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n
g
)
'

兵

役

拒

否

(D
ie
n
st
v
er
w
e
ig
e
r
u
n
g
)

ま

た

は

逃

亡

(〉
=
°・憎
鉱
。゚
se
n
)

を

そ

そ

の
か

す

」

者

に
対

し

て
、

刑

罰

を

も

っ
て
威

嚇

し

て

い
る

。

こ

れ

に

つ

い

て
合
憲

解

釈

を

行

な

う

際

に
考

慮

に
入

れ

る

べ
き

は
、

民
主

政

の

も

と

で

は

国
七

防

衛

と

い

う

よ

う

な

テ

ー

マ
に
も

公

開

の
討

論

が

開

か

れ

て

い

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
、

と

い

う
事

例

で

あ

る
。

そ

れ

ゆ

え

、

「
そ

そ

の
か

し

J

(≪
A
u
ffo
rd
e
r
-

u
n
g
≫
)
と

い
う

概

念

は

、

狭

く

解

さ

れ

る

べ
き

で

あ

る
。

す

な

わ

ち

、

全

面
防

衛

の
義

務

(a
llg
e
m
ein
e
W

e
h
rp
flic
h
t
)

に

つ

い

て
批

判

的

に

注

釈

す

る

こ
と
も

ま

た
、

許

容

さ
れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の
で

あ

る

。

連
邦
裁
判
所
判
例
は

、

原
則
を
安
定
的
に
承
認
し
て
き
て
お
り
、

こ
の

原
則
は

、

学

説
の

中

で

争

わ

れ

て

し、

な

い9拷
0

そ
れ

は
、

そ
の
根
拠

f681



を
、

何
よ

り
基
本

権

の
も

(̀
基
$

　

(fu
n
d
a
m
e
n
ta
l)
性

格

に
見
出

し

て

い
る
。

す

な
わ

ち
、
基

本

権

に
よ

っ
て
追

求

さ
れ

て
い
る

.
国

家

秩

序

の
目

的

は
、

専
門

裁
判

権

(F
a
c
h
g
er
ic
h
t
s
b
a
r
k
e
it
)

や
そ

の
他

法
適

用

諸
機

関

が
基

本

権

に
向

け

て
自

ら

の
方
向

を

定

め

る
場

合

に

の

み

、

達

成

す

る

こ

と

が

で

き

る

の

で
あ

る

。

そ

の

こ
と

と

並

ん

で
、

こ

の
原

則

は

、

最

高

の
立

法

(
法

制

定

)

段

階

(R
e
c
h
t
s
se
t
z
u
n
g
s
s
t
u
fe
)

と

し

て

の
憲

法

の
階

層
秩

序

の
ヒ

で

の
優

越

性

か

ら
も

生

じ

て

い
る

が
、

こ

の
純

粋

に
法
論

理

的

な

根

拠

づ

け

は
、

形
式

的
意

味

に
お

け
る
憲

法

が
、

そ

の
も

つ
性

格

(C
h
a
r
a
k
t
e
r
)

が
む

し

ろ
行

政
法

的
性

質

(Z
°・
け
ξ

)

で
あ

る

よ
う

な
規

範

を

　

も
含

ん

で

い
る
場

合

に
は
、
決

し

て
さ

ほ
ど
重

要

だ
と

は

い
え

な

い
の

で
あ

る
。

2
.
連
邦
裁
判
所
の
憲
法
裁
判
権
に
お
け
る
意
義

合
憲

解
釈

は
、

問
題

に
な

っ
て

い
る

の
が
抽
象

的
規

範
統

制

で
あ

る
か
個

別

の
適

川
行
為

の
審
理

で
あ

る

か

に
応

じ

て
、

異

な

っ
た
機

能

を
果

た
す
。

ま

た
、

こ
の
合
憲

解
釈

の
原

則

は
、

一
方

で
、

邦

法

の
適

川

の
場
合

と

、
他

方

で
、

連
邦

法

と
り

わ
け
連

邦

法

律

の
適

用

の
場
合

と

で
、

異

な

っ
た
意
味

を

も

っ
て

い
る
。

166一

合
憲
解
釈

の
活
動
方
法

(機
能
形
態

)
は
、
憲
法
裁

判
権

の
ス
イ

ス
的
体
系
を
背
景
と
し

て
の
み
理
解

し
う
る
も

の
で
あ
る
。

そ

の
特
徴

を
簡
単

に
記

し

て
お

く

と

つ
ぎ

の
と

お

り

で
あ

る

。

-

邦

の
法

Q
=

(E
r
la
s
se
)

は
、

具
体

的

事

案

へ
の
適

用

を

待

つ
こ
と

な

く

、

〔制

定

後

〕

三

〇

日

以

 内

に
、
国
法
訴
願

に
よ

っ
て
取
消
請
求

を
す
る

こ
と
が

で
き

る
。

つ
ま
り
、

い
わ

ゆ
る
抽
象
的
規
範
統
s

(
a
b
st
ra
k
te
N
o
rm
e
n
k
o
n
tr
o
lle
)

S

手
続

に
お

い
て
、
連
邦
裁
判
所

は
、
当
該
法
令

が
争
わ
れ

て
い
る
市
民

の
憲
法
L

の
権
利
を
侵
害

す
る
も
の

で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す

る
。

そ
れ

と

は
別

に
、

い
ず
れ
か

の
憲
法
L
の
権
利
を
侵
害
し

て
い
る
と
さ
れ
る
個
別

の
邦
a高
権
行
為

(e
in
z
eln
er
h
a
n
to
n
a
e
n
H
o
h
eits
a
lzt)

(
判
決
、
処

分

)
に
対
し

て
国
法
訴
願

を
提
起
し

う
る
可
能
性

が
存
在
し

て
い
る
。

つ
ま
り
、
邦
法

の
制
定

と
適

用

の
双
方

が
、
拡
大
さ
れ
た
憲
法
裁
判

権

に
服

ヨ

ル
ク

・
パ

ウ

ル

・
ミ

ュ
ラ

ー

『
ス
イ

ス
基

本

権

原

論

』

(六

)

△

.二

(
30
里
41

)
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一

一
四

(
T41

)

し

て

い

る

の

で
あ

る
。

こ
れ

に
反

し

て
、

連

邦

憲

法

一

一
三
条

...項

に
よ

っ
て
、

連

邦

法

律

と

一
般

拘

束

的

な

(a
llg
e
m
e
in
v
e
rb
in
d
lic
h
)

連

邦

決

議

、

し

た

が

っ
て

ま

た

レ

フ

ァ

レ

ン
ダ

ム

に

付

さ

れ

る

こ
と

を

義

務

づ

け

ら

れ

た

連

邦

立

法

者

の
法

制

定

行

為

(
E
r
la
ss
e
)

は
、

連

邦

裁

判

所

の
憲

法

裁

判

権

か

ら

除

外

さ

れ

る

。

連

邦

議

会

、

連

邦

参

事

会

、

各

省

お

よ

び

ド

級

官

庁

(u
n
te
rg
e
o
r
d
n
e
te
D
ie
n
s
ta
b
te
ilu
n
g
)

S
出

す

単

純

な

(Φ
言
鼠

。
ダ

一
般

的

拘

束

力

の

な

い

)
連

-　

:　
定

(B
u
n
d
es
b
e
s
c
h
u
lu
°。
ω
)

や
Q-
令

(V
e
ro
rd
n
u
n
g
)

も

、

右

と

同

様

に

、

そ

れ

ぞ

れ

の
憲

法

適

合

性

を

抽

象

的

に

い

審

査

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

が

、

し

か

し

な

が

ら

、

個

々

の

適

用

事

例

に

お

い

て

、

制

限

さ

れ

た

憲

法

統

制

(ぴ
①
ω筈

鼠

コ
諄

Φ

V
e
r・fa
s
s
u
n
g
s
k
o
n
tr
o
lle
)

6
対

象

に

す

る

こ

と

が

で
き

る
。

連

邦

行

政

:'.T

(B
u
n
d
e
sv
e
r
w
a
lt
u
n
g
s
r
ec
h
t
)

C6
適

川

が

問

題

に
な

る
限

り

で
、

　

行

政

裁
判

所

訴

訟

(
V
e
i°w
a
ltu
n
g
sg
e
rich
ts
b
es
c
h
w
er
d
e
)

は

、

国
法

訴

願

の
機

能

を

引
き

受

け

る

の

で
あ

る

。

a)

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

邦
法
令
に
対
す
る
抽
象
的
規
範
統
制

iiOi
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翻

合
憲

解
釈

の
原

則

が
、
近

年
、

そ

の
増
大

し

つ

つ
あ
る
意

義

を
獲
得

し

た

の
は
、
と

り

わ
け
、

邦

の
監
獄

規
制

の
合

憲
性

に

つ
い
て

　

ゴ

 
の
抽
象

的
審

査

と

の
関

連

に
お

い

て
で
あ
る
。

一
九

ヒ

.一.年

に
、

チ

ュ
ー

リ

ッ
ヒ

〔邦

〕

の

警

察

収

監

(P
o
liz
e
ig
e
fa
n
g
n
is
s
)

に

か

ん

す

る

命

令

の
合

憲

性

が

、

と

り

わ

け
、

人

格

の
自

由

の

(P
e
r
sb
n
lich
e
F
r
eih
eit
)

と

い
う

基

本

権

の

要
求

と

い
う

観

点

か

ら

審

査

さ

れ

た
。

連

邦

裁

判

所

は

、

〔右

命

令

の
〕

規

定

の
う

ち
若

.ト

の
も

の

に

つ
い

て
、

極

端

に
問

題

が

あ

る
と

指

摘

し

な

が

ら

も
、

当

該

規

範

は

合

憲

解

釈

に
よ

っ
て
補

完

さ

れ

う

る
と

し

て
、

こ

れ

を
無

効

(K
a
s
s
a
tio
n
)

い

と
す

る
こ
と

は
断
念

し
た
。

そ

の
際
、
全
く
特
定

の

た
と
え
ば
、
明
白
な
文
言
か

ら
逸

脱
し
た

解
釈

を
、
適

用
を
受

け
る
こ
と

に
な

っ

た
人

に
つ
い
て
義
務
づ
け
る
、
と

い
う

こ
と
ま

で
し

て
い
る
。



連

邦

裁

判

所

は

、

こ

の

よ

う

な

仕

方

で
、

一
方

で

は

、

邦

の
法

制

定

権

限

(R
e
c
h
ts
s
e
tz
u
n
g
s
z
u
s
t
a
n
d
ig
k
e
it
)

を

保

護

し

、

他

方

で

し

か

し

、

基

本

権

適

合

的

な

解

釈

を

確

保

し

'

ま

た

'

aF
る

'Y
き

(
a
llfa
llig
)

後

の

規

範

定

立=

(
R
e
g
e
lu
n
g
)

C

た

め

の

照

準

点

(R
ic
h
ts
p
u
n
k
t
)

を

設

定

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

...年

後

に

チ

ュ
ー

リ

ッ
ヒ
邦

は

、

.
九

し

一..年

の

判

決

の
中

で
な

さ

れ

た

連

邦

裁

判

所

の

警

告

を

-r
分

に

は
顧

慮

す

る

こ
と

な

く

、

郡

刑

務

所

(B
e
z
ir
k
s
gq
efa
n
g
n
is
s
)

S
た

め

の
新

し

い
命

令

を

制

定

し

た

。

こ

の
規

定

の
基

調

(日
雪

o
胃
)

は

、

無

効

を

た

だ

ギ

リ

ギ

リ

の
と

こ
ろ

で
免

か

れ

た

命

令

の
基

調

に

相

応

し

て
お

り

、

ま

た

若

.ト

の
規

範

は

、

む

し

ろ
、

収

監
者

の
権

利

の
広

範

な

削

減

を

含

ん

だ
も

の

に
な

っ
て

い
る

。

こ
の

こ

と

が
き

っ
か

け

と

な

っ
て
、

連

邦

裁

判

所

は
、

今

回

は
、

多

数

の
命

令

の
規

定

を

取

り

消

し

た

の

で
あ

り

、

合

憲

的

解

釈

の
方

法

を

用

い
る

こ
と

の
義

務

の
示

唆

を

甘

ん

じ

て
受

け

な

か

っ
た

の

で

あ

る
。

ω

長

い
間

ほ
と

ん

ど
首
尾

一
貫

す

る

こ
と

の
な

か

っ
た
連
邦

裁
判

所
判

例

は
、
学

説

に
お

い

て
批

判

を
受

け
、

明

確
な

も

の
と

な
る
方

b

向

づ
け

を
与

え

ら

れ

た
。

こ
の

〔
ほ
合
憲

解
釈

の
〕

原

理

は
、

将

来

違
憲

的

適

用
が

な
さ

れ

る
か

も

し

れ
な

い
と

い
う
危
険

性

(
観

。゚簿
o

h
iin
f
tig
e
r
U
e
rf
a
s
s
u
n
g
s
iv
id
r
ig
e
r
A
n
w
en
d
u
n
g
)
か

ら

離

れ

て
、

係
争

の
規
定

が
取

り

消

さ

れ

る

べ
き
か

否

か

と

い
う
問

題

の
判
定

(E
n
ts
c
h
e
id
u
n
gq
)

の
た
め

の
決

定
的

な
標

準

(
閑
葺

興
三
∋
)

と

し

て
結
晶

し
た

の
で
あ

る
。
憲

法

裁
判

官

は

、

そ

れ
ゆ
え

に
、
規

範

の

励

性
格

が

と

り
わ

け

こ
の
規
範

の
適

用
を
将

来
受

け

る
人

の
範

囲
と

い
う
観

点

か
ら
し

て

合

憲
解

釈

の
手
法

を
予

期
し

う
る
か

否

か

と

い
う

こ
と

に

つ
い

て
の

一
個

の
予
想

を
立

て
な

け
れ

ば

な
ら

な

い
の

で
あ

る
。

164一

 

こ

の

こ
と

は

、

む

し

ろ
、

何

か

の
規

定

(R
e
g
elu
n
g
)

が

、

法

律

の
勉

強

を

わ

ず

か

し

か

し

て

い

な

い
素

人

に

よ

っ
て

、

ま

た

ほ
と

ん

ど

法

律

を

知

ら

な

い
人

に
対

し

て
実

施

さ

れ

る
と

き

に
は

否

定

さ

れ

る

べ
き

で
あ

る
。

と

こ

ろ

で
、

在

監
者

の

監

視

-G

(G
e
fa
n
gq
n
is
a
u
fs
eh
e
r
)

(お

よ

び

ヨ

ル

ク

・
バ

ウ

ル

:

・・
ユ
ラ

ー

『
ス

イ

ス
基

本

権

原

論

」

(六

)

1

1
=

(
の㌧り
ー1

)



一

一
六

(
641

)

在

監

者

〔
In
s
a
s
se
n
)
)

が

連

邦

裁

判

所

判

決

を

詳

細

に
知

っ
て

お
り

、

か

つ
そ
れ

に
即

し

た

規

則

規

K

(R
eg
le
m
e
n
ts
b
e
st
im

m

u
n
gq
)

の
解

釈

を

き

ち

ん

と

理

解

す

る

(a
u
s
r
ich
te
n
)

こ

と

が

で

き

る

こ
と

は
、

ほ

と

ん

ど

期

待

で
き

な

い

こ

と

で
あ

る
。

む

し

ろ

、

そ

の
よ

う

な
事

例

に

お

い

て
、
ま

さ

し
く

Q=
E
r̂

(
V
零

o
r
d
n
u
n
g
)
(
規

則

(R
e
g
le
m
e
n
t
　
)

5
機

能

で

あ

る

も

の

は
、

非

法

律

家

の
た

め

に
も

、
営

造

物

-

(在

監

)

口

的

と

在

監

者

の
基

本

権

　
-　

(G
r
u
n
d
re
c
h
ts
in
te
re
s
se
)

と

の

間

の

付

き

合

わ

せ

辛

い
も

の

で

は
あ

る

が

利

益

考

量

(〉
σ
朝
似

σq
-

u
n
g
)
を
先
取

り
し
、

ま
た
、
誤
解

さ
れ
る

こ
と

の
な

い
個
別
規
範

ー

た
と
え
ば
、

〔監
獄

へ
の
〕
訪
問
許
可

や
身

体
運
動
、

そ

の
他
類
似

の
も

の
に
か
ん
す
る
個

別
規
範

1

の
中

に
、

こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
明
確
な
指
針
を
定
め
る

こ
と
、
で
あ
る
。

考

慮

さ

れ

る

べ
き

は

ま

た
、

後

の
違
憲

的

適

川
行

為

に
伴

な

っ
て
生

ず

る

か
も

知

れ

な

い
基

本

権

侵

害

と

い

う
難

z

　

(S
ch
w
er
e

e
in
e
r
a
llf
a
llig
e
r
G
r
u
n
d
re
c
h
ts
竃
r
le
tz
u
n
g
)
と
被

害
者

(B
e
ti・o
ffe
n
)

と
な

る
可
能

性

と
を
、

適

時

か

つ
効
果

的

に
、
法

的
手

段

に

よ

っ
て
、

こ
の
被
害

者

の
側

に
立

っ
て
、

防
護

す

る

こ
と

で
あ

る
。

さ

ら

に
ま

た
、

無
効

(K
a
s
s
a
tio
n
)

を
求

め

る
ケ

ー

ス
で
は
、

異
議

を

申
立

て
ら
れ

た
規

範

を
_
.
-

(K
o
r
r
e
h
t
u
r)

す

る

の
に
ど

れ
く

ら

い

の
費

用

が

か
か

る

(
Q
ミ
ざ
§
儀
粛
)

の
か
も

算

定

し

て
お
く

べ
き

で
あ

る
。

つ
ま
り

、

こ
う

し
た

観
点

の
下

で

は
、
容

易

に
変

更

し

う

る
法
令

(
E
i-la
s
°。
)

た

と

え
ば

統

治

(即
①

σq
幽零

§

σq
)

の
指
針

(R
ic
h
t
lin
ie
)

6
よ

う

な

に
対

し

て
は
、

レ

フ

ァ
レ

ン
ダ

ム

に
付

さ
れ

る

形
式

的
意

味

に
お
け

る
法

律

の
場

合

よ

り

も
、

よ
り

強

い

　
　

　

基
準

が
妥

当
す

る
。

一]63

 

面

連

邦
裁
判

所

は
、

そ

の
最

新

の
判
例

の
中

で
、
右

の
諸

原

則
を

明
示

的

に
引

き
受

け

て
い
る
。

「
法
令

が
特

別
な
態
様

の
個

別
事
案

に
お
い
て
違
憲

的

に
実
現
さ

れ
う
る
か
も

し
れ

な

い
と

い
う
不
確
実
な
可
能

性

は
、
抽

象
的
規
範
統
制

の

袖

段
階

へ
の
憲
法
裁
判
官

の
容

喋

(E
in
g
r
eife
n
)
を

一
般

的
に
な
お
正
当
化

し
な

い
こ
と
を
、
と
り
わ
け
、
疑
問

の
あ
る
問
題
領
域

に
お
い
て
後



刻
具
体
化

さ
れ
る
規
範
統
制

の
可
能
性

が
当
事
者

(
B
e
tr
o
f'fen
)
に
十

分
な
保
障
を
提
供

し

て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、

と
く

に
こ
れ
を

正
当

化
し

な
い
こ
と
を
、
可
能

に
す

る
も

の
N
あ
る

(B
G
E

10
2
Ia
10
9
)°

し
か
し
、
立
法
者

は
、
基
本
権

に
関
連
す

る
分
野

に
お

い
て
過
度

に
規

制

し
て

い
る
関
係
を
正
し

く
解

釈
す

る

こ
と
を
探
求

す
る
際

に
は
、
ど

の
よ
う
な
状
況

の
?-　-
N
関
　
規
t　
'
(b
e
ta°effe
n
d
e
N
o
rm
)
が
適

用

の

た
め
に
要
求

さ
れ
る
の
か
、

ま
た
、
基

本
権
侵
害
が
生
じ
た
と
き

に
そ
れ

に
対
す

る
権
利

保
障
が
ど

の
よ
う

に
形
成
さ
れ
る

の
か
を
考
慮
す

る

こ

と
を
、
立
法
者

の
側
で
、
憲
法
L

義
務
づ
け

ら
れ

て
い
る
の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、

こ
の
よ
う
な
関
係

に
お

い
て
、
法
律
の
名
宛
人

の
有
す

る

・
被

害

を
受

け
る
か
も
知
れ
な

い
権
利

の
性

格
と
意
味
、
お

よ
び
生
ず

る
か
も
知
れ

な
い
侵
害

の
困
難
さ
が
考
慮

さ
れ
る

べ
き
で
あ

る
。

そ
れ

ゆ
え
、

抽
象

的
規

範
統
制

の
手
続

に
お
け
る
法
令

の
憲
法
審
査

の
分

野
に
お

い
て
、
裁
判
官

は
、

合
憲
解
釈

の
可
能
性
を
抽
象
的
に
探
求
す

る
だ
け

で
な

く
、
憲
法

に
忠
実
な

(
ve
r
fa
ss
u
n
g
s
tr
eu
)
適

用
の
蓋

然
性

を
も
取
り

入
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な

い

(......)
o
或
る
規
範
が

こ
こ
で
論

じ

て
い
る

よ
う
な
理
解

に
お

い
て
は
憲

法
違
反

へ
と
導

か
れ
る
と
の
見
地

が
受

け
容

れ
ら
れ
る
場
合

に
は
、
規
範
を
存
在
す
る
が
ま
ま

に
し

て
お
く

こ
と

は

許
容
さ
れ
な

い
で
あ
ろ
う
。
」

ω

こ
う
し

た
判
例

は
、
歓

迎

さ
れ

て
よ

い
も

の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、

そ

の
判
例

は
、

憲
法

ヒ

の
要
請

へ
の
相
応

な
配

慮

を
導

く

も

の

で

d

あ
り
、

そ
れ

に
加

え

て
、
邦

に
対

す

る
、

ま
た
民

主
的

立
法

者

に
対

す

る
連
邦

裁
判

所

の
望

ま
し

い
謙
抑

を
考

慮

に
入

れ

る

こ
と

を
許

容

す

る
も

の

で
あ

る
。

こ
の
よ

う

な
様

々
な

ニ

ュ
ア

ン
ス
を

も

っ
た
判

決

に
照

ら
し

て
み

る
と

、

邦

の
立
法

者

の
憲
法

忠

誠

(
<
2
、貯

。゚ω
信
昌
σq
-

st
r
e
u
e
)

に

つ
い
て

の

「
推

測
」

(≪
V
e
r
m
u
t
u
n
gq
》
)

の
形
式

こ
れ

は
残

念

な

が

ら
最
新

の
判

例

に
お

い
て
再

び
使

用

さ

れ

て

い
る

撫

は
、

ほ

と
ん

ど
適

切

で
あ
る

と

い
え

な

い
。

「
妥

当

し
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
客
観

法

(°
b
je
k
t
iv
e
s
R
e
c
h
t
)
を

越

え

て
、

厨

の

推

測

は

(
あ

り

え

)

な

い
」

(乏

>
r
↓
男

oσ
[菊
o
区
エ
ン
カ
o
日
)

の

で

あ

る
。
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一
八

(
x41

)

切

邦
の
個
別
的
行
為
に
対
す
る
審
査

粉

邦
官

庁

は
、
連

邦
憲

法
L

の
基
本

権

を
欠

け

る
と

こ
ろ

な
く
考

慮

す
る
た

め

の
、

ま

た

そ

の
際

の
合

憲
的

解
釈

の
た
め

の
あ

ら
ゆ

る
法
適

用

の
際

に
、

右
述

の
こ
と
か

ら
し

て
、
既

に
邦

法

に
義

務

づ
け

ら
れ

て

い
る
の

で
あ

り

、

そ
れ

は
、
連

邦
法

は

一
般
的

に
邦
法

に
優
先

す

る

か

ら

で
あ

る
。

邦

法

律

に
合
憲

解

釈

の
何

ら

の
余

地

も
な

い
場

合

に
は
、

抽
象

的
規

範

の
事
後

的

取
消

し

(
A
n
f'e
c
h
t
u
n
g
)
は
も

は

や
あ

り
え

な

い
の

ゆ

で
あ
り

、
逆

に
、

具
体
的

な
個

別
行
為

に
よ

る
基
本

権

侵
害

が
あ

り

う
る

の
み

で
あ

る
。

連
邦

裁
判

所

は
、
邦

法

の
適

用

に
因

っ
て
惹

き
起

こ
さ

れ

た
違
憲

の
結

果
を

、
市

民

は
、

い
か

な
る
場

合

に
お

い
て
も
甘
受

し

な
く

て
よ

い
、

と

い
う

こ
と

に

つ
い
て

"番

"
を

す

る
も

の
で

あ

る
。

つ
ま
り

、
連
邦

裁

判
所

は
、
合

憲

解
釈

に
沿

っ
た
法
適

川

を

1

可
能

な
限

り

で

義

務
付

け

ら
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

実

際

に

は
、

憲

法

の

コ
ン
ト

ロ
ー

ル
が
、

以

ド

の

よ
う

な
手

だ

て

(G。
o
}三

巳

で
行

な
わ

れ

る
。

す

な
わ
ち

、

連
邦

裁
判

所

は
、

或

る

邦

法

規

(R
e
c
h
t
ss
a
t
z
)

が
個

別

の

ケ
ー

ス
に
お

い
て
正

当

に

(
r
ir
h
t
ig
)

解

釈
さ

れ

て
い
る

か

否
か

を
、

憲

法
裁

判
所

と

し

て
客

査

し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
も

の
で
は
な

い
の

で
あ

っ
て
、

そ
れ

は
、

第

一
の
手

だ

て
に
お

い

て
は
、
恣

意

的

な
、

つ
ま
り

、
ま

こ
と

に
維

持

し
え

な

い
解

釈

、
ま

た

そ
れ

ゆ
え

の
憲
法

違

'?
(
(
V
e
r
fa
s
s
u
n
g
s
v
e
rs
t
o
s
s
)
が
存

在

し

て

い
る
か

ど
う

か
を

、

も

っ
ぱ

ら
探
求

し
な

け

れ
ば

な

　

ロ

リ
こ

ら

な

い
の

で
あ

る
。
第

.

.
の
手

だ

て
に
お

い
て

は
、

ま

ず
、

連

邦
裁

判

所

は
、

原
則

と

し

て
、

恣
意

性

が

な
v

(
w
illk
u
i°fi°e
i)

か

つ
法

的

平
等

を
満

た

し

N

い
K
a
(r
e
c
h
ts
g
le
ic
h
)

と

み
ら

れ

る
解
釈

が
結

果

に
お

い
て
或

る
特

別

な
憲
法

ヒ

の
権

利

を
侵
害

し

て

い
な

い
か

ど

う

か
を

、
審
査

す

る
。
法

規
白

身

が
違
憲

で
あ
る

こ
と
が
判

明

し
た

と
き

に
も
、
連

邦

裁
判

所

が

こ
の
手

だ

て
に
お

い
て
取

り
消

す

の

は
、

適

川

行
為

だ
け

で
あ

っ
て
、
規

範

そ

の
も

の

で

は
な

い
。

こ
う

し

た
意
味

に
お

い

て
、

支

配
的

学

説

の
採

川

す

る
見

地

で
あ

る

が

連

邦
裁

判
所

に
よ

る
具
体

的
規

範

統
制

は
存

在

し
な

い
の

で
あ

っ
て
、

存

在

す

る

の
は
抽

象
的

規

範
統

制

だ

け

で
あ

る
。

適

川

事
案

iii
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(A
n
w
e
n
d
u
n
g
s
f
a
ll)

に
お

い

て
審

査

さ

れ

る

の
は
、

も

は

や
規

範

で

は
な

く
、

こ
の
規

範

を

憲

法

の
基
本

権
要

　　
=a

(
G
r
u
n
d
re
c
h
t
s
-

f
o
i°d
e
i,u
n
g
)
と

↓
致

さ

せ

る

べ
き

解
釈

L

の
結
論

だ

け

で
あ

る
。

こ
の
場
合

、
連

邦
裁

判
所

は
、

こ
う

し
た
法

〔権

利
〕
状

況
を
満

足

さ

せ
る

か
ど

う
か
を

、
開

い
た
ま

ま

に
し

て
お
か

な
け

れ
ば

な

ら
な

い

の
で
あ

る
。

の

連
邦
法
律
の
合
憲
解
釈

ノ

ご

ヨ

認

連
邦

憲
法

一
ご

.一条

三
項

(
お

よ
び

一

一
四
条

の
.
一第

四
項

)

〔正
し
く
は

一
一
四
条

の
二
第
ゴ
、項

で
あ
ろ
う

ー

翻
訳
者
〕

は
、
と

り

わ

け
連
邦

法
律

が

連
邦

裁
判

所

に
対

し

て

「
権

威

が

あ

る
J

(
≪
m
a
s
s
g
e
b
e
n
d
≫
)

こ
と
を

明

ら
か

に
し

て

い
る
。

永
年

、

こ
の
規
定

は
、

連
邦

裁
判
所

に
と

っ
て
、

合
憲
解

釈

の
原

理
は
連
邦

法
律

に
妥

当
さ

せ
る

べ
き

で
は
な

い
と
す

る

こ
と

の
根

拠
と

な

っ
て

い
た
。
近
年

に
至

っ

　
ふ

　

　

ツ
　

て
、
学

説

に
よ

る
批
判

が
あ

っ
た
が

た
め

で
あ

る

こ
と

は

い
う

ま

で
も
な

い
が
、

〔連
邦

〕
裁

判
所

は
、

そ

の
判

例

を
変

更
す

る
に
至

っ
た
。

連

邦
憲

法

一

一
・..条
一..項

は
、
憲

法

に
対
す

る
連
邦

法

律

の
優
位

と

い
う
結

果

を
も

た
ら
す

も

の

で
は
決

し

て
な
く

、
連

邦
裁
判

所

に
、

た

ん

"
'

全

v

(a
llf
a
llig
)
憲

法

に
適
合

し

な

い
連

邦

法
律

を
適

用

し

な

い
こ
と

を
命

じ

て

い
る
に
す

ぎ

な

い

の

で
あ
る
。

そ

の
他

の
点

で

は
、

憲

法

の
優

位

は
、
連

邦

法

の
解
釈

の
場
合

に
も
、

と
く

に
基

本
権

を
、

可
能

な
範

囲

で
考

慮

に
入

れ

る

こ
と

を

要
請

し

て
い
る
。

枷

連
邦

法
律

に

つ
い
て

の
合

憲

解
釈

は
、

連
邦

裁

判

所

が

(
行
政

裁
判

所
訴

願

〔<
零
≦
巴
ε

夷

。゚
σq
電
号
ず
房
げ
①ω
筈

≦
霞
α
Φ
〕

の

分

野

に
お

い

て
)
憲

法
」

の
問

題

の
審

査
を

既

に
法
律

k

義

務

づ
け

ら
れ

て

い
る
場
合

行
政
法

の
領
域

に
限

定

さ
れ

る

こ
と
は
決

し

て
な
く
、

連
邦

法
律

の
す

べ
て
を

把
握

す
る

の

で
あ
る
。

と

り
わ

け
刑
法

の
領
域

に
お

い

て
は
、
合
憲

解

釈

の
可

能
性

は
、

刑
事
事

案

に
お

け

る
破

棄
裁

判
所

(K
a
s
s
a
tio
n
sh
o
f
)

の
増
大

し

N

い
る
待

機

(
B
e
r
eit
s
ch
a
ft
)

が
憲

法
上

の
問

題
設

定
を

顧
慮

す

る

に

つ
い
て
誤

解

　

ア

の
し

よ

う
も
な

く

明
瞭

で
あ

る

に
し

て
も

、
な

お
決

し

て
汲

み
尽

く
さ
れ

て
い
な

い

の
で
あ

豹
。

!lei
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1
"

O

(
　

)

右

の
よ

う

な

関

係

(N
⊆
s
a
m

m
en
h
a
n
g
)

に

お

い
て

は

、

連

邦

裁

判

所

の
と

る

と

こ
ろ

の
、

基

本

権

、

た

と

え

ば

プ

レ

ス
の

自

由

か

ら

は
私

法

な

い
し

刑

法

h

の
人

格

権

保

護

(P
e
r
so
n
lich
k
e
its
Sc
h
u
tz
)

を

具

体

化

す

る
た

め

の
何

物

も

導

き

出

さ

な

い
と

の
定

式

化

は
人

を

惑

わ

す
も

の

で

あ

り

、

と

い
う

の
は

、

ス
イ

ス
民

法

典

(Z
G
B
>

1
'八

条

も

し

く

は

刑

法

は
、

そ

の
領

域

に
関

わ

る
諸

自

由

権

の
意

味

を

く

ま

な

く

書

き

表

わ
し

て

の

い
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
定
式

〔化
〕
は
、
純
粋

に
手

続
的
な
起
源
を
有
し

て
い
る
。

つ
ま
り
、
そ
れ

は
、
民
　
F
法

(
Z
iv
ilr
ec
h
t)

の
統

一
に
も
と
つ
く
人
格

〔権

〕
侵
害

に
か
ん
す

る
訴
え

(区
冨
鴨

)

を
民
事
法

上

の
法
的
手
段

の
途

へ
と
導
く

よ
う

に
、
憲
法
上

の
権
利
が
間
接

的

に
か
か
わ

っ
て
い
る
場
合

で
も
、
導
く

こ
と

に
仕
え
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
実
体
法
的
な
''"L
明

(A
u
s
s
a
g
e
)
と
し

て
こ
の
よ

う
な
形
式

〔化
〕

を
軽
率

に
転
換

す
る

こ
と
は
、
維
持
し
が
た

い
承
諾

へ
と
導
く
も

の
で
あ
る
が
、
ま
た
同
時

に
、
民
事
法
と
刑
事
法

の
統

一
が
、

そ

の
分
野

に
か
ん

し
て
、
基
本
権
を
決
定
的

に
具
体
化
し

て
き

た
の
で
あ
る
。

最
新

の
判
例

は
、
合
憲

解

釈
が

連
邦

法
律

の
明
.小
的
文

言

を
無
視

し

う

る
か

に

つ
い

て
、

ロ
ぬ

コ

.不
明
確

な
態

度

を
と

っ
て

い
る
。

159一

右

の

こ
と

は
あ

ら

ゆ

る
規

定

に

お

い
て

否

認

さ

れ

て

い
る

に
も

か

か

わ

ら

ず
、

連

邦

裁

判

所

は

、
法

的

聴

聞

へ
の
憲

法

k

の
請

求

権

を

、

債

務
取

袖

立

.
破

産

法

(Go
o
ゴ
訳
Ω
"
切
O

〈
o
ヨ

一
ド

〉
胃

幽=

°。
8
9
u
b
e
r
S
c
h
u
ld
b
e
r
te
ib
u
n
g

a
n
d

K
o
n
k
u
r
s
)

に
規

定

さ

れ

た

期

間

の
期

限

よ

り

も

幅
広

い

意

味

を

認

め

て

い
る

。

す

な

わ

ち

、

債

務

取

立

・
破

産

法

は

、

法

の
施

行

の
請

求

(R
e
c
h
tso
ffn
u
n
g
s
b
e
g
e
h
re
n
)

に

つ

い

て

は
κ

日

以
内

に
判

決

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
旨

を

規

定

し

て

い

る

。

そ

れ

で

、

右

の

こ

と

は

、

個

別

の
事

案

に

お

い

て

、

企

業

が

閲

覧

お

よ

び

態

度

表

明

(S
te
llu
n
g
n
a
h
m
e
)

に

つ
い

て

の
平

等

を

得

る

に
先

立

ち

、

請

求

に
か

ん
し

て
決

定

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
と

い
う

結

論

を

導

く

わ

け

で

あ

る
か

ら
、
連
邦
裁
判
所
は
、

こ
う
し
た
規
定

の
厳
格
な
適
用
を
違
憲
と
み
な
し

た
わ
け

で
あ

る
。
す

な
わ
ち
、
詫

う

ー

「」
掲

の
諸

原
則

の
適
川
は
、

 た
し
か

に
、
債
務
取
立

・
破
産
法

八
四
条

に
規
定

さ
れ
て
い
る
症
日
間
と

い
う
期
間

が
も
は
や
遵

守
さ
れ
え
な

い
も

の
で
あ

る
と

の
結

果
を
導
く
も

の
で
あ
る
。
…
…
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
こ
と
は
甘
受

さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
の
で
あ

っ
て
、

な
ぜ
な
ら
、
債
務
取
立

・
破
巌
法

八
四
条

は
、

そ



れ

を

遵

守

す

る

こ

と

に

よ

っ
て

当

事

者

に

事

情

に

よ

っ

て

は

法

的

聴

聞

が

拒

絶

さ

れ

る

と

い

う

場

合

、

た

ん

な

る

秩

序

硯

定

い

　

(
9
°d
n
u
n
g
s
v
o
rs
c
h
r
ift)

に
後

退
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ

る
。

或
る
比
較

の
対
象

に
な
り
う

る
事
案

の
な
か
で
、
裁
判
所

は
、
右

と
は
逆

に
、
連
邦
憲
法

.
一
三
条

三
項

に
規
定

に
、
形
式
†
義
的

に
厳
格

な
態

度
を
維
持
し

て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
裁

判
所
組
織
法

(O
G
)
....
'条
,..項
が
規
定

し
て

い
る
の
は
、
連
邦
裁
判

所

に
関
係

す
る
法
的
手
段

を
行
使

す
る
た
め

の
期
限

〔
の
利
益
〕

は
、

そ
の
よ
う
な
訴
え
が
邦

の
審
級

に

で
は
な
く
連
邦
裁
判
所

に
対
し

て
直
接
、
期

限
内

に
提
起
さ
れ

た
場
合

で
も

保
障
さ
れ

る
、
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

連
邦
裁
判
所

は
、
右

の
規
定

が
、
法
的
手

段
が
期
限
内

で
は
あ
る
が
誤

っ
て
邦
審
　

(In
s
ta
n
z
)

に
提
起

さ
れ
、
し
た
が

っ
て
連
邦
裁
判
所

に
は
も

は
や
期

限
内

に
は
到
着

さ
れ
な

い
よ
う
な
事
案

に
も
、
類
似
的
な
仕
方

で
適

用
し

て
い
る
。
連
邦
裁
判
所

も
、

こ
う
し
た
結
論
を
維
持
す

る
こ
と
に
は
ほ
と
ん
ど
満
足

し
て
い
な

い
の
で
あ
る
が
、

そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
律

の
文
言
を
無
視

す
る
こ
と

　

　

ゴ

を
自
己

の
権
限
と
は
み
な
し
て

い
な

い
の
で
あ
る
。

原

註

(
96
)

合

s

解
釈

(V
er
fa
s
su
n
g
s
k
o
n
fo
r
m
e
A
u
sleg
u
n
g
)
は

、

基

本
権

を

指
針

と

し

た
解

釈

に
限

ら

れ

る
も

の
で

は

な

い
。

つ
ま

り
、

他

の

た
と
え
ば
権
限
規
定

の
よ
う
な
r

憲
法
規
定
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
97

)

こ

れ

に

か

ん

し

N

は

'

見

よ

'

B
G
E

9
9
I
V

9
2

ff
.
<:
R
o
t
e
r
G
a
l
lu
s
≫

6
中

の
、

W

o
l
f
g
a
n
g

B
o
r
c
h
e
r
t
S

詩

に

密

接

に
依

拠

し

て

い
る

と

こ
ろ

の

一
論
稿

の
次

の

一
節

が
評

価
さ

れ

る

べ
き

で
あ

る
。
1

す

な
わ

ち
、

「
君

は
、
村

の
男

で
あ

り
、

ま
た

町

の
男

で
あ

る

(
と
し

よ
う

).

彼

ら
が
朝

や

っ
て
来

、

君

に
応

召
E-
令

(G
es
tellu
n
gq
s
h
e
feh
l)

を
も

っ
て
き

た
と

き

に
、

な

さ
れ

る

べ
き

は
た

だ

一
つ

で
あ

る

.
す

な

わ
ち
、

介

(N
E
IN
)
と
詫

え

!
」

i

連

邦
裁

判
所

は
、

こ
の
よ

う
な

言

説
が

z
;　

(S
tG
B
)

が
求

め

る
要
請

強
制

を

意

味

す

る
も

の

で
あ

る

の
か

ど

う
か
だ

け
を
審

査

す
る

の

で
あ

る
が
、

そ
れ

に
も
か

か
わ

ら
ず
、

連
邦

憲
法

一

.

...条

に
よ

っ
て
連

邦

裁
判
所

が

拘
束

さ

れ

て
い
る

(九
九

頁
)

と

い

う
出

版

の
白

山

の
関

係

を

究

明

し

て

い
る

、

し

か

し

な

が

ら
、

私

見

に
よ

れ

ば
、

右

規

定

の
合

憲

解

釈

が

係

争

の
条

文

の
意

味

(T
ex
tste
lle
)

に

つ
い

て
の
他

の
判

断

を
導

く
も

の
で
あ

る
か

否

か

は
、
探

求

さ

れ

る

べ
き

諜
題

で
あ

る
よ

う

に
思

わ

れ

る
。

こ
う

し

た
志
向
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