
は
ま
る

の
だ
が

ー

に
か
ん
す
る
規
範

。
」

の

連
邦
憲

法

第
四
条

の
分
野

に
お

け

る
合

法

性

の
原
理

b

連

邦
裁

判
所

の
判

決

は
、
租

税
お

よ
び

そ

の
他

の
公

課

(S
te
u
e
r
n
a
n
d
a
n
d
e
r
e
A
b
g
a
b
e
)

S
た

め

に
は
公
式

的
な
法

律
ヒ

の
根

拠

が

独

立

し

た
も

の
と
し

N

(
se
lb
s
ta
n
d
ig
)

要
求

さ

れ

る
と

い
う

こ
と
を
、

連
邦

憲

法

第

四
条

か

ら
抽

き
出

し

て

い
る
。

こ
の
よ

う

な
判

決

6
基

　

(L
im
e
)
は
、

基

本
権

制
約

の
際

の
法

律
ヒ

の
根

拠

に

か
ん

す
る
判

例

と

は
別

に
、

長

期
闘

経

過
し

て
い

る
も

の
で
あ

る
。

他

の

㎜



分
野

で
、
連

邦

裁
判

所

が
、

こ

の
よ

う
な
首

尾

.
貫

し
た

形

で
公
式

的
な

法
律

ヒ

の
根
拠
を

要
求

し
た
も

の
は
な

い
。
連

邦
裁
判

所

は
、

公

課

に

か

ん

す

る

法

(
A
b
g
a
b
e
r
e
ch
t
)

に

お

け

る

同
裁

判

所

判

例

の

さ

ら

な

る
発

展

の
経

過

の
中

で

も
、

正
当

性

_
:
理

(
L
e
g
a
lita
t
-

s
p
t°in
z
ip
)

に
か

ん
す

る
同
裁

判
所

の
そ

の
他

の
判
決

よ
り

も
、

よ

り
強

い

・
法

律
規
範

の
不
可

欠

の
内
容

の
要
求

を
定

型
化
し

て
い
る
。

し

か
し

な
が

ら
、

近
年

に
な

っ
て
、

一
個

の
接

近

が
み

ら
れ

た
。

す
な

わ
ち
、

連
邦

裁
判

所

は
、

公
課

の
た

め

の
法
律

的
根
拠

が
形
成

さ

れ

る

こ
と

に

つ
い
て

の
憲

法
ヒ

の
最

小
限
要

求

を
、

一
歩

.
歩

、
緩
和

し

た
。

ま
た
同

時

に
、
基

本
権

分

野

に
お

け

る
同
裁
判
所

判
例

を
よ

り
厳
格

な

も

の
と

し

(v
e
r・s
c
h
a
i°fe
n
)、

そ
れ

に
伴

な

っ
て
、

公
課

に
か
ん

す
る
判

例

に
沿
う

も

の
と

し
た
。

連
邦

憲

法

四
条

は
、

連
邦

裁

判
所

判
決

に
よ

れ
ば

、

「
法

律

な
く

し

N
は
刑

_M

な
-,
J

(
ご
W
a
lla
p
o
e
n
a
s
in
e
le
g
?

)
と

い
う
基

本

原

則

を

も
含

ん

で
い

る
。

他
方

、

そ
れ

に
も

か

か

わ
ら

ず
、

関

税
法

に
あ

っ
て
は
、

判
決

は
、

そ

こ

で
は
、

刑

罰

規

範

の
た

め

の
法
規

ヒ

の

(
re
c
h
t
s
s
a
t
z
m
a
s
s
ig
)
原

則

だ
け

を
要
求

し

て
お

り
、

〔刑
罰

規
範

が
〕

形
式

ヒ

の
法
律

に
錨

着

さ
れ

rta
こ
-v

(V
e
r
a
n
k
e
h
r
u
n
g
)
を

要

　

求

し

て
は

い
な

い
。

命
令

お

よ
び
禁

止

の
規

範

定
　=

(E
r
la
s
s
v
o
n
G
e
b
o
te
n
a
n
d
V
e
t・b
o
t
e
n
)

に
か
ん

し

て
法
律

制
定

者

に
よ

っ
て
命

令

制
定

者

に
委

任
さ

れ
た

権
限

は
、
右

の
よ

う

な
理
解

か

ら
す

れ
ば
、

同
時

に
、

刑
罰
規

範

の
白
律

的

な
定

立

を

も
正
当

化
す

る
も

の
で
あ

り
、

こ

の
理
解

は
、

む
し

ろ
脅

か
さ

れ
た
制

裁

(S
a
n
k
tio
n
)

の
困
難

さ
を

顧
慮

す
る

こ
と

な
し

に
、
右

を

正

当
化

す

る
も

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た

判
例

は
、
法

治
国
家

的
観
念

か

ら
す
れ

ば
維
持

す

る

こ
と

の

で
き

な

い
も

の
で
あ

る
よ
う

に
思

わ
れ

る
。

こ
の
判
例

は
、
ま

た
、

榊

連

邦
裁

判

所
が

、

あ

ら
ゆ

る
白

由

の
取
消

し

(F
t　e
ih
e
its
e
n
tz
u
g
)

に

つ
い
て

の
規

則

(
A
n
o
i°d
n
u
n
gq
)
は

形
式

ヒ

の
法
律

で
r

め
定

め

ら

れ

て

い

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ
と

を
要

求

し

て

い

る

と

こ
ろ

の
、

人

格

の
自

山

の
領

域

に
お

け

る
基

本

権

判

決

(
G
t°u
n
d
r
e
c
h
ts

-

p
r・e
c
h
u
n
g
)
と

矛
盾

し

て
い
る
。
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原

註

(
9

)

近

年

の

判

例

の

概

観

は

、
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F
♪
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寧
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°〆
z
つ
c
デ

>
t
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c
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,
L
e
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s

f
o
n
d
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m
e
n
t
a
u
s

d
a
p
s

la
j
u
r
is
p
r
u
d
e
n
c
e
r・e
c
e
n
t
e

d
u

T
r
ih
u
n
a
l

ヨ

ル

ク

.
パ

ウ

ル

・
ミ

ュ
ラ
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ス
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原
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