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下
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1

一
九
六
九
年
八
月

一
五
日
の
負
担
軽
減
法
以
降

四

一二三四五

は

じ

め

に

負
担
軽
減
法
下

に
お
け
る
B
G
H
の
事
件
処

理
状
況

受
理
上
告
制

の
導
入

(
以
上

一
一
二
号
)

連
邦
憲
法
裁
判
所

の
決
定

お
よ
び

そ
れ
以
降

に
お
け
る
B
G
H

の
事
件
処
理
状
況

結

語

(
以
上
本
号
)

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
決
定
お
よ
び

そ
れ
以
降
に
お
け
る
B
G
H
の
事
件
処
理
状
況

片

野

β良

以

上

に
見

た

よ
う

に
、

新

上
告

法

は

B
G

H

の
負

担
軽
減

に
著

し

い
成

果
を
あ

げ

て

い
た
が

、
連
邦

憲
法

裁
判

所

は
、

一
九

七

八
年

八
月

九

日

の
決
定

を
皮
切

り

に
、

以
下

の

一
連

の
決

定

に
お

い
て
、

上
告
受

理

・
不
受

理

を
判

断
す

る

に
際

し

て
、
各

部

の
負
担

量

を
考

慮
す

る

西
ド
イ

ッ
民
事
上
告
法

の
展
開

(
下
)

七
三

(
34
)
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四

(
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こ

と

は

法

治

国

家

原

則

お

よ

び

平

等

原

則

に

違

反

し

、

憲

法

違

反

で
あ

る

と

判

示

し

た

。
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を
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〈
B

G

H

の
決

定

を

取

り

消

し

、

事

件

を

B

G

H

に

差

し
戻

す

〉

注

(
1
)

訳

語

は

、
最

高

裁

判

所

事
務

総

局

・
ド

イ

ッ
裁
判

所

構

成

法
論

(
一
般

裁
判

資

料
第

九

号

・
昭

三

二
)

三

七

八

頁

に

よ

る
。

〔
1

〕

連

邦

憲

法

裁

判

所

第

二

部

の

決

定

ω

連

邦

憲

法

裁

判

所

第

二
部

の
決

定

①

の
主

文

は

、

次

の
通

り

で
あ

る

。



主

文

1

一
九

七
五
年

七

月

八

日

の
民
事

事
件

に
お
け

る
上
告

法
改

正

の

た
め

の
法
ItHt
(
B
u
n
d
e
sg
e
se
tz
b
l.
I
S
.
1
8
6
3
)

6̀
文

言

に

よ

る
Z

P

O

五
五

四
b
条

一
項

は
、

基

本
法

に
、

以
下

の
理

由

か
ら
明

ら
か

と
な

る
解
釈

に
お

い
て
、
適

合
す

る
。

2

一
九

七

六
年

七

月

八
日

の
B

G
H

の
決
定

II
Z
R

2
3
4
/
7
5
1

は
、

法
治

国
家

原
則

と
結

合
す

る
基

本
法

二
条

一
項

お

よ
び

三
条

一
項

に
も
と

つ

く
申
立

人

の
基
本

権

を
侵
害

す

る

の
で
、

こ
れ

を
取

り
消
す
。

事

件

は
B

G
H

に
差

し
戻

す
。

3

ド

イ

ツ
連
邦

共

和

国
は
、

申
立

人

に
対

し

て
、
必

要
な
費

用

(A
u
sla
g
e
n
)
を
賠
償

し
な

け
れ
ぽ

な
ら

な

い
。

②

次

に
、

決
定

理
由

を
見

て

い
き

た

い
。

ま
ず

、
第

二
部

は
、
多

く

の
学

説

に
お

い
て
は
、

Z

P
O
五

五
四
b

条

一
項

の
規

定

は
上
告

審

に
基

本
的

意

義
を

有

し
な

い
上
告

の
受

理

に

つ
い
て

「
真

正

の
」

行
為

裁

量
を
認

め
て

い
る
と

理
解

さ
れ

て

い
る
が
、

上
告

の
不
受

理
は

裁
判

所

の
随

意

で
は
な
く

、

一
定

の
要
件

の
下

に
お

い

て
の
み
行

わ
れ

う

る
と
判

示
す

る
。

「
解

釈

の
基
点

と

な

る
べ
き

Z
P

O

五
五

四
b
条

一
項

の
文

言

は
、
上

告
裁

判

所

は

い
か

な

る
基
準

に

よ

っ
て
基
本

的

意
義

を

有

し

な

い

上
告

を
受

理

し
あ

る

い
は
受

理
し
な

い
か

に

つ
い
て
、

十
分

に
明

ら

か

に
し
て

い
な

い
。

…

…
そ

れ

に
も

か
か
わ

ら
ず
、

Z

P
O

五
五

四
b

条

一
項

お

よ
び

二
項

の
文

言

か
ら
直

接

第

一
の
手

掛

り
が

明

ら

か

に
な

る
が

、
そ

れ

は
上
告

裁

判

所

の
無

拘

束

の

『撲

取

権

』

(Z
u
g
riff
s-

re
c
h
t)

に
対
立

す

る
。

つ
ま
り
積

極

的

な

受

理

の
裁
判

に

つ
い
て

は
法
律

上

明
白

に
規

定

さ

れ

て

は

い
な

い
。

そ

れ

で
も

っ
て
す

で

に
文

言

は
規

定

の

一
定

の
体
系

を

示
し

て

い
る
。
す

な

わ
ち

、
上

告

不
受
理

は
法

律
体
系

上

の
通
常

の
場
合

た

る
上
告
受

理

の
例
外

と

し

て
規

定

さ
れ

て

い
る

こ
と

、
を

示
し

て

い
る
。

さ
ら

に
上
告

不
受
理

の
裁

判

は
三
分

の
二

の
多
数

を

必
要

と
す

る
が

、

こ

の
こ
と

は
、
通

例

た
る
上

告

受

理

と
相
違

す

る

こ
と
を

正
当
化

し

か

つ
特

に
考

慮

さ
れ

ね
ぽ

な

ら
な

い
、
上
告

不
受
理

の
理

由
が

、
存

在

し
な
け

れ
ぽ

な

ら
な

い
こ
と

を
推

論

せ
し

め

る
。

ま
た
、
上
告

許

容
性

の
規

範

で
あ

る

Z
P

O

五
四
六
条

と

五
五

四
b
条

を
比

較
検

討
す

る

と
き
、

不
服

額
が

四
万

マ
ル

ク
を

越

え

る
場
合

、
上

告
審

へ
の
道

は
、

外
見

的
法

律

構
成

に
よ
れ
ぽ

、

さ
し
あ

た

り

(す

な

わ
ち

明
白

な
上
告

不
受

理

の
裁
判

が

な
さ

れ

西
ド
イ

ッ
民
事
上
告
法

の
展
開

(下
)

七

五

(
36

)



七

六

(
37

)

C
am

)

る
ま

で
は
)

開

か
れ

て
い
る

こ
と
が

明

ら

か
と

な

る
」

と
。

し

か
し
、

上
告

不
受
理
が

法

律

に

よ

っ
て
規
定

さ

れ

て

い
る
こ
と

か
ら
、

上
告

受
理
が

通

常

で
、
上
告

不
受

理

は
例
外

で
あ

る
と

い
え

る

(2

)

か
は
疑
問
で
あ
る
し
、
さ
ら
に
不
服
額
が
四
万

マ
ル
ク
を
越
え
る
場
合
に
上
告
審

へ
の
道
が

一
応
開
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
単
に
上
告
許
容

性

の
判
断
権
が
控
訴
裁
判
所
か
ら
B
G
H
に
移
行
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
上
告
審
に
お
い
て
本
案
審
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
ま
で
意
味
す
る
も

M

の
で

は
な

い
。

し

た
が

っ
て
、
規
定

の
体

裁

か

ら

は
、

上
告

不
受

理

は
例
外

で
あ

り
、
特

別

の
理
由
が

あ

る
場
合

に

の
み
認

め
ら

れ

る
と

の

帰
結

を

ひ
き

出
す

こ
と

は

で
き

な

い
。

③

連

邦
憲

法
裁

判
所

第

二
部

は
、

さ
ら

に
右

の
点

は
体
系

的
観

点

お

よ
び
目

的
論

的
解

釈

の
観
点

に
よ

っ
て
確

証

さ
れ

、
同
時

に
具
体

化

さ
れ

る

と
し

て
、
上
告

目
的

に
言

及
す

る
。

「
上
告

制
度

は
、

立
法

者

の
合

目
的
性

の
観

念

に
従

っ
て
形
成

さ
れ

る
訴

訟

上

の
制

度

で
あ

る
。

そ

の
機
能

を

決

定
す

る

に
際

し

て
は
、

現
行

法

に
お
け

る
実

際

の
構

成

か
ら
出

発

し
な

け
れ
ぽ

な

ら
な

い
。
そ

れ

に
よ
れ
ぽ

、

現
行

法

の
上
告
が

個

々
の
事

件

の
正
当

な
裁

判

に
関

す

る
個

人
的
利

益

に
も
寄

与

す

る
法
制

度

で
あ

る

こ
と

は
明
白

で
あ

る
。

な
ぜ

な

ら
、

一
連

の
…
…
法
統

一
お
よ

び
法

の
継
続

的
形

成

を
指

示
す

る
観

点

の
ほ
か

に
、

こ

の
よ
う

な

一
般

的
利

益

か
ら

は
明
ら

か
と

し
え

な

い
規

定
が

見

出

さ
れ

る
か
ら

で
あ

る
。

た
と

え
ぽ

、
上
告

は

I
-⊥
具
正

の
上

訴

と

し

て

単

に

一
当
事

者

の
申
立

て
に
も

と
づ
き

、
そ

し

て
特

に
そ

の
者

の
費

用

に

よ

っ
て
実

施

さ
れ

る
。

:
…

・
こ
の

よ

う

に
し

て
上

告

は
、

そ

の
現
行

法

の
構
成

か
ら
、

一
般
的

利
益

お

よ
び
当
事

者

の
利

益

に
寄
与

す

る
こ
と
が

で
き

、

か

つ
寄

与
す

る
べ
く

規
定

さ

れ

て

い
る

一
つ
の
上

訴

で
あ

る

こ
と
が
証

明

さ
れ

る
と
き

、

Z
P
O

五

五
四
b
条

一
項

の
受
理
規

定

の
解
釈

に
関

し

て
以

下

の

こ
と

が

明
ら

か
と

な

る
。

一
九

七

五
年

七
月

八
日

の
法
律

に
よ

っ
て
創

設
さ

れ
た
上

告
許

容
性
規

範

は
、
特

に
法
統

一
お
よ
び

法

の
継

続
的

形
成

の
機

能

に
応

じ

る

も

の
で
あ

る
。

こ
の
こ
と

は
、

Z
P

O

五
四

六
条

一
項

に
よ

る

『
許

可
上
告

』

に

つ
い

て
は
…
…

例
外

な
く

(
許

可
は
訴

訟
が

基
本

的
意

義

を
有

す

る
場
合

あ

る

い
は
判

例
抵

触

の
場
合

だ

け

に
限

ら

れ

る
)

妥
当

し
、
ま

た

Z

P
O

五

五
四

b
条

に
よ
る

『
受

理

上
告

』

に

つ

い
て



は
、
訴
訟
が
基
本
的
意
義
を
有
す
る
場
合
、
上
告
受
理
は
拒
否
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
範
囲
に
お
い
て
、
妥
当
す
る
。
体
系
的
か
つ
合

目
的
的
考
察
に
よ
る
と
き
、
立
法
者
が
こ
の
よ
う
な
場
合
を
越
え
て

(基
本
的
意
義
を
有
し
な
い
)
上
告
の
受
理
を
上
告
裁
判
所
の
判
断
に

(
4

)

付
す
範
囲
で
は
、
単
に
個
々
の
事
件
の
正
当
な
裁
判
を
考
慮
す
る
こ
と
の
み
が
上
告
裁
判
所
に
帰
属
し
う
る
」。

こ
の
よ
う
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
部
は
、
上
告
許
容
性
の
領
域
は
大
部
分
、
法
統

一
お
よ
び
法
の
継
続
的
形
成
に
つ
い
て
の
一
般
的
利

(
5
)

益

に
よ

っ
て
特

徴
づ

け
ら

れ

て
い
る
と
解

し
た
。

た
だ

し
、

限
定

さ
れ

た
範

囲

で
は
あ

る
が

も

っ
と
も

B
G

H

の
管
轄

に
属
す

る
も

の

に
限
っ
て
い
え
ば
約
七
割
が
基
本
的
意
義
を
有
し
な
い
上
告
で
あ
る
か
ら
、
大
き
な
比
重
を
占
め
る
ー

、
上
告
許
容
性

の
領
域
に
お
い
て

も
個
人
の
利
益
の
保
護
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
上
告
制
限
を
検
討
す
る
に
際
し
て
、
注
目
す
べ
き
点
で
あ

る
。
け
だ
し
、

一
般
的
利
益
の
要
請
の
み
を
意
図
し
た
政
府
草
案
が
法
務
委
員
会
で
修
正
さ
れ
、
結
局
個
々
の
裁
判
の
正
当
性
の
要
請
が
上

告
許
容
性
の
領
域
に
組
み
込
ま
れ
ー

た
だ
し
、
立
法
時
に
お
い
て
は
後
者
は

「常
に
」
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
基
準
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
が
ー

、
さ
ら
に
本
決
定
に
お
い
て
訴
訟
が
基
本
的
意
義
を
有
し
な
い
場
合
、
常
に
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
ー

こ

の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
ー

か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
わ
が
国
の
改
正
時
に
お
い
て
も
か
か
る
要
請
が
根
強
く
主
張
さ
れ
る
こ
と
が

予
測

さ
れ

る
か

ら

で
あ

る
。

ω

さ

て
、
以

上

の
よ
う

な
基

礎
的

考
察

に
も

と
づ

き
、

決
定

①

は
上
告
受

理

。
不
受

理

の
基

準

に

つ

い
て
以

下

の
よ
う

に
述

べ

る
。

「
上

告
許

容

性

に
関
す

る
新

し

い
規
定

か

ら
、

可
能

な
限

り

不
公
正

な
裁

判
を

是

正
す

る
道

を
開

く

と

い
う
立

法

者

の
要

請
が

知

ら

れ

る

と
き

、

Z
P

O

五

五
四
b
条

の
解

釈

に
よ
り

、
上

訴

の

(
実

質
的

な
)

奏
効

の
見

込

み

の
問

題
が

基
本

的
意

義
を
有

し
な

い
上
告

の
受

理

・

(
6
)

不
受

理

の
決

定
的

基
準

で
あ

る

こ
と
が

明
ら

か
と

な

る
」
。

そ
し

て
さ

ら

に
、

Z
P
O

五

五
四
b

条

一
項

の
規
定

は
、

上
告

の
受

理

を
判
断

す

る

に
際

し

て
、
上

訴
奏

効

の
見
込

み

の
観
点

と

と
も

に

各
部

の
負

担

量

を
も
基

準
と

し
、

上
訴
奏

効

の
見

込

み
が
存

す

る

に
も

か

か
わ
ら
ず

、

各
部

の
そ

の
と
き
ど

き

の
負
担

量

を
理
由

に
、

本
案

審

理
を
行

う

必

要

は
な

い
と
解

す

る

こ
と
も

可
能

で
あ

る
が

、

Z

P
O
五

五
四
b

条

一
項

を

こ

の
よ
う

に
解

釈
す

る
と
き

、
Z

P
O

五
五

四

西
ド
イ

ッ
民
事
上
告
法

の
展
開

(下
)

七

七

(
38
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)

b

条

一
項

は
基

本
法

の
法

治
国

家
原

則

お
よ

び
平

等
原

則

に
違

反
す

る

こ
と

に
な

る
と
述

べ
る
。

「
負
担

量

の
基

準

は
、
偶

然
的

な

、
当
事

者

に
と

っ
て
予
測

不
可
能

な

、
そ

し

て
個

々
の
訴

訟

に
全

く
関

係

の
な

い
基

準

で
あ

る
。

Z
P

O

五

五
四
b
条

を
そ

の
よ
う

に
取

り
扱
う

場
合

、

上
告
受

理

の

『
チ

ャ

ン
ス
』

は
事

務
分

配

プ

ラ

ン
に
よ
り
管

轄

の
あ

る
部

の
負

担

量
が

ど

の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
か
に
従

っ
て
判
定
さ
れ
る
。
上
告
人
は
、

本
来
許
容
さ
れ
た
1

上
告
の
受
理
の
見
込
み
が
存
在
す
る
か
否
か

を

な

ん
ら
予
知

す

る

こ
と
も

で
き
ず

、

こ

の
よ
う

な

チ

ャ

ン
ス
を
確

保
す

る

た
め

に
、
上

告
提

起

に
結
び
付

け

ら
れ

た
多
大

の
費
用

の
危

険

を
賭

け

る

よ
う
強

要

さ
れ

る
。

…

…
上
告

受

理

の
判
断

に
際

し

て
各

部

の
負

担

量
を

顧
慮

す

る

こ
と
は
、

上
訴

明
確

性
な

ら
び

に
国

家
行

為

(
7

)

の
予
測

可
能
性

の
形

に
お
け

る
法
的

確
実

性

を
侵
害

す

る
」
。

「
Z

P
O

五
五
四

b
条

一
項
が

『負

担

の
自

己
制
御

』

の
た
め

の
手
段

と

理
解

さ

れ

る
と

き
、

こ
の
規
定

は
明

ら

か

に
上

告

人

を

不
平

等

に
扱

う

こ
と

と
な

ろ
う

…
…
。

各
部

に
お
け

る
そ

の
折

々
の
負

担
量

の
基
準

は
、
個

々
の
訴
訟

が
上
告

に
値

す

る

か
否

か
と

い
う

こ
と
と
何

ら
関

係
が

な

い
。
個

々
の
上
告

の
受

理
が

折

々
の
業

務
量

や
当

該
裁

判
官

の
負
荷

容

量

に
依

存

す

る
と
き

、

『
上
告

審

へ
の
平

等

な

ア

ク

セ

ス
』

(D
er
g
le
ic
h
e
Z
u
g
a
n
g
z
u
r
R
e
v
is
io
n
s
in
s
ta
n
z
)
を
語

る

こ
と
は

で
き
な

い
。
確

か

に
、

立
法
者

は

、
上
告

裁
判

所

の
負
担

の
制

限

を

そ

の
全
体

に
お

い
て
考
慮

し
、

た

と
え
ぽ

単

に
基

本
的
意

義

を
有
す

る
上
告

だ

け
を
許

し
あ

る

い
は
そ

の
他

の
、

一
般

的
な

、
個

々

の
訴
訟

事

件

に

よ

っ
て
決

定

さ
れ

る
制

限

に
よ

っ
て
、

上
告

許

容
性

を

形
成

す

る

こ
と
が

で
き

る
。

し

か
し

上
告

の
受

理

・
不
受

理

に
関

し

て
、

(
　

)

折

々
の
負

担
量

を
考

慮
す

る
こ
と

は
裁
判

官

に
禁

じ
ら

れ

て

い
る
」
。

そ
し

て
結
論

と

し

て
次

の
よ
う

に
述

べ
る
。

「
し
た
が

っ
て
、

基
本

的
意
義

を

有

し
な

い
訴
訟

の
上
告

許
容

性

の
問

題

に
関

す

る
決

定
的

観

点

と
し

て

は
、
上

訴
奏

効

の
見

込

み
が
残

る
。

受
理

手
続

に
お
け

る
上
告

の
審

査

か
ら
、

上
訴

が
終

局
的

に
奏
効

す

る
見
込

み
の
あ

る

こ
と
が
判

明

し
た
と

き
、
上

告

は
各

部

の
負
担

量

を

理
由

に
上

告

不
受

理

に
よ

っ
て
処
理

さ

れ

て
は
な

ら
な

い
。

以

上

の
考
察

か
ら

は
、

さ
ら

に
、
奏

効

の
見

込

み

の
あ

る
上
告

を
、

た

と

・兄
ぽ

(
誤

り

で
あ

る
と
考

え
ら

れ

る
)
原

審

の
裁
判

は
経

済
的

に
上
告

人
を

特

に
厳

し

い
状

況

に
す

る
も

の
で
は

な

い
と
か

、
あ

る

い
は
単



に

『重

要

で
な

い
』

法

令
違

反

に
も

と
つ

い

て

い
る

と

の
理
由

に
よ

っ
て
、
受

理

し
な

い
こ
と

こ

の
こ
と

は
時

々
提

案

さ
れ

て

い
る
が

(9

)

1

も

禁

止

さ
れ

る
」
。

以
上

の

よ
う

に
、
連

邦

憲

法
裁

判
所

第

二
部

は
、

上
告
受

理

・
不
受

理
を

判
断
す

る
場
合

に
各

部

の
負
担

量
を

考
慮
す

る

こ
と
は
憲

法
違

反

で
あ

り

、

ま
た
基

本
的

意

義
を

有

し
な

い
上
告

に

つ
い
て

は
、

上
訴
奏

効

の
見
込

み
が

な

い
場

合

に
だ
け

上
告

受
理

を
拒

否

で
き

る
と
判

示

し

た
が

、

こ
れ

に
対

し

て
、

当
時

B

G

H
長
官

で
あ

っ
た

プ

フ

ァ
イ

フ

ァ
ー

は
、

こ

の
決

定

を

「
1
1
段

階
-'-1告
J

(D
ie

Z
w
e
ik
la
ss
e
n
-

(
°
)

R
e
v
isio
n
)

へ
の
後

退

で
あ

る
と
批

判

し
、

さ
ら

に

グ

ル

ン
ス
キ
ー
は
、

各
部

の
負

担

量

を
考
慮

し

て
上
告

受

理

・
不
受

理

を
決

定

す

る

こ

と
は
憲

法

違

反

で
は
な

い
と
反
対

し

て

い
る
。

次

に
、
グ

ル

ン
ス
キ

ー

の
見

解
を
見

て

い
き

た

い
。

⑤

グ

ル
ン

ス
キ

ー
は
、

ま
ず

法
治

国
家

原
則

違

反

に

つ
い
て
、
裁

判
所

の
負

担
量
が

ど

の
よ
う

な
状
態

で
あ

る

か
を
部

外
者

が
判

断
す

る

こ
と

は

し
ば

し
ば

不
可
能

で
あ

る

と

い
う

こ
と

に
よ

っ
て
、
法

治

国
家
原

則
違

反
を

理
由

づ
け

る

こ
と

は

で
き

な

い
と
主

張
す

る
。

つ
ま

り
、

上
告

受

理

は
、
裁
判

所

の
負

担
量

以
外

の
場

合

に
お

い
て
も
、
上
告

人

の
知

ら
な

い

「
部

の
内
部

事
情

」

に
依
存

し

て

い
る
、

た
と

え

ぽ
あ
る
問
題
が
上
告
裁
判
所
に
よ
っ
て
す
で
に
他
の
手
続
に
お
い
て
ー

上
告
人
は
そ
の
存
在
に
つ
い
て
何
も
知
る
必
要
は
な
い
ー

裁
判

(
　

)

す

る

こ
と

に
な

っ
て

い
る

と
き
、

基
本

的
意
義

は
欠

け

る

こ
と

に
な

る
と
す

る
。

し
か

し
、

グ

ル

ソ
ス
キ

ー

の
指

摘
す

る

よ
う
な

場

合

は
極

め

て
稀

で
あ

り
、

上
訴

明
確

性

に
と

っ
て

そ
れ

ほ
ど

重
要

で
な

い
と
考

え
ら

れ

る

か
ら

、

こ

の
よ
う

な
理
由

に
よ

っ
て
、
裁

判
所

の
負

担

量

に
よ

っ
て
上
告

受

理

・
不
受

理
を

決
定

す

る

こ
と
を
正

当
化

し

え
な

い
と

い
え

よ

う
。

こ
れ

に
対

し
て
、
訴

訟
が

基
本

的
意

義

を
有

し

た
り

、
高
等
裁

判
所

の
判

決
が

B

G
H

な
ど

の
裁

判

に
相
違

す

る

こ
と
は
、

そ
れ

ほ

ど
多

く

は

な

い
か

ら
、
負
担

量

に

よ
り
上
告

受

理

・
不
受

理
が

決
定

さ
れ

る

こ
と

は
極

め
て
稀

で
あ

る

と
は

い
え
ず

、
上

訴
明

確
性

に
と

っ

て
重

要

で
な

い
と

は

い
え

な

い
。

次

に
グ

ル

ソ
ス
キ

ー
は
、
平
等

原
則

違

反

に

つ
い

て
、

各
部

が
基

本
的
意

義

を
有

す

る
事
件

を
処

理
す

る
た

め
に
手

を
あ

け

て
お
く

こ
と

は
、
裁

判

所

の
随
意

で
は
な
く
、

ま

た
具
体

的

な
上
告

の
取
扱

い
が

他

の
手
続

に
ど

の
よ
う

に
影
響

す

る

か
を
顧
慮

す

る

こ
と

は
、
個

々
の

西
ド
イ

ツ
民
事
上
告
法

の
展
開

(
下
)

七

九

(
40

)



八

〇

(
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)

上
告

が

上
告

に
値
す

る

か
否

か
を
決

定
す

る
た

め

に
必
要
な

こ
と

で
あ

る

と
述

べ
る
。

す

な
わ

ち
、

グ

ル

ン
ス
キ

ー
は
、

上
告
許

容

性

に
お

け

る

平
等
を

、
「
同

じ
条

件

の
場
合

に
は
各
人

が

上
告

許
容

性

に

つ
い
て
同

じ
大
き

さ

の
チ

ャ

ソ
ス
を
有
す

る
」

よ
う

に
上

告
審

の
労

力

を
、

(
12

)

権

利
保

護
を

求
め

る
者

に
分
配

す

る

こ
と
、

つ
ま

り
各
部

の

「
顧
客

」

(U
凶Φ
囚
§

α
①
昌
)
だ

け

に
分

配

し
な

い
こ
と

に
あ

る
と
解

す

る
。

し

た
が

っ
て
グ

ル
ン

ス
キ

ー

に
よ
れ
ば

、
基

本

的
意

義

を
有

し
な

い
訴

訟
間

に
お

い
て

は

(
同

一
の
条

件
)
、

各
部

の
負

担
量

に
よ

っ
て
上
告

許

容
性

を
決
定

す

る

こ
と

(
同

一
の
チ

ャ

ン
ス
)

は

、
平
等

原
則

に
反

し
な

い
こ
と

に
な

る
。

確

か

に
、

だ
れ
が

各
部

の
負

担

量

の
多

い
時

に
上
告

を
提

起
す

る

こ
と

と
な
り

、
だ

れ
が

そ

の
少

な

い
時

に
上

告

を
提
起

す

る

こ
と
と

な

る

か

は
、
運
次

第

で
あ

り
、

そ

の
限
り

で
は
全

て

の
上
告
人

に
平
等

の

チ

ャ
ン

ス
、

つ
ま

り
同

一
条
件

で
同

一
の
賭

に
参
加

す

る
機
会

が
与

え

ら
れ

て
い
る
。

し
か

し
、

問
題

は
そ

の
よ
う

な
偶

然

に
よ

っ
て
上
告

許
容

性
を

決
定

す

る

こ
と
が

、
上
告
審

に

よ
る
権
利
保

護

の
観

点

か

ら
見

て
、
平
等

と

い
え

る

か
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
す

な
わ

ち
、

同

一
の
条
件

の
下

で
は
、

同

一
の
権

利
保
護

が

与

え
ら

れ
る

こ
と
が

、

平

等

原
則

上
必
要

で
あ

る
よ
う

に
思

わ
れ

る
。

つ
ま
り

、
基
本

的
意
義

を
有

し
な

い
訴
訟

で
か

つ
上

訴
奏

効

の
見
込

み
の
あ

る
上
告

が
提

起

さ

れ

た
場

合

(同

一
の
条

件
)
、

常

に
本
案

審

理
が

開
始

さ
れ

る

こ
と

(
手
続

上

の
権

利

の
同

一
の
保
護

)
が

必

要

で
あ

る
。

手

続
法

上

の
権

利

を
同

一
に
取

り
扱

う

た

め

に
は
、
単

に
同

一
の
基
準

に
よ

っ
て
取
扱

い
が
決

定

さ
れ

る
だ

け

で
は

不
十
分

で
あ

り
、

そ

の
基
準

が
偶

然

に

よ

っ
て
左

右

さ
れ

な

い

こ
と
が

必
要

で
あ

る
と

い
え

よ
う
。

さ
ら

に
、

グ

ル
ン

ス
キ

ー
は
、

立
法

者

は
上
告

を
全

く
許

さ
な

い
こ
と
が

可
能

で
あ

る

か
ら
、

裁
判

所

に
上
告
受

理

・
不
受

理

に

つ
い

て

(
　

)

判
断

裁
量

を
承

認

し
う

る

こ
と
、

つ
ま

り
各

部

の
負
担

量
を

考
慮

し
う

る

こ
と
は
疑

い
が

な

い
と
す

る
。

し

か

し
、
立

法

に
よ

る
上
告

の
全

面
的

禁
止

と
上

告
裁

判

所

の
自
由
裁

量

に
よ
る
上

告
受

理

の
適

法

(
合
憲

)
性

と

は
全

く
別

の
事
柄

で
あ

る
か
ら

、
グ

ル

ン
ス
キ

ー

の
主
張

(
14

)

す

る
根
拠

は
十

分

で
な

い
と

い
え

よ
う
。

⑥

と
こ

ろ

で
、
連
邦

憲

法
裁

判
所
第

二
部

の
決
定

①
が

、
実
務

に
ど

の
よ
う

に
影
響

す

る

か

に

つ
い
て
は
、
意

見
が

分

か
れ

て

い
た
。

ラ

ー

ト

ロ

フ
は
、
今

す

ぐ

に
手
続

が

遅
延

す

る
虞

れ
が

あ

る
と
述

べ
る

こ
と

は

「
早

計
」

1N

(v
o
r
e
ilig
)
あ

ろ
う

と

し
、

そ

し

て
B

G



H

に
お
け

る
事

件
数

お

よ
び
手
続

期
間

は
、

上
告
金

額

の
増
額

や
上

告
審

手
続
法

の
修

正

に
よ

っ
て

一
定

の
変
動

幅
以
内

に
と
ど

ま
り

、
相

当

程
度

、
影

響

を
受

け

な

い
ま
ま

で
あ

る

こ
と
を

、
統
計

は

示
し

て

い
る
と
す

る
。

さ
ら

に
、
連
邦

憲

法
裁

判
所

は
、

単

に
、
上
告

不
受

理

の
決
定

か
ら

、

そ

の
決

定

が
憲

法

上

の
限
界

を

顧
慮

し

つ

つ
Z

P

O

五
五

四
b
条

一
項

を
解

釈

・
適

用

し

て

い
る

こ
と
が
判

明

し

う

る

こ

と

、

た
と

え
ば
奏

効

の
見
込

み
の
な

い
こ
と

を
示
す

一
定

の
様

式
化

さ

れ
た
文
言

を
用

い
る

こ
と
を
要

求
す

る
に
す
ぎ
ず

、

こ
れ

は
多

大
な

(
15
)

負
担

を

も

た
ら

す
も

の

で
は
な

い
で
あ

ろ
う

と
述

べ

る
。

(
16
)

こ
れ

に
対

し

て
、

ヶ

ム
プ

フ

ェ
お

よ
び

コ
ル

ソ
プ

ル

ー

ム
は
、

決

定
①

は
実

務

に
多

大

の
影

響

を

及
ぼ

す

と
主

張
す

る
。

ケ

ム
プ

フ

ェ

は
、
連

邦
憲

法

裁
判

所

に
よ

っ
て
合
憲
的

と

さ
れ

た
解
釈

は

一
九

六
九
年

の
負
担

軽
減

法

下

の
法
状

況

に
近

づ

く

こ
と
を
強

い
る
も

の
で
あ

り

、
「
五

五

四
b
条

の
規

定

は
そ

れ

で
も

っ
て
中
核

を

つ
か
れ

、
上
告

法

改

正
法
律

は
法
律

の
文

言

は
維

持

さ
れ

た
も

の

の
、
訴

訟

の
基

本

(
17
)

的
意

義

を

貫
徹

さ

せ

る

こ
と

に
挫

折
し

た
」

と
述

べ

る
。

コ
ル

ソ
ブ

ル
ー

ム
も

、
「
B
G

H
は
終

局
的

に
は
受

理

さ
れ

な

い
上

告

の
場
合

で
あ

っ
て
も
、

原
則

と

し

て
ま
ず
第

一
に
個

々
の
上
告

の

k
服
申

立

て

(R
e
v
isio
n
sriig
e
)
を
審

査

し
、

そ
し

て
さ

ら

に
原

則

と
し

て
そ

の
他

の

『
職
権

に
よ
る
』

審

査

(
Z
P
O
五
五
九
条

二
項

一
文

参
照
)
を
行

わ

な

け
れ
ば

な

ら
な

く
な

っ
た
」

と
述

べ
る
。

そ
し

て
さ
ら

に
、
連

邦
憲

法
裁

判
所
第

二
部

の
決
定

は
、

B

G
H

を
負

担
軽

減

法

下

の
法

状
態

に
戻

し
た

の
み

で
な
く
、

「
(上

告
法

の
)

歴
史

の
歯

車

を
実
際

に

は

い

っ
そ
う
遠

く

に
反

転

さ
せ
た
」

の
で
あ

り
、

ラ

ー
ト

ロ

フ
の
よ
う

に
今

す
ぐ

手
続

の
遅
延

の
虞

れ

を
語

る

こ
と
は

早
計

で
あ

る
、
と

は

い
え
ず

、
む

し

ろ
手

続

期
間

の
長
期

化

は

こ
れ
ま

で

の
間

に
明

ら

か

に
現
わ

れ

て

い
る
と
す

る
。

こ

の
こ
と

は
、

一
九

七

八
年

以
降

B
G

H

の
処
理

件
数
が

減
少

し

て

い
る

こ
と
1

他
方

一
九

七

六

年

以
降

新

受

件
数

は

一
定

し

て
増
加

し

て

い
る

か
ら
、

B
G

H

の
未

済
件

数

は
再
び
増

加

し

て

い
る
ー

、

お

よ
び
詳

細

な
理
由

が
付

さ

れ

て
い
な

い
決

定

に

よ
る
、

「
迅
速

処
理
J

(S
c
h
n
e
lle
r
le
d
ig
u
n
g
e
n
)

の
数
が

減

少

し

て

い
る

こ
と
、

さ
ら

に
上
告

受

理
件

数

、
上
告

不
受

理

C
　
)

に
対

す

る
上
告

受

理

の
割
合
が

と
も

に
増

加

し

て

い
る

こ
と

、
な
ど

に
よ

っ
て
証
明

さ
れ

る

と
説
く
。

な
お
、

ケ

ム
プ

フ

ェ
と

コ
ル

ン
ブ

ル
ー

ム
は
、

立
法
論

と

し

て
、
上
告

金
額

の
大
幅

な

増
額

に
よ
る
上

告
金

額
制

限

に
よ

る
負

担
軽

減

を

西
ド
イ

ッ
民
事
上
告
法
の
展
開

(下
)

八

一

(
42
)



八

二

(
43

)

(
19
)

負
担

軽
減

法

下

と
同

一
の
手

続

に
お

い
て
行

う

こ
と

を
提

言

し

て
い
る

こ
と
が

、
注

目

さ
れ

る
。

ω

前
述

し

た

よ
う

に
、

決
定

①

に
お

い
て
は
、

基
本

的
意

義

を
有

し

な

い
上
告

の
受

理

・
不
受
理

を
判

断
す

る
観

点
と

し

て
、
外
見

上

厳
格

に
、

「
上
訴
奏

効

の
見
込

み
」

の
み
が
指

摘

さ

れ

て

い
た
が
、

連
邦

憲

法
裁

判

所
第

二
部

は

、
そ

の
後

、
決

定

②

に

お

い
て

こ

の
点

に

つ

い
て

の
態

度

を
若

干
弱

め
た
。

す
な

わ

ち
、
奏

効

の
見

込

み
は
、

上
告
法

上

重
要

な
過

誤

に

よ
り
本
来

は
原
判
決

を
取

り
消

し
事

件

を
原

(
20
)

審

に
差

し
戻

す

こ
と
が

必
要

で
あ

る

と
き

で
あ

っ
て
も
、

こ
の
過
誤
が

訴
訟

の
結
果

を
変

え
な

い
と
き

も
ま

た
、
欠

け

る
と

さ
れ

た
。

右

に
述

ぺ
ら

れ

て

い
る

「
上
告

法
上

重
要

な
過

誤
」

に
は
、

Z

P
O
五

七
九
条

一
項

の
無

効

の
訴

え
事

由

を
除
き

、

Z
P

O

五
五

一
条

の

絶

対

的
上

告

理
由

違
反

(
四
号

11
管

轄

が
違

法

に
認

め
ら

れ

た
と
き

、
六
号

11
手
続

公
開
規

定

違
反

、

七
号

11
裁
判

の
理
由
が

付

さ
れ

て

い

な

い
と
き

)

も
含

ま
れ

る

よ
う

で
あ

る
。

つ
ま

り
、

か

か
る
過

誤
が
存

在
す

る

場
合

で
あ

っ
て
も
、

適
法

に
手

続
が
実

施

さ

れ
た
な

ら
ぽ

実

(
21
)

体

上

の
奏

効
が

も

た
ら

さ
れ

る

か
否

か
が
審

理

さ
れ

る
。

な

お

、

こ

の
よ
う
な

取
扱

い
は

一
定

の
事

由

を
絶

対
的

上
告

理
由

と
す

る

こ
と
と
矛

盾

し
な

い
か
が
、

問
題

と
な

る
が

、
本

稿

で
は

ふ
れ

な

い

こ
と
と

す

る
。

㈹

さ

ら

に
、

連
邦
憲

法

裁
判

所
第

二
部

は
、

決
定

④

に
お

い
て
、

上
告

不
受

理

の
決
定

に
詳

細

な
理
由

を
付

す

こ
と

は
憲

法
上
要

請

さ

れ
な

い
と
し

て
、

次

の
よ
う

に
判

示

し
た
。

「
憲

法
裁

判

所

の
解

釈

に
よ

る
Z
P

O

五
五

四
b
条

一
項

に
よ
り
」

と

い
う

こ
と
以
外

の
理
由

が
付

さ

れ

て
い
な

い
と

い
う
事
実

は
、

「
申

立

人

に
お
け

る
裁

判

の
事
後

的
な

納
得

を
困

難

に
し

、
申
立

人

に
と

っ
て

不
満

足

な

こ
と

で
あ

る

か
も

し
れ
な

い
。

し
か

し
な
が

ら

、
そ

れ

は
憲
法

違

反

で

は
な

い
。
基

本
法

か
ら

、
通
常

の
上
訴

に
よ

っ
て
も

は
や

不
服
申
立

て
が

な

さ

れ
え

な

い
最

終
審

の
裁

判

に
理
由

が
付

さ

れ

ね
ば

な
ら

な

い
と

い
う

こ
と

を
、
引

き

出
す

こ
と

は

で
き

な

い
。
官

庁

の
侵
害

(
介

入
)
行

為

(
E
in
g
r
iffs
a
k
te
)

に
お

け

る
理
由

強

制

に

関

す

る
連
邦

憲

法

裁
判

所

の
判
例

は
、

…

…
関
係

人

に
法
治

国
家

上

の
理
由

か
ら

、
彼

の
権
利

の
適
切

な
防

禦
を

可
能

と
す

べ
き

で
あ

る
と

(
22

)

の
考
慮

に
も

と
つ

い
て

い
る
。

こ

の
よ
う
な
観

点

を
権

利
救
済

方
法

を
終

結

せ
し

め

る
裁

判
所

の
裁
判

に
転

用
す

る

こ
と

は

で
き

な

い
」
。



し
か

し
、

ク

レ

マ
ー
が

指

摘
す

る

よ
う

に
、

上
告

で
も

っ
て
憲

法

上

の
権

利

の
侵
害
が

問
題

と

な

っ
て

い
る
場
合

、

当
事
者

は

、
不
受

理

の
理

由
が

明
白

で
な

い
限

り
憲

法

異
議

の
訴
え

(V
e
r
fa
ss
u
n
g
sb
e
sc
h
w
e
rd
e
)
に
お

い
て
、
当

該
裁

判
が

基

本
法
違

反

に
も

と
つ

い
て

い
る

(
23

)

こ
と
を
具

体
的

に
理
由

づ

け

る

こ
と
が

で
き
ず

、

し
た
が

っ
て
上

告

不
受

理

の
裁

判
が

B
G

H

の
裁

判

で
あ

る
と

い
う

こ
と

に
よ

っ
て
、

上

告

不
受
理

の
裁

判

に
理

由

を
付

す

必
要
が

な

い
こ
と

を
理
由

づ

け

る
こ
と

は

で
き

な

い
と

い
う

べ
き

で
あ

ろ
う
。
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上

告

許

容

性

の
領

域

で

は

一
般

的

利

益

が

、

そ

の

他

の

上

告

審

手

続

で

は

個

々

の

裁

判

の

正

当

性

が

優

先

す

る

と

解

す

る

彼

の

見

解

を

、

連

邦

憲

法

裁

判

所

第

二

部

が

採

用

し

た

と

す

る

。
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連

邦

憲

法

裁

判

所

第

二

部

が

基

本

的

意

義

が

問

題

と

な

ら

な

い

場

合

の

上

告

目

的

を

単

に

個

々

の
裁

判

の

正

当

性

の
保

障

で

あ

る

と

す

る

こ

と

は

、

一
般

的

に
賛

成

が

得

ら

れ

る

で

あ

ろ

う

と

述

べ

る
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O
.
S
°
一
ω
=

°

(
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)

W

.
G
r
u
n
s
k
y
,
a
.
a
.
O
°
ω
゜
一
ω
N
°
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(
　

)

W

.
G
r
u
n
s
k
y
,
a
.
a
.
O
.
S
.
1
3
3
°

(
14

)

H

.
P
r
in
t
i
n
g
,
A
n
m

e
r
k
u
n
g

z
u
m

B
e
s
c
h
lu
B

d
e
s

B
V

e
r
f
G

v
o
m

1
6
.
1
.
1
9
7
9
‐

1

B
v
R

1
2
3
2
/
7
8
‐

,
Z
Z
P

9
2

[
1
9
7
9
]
,
S
.
2
8
0

F
n
.
2
°

C
am

)

H

.
R
a
d
l
o
ff
,
A
n
m

e
r
k
u
n
g

z
u
m

B
e
s
c
h
lu
B

d
e
s

B
V

e
r
f
G

v
o
m

9
.
8
.
1
9
7
8
,
N

J
W

1
9
7
9
,

S
.
5
3
4
.

(
16

)

そ

の
他

'

B
e
rk
e
m
a
n
n
,
A
n
m
e
r
k
u
n
g

z
u
m

B
e
s
c
h
lu
B

d
e
s
B
V
e
rfG

v
o
m

16
.
1.
1
9
7
9
‐

2

B
v
R

1
14
8
/
7
6
-
,
E
u
G
R
Z

19
7
9
,
S
.
9
9
ff
.
(S
.
10
0
)
も

、

一
九

七

五
年

の
改

正
法

に

よ

っ
て
立

法

者

が

企

図

し

た

目

的

は
も

は

や

達

成

さ

れ

え

な

い

と

す

る
由

で
あ

る

(
¢
°
K
o
rn

b
lu
m

,
a
.
a
.O
.

S
.
18
6

に
よ

る
)
。

(
17

)

=
°
K
a
e
m
p
fe
,
a
°
P

O
°
Qり
゜
1
13
5
.

(
18
)

q
°
K
o
rn
b
lu
m
,
a
.
a
°
O
°
ω
゜
一
8
7
f.

n

ル

ン
プ

ル
ー

ム
が

指

摘
す

る
B

G

H

の
事

件

処

理

件
数

お

よ

び

迅
速

処

理

件
数

は
、

〔
表

4
-
1
〕

の
通

り

で
あ

る
。

さ

ら

に
、

上

告

受
理

件

数

は

、

一
九

七

八
年

の
新

法

に
よ

る
金

額

上
告

件

数

一
六

四

五
件

の
中

の
三

二
〇

件

(
一
九

%

)、

一
九

七

九
年

の
同

上
告

事

件
数

一
七

三

二
件

の
中

の

四

三

四
件

(
二
五

%

)

で

あ

り

、

上
告

受

理

と

上
告

不

受

理

と

の
関

係

は

、

(
一雪

8
)
3
2
0
:
78
2
=
2
9
:
7
1
,
(
19
7
9
)

4
3
4
:
7
6
4

=
3
6

:
6
4

で
あ

る

(ご
゜
K
o
rn

b
lu
m
,
a
.a
.ρ

Qり
」
°。°。
)
。

(
19
)

=
°
K
a
e
m
p
fe
,
a
.
a
.
ρ

S
.
1
13
8
;
U
°
K
o
rn

b
lu
m
,
a
°9
°O
.
S
.
1
9
0
f°

C
°
)

B

II
1
d
e
r
G
rtin
d
e

[B
V
e
r
fG
E

50
,
S
.
1
2
1
]
.

(
12
)

E
.
U
llm
a
n
n
,
a
°
99
°
ρ

ω

器゚

O
°

(
N
)

B

II
d
e
r
G
rtin
d
e

[B
V
e
r
fG
E

50
,
S
.
2
8
9
f.]
°

(
23
)

〉
°
K
re
m
e
r
,
V
e
rfa
ssu
n
g
sre
c
h
tlic
h
e

A
s
p
e
k
te

d
e
s

n
eu
e
n

R
e
v
is
io
n
sre
c
h
ts
,
N
J
W

1
9
8
1

,
S
.
8
0
0

F
n
.
2
1
.

年度別処理件数と迅速処理件数〔表4-1〕

年度 新受件数 処理件数 迅速処理件数

1975

1976

1977

1978

1979

一

1832

zoas

2117

2182

1979

2333

2375

2194

2144

旧 法 に

よるもの

新 法 に

よるもの 合 計

266

52

3

664

782

764

930

834

?67

(出 典)U.Kornblum,ZRP1980,S.188.



〔
2
〕

連
法
憲
法
裁
判
所
第

一
部

の
呈
示
決
定

上
告

の
受

理

・
不
受

理

を
判

断
す

る
審

査

に
お

い
て
、
上

訴
奏

効

の
見
込

み
が

判

明

し
た
場
合

に
、

そ

の
折

々

の
各
部

の
負
担

量

を
理
由

に
上
告

受
理

を
拒
絶

す

る

こ
と
が

、

法
治

国
家

原
則

お
よ
び

一
般

的

平
等
原

則

の
観
点

に
お

い
て
基

本
法

と
合

致

し
な

い
こ
と

、
さ

ら

に
少

な
く

と
も
上
訴

奏

効

の
見

込

み

の
欠

如

は
受
理

を
拒
否

す

る
適
切

な

理
由

に
な

る
と

い
う
意

味

に
お

い
て
、
上

告

不
受

理

に
際

し
上

訴
奏
効

の
見

込

み
の
観

点

に
相

当

の
重
点

が

認

め
ら
れ

る

と

い
う
点

で
は
、
第

一
部

と
第

二
部

の
見

解

は

一
致

し

て

い
る
。

し
か

し
次

の
二
点

に
お

い
て
、
第

一
部

の
見
解

は
第

二
部

と

異
な

っ
て

い
る
。

第

一
に
、
基

本

的
意

義

を

有

し
な

い
上
告

の
受
理

を
拒
否

し
う

る
上

告
裁

判
所

の
権

限

は
、
上

訴
奏

効

の
見

込

み

を
有

し
な

い
上

告

に
制

限
す

る
必
要

は
な

く

、
た

と

え
ぽ

、

上
告
裁

判

所
が
、

重
大

な
手

続
違

反

は
存
在

し
な

い
、
あ

る

い
は
控

訴
裁

判

所

の
法
的

帰

結
が

少

な
く

と
も

結
果

に
お

い
Y
+P(　

r
'能

(v
e
rtre
tb
a
r
)
で
あ

る

と

の
結
論

に
達

し

た
場

合
も

、
上

告
受

理

を
拒

否

す

る

こ
と

は
憲

法

上

許

さ
れ

る

と
解

す

る
点
。

第

二
に
、

そ

れ

に
も

か

か
わ
ら

ず

、
上
告

裁

判
所

の
上
告

不
受

理

の
権
限

を
第

二
部

の
述

べ
る
よ
う

に
制

限
す

る

こ
と
が

憲

法
上

必
要

で

あ

る
と
す

る
な

ら
ぽ

、

か

か
る
要

請

は
、

Z
P

O

五
五
四
b
条

一
項

の
合
憲

的
解

釈

に
よ

っ
て
で
は
な

く
、

こ
の
規
定

の

(
一
部
)

無
効

に

よ

っ
て
の
み
考
慮

さ

れ
う

る
と
解

す

る
点
。

第

一
部

の
見
解

は
、
学

説

、

B
G

H

お
よ
び

立
法

目
的

に
適
応

す

る
も

の
で
あ

る
。

特

に
、
立

法
者

が

一
〇
年

も

の
間

議
論

し

、
基

本
的

(
　
)

意
義

を
有
す

る
上

告

を
優

先

す

べ
き

で
あ

る
と

決
定

し
た

こ
と
が

、
第

一
部

の
見

解

の
基

礎
と

な

っ
て

い
る
。

と

こ
ろ
で
、
第

一
部

の
見
解

の
第

一
点

に
お
け

る

「
控
訴

裁
判

所
が

少

な
く

と
も

結
果

に
お

い
て
支

持

可
能

で
あ

る
場

合
」

が

具
体

的

に

ど

の
よ
う
な
場
合

を

意
味

し

て

い
る

の
か

に

つ
い
て
、
第

一
部

の
呈

示
決
定

は
何

ら

言

及
し

て

い
な

い
が

、
後
述

の
連

合

部

決
定

は
、

か

か

る
場
合

の
例
と

し

て
、
全

て

の
理

由

か
ら
控

訴
審

判
決

の
見

解
を

適
切

で
あ

る
と

は
解

せ
ら
れ

な

い
が

、

反
対

の
見

解

よ
り

は
適

切

で
あ

る

西
ド
イ
ッ
民
事
上
告
法

の
展
開

(
下
)

八
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(
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場
合
を
あ
げ
て
い
る
。

右
の
二
点
に
お
い
て
、
第

一
部
は
第
二
部
と
見
解
を
異
に
し
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
点
に
関
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
連
合
部
の
判
断
を
求
め

　
ヨ
　

て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法

=
ハ
条
の
規
定
に
よ
り
呈
示
決
定
を
下
し
た

(決
定
③
)。

注

(
1
)

第

一
部

の
見

解

の
基

礎

と

な

っ
て

い
る
考
慮

に

つ

い
て
は

、
連

合

部

の
決
定

理

-●

(B
V
e
r
fG
E

5
4
,
S
.
2
°。
一
山

。゚
幽
)

に
詳

し

く

記
載

さ

れ

て

い
る
。

C
N

)

B
V
e
r
fG
E

5
4
,
S
.2
9
6
.

(3

)

連

邦

憲

法
裁

判

所

法

一
六
条

は
次

の
よ
う

に
規

定

し

て

い
る
。

一
六

条

ω

一
定

の
法
律

問

題

に

つ
い

て
当
該

部

の
見

解
が

他

の
部

の
裁

判

の
中

に
含

ま

れ

る
法

的

見

解

と

異

な

る

と
き

は
、

こ

の
法

律

問

題

に

つ

い
て

は
連

邦

憲
法

裁

判

所
が

裁

判

す

る
。

②

各

部

の
三

分

の
二

の
裁

判
官

が

出
席

す

る
と

き

、
定

足

数

に
達

す

る
。

な

お
、

連

合

部

の
裁

判

の
効

力

に

つ

い
て
連
邦

憲

法

裁

判

所

法

一
六
条

一
項

は
何

も
規

定

し

て

い
な

い
が

、

各

部
が

連

合

部

の
確

定

し

た

法

的

見

解

に
拘
束

さ
れ

る

こ
と

は
当

然

で
あ

る
と

さ

れ

て

い
る

(<
αq
ピ

い
①
凶喜

9
N
・幻
ロ
暑

「o
o
ゴ
ρ

じ6
§

血
①
・゚<
Φ
「融

ωω
8

αq
ωoq
①
「凶o
げ
8ωoq
o
紹

貫

1
9
6
8

,

ｧ
1
6

R
d
n
r
°
劇
)
。

〔
3
〕

連
邦
憲
法
裁
判
所
連
合
部
の
決
定

ω

連

邦

憲

法
裁

判

所

連

合

部

も
、
第

二
部

と

同
様

に
、

Z

P
O

五
五

四

b
条

に
お

い
て

は
、
「
受

理

な

い

し
撲

取

権

限
」

で
は

な
く

「
不
受

理
権

限
」

が

問

題

と
な

っ
て

い
る
こ
と
、

し
た
が

っ
て
受

理
理

由

で
は

な
く

不
受

理
理

由
が

問

わ

れ

ね
ぽ

な

ら

な

い

こ
と

か
ら

出
発

し

、
そ

し

て
不

受

理

理
由

を
判

断
す

る

た
め

に
上
告

目

的
を

検
討

し

て

い
る

(
上
告

目
的

に

つ
い
て
は
第

二
部

の
決
定

①
と

同
旨

の
結

論

に

達

し

て

い
る
)
。



②

第

一
部
の
呈
示
に
よ
っ
て
問
題
と
さ
れ
た
第

一
点
、
す
な
わ
ち
上
告
不
受
理
理
由
と
し
て
上
訴
奏
効
の
見
込
み
の
欠
如
以
外
の

一
定

の
事
由
も
認
め
ら
れ
る
か
否
か
、
換
言
す
れ
ぽ
上
訴
奏
効
の
見
込
み
が
存
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
他
の
理
由
に
よ
り
上
告
不
受
理
の
決
定
を

す

る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
連
合
部
は
、
上
訴
奏
効
の
見
込
み
が
存
す
る
上
告
の
受
理
を
拒
否
し
う
る
理
由
は
認
め
ら
れ
な

い
と
判
示
し
た
。

「
…
…
特
に
原
判
決
の
法
律
上
の
過
誤
が
重
要
な
も
の
で
な
い
と
か
、
あ
る
い
は

『支
持
可
能
な
』
も
の
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
判
決

は
上
告
人
に
耐
え
が
た
い
不
利
益
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
と
か
の
点
は
重
要
で
な
い
」。

「
い
ず
れ
に
せ
よ
、
実
体
法
上
の
過
誤
の
領
域
で
は
、
個
々
の
裁
判
の
正
当
性
を
保
障
す
る
と
い
う
Z
P
O
五
五
四
b
条

一
項
の
目
的
を

考
慮
す
る
と
き
、
法
律
上
の
過
誤
の
重
要
度
あ
る
い
は
支
持
可
能
性
に
よ
る
段
階
づ
け
は
、
受
理
拒
否
の
裁
判
の
基
準
と
し
て
適
切
で
な

C
am

)

い
。

こ

の
よ
う

な
基
準

は

、
…

…
法

適
用

の
平
等

の
要

請

に
反
す

る
よ
う

に
思

わ

れ
る
」
。

「判
決
の
正
当
性
に
関
し
て
は
ー

関
係
人
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
1

本
質
的
に
結
果
が
重
要
で
あ
る
。

つ
ま
り
関
係
人
に
と
っ
て
は
全

て

の
種

類

の
過

誤
が

同

じ

よ
う

に
決

定
的

で
あ

る
。

ま

た
実

体
法

上

の
過

誤
が

支
持

可
能

な
も

の
で
あ

る
か
否

か

を
区

別
す

る

こ
と
も

、
困

難

で
あ

る
。

…
…

不
服

を
申

し
立

て
ら
れ

た
判

決

の
法
的

見
解

は
支
持

可
能

で
あ

る
と

い
う

こ
と
が

、
法
律

上

の
過

誤

と

は

い
え
な

い
と

い

う

こ
と
を
意
味

す

る
と
き

I
I
-た

と
え
ば

、

全

て
の
観

点

か
ら

そ

の
見
解
が

適

切

で
あ

る
と

は

い
え

な

い
が
、

よ
り
有

力
な

観
点

が

そ

の
見

解

を
根

拠
づ

け
る

た

め
、
反

対

の
見
解

を

明

ら

か
に
正
当

で
あ

る

と
な

し
え
な

い
と

の
理
由

に

よ
り
ー

、

こ

の
よ
う

な
場

合

に
は

上
訴
奏

(
2

)

効

の
見

込

み
が

存
在

し

な

い
の
で
あ

る
」
。

「Z
P
O
五
五
四
b
条
は
原
審
の
誤

っ
た
判
決
が
著
し
く
上
告
人
に
負
担
を
与
え
る
も
の
で
な
い
と
き
ー

た
と
え
ぽ
上
告
人
の
経
済
的

な

い
し
社
会

的
存
在

を

お

び
や

か
す

も

の
で
な

い
と
き
ー

ー
終

局
的

に
奏

効

の
見

込

み

の
あ

る
上
告

を
拒

否
す

る

こ
と
を
認

め

て

い
る

と

の

解

釈

は
、
基

本
法

三
条

一
項

の
前

で
は
成

り

立
ち

え
な

い
。

こ

の
よ
う

な
見
解

は
、
法

の
前

に
お

い
て
全

て

の
人

間

は
も

は

や
平
等

で
な

く

な

る

こ
と
、

つ
ま

り
権

利

は
身

分

の

い
か

ん
を
問

わ
ず
裁

判
所

に
よ

っ
て
保
護

さ

れ

る
と

い
う

こ
と
が
も

は
や
行

わ

れ
な

く

な

る
こ
と

を
意

西
ド
イ
ッ
民
事
上
告
法

の
展
開

(下
)

八

七

(
48
)



八

八

(
49
)

M

味

す

る
」
。

「
上
告

不

受

理

の
裁

量

理
由

と

し

て
前

記

の
よ
う

な
事

情

(
判
決

に
よ
る
不
利
益
が
少
な

い
こ
と
1

筆

者
注
)
を

考

慮

し

て

よ

い
と

す

る

解
釈

に
対

し

て
向

け

ら
れ

る

憲
法

上

の
根

拠

は
、

こ
の

よ
う

な
解

釈

は

不
服
額

四
万

マ
ル
ク
以

下

の
財

産

権

上

の
訴

訟

に
比

べ
、
余

り

に

も
極

端

な
、

し

た
が

っ
て
不
満

足

な
、

上
告

許

容
性

に

つ

い
て

の
機

会

の
不
平

等

を
生

じ

さ
せ

る

こ
と

を

回
避

で
き

、
そ

し

て
基

本

上
告

(G
ru
n
d
sa
tzr
e
v
is
io
n
)
を

一
般
的

に
優
先

さ

せ

る

こ
と
が

で
き

る
と

の
論

拠

で
も

っ
て
、
論

破

さ

れ

る

こ
と

は
な

い
。

…

…
決

定

的

な
相

違
点
は
、
上
告
不
受
理
の
際
の
裁
量
行
使
は
上
告
裁
判
所
に
よ
る
訴
訟
の
事
前
審
査
を
要
求
し
、
こ
の
事
前
審
査
に
よ
り
1

確
か
に
単
に

暫
定
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
1

原
判
決
が
法
令
違
反
に
も
と
つ
い
て
お
り
、
そ
し
て
上
訴
は
終
局
的
に
奏
効
の
見
込
み
を
有
し
て
い
る
こ

と
が
判

明

し
な

け

れ
ば

な
ら

な

い
と

い
う

こ
と

に
あ

る
。

上
告

が

当
初

か

ら
認

め
ら

れ
な

い
判

決

の
場

合

に
は
、

こ

の
よ
う
な
判

断
が

欠
如

(
4
)

し

て

い
る
」
。

右

に
見

た

よ

う

に
、

連

合
部

の
決
定

に
よ
れ

ば
、

原
審

の
あ

ら
ゆ

る
法
律

上

の
過

誤
が

奏
効

の
見

込

み
を

根

拠
づ

け

る

こ
と

に
な

る
が

1

原
審

の
判

断

と
異

な

る
結
論

に
導

か
な

い
過

誤
が
奏

効

の
見

込

み
を
理

由
づ

け

え
な

い
こ
と

は
、

Z

P
O

五
六

三
条

に
よ

り
当
然

で
あ

る
ー

、

こ
れ

に
対

し

て
、

プ

リ

ュ
ッ
テ

ィ
ン
ク
は
、

ω

右

の
解

釈

は
立

法
者

の
意

図

に
反

し
、

ま

た
規
定

上

の
根

拠
も

欠

如

し

て

い
る

の
に
、
な

に
ゆ

え

こ
の

よ
う

な
解

釈
が

唯

一
可
能

な
も

の

で
あ

り

、
重

大

な
違

反

(た
と
え
ぽ

Z
P
O
五
五

一
条

、
五
七
九
条
、
五
八
〇
条
)

に
制
限
す

る

こ
と
が

考
慮

さ

れ

な

い

の
か
、

説
得
的

な
説

明

は
な

さ

れ

て

い
な

い
、
ω

連
合

部

の
決
定

は
実

体

法

上

の
過
誤

に
関

し

て
、

法

令
違

反

の
重

大

性

に
上
告

受

理
判
断

を
依
存

さ

せ
る

こ
と

は
基
本

法

三
条

一
項

に
違
反

す

る
と
述

べ

る
が
、

手
続

法

上

の
過
誤

に
関

す

る

Z
P
O

五

五

一
条

、

五
七
九

条

と
実
体

法
上

の
過
誤

に
関

す

る
Z

P
O

五

八
〇
条

と

は
対

等

で
あ

る

こ
と
か
ら

考
慮

す

る
と

き
、

恣
意

的

に

(5

)

両
者

を
区

別

す

る

こ
と

は
許

さ

れ
な

い
と
批
判

す

る
。

ω

に

つ
い

て

は
、
プ

リ

ュ
ッ
テ

ィ

ン
ク
自
身

も
、

実
質

的

に
は
何

の
異

論
も

な

い
と
す

る

の

で
、
連

合
部

の
見
解

が
唯

一
可
能

な
も

の
で

あ

る
か
否

か

だ

け

の
問
題

で
あ

り
、
重
要

と

は

い
え
な

い
。
㈲

に

つ
い
て
は
、

ま
ず

第

一
に
Z

P
O

五

八
〇
条

〔
原

状

回
復

の
訴

え
〕
が

実



体
法

上

の
過
誤

に
関

す

る

も

の
と

い
え
る

か
は
疑

問

で
あ

る
。

Z

P
O

五
八
〇

条

に

お

い
て
は
主

に
事
実
確

定

手
続

に
お
け

る
過
誤

が
規

定

さ
れ

て
お
り
、

手
続

法
上

の
過
誤

に
関

す

る
規

定

と
考

え

る
べ
き

で
は
な

か

ろ
う

か
。
第

二

に
、
連

合
部

の
決
定

が

実
体

法
上

の
過
誤

の
場

合

の
み

に
基
本

法

三
条

一
項
違

反

に
言

及
し

て

い
る
こ

と
は
、

プ

リ

ュ
ッ
テ

ィ
ソ

ク
が

指

摘
す

る

よ
う

に
、

片
手

落

ち

で
あ

る
と

い
え

よ

う
。

た
だ

し
、

連
合
部

の

決
定

が

手
続

法
上

の
過

誤

の
場
合

に
上
告
受

理

・
不
受

理

の
判

断

を
法
令
違

反

の
重
大

性

に
依

存
さ

せ

て

い
る
と

は

い
え

な

い
。

な
ぜ

な
ら

、

そ

の
よ
う

な
区

別

は
明
示

さ
れ

て

い
な

い
し
、
ま

た

「
法
律

上

の
過
誤
が

重
要

な
も

の

で
な

い
と
か

…
…

の
点

(
6
)

は
重

要

で
な

い
」

と

一
般

的

に
述

べ
ら

れ

て

い
る
か
ら

で
あ

る
。

も

っ
と
も
問

題

と
な

る

の
は
、
基

本
的

意
義

お

よ
び
奏

効

の
見

込

み
が

否
定

さ

れ
た

と
き
、

上
告

は
受

理
さ

れ
う

る

の
か
否

か

と

い
う

こ

と

で
あ

る
。

こ

の
点

に

つ

い
て
、
連

合
部

の
決

定

は
何
も

述

べ

て

い
な

い
。

後
述

す

る
よ

う

に
連
合

部

は
、

「
法
律

の
意
味

に

お
け

る
裁

量

の
使

用

は
可
能

な
ま

ま

で
あ

る
」

と
す

る
が
、

こ
の
裁
量

は
、
基

本
的

意
義

お
よ
び

奏
効

の
見

込

み
が

否
定

さ

れ
た

上
告

を
上

告
裁

判
所

の

「裁

量

に

よ

っ
て
」
受

理

し

あ

る

い
は
受

理
を
拒

絶
す

る

こ
と

を
、
意

味

す

る
も

の

で
は

な

い
。

な
ぜ

な

ら
、

か
か

る
取

扱

い
は
連

合
部

の

基
本
的
立
場
ー

つ
ま
り
上
告
許
容
性
を
偶
然
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
基
準
に
よ
っ
て
決
定
す
る
こ
と
は
平
等
原
則
に
反
す
る
と
の

と

(
7

)

一
致

し
な

い
か
ら

で
あ

る
。

な

お
、

グ

ル
ン

ス
キ
ー

は
、
連

合

部

の
決
定

が
な

さ
れ

る
以
前

で
は
あ

る
が

、

か

か
る
場
合

に
上
告

裁

判
所

の
負

担
を

考
慮

し

て
上
告

を

(
　
)

受

理
す

る

こ
と
は
連
邦

憲

法

裁
判

所

(
こ

こ
で
は
第

二
部

を
さ
す

)

の
立

場
と

一
致

し

な

い
と
述

べ

て
い
た
。

グ

ル
ン

ス
キ

ー
自
身

は
連

邦

憲

法
裁

判
所

と
反
対

の
立

場

で
あ

る
こ

と
は
前

述

し
た
通

り

で
あ

る
。

㈹

呈

示

に
お
け

る
第

二

の
問

題

に

つ
い
て
も

、
連

合
部

は
、
上
告

不
受

理

の
場
合

を

限
定

す

る

こ
と

は
規

定

の
文

言

の
範

囲
内

で
あ

り
、

ま
た
立
法

者

の
基
本

的

判
断

、

評
価

、

お
よ
び
法

規

の
目
的

を
侵

害
す

る
も

の

で
は
な

い
と
判

示

し
た
。

「
規

定

の
体

系
的
連

関

、

お

よ
び
上
告

許

容
性

に
関

す

る
規
定

が
寄

与

す

べ
き

上

告

目
的

も

、
認

め
ら

れ

た

ま
ま

で
あ

る
。

つ
ま
り

法
律

の
意
味

に
お
け

る
裁

量

の
使

用

は
可
能

な

ま
ま

で
あ

る
。

ま
た
上

告
金

額

の
増
額

に

よ
る
負
担

軽
減

と

は
別

の
、
裁

量
規

定

に
由

来
す

る
負

西
ド
イ

ッ
民
事
上
告
法

の
展
開

(
下
)

八
九

(
50
)



九

〇

(
51

)

担
軽
減
機
能
も
維
持
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
け
だ
し
、
上
告
裁
判
所
に
は
、
終
局
的
に
奏
効
の
見
込
み
の
な
い
上
告
の
受
理
を
拒
否
す
る
可

(
9
)

能
性

は
禁

じ
ら

れ

て

い
な

い
か
ら

で
あ

る
」
。

裁

量

と

い
う

用

語

は
、

不
確

定

概

念

の
解

釈

に

お

い

て
認

め

ら

れ

る
、

い
わ

ゆ

る

不
真

正

な

い
し
{　
理

裁

量

(D
a
s

u
n
e
c
h
te

o
d
e
r

k
o
g
n
itiv
e
E
rm
e
s
se
n
)

6̀
意

味

で
用

い
ら
れ

る

こ
と
も

あ

る
が

、

Z

P

O

五
五

四
b
条

の
場
合

も

、

こ

の
意

味

に
お

け

る
裁

量

と
解
す

こ

と

と
な

っ
た
と

い
う

べ
き

で
あ

ろ
う
。

け
だ

し
、
連

合
部

の
見

解

を
は

じ

め
連

邦

憲
法
裁

判
所

は

、
Z

P
O

五

五
四
b

条

に
お

い

て
は
受
理

権
限

で
は

な
く

不
受

理

の
権

限
が

問
題

と
な

っ
て

い
る
と
す

る
が

、
す

で
に
述

べ
た

よ
う

に
、
上
訴

奏
効

の
見

込

み
が

な

い
限

り

(
も

ち

ろ

ん
基
本

的
意

義

を
有

す

る
場

合

は
別

で
あ

る
)
、
上
告

が
受

理

さ

れ

る

こ
と

は
な

い
、

つ
ま

り
裁

判
所

の
真

正

の
裁

量

に
よ

っ
て
上

告
が

受

理

さ
れ
る

可
能

性

は
存

在

し
な

い
の
で
あ

る
か
ら

、
裁
判

官

は
上
告

受

理

理
由

の
存
在

を
確
定

す

る

の
か
、
あ

る

い
は
上
告

不
受

理

の
理
由

を
確
定

す

る

の
か

は
、

用
語

上

の
問
題

と

い
え

る
か
ら

で
あ

る
。
要

す

る

に
上
告

の
受

理

・
不
受

理

は
、

当
該

訴
訟

が

「
基

本
的

意
義

」
を

　
o
　

有
す

る
か
否

か

、

あ

る

い
は

「
上

訴
奏

効

の
見
込

み
」

を
有
す

る
か
否

か
、

の
基

準

に
従

っ
て
決
定

さ
れ

る
。

右

の
よ

う

に
B

G

H

の
裁

量
が

、

「
上
訴
奏

効

の
見
込

み
」

概
念

の
審

理
裁

量

と

な
り
、

各
部

の
負

担

量

を

考
慮

し

て
上

告

受

理

・
不
受

理
を
決

定

し
え

な

く

な

っ
た

か
ぎ

り

で
は

、
Z

P
O

五
五
四

b
条

の
負

担
軽
減

機

能

は
低
下

し
た

と

い
え
よ

う
。
も

っ
と
も

、
新

上
告

法

は

負

担
軽
減

法

下

に
比

べ
、
負

担
軽

減

の
点

に
お

い
て
何

の
進
歩

も

な

い
と
考

え

る
べ
き

で

は
な

い
。

負
担

軽
減

法

下

に
お

い

て
は
、
決

定
を

(　

)

下
す
前

に
当

事

者

を
審

訊
す

る
こ
と
が

要
求

さ
れ

た
が

、
新

上
告
法

下

に
お

い
て
は

か
か

る
審

訊

は
要
求

さ

れ

て

い
な

い
か
ら

で
あ

る
。

ω

以
上

の

よ
う

に
、
連

邦
憲

法
裁

判
所

連
合

部

の
決

定

は
、
第

二
部

の
見
解

を
支
持

す

る
も

の
で
あ

っ
た

た
め
、

そ

の
後

第

一
部

も
、

第

二
部

の
見

解

に
副

う
決
定

を

下
し

た

(
決
定
⑥
)
。
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G
r
tin
d
e

[
B
V
e
r
f
G
E

5
4
,
S
.
2
9
9
]
°

(
10

)

缶

゜
P
r
in
t
in
gq
'
Z
Z
P

9
5

(
1
9
8
2
)
,
S
°
°。
一
゜

さ

ら

に

プ

リ

ュ

ッ

テ

ィ

ン

ク

は

、

こ

の

よ

う

な

帰

結

は

合

憲

的

解

釈

を

越

え

て

の

み

達

し

う

る

と

い

う

事

実

が

余

り

に

も

容

易

に
隠

さ

れ

て

し

ま

っ

て

い

る

と

述

べ

る

(
a
.
a
.
O
.
S
.
7
9
f
°)
。

(
11

)

た

だ

し

、

新

上

告

法

が

負

担

軽

減

に

比

べ

特

に

負

担

軽

減

効

果

の

点

で

勝

れ

て

い

る

と

い

え

る

か

は

、

疑

問

で

あ

る

と

す

る

見

解

も

あ

る

(
H
.
K
a
e
m

p
f
e
,
a
.
a
.
O
.
S
.
1
1
3
5
)
°

〔
4
〕

B

G

H

の
事

件

処

理

状

況

(
一
九
七
八
-

一
九

八
三
年
)

ω

新
受

件
数

は
、
改

正
以
降

、

一
九

七

六
年

か
ら

一
九
七

八
年

の
間

は

一
定

の
減
少

を

示

し
て

い
る
が
、

一
九

七
九

年

に

は

一
九

七

五

Cam

)

年

当

時

の
新

受
件
数

に
戻

っ
て

い
る

(
〔表

4
-
2
〕
)。

一
九

七

六
年

に
三

四
八
件

減

少

し

た
だ

け

で
、
そ

れ
以

降

は

恒
常

的

に
増

加

し

て

い

る
。

負
担
軽

減
法

下

の

一
九

七

四
年

-

二
五

三
件
増

を
越

え

る
よ

う
な
増

加

は
な

い
が

、

一
九
七

七
年
-

一
九

六
件

増
、

一
九

八

一
年

ー

一

(
2
)

七

二
件
増

、

一
九

八

三
年

ー

一
五

六
件
増

で
あ

り

、
そ

の
他

の
年
度

に
お

い
て
も
毎

年

六
〇

件
以

上
増
加

し

て

い
る
。
負

担
軽

減

法

の
時
期

M

に
お

い
て
も

っ
と
も
新

受
件

数
が

少

な

か

っ
た

一
九
七

〇
年

-

一
六
九

五
件

と
、
も

っ
と
も

多

か

っ
た

一
九

七

五
年

-

二

一
八

〇
件

と

の
差

は
、

四
八
五
件

二
八

・
六
%

で
あ

る
が

、

新
上
告

法

の
時
期

に
お

い

て
も

っ
と
も
新

受

件
数
が

少

な
か

っ
た

一
九

七
六
年

-

一
八
三

二
件

と
、

一
九

八
三
年
-

二

五
六
四

件

と

の
差

は

、
七

三

二
件

三
九

・九

%

で
あ

る
。

ま

た
、

一
九

七

五
年

と

一
九

八

三
年

と

の
差

は
、

三
八

四
件

で

西
ド
イ
ッ
民
事
上
告
法

の
展
開

(下
)

九

一

(
52

)
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〔表4-2〕BGHの 事件処理状況

Bundesgerichtshof
Revisionenin
Zivilsachen

Eingange Erledigungen

RUckstande
am

JahresendeInsgesamt'`)

Zugelassene
Revisionen
(ohneBEG-
5achen)

Wert-/Annahmerevisionen

Insgesamt Urteile

Besch1Usse
nachdem

Ent1G"')

Ablehnungs-
besch1Usse

Eingange
Annahme-
besch1Usse

1971

1972

1973

1974

1975零)

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

i 2 3 4 5 6 7 8 9

1823

1860
..

2136

2180

1832

2028

2117(57)

2182(168)

2249(225)

2421(360)

2408(128)

2564(74)

243

245

249

243

254

329

315

351

353

415

353

298

328

1346

1403

1435

1721

1754

1354

1557

1644

1725

1710

1915

2003

2211

98

267

320

434

412

412

458

449

1996

1916

1779
..

1979

2333

2375

2194

2144

2208

2348

2417

2439

964

878

805

771

776

787

749

807

803

863

890

812

784

450(146)

410(136)

3780113)

394(156)

452(148)

4400176)

266(78)

52(14)

3(一)

1(一)

:
一

281

664

782

764

779

895

953

991

2494

2438

2542

zszo

3021

2520

2173

2096

2134

2175

2248

2239

2364

')1951bis1964:Revisionssumme6000DM
.

Ab1.1.1965WertgrenzengesetzinKraft:Revisionssumme15000DM.

Ab15.9.1969EntlastungsgesetzinKraft:Revisionssumme25000DM,BeschluLierledigung.

Ab15.9.1975RevisionsnovelleinKraft:WertderBeschwer40000DM,Annahmerevision.
鱒)ZuSpaltel:Ab1977kommendieweiterenBeschwerdeninFamiliensachen(ZahleninKlammem)hinzu

,dieeinenrevisionsahnlichen

Belastungsfaktordarstellen.
鱒 ゜)ZuSpalte7:BeideninKlammernangefUhrtenZahlenhandeltessichumdieFallederZurUcknahmederRevisionnachUnterrichtung

derParteiengem琶BArtikellNr.2Satz2Ent1G.

Quelle

NichtverSffentlichteObersichtenUberdenGesch註ftsgangbeidenZivilsenatendesBmdesgerichtshofsfurdieJahrel951bis1983.

(出 典)P.GillesetaL(hrsg.),RechtsmittelimZivilprozeQ,S.420.



あ

る
。

こ
れ

は

一
七

・
六

%

増

で
あ

る
。

(
4
)

未
済

件
数

は
、

一
九

七

九

年
-

三
八
件

増
、

一
九

八
〇
年

-

四

一
件

増
、

一
九

八

一
年
-

七

三
件
増

、

一
九

八
二
年
-

九

件
減

、

一
九

八

三
年

1

一
二
五
件
増

で
あ

り
、

一
九

七

四
年

ー

二
七

八
件
増

、

一
九

七
五
年

-

二
〇

一
件
増

に
対

し

て
、
そ

の
増
加

数

は
そ

れ

ほ
ど

大

き
く

(5

)

な

い

(特
に
一
九
八
三
年
以
外
は
極
め
て
少
な
い
増
加
で
あ
る
)。
負
担
軽
減
法
下
に
お
い
て
も
っ
と
も
未
済
件
数
が
少
な
く
な
っ
た

一
九

七
二
年
-
二
四
三
八
件
に
対
し
て
、

一
九
八
三
年
の
未
済
件
数
は
二
三
六
四
件
で
あ
り
、
ま
だ
前
者
を
越
え
て
い
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
新

受
件
数
の
著
し
い
増
加
に
も
か
か
わ
ら
ず
未
済
件
数
は
相
対
的
に
低
い
水
準
に
あ
り
、
新
上
告
法
は
未
済
件
数
の
点
で
は
そ
の
効
果
を
実
証

(6

)

し

て

い
る
と

い
え

よ
う

。

も

っ
と
も
、

新
受

件
数

は
恒

常
的

に
増

加

し

て
お
り
、

B

G
H

の
負
荷

能
力

も
そ

の
限
界

に
達

し

て

い
る

の

で
、

(
7
)

上
告

金
額

を
増

額
す

る
必

要

が
あ

る

と

い
わ
れ

て

い
る
。

と

こ
ろ

で
、

す

で
に
述

べ
た

よ
う

に
、

コ
ル

ン
ブ

ル
1

ム
は
、

B

G
H

の
処
理

件
数

の
減

少

に

よ
る
未
済

件
数

の
増

加
を

指
摘

し
、

上
告

(
　
>

法
改
正
の
必
要
を
主
張
し
て
い
た
が
、
全
処
理
件
数
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
決
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
九
八
〇
年
か
ら
は
減
少
し
て
い

(
9
)

な

い

(
〔表

4
。
2
〕
)。
確

か

に
、

一
九

七

八
年

、

一
九

七
九
年

に
は
連
邦

憲

法
裁

判

所

の
決
定

の
影
響

を
受

け

て
、

処

理
件

数

は
若

干
減

少

し
た
が

、
そ

の
影
響

も

一
九

八
〇
年

か
ら

は
消
滅

し

て

い
る
。

し
た
が

っ
て
、

B
G

H

の
未

済

件
数

の
増
加

の
大

き
な

原
因

は
、
連

邦

憲
法

裁
判
所
の
決
定
よ
り
も
1

右
に
述
べ
た
よ
う
に
若
干
の
影
響
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
ー

、
新
受
件
数
の
恒
常
的
な
増
加
に
あ
る
と
い
え

よ
う
。

そ

し

て
正

し
く

こ

の
点
が

、
負

担
軽

減
法

を
破

綻

さ
せ

た
原
因

で
あ

っ
た
。

(
°
)

②

次

に
、
判
決

に
よ
る

処
理

件
数

に

つ
い
て

は
、

一
九

七

八
年

と

一
九

八
〇

年

に
急
増

し

て

い
る

(
五
八
件

増
、

六
〇
件
増

)
(
〔表

千

2
〕
)
。

た
だ

し
、
全

処
理
件

数

に
対
す

る
判

決

処
理

の
割

合

か

ら
見

る

と
、

一
九

七

八
年

に
は
急

増

し

て

い
る

(
五

・
二
%

増

)
が
、

一
九

八
〇
年

は

そ
れ

ほ
ど
増
加

し

て

い
な

い

(
一
・
六
%

増

)

(〔
表
4
-
3
〕
)
。

一
九
七

八
年

の
割

合
的

増

加

は
、
新

・
旧
上

告
法

の
転
換

が

そ

の

大

き

な
原

因

で
あ

ろ
う
。

も

っ
と

も
、

一
九

七

八
年

八
月
九

日

の
連

邦
憲

法

裁
判

所
決

定

の
影

響
を

全
く
否

定
す

る

わ
け

で
は
な

い
が

、

右

決
定

の
影

響
が
判

決
処
理

件
数

に
表

わ

れ

る

の
は
、
少

な

く
と
も

半
年

な

い
し

一
年
後

で
あ

ろ
う

か
ら
、

む
し

ろ
決
定

の
影
響

を
考
慮

す

る

西
ド
イ
ッ
民
事
上
告
法

の
展
開

(
下
)

九

三

(
54
)



九

四

(
55
)

に

つ
い
て

は
、

一
九
七

九
年

、

一
九

八
〇
年

に
お
け

る
緩
慢

な
増

加
が

注

(　
)

目
さ

れ

る
。

況

判

決
処

理

件
数

の
数
量

的
増

加

は
、
新

受

件
数

の
増

加
が

そ

の
大
き

な

状姻

原
因
で
あ
ろ
乞

一
九
七
八
年
か
皇

九
杢

年
に
か
け
て
の
増
加
は
、

輯

一
九
七
七
年
か
ら
は
妄

る
新
受
件
数
の
増
加
に
対
応
し
て
い
る
。
も

っ

の

と
も

、
数

量
的

増
加

に
割

合
的

増
加

が

一
定

程
度
影

響

し

て

い
る

こ
と

は

H

(12
)

㏄

否

め
な

い
が

、

一
九

八

一
年

に
お

い
て
は
、
数

量
的

に
は
増

加

し
て

い
る

3〕

に
も

か

か
わ

ら
ず
割

合
的

に
は
減

少

し

て

い
る

こ
と

か
ら

い

っ
て
も
、
割

聖表

合
的

増
加

が
数

量
的

増
加

に
及
ぼ

す

影
響

は
新

受
件

数

の
増

加

に
比

ぺ
は

E

る

か

に
少

な

い
と

い
え

よ
う
。

と

こ
ろ

で
、

一
九

八

二
年
以
降

、

判
決

処
理

件
数

は
、

新
受

件
数

の
増

加
な

い
し
同

一
に
も

か

か
わ
ら
ず

、
数

量
的

に
も
割

合
的

に
も

減
少

し

て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
判
決
処
理
の
数
量
的

・
割
合
的
減
少
は
、
B
G
H
の
事
件
処
理
に
お
け
る
新
し
い
傾
向
-

上
告
不
受
理
手
続
の
迅
速

化

の
実
務
に
お
け
る
徹
底
ー

を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
決
定
の
、
事
件
処
理
件
数
に
表
わ
れ
た
影
響
の

消
滅
1

こ
れ
に
対
し
て
、
B
G
H
の
実
務
処
理
方
法
に
お
い
て
右
決
定
が
影
響
し
、
決
定
に
適

っ
た
処
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ

る
ー

を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
　
)

㈹

迅
速
処

理

件
数

に

つ
い
て
は
、

一
九

七

八
年

、

一
九

七
九
年

に
減

少

し

て

い
る
が
、

一
九

八
〇
年

か
ら
は
増

加

の
傾

向
が

見
ら

れ

る

(
〔表
4
-
2
〕
)
。

全

処

理
件

数

に
対

す

る
迅

速

処
理

の
割

合

は
、

一
九

七

八
年

か
ら

一
九

八
〇
年

ま

で
減

少

し
、

一
九

八

一
年

か
ら

は
増

加

　
け

　

傾

向

に
あ

る

(
〔表

4
-
3
〕
)。

一
九
七

八
年

か
ら

の
割
合

的
減

少

は
、
連

邦
憲

法
裁

判
所

の
決

定

の
影
響

に
よ
る
も

の
で
あ

ろ
う
。

け

だ
し

、

年度 判決処理 迅 速 処 理 新 ・旧迅速処理

1971 48.2%1596=29.8%

1972 45.8%1546=28.4%

1973 45.2%1491=27.50

1974 41.4%1550=29.6%

1975 39.2%1600=30.3

1976 33.7%1616=26.4%1897=38.4%

●281=12.0%

197? 31.5%1344=14.4%11008=42.4%

●664=27.9%

1978 36.7%166=3.0%1848=38.6%

●782=35.6

1979 37.4%⑤764=35.6%

':1 39.0%⑰779=35.2%

1981 37.9%1●895=38.1%

1982 33.5%1●953=39.4%

1983 32.1%1●991=40.6%



判

決
処

理

の
場
合

と

異

な

り

、
迅
速

処

理

の
場
合

に
は
、

一
九

七

八
年

八
月
九

日

の
決

定

の
影

響

は
そ

の
年

度

に
お

い
て
表

わ

れ
う

る

と
考

え

ら
れ

る

か
ら

で
あ

る
。

前
述

し

た

よ
う

に
、

一
九
七
九

年
、

一
九

八
〇

年

に
お

い
て
判
決

処
理

の
割
合

は
緩
慢

に
増

加

し

て

い
た
が
、

こ

れ

に
対

応
し

て
ー

も

っ
と
も
数

字

上

は

ほ
と

ん
ど

変
動

し

て

い
な

い

(
○

・
四
%

)
が

迅
速

処
理

の
割
合

は
低

い
状

態

に
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、
後

掲

〔
表

4
-
9
〕

に
よ
れ
ば

、
新

上
告
法

に
よ

っ
て
処

理
さ

れ

た
も

の

に
お
け

る
判

決

処
理

の
割

合

は

一
九

七

八
年

か
ら

一
九

八
〇
年

に
か
け

て

(
lil0

・
八
%

↓

三

四
・
五
%

)

三

・七
%

増
加

し

て

お
り
、

こ
れ

に
対

し

て
、
迅
速

処

理

の
割

合

は

(
四

一
・
七
%

↓

三
八

・
三
%
)

三

・
四
%
減

少

し

て

い
る
。

し

た
が

っ
て
、
新
上

告
法

に
よ

っ
て
処
理

さ

れ

た
も

の
で
、

か

つ
眠
部

を
除

い
た
場

合

に

つ
い
て

(
15
)

は
、
判
決
処
理
と
迅
速
処
理
と
の
対
応
関
係
が
明
瞭
に
表
わ
れ
て
い
る
。

上
告
受
理
と
上
告
不
受
理
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
上
告
受
理
件
数
が

一
九
七
八
年
、

一

係

九
七
九
年
と

一
九
八
二
年
に
増
加
し
、
上
告
不
受
理
件
数
が

一
九
七
九
年
に
減
少
し
て
い
る
こ
と

嘱

が
・
注
目
さ
れ
る
・
な
お
・
前
述
し
た
よ
う
に
・
負
担
軽
減
法
に
も
と
つ
く
迅
速
処
理
を
も
含
め

と理

た
迅
速
処
理
件
数
は
、

一
九
七
八
年
に
お
い
て
も
減
少
し
て
い
る
。

一
九
七
八
年
の
上
告
受
理
件

受不

数
の
数
量
的
増
加
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
決
定
の
影
響
で
あ
る
か
否
か
は
明
白
で
は
な
い
が

告上

-

上
告
不
受
理
件
数
も
増
加
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
迅
速
処
理
全
体
の
件
数
は
減
少
し
て
い

と理

る

の
で
、

や

は
り
決

定

の
影

響

の
表

わ

れ

で
あ

る

よ
う

に
思

わ

れ

る

一
九

七

九

年

の
増

加

受告

は
、
上
告

不
受
理
件

数
が
減

少

し

て

い
る

か
ら
、

明
ら

か

に
連

邦
憲

法
裁

判
所

の
決
定
が

そ

の
原

上

因

で
あ

ろ
う
。

こ

の
こ
と
は
、

上
告

受

理
と

上
告

不
受

理
と

の
割
合

的

関
係

に

お

い
て
、
上

告
受

　
r4

理

の
割

合

が

一
九

七
九

年

に
増

加

し

て

い
る

こ
と

に
よ

っ
て
も

理
由

づ

け

る

こ
と

が

で
き

よ

う

俵

(
〔
表

4
-
4
〕
)
。

こ
れ
に
対
し
て
、

一
九
八
二
年
に
お
け
る
上
告
受
理
件
数
の
増
加

(四
六
件
増
)
1

割
合
的

年度
上告受理 ・上告不受理 上告受理

の 合 計
上告不受理

1976 379125.8% 74.1

1977 931128.6% 71.4%

1978 1102129.0% 71.0%

1979 1198136.2% 63.8

':1 1191134.5 65.5%

1981 1307131.5% 68.5

1982 1411132.4% 67.6

1983 1440131.1% 68.9%

 

西
ド
イ

ッ
民
事
上
告
法

の
展
開

(下
)

九

五

(
56

)



九

六

(
57

)

〔表4-5〕 判決処理における上告受理

と上告許可 ・無制限上告 の

割合(IX部 を除 く)

年度 上告受理 上告許可 ・無制限上告 両者の関係

1973 490 203 71:29

1974 498 165 75:25

1975 511 160 75.5:24.5

1976 500 186 72.8:27.2

1977 unergiebig unergiebig

1978 Insges.368 296 55.5:44.5

neu320 258 55.3:44.7

1979 Insges.356 279 56:44

neu434 170 71.1:28.9

・:i 412 289 58.7:41.3

1981 408 346 54.1:45.9

(出 典)P.Schlosser,NeuesRevisionsrechtinder

Bew銭hrung,S.21.

 

い
る
。
ま
た
、
そ
の
件
数
に
つ
い
て
も
、
負
担
軽
減
法
時
代
が
年
間
約
五
〇
〇
件
ほ
ど
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、

約
四
〇
〇
件
な

い
し
四
二
〇
件
で
あ
り
、
八
〇
件
な
い
し

一
〇
〇
件
減
少
し
て
い
る
。

合
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
は
、
B
G
H
に
お
い
て
基
本
的
意
義
を
有
す
る
訴
訟
が
負
担
軽
減
法
下
よ
り
も
多
く
審
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
け
だ
し
、

一
九
七
八
年
八
月
九
日
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
決
定
が
下
さ
れ
た
以
降
は
、
負
担
軽
減
法
下
と
同
様

に
、
上
訴
奏
効
の

見
込
み
が
あ
れ
ぽ
基
本
的
意
義
を
有
し
な
い
上
告
も
受
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
他
方
上
告
許
可
は
訴
訟
が
基
本
的
意
義
を
有
す
る
場
合
お

よ
び
判
例
抵
触

の
場
合
に
だ
け
行
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

に
も

○

・
九

%

増
加

し

て

い
る
ー

に

つ
い
て

は
、
数

量

的

増

加

の
点

で

は

新
受
件
数
の
恒
常
的
増
加
が
大
き
な
原
因
で
あ
り
、
割
合
的
増
加
は
実
務
処

理
上

の
偶
然
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、
上
告
受
理
の
割
合

は
、

一
九
八
〇
年
か
ら
減
少
傾
向
に
あ
り
、
単
に
一
九
八
二
年
の
上
告
受
理

の
割
合
だ
け
が
若
干
増
加
し
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
負
担
軽
減
法
下
の
迅
速
処
理
に
比
べ
、
新
上
告
法
の
迅
速
処
理

は
、
そ
の
件
数
お
よ
び
全
処
理
件
数
に
占
め
る
割
合
と
も
に
増
加
し
て
い
る

が
、
こ
の
こ
と
は
新
上
告
法
下
に
お
け
る
上
告
不
受
理
手
続
の
迅
速
化
の
成

(
16
)

果

を

示
す

も

の
と

し

て
、

注
目

さ

れ
る
。

ω

判

決
処

理

に
お
け

る
上
告

受

理

と
上

告

許

可

・
無
制

限

上
告

(
Z
P

O
五
四
七
条

)
と

の
関
係

は

、
〔
表

4
-
5
〕

の
通

り

で
あ

る
。

一
九

七

八
年

を
境

と

し

て
、

上
告

受
理

に
も

と
つ

く
判

決
処

理

の
割
合

は
、

七

五
%
前

後

か
ら

五

五
%
前

後

、
す
な

わ
ち

約

四
分

の
三

か
ら

三
分

の

二
弱

に
減

少

し

て

新

上
告

法

に
よ

る
も

の
は

こ

の
よ
う

に
許

可
上

告

に
も

と
つ

く
判

決
処

理

の
割



㈲

一
ニ
ヵ
月
以
内

に
処

理

さ
れ

る
上
告

事

件

は
、

一
九

七

六
年

-

四

四
・
六
%

で
あ

っ
た
が

、

一
九

八

三
年

-

六
〇
%

、

一
九

八

四
年

(
17

)

1

六
五
%

に
増
加

し

て

い

る
。

ま
た
、

判
決

に
よ

っ
て
処

理
さ
れ

、

か

つ

C
　
)

か
ら

一
九

八

三
年

-

二

二
%

に
増

加

し

て
い

る
。

一
年
以
内

に
終
結

さ

れ
る
上

告
事

件

は
、

一
九

七

六
年

ー

一
五
%

注

(
1
)

親

族

事

件

に

お
け

る

再

抗

告

を

含

め

れ

ぽ

、
す

で

に

一
九

七

八
年

に
、

一
九

七

五

年

当

時

の
新

受

件

数

に
達

し

て

い
る

(
〔表

4
-
6

〕)
。

ま
た

、

眠
部

を

除

く

場

合

に

は
、

一
九

七

九
年

の
新
受

件

数

は

一
九
七

五
年
当

時

を

す

で

に
七

三

件
上

回

っ
て

い
る

(
〔表

4
-
7
〕
)
。

(
2
)

一
九

七
八

年

-

八
九

件
増

、

一
九

七

九
年

-

六
五
件

増

、

一
九

八
〇

年

i

六

七
件

増

で
あ

る
。

た
だ

し

、

一
九

八

二
年

だ

け

は

=

二
件
減

で

あ

る
。

ち

な

み

に
、

眠

部

を

除

く
場

合

は

、

一
九

七

六
年
ー

三

二
八

件
減

、

一
九

七

七
年

ー

一
九

六

件
増

、

一
九

七

八
年

ー

一
=

二
件

増

、

一
九
七

九

年

i
九

二
件

増

、

一
九

八
〇

年

-

六

八
件

増

、

一
九

八

一
年

-

一
五

九

件

増

で
あ

り

(
〔
表

4
1

7
〕
)
、

増

加
幅

は
、

相
当

多

い
。

(
M

)

P
.
G
ille
s
e
t
a
l.
(h
rsg
.)
,
R
e
c
h
tsm
itte
l
im

Z
iv
ilp
ro
z
e
B
‐

u
n
te
r
b
e
so
n
d
e
re
r
B
e
rtic
k
s
ic
h
tig
u
n
g
d
e
r
B
e
ru
fu
n
g
‐

,
19
8
5
,

S
.
1
1
9
.

(
4

)

H
.
P
rin
t
in
g
,
A
n
m
e
rk
u
n
g
,
Z
Z
P

9
5
(1
9
8
2
)
,
S
°
°。
°。
は

、

目
下

の

と

こ

ろ

(
一
九

八

〇
年

ま

で

の
未

済

件

数

に
も

と

つ

く

)、

未

済

件

数

の
展
開

は
改

正

の
必
要

を

理

由

づ

け

る

こ

と

は

で
き

な

い
と

す

る
。

ま

た
、
彼

は
、
連

邦

憲

法

裁

判

所

の
決

定

に
も

か
か

わ

ら
ず

、

上
告

受

西
ド
イ

ッ
民
事
上
告
法

の
展
開

(下
)

〔表4-6〕 親族事件を含めた
新受件数

〔表4-7〕 新受件数 と未済件数

(IX部を除 く)

年度 新受件数 未済件数

1971 1614 2125

1972 1667 2039

1973 1714 2171

1974 1982 2416

1975 2030 2655

1976 1702 2136

1977 1898 1785

1978 2011 1755

1979 2103 1899

':1 2171 2040

1981 2330 2151

 

九

七

(
58

)

(出 典)P.Schlosser,Neues

Revisionsrechtinder

Bewahrung,S.16,26.



九

八

(
59
)

理
と

上
告

不
受

理

と

の
関

係
が

変

化

し
な

い
こ
と

は

驚
き

で
あ

る
と

し

て

い
る
。

た

だ

し
、
将

来

に
お

い
て
も

改

正

の
必
要

が

な

い
か

は
、

一
方

で
イ

ソ

フ

レ
に

よ
る

上
告

事

件

の
増

加
傾

向

が

あ

り

、
他

方

で
新

家

族

法

が

も

た
ら

し

た

上
訴

事

件

の
増

加

が

将
来

減

少

す

る

可
能

性

も

あ

る

の

で
、

目

下

の
と

こ

ろ

は
断

定

し
え

な

い
と

す

る

(P

鉾

O
°
S
.
8
3
f.)°

ち
な

み

に
、

一
九

八

二
年

以

降

親

族

事

件

は
減

少

し

た

が

、

新

受

件
数

は

一
九

八

三
年

に

は
増

加

し

て

い
る
。

(
5
)

も

っ
と

も

、

眠
部

を

除

く

場

合

は
、

一
九

七
九

年

ー

一
四

四
件

増

、

一
九

八
〇

年
-

一
四

一
件

増

、

一
九

八

一
年

-

一

=

件

増

で
あ

り

(〔
表

4

-
7

〕
)
、

や

や
大

き

な

増

加
数

で
あ

る
。

そ
し

て
、

一
九

八

一
年

-

二

一
五

一
件

は
、

一
九

七

五
年

-

二

六

五

五
件

に
あ

と

五
〇

四

件

で
追

い

つ
く

こ

と

に
な

る
が

、
毎

年

一
二
〇
件

増

加

す

る

と
仮

定

す

る

と
、

約

四
年

で
追

い

つ
く

こ
と

に
な

る
。

と

こ

ろ

で
'
R
.
N
irk
,
R
e
c
h
tsm
itte
lp
ra
x
is
a
u
s
d
e
r
S
ic
h
t
d
e
s
R
ev
is
io
n
sa
n
w
a
lts
,
in
:
P
.
G
ille
s
e
t
a
l.
(h
r
sg
.)
,
R
e
c
h
ts
-

m
itte
1
im

Z
iv
ilp
ro
ze
B

‐

u
n
te
r
b
e
so
n
d
e
r
e
r
B
e
riic
k
s
ic
h
tig
u
n
g

d
e
r
B
e
ru
fu
n
g
‐

,
19
°。
伊

ω
゜
お

に
よ

れ
ぽ

、
民

事

事

件

に

お

け

る

係

属

中

の
1H,続

(D
ie

a
n
h
　
n
g
ig
e
V
e
rfa
h
re
n
)

は
、

一
九

八

一
年

-

三
〇

一
二
件

、

一
九

八
四
年

ー

二
六

一
四
件

で
、

三

九

八
件

(
=

二
・
1
lo¥
°
¥
°
)
減

で
あ

り

、

こ
れ

は

〔表

4
-
2
〕

の
未
済

件

数

の
数
字

と

か
な

り

異

な

り
、

ま

た
反

対

に
減

少

傾

向

に
あ

る

こ
と

に
な

る
。

お
そ

ら

く

ニ
ル

ク

の
数

字

は
親

族
事

件

を

も
含

め
た

全

民
事

事

件

の
未

済

件

数

で
は

な

い
か

と

思
わ

れ

る
が

、

明

白

で
は

な

い
。

な

お
、

カ
゜

N
ir
k

,
a
°
a
.O
.
S
.
79

が

引

用

し

て

い
る
、

一
九

八

一
年

以
降

新

受

件

数

の
増
加

は
も

は

や
止

ま

っ
て

い
る

と

の
ボ

ウ

ヨ
ン

ク

(囚
゜
じロ
o
午

Jo
n
g
)

Q
指

摘

は

誤

り

で

あ

る
。

け

だ

し

、

一
九

八

二
年

こ

そ
新

受

件

数

は
減

少

し
た

が

、

一
九

八

三
年

に

は
再

び

増

加

し

て

い

る

か

ら

で
あ

る
。

仮

に
、

ボ

ウ

ヨ

ソ
ク
や

ニ
ル
ク

の
指

摘

す

る
数

字

が

親

族
事

件
を

も

含

め

た
も

の

で
あ

る
と

し

て
も

、

一
九

八

三
年

に
は
増

加

し

て

い

る

(〔
表

4
-
6
〕
)
。

ボ

ウ

ヨ
ン
ク
自

身

は
、

ニ
ル

ク
が

引

用

し

た
文

献

と
異

な

る

と

こ
ろ

で
、

新

受

件
数

の
恒

常
的

増

加

に
言

及

し

て

い

る

くK
.
B
o
u
jo
n
g
,
R
e
c
h
tsm

itte
lp
ra
x
is
a
u
s
d
e
r
S
ic
h
t
d
e
r
R
e
v
isio
n
s
rich
te
rs
,
in
:
P
.
G
ille
s
e
t
a
l.
(h
rsg
.)
,
R
e
c
h
ts
-

m
itt
e
l
im

Z
iv
ilp
r
o
z
e
B
‐

u
n
t
e
r
b
e
so
n
d
e
r
e
r
B
e
riic
k
s
ic
h
tig
u
n
g

d
e
r

B
e
ru
fu
n
g
‐

,
19
8
5
,
S
.6
0
,
6
2
)
°

(
6
)

閃
.
N
irk
,
a
°⇔
.
O
.
S
.
79
;
K
°
B
o
u
jo
n
g
,
a
°
P

O
°
ω
゜
①b。
°

(
7
)

内
゜
B
o
u
jo
n
g
,
a
.
a
.
o
.
s
.
s
z
°

た
だ

し

、
徹

底

的

な
改

正

、

特

に
上
告

不
許

抗
告

を

認

め

る
許

可

上
告

制

の
導

入

は
考

慮

さ

れ

る

べ
き

で
な

い
と
す

る
。

同
旨

、

幻
.
N
ir
k
,
a
.
a
.
O
.
S
.8
3
.

C
am
)

U
.
K
o
rn

b
lu
m
,
a
.
a
.
o
.
s
.
iQ。
°。
°

(
9
)

℃
.
S
c
h
lo
s
se
r,
a
.a
°
O
°
ω
゜
ドO
°



(
10
)

た
だ

し

、

眠

部

を
除

く

場
合

に
は

、

一
九

七

八

年

の
急

増

は
存

在

し
な

い
。

な

お

、

〔表

4
-
8
〕

と

〔表

4
-
9
〕

と

で

は

、
判

決

処

理

件

数

お

よ

び

迅

速

処

理

件

数

に
お

い
て
若

干

異

な

る

と

こ

ろ
が

あ

る
が

、

シ

ュ
ロ

ッ
サ

ー
が

指

摘

す

る
数

字

を

そ

の
ま

ま
記

入

し

た
。

ま

た
、

〔
表

4
-
9

〕

で
明

白

な
誤

り

に

つ

い
て
は

訂

正

し

た
数

字

を
記

入

し

た
。

さ

ら

に
、

〔
表

4

-
9

〕

に
お

け

る

一
九

七
九

年

度

の
旧
法

に

よ
る
処
理
件
数

は
、
新
法
に
よ
る
処
理
件
数

で
あ
り
ー

〔
表
4
-
8
〕

に
お
け
る

一
九

七
九
年

の
数
字

と

一
致
す

る
ー

、

こ
こ
で
新
法

に

よ

る
と

さ
れ

る
数

字

は

間
違

え

て
記

入
さ

れ

て

い
る

の

で

は
な

い

か
と

思

わ

れ

る
。

す

で

に
、

〔
表

4

-
1
〕
、

〔
表

4

-
2
〕

が

示

す

よ
う

に
、

一
九

七
九

年

度

の
旧
法

に

よ
る

処

理
件

数

は

三
件

で

あ

り
、

ま

た

〔表

4
-
9
〕

に
お

け

る

新

・
旧

の
全

処

理

件

数

は

、

そ
れ

ぞ

れ

各

年

度

の
全

処

理
件

数

の

一
年

分

弱

に
当

た

る

か
ら

で
あ

る
。

(
11
)

〔表

4
-
9
〕

に

よ
れ

ぽ

、
判

決

処

理

は

一
九

七

八
年

ー

三

〇

・
八

%

か

ら

一
九

八

〇
年

1

三

四
・
五

%

に
増

加

し

て

い
る

が

、

シ

ュ
ロ

恥

ッ
サ

ー

は
、

こ

の
増

加

は
連

邦

憲

法

裁
判

所

の
決

定

の
結

果

で
あ

る

α　

と
す

る

(]℃
°
ω
0
7
lo
s
e
r噛
薗
゜
薗
.∩
》°
ω
゜
一
〇
)
。

⇔

・mt

(
12

)

〔表

4
-
8

〕

に

よ

っ
て
も
、

一
九

八

〇
年

、

一
九

八

一
年

の
判
決

処

理
件

数

は
急

増

し

て

い
る
が

、

シ

ュ
ロ

ッ
サ

ー
は

、

一
九

八

一
年

に
お

け

る
高

い
数

字

は

新

た
な

傾

向

を

予
告

す

る
も

の
で
あ

る
か

否

か

は

成
行

き

を
見

な
け

れ
ぽ

な

ら

な

い
と

し

て

い
た

(℃
曾
Qり
o
包
o
ω・

se
r
,
a
.
a
.
O
.
S
.
17
)
°

1
九

八

二
年

以

降

、
判

決

処

理

件

数

が

減

少

傾

向

に
あ

る
こ

と
は

、

〔表

4
-
2

〕
が

示
す

通

り

で
あ

る
。

(
13

)

こ

の
点
も

、

コ
ル

ン
ブ

ル
ー

ム
が

改

正

を
主

張

す

る

一
つ
の
根

拠

で
あ

っ
た

(⊂
°
K
o
rn
b
lu
m

,
a
.
a
.
O
°
ω
レ

。゚
°。
)。

(
14
)

P
.
S
c
h
lo
ss
er
,
a
.
a
°O
.
S
.
1
9

は

、

一
九

七

七

年

に

お
け

る
迅

速

処

理

の
割

合

の
高

さ

(
四

七

・
三
%

)

(〔
表

4
-
9
〕
)

は
、

上

告

受

理

を

拒

否
す

る

こ
と

に
熱

心

で
あ

り

す

ぎ

た

こ
と

、

お

よ

び
上

訴

奏

効

の
見

込

み
を

十
分

審

査

し

て

い
な

か

っ
た

こ
と

に
、

そ

の
原

因

事件処理状況(IX部 を除〔表4-8〕

年度 新受件数 判決処理件数 迅速処理件数 全処理件数

1971 1614 799 (不 明)

1972 1667 773 (不明)

1973 1714 693 47611632

1974 1982 664 50011684

1975 2030 671 57611823

1976 1702 sso alt:1581878
neu:604

1977 1898 657
alt:843988
neu:1401

1978 2011 658
alt:160847
neu:1874

1979 2103 635
alt:1959767
neu:1922

1980 2171 701 77912030

1981 2330 754 89312200

(出 典)P.Schlosser,NeuesRevisionsrech

wahrung,S.15ff.
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100(一
ca)

〔
表
4-9〕

各
処

理
方

法
の

割
合
(D(部

を
除

く
)

Jahrgang
AnteilderUrteilserledi一

AnteilderAblehnungen
AnteildertibrigenErle一

AnteilderAnnahmen

gungenanderGesamt一
anderGesamtzahlder

digungenanderGesamt一
anderGesamtzahl

zahlderErledigungen
Erledigungen

zahlderErledigungen
vonAnnahmenand

Ablehnungen

1973
693:1632=42.4

476:1632=29.1%
1632-476-693=28.3%

1974
664:1684=39.4

543:1684=32.2
1684-543-664=28.3

1975
671二

1823=36.8%
576:823=31.5%

823-671-576=31.5%

1976alt
648:1581=40.9%

595:1581=37.6
338:1581=21.3%

neu:
33:604=5.4

281:604=46.5
290:604=48.0%

1977alt:
388:843=46.1

324(247+77)
131:843=15.5%

28.6%

843=38.4

neu:
256:1401=18.27

664:1401=47.3
481:1401=34.3%

1978alt:
80:160=50.0

65:160=40.6%
15二

160ニ
9.3%

neu:
578:1874=30.8%

782:1874=41.7%
514:1874=27.4%

29.0

1979alt:
635:1959=32.4

767:1959=39.1%
557:1959=28.4

36.2

neu:
610:1922=31.7%

764:1922=39.7
548:1922=28.5%

1980
701:2030=34.5%

779:2030=38.3%
550:2030=27.9%

34.5%

1981
754:2200=34.3%

893:2250=40.6%
553:2200=25.1

31.3%

(出
典
)P.Schlosser,NeuesRevisionsrechtinderBewahrung,S.18.
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は

若

干

異

な

る

か

も

し

れ

な

い

。
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新
受

件
数

の
増

加

(
一
九

七

五
年

-

二

一
八
〇
件

↓

一
九

八
三
年

-

二
五

六
四
件

)

に
も

か
か
わ

ら
ず

、
未
済

件
数

は
減

少

し

た

(
一
九

七

五
年

1

1110

1
1
1
件

-
-'
1
九

八
三
年

ー

二
三
六

四
件
)

の
で
あ

る
か
ら

、

一
九

七
五
年

に
導

入
さ

れ
た
受

理
上

告
制

は
、

そ

の
効

果

を
実

証

し
た
と

い
え

よ
う
。

研
究

の
当
初

、
連

邦
憲

法
裁

判

所
が

一
九

七
八
年

八
月

九

日

の
決

定

お
よ
び

そ

れ
以
後

の

一
連

の
決

定

に
よ
り
、

B

G
H
各

部

の
負
担

量

を
考
慮

し

て
上
告

受
理

・
不
受

理

を
判

断
す

る

こ
と
は
憲

法
違

反

で
あ

る
と
判

示

し
た

こ
と

を
知

り
、
そ

れ
以
降

の
B

G
H

の
事
件

処

理
状

況

は
、
そ

れ
以
前

の
処

理
状

況

に
比

べ
大
き

く
変
化

し

た

で
あ

ろ
う

、
す

な

わ
ち

B
G

H

の
未

済
件
数

は
大
幅

に
増

加

し
た

で
あ

ろ
う

と
予

測

し

て
い
た
。

と

こ
ろ
が

実
際

は
、

B
G

H

の
未
済

件
数

は
、

連
邦

憲
法

裁
判

所

の
決

定
が

下
さ

れ
た
翌
年

の

一
九

七
九

年

か
ら
増

加
傾

向

に
変

っ
た
が

、

そ

の
増

加
幅

は
大

き
な

も

の

で
は
な

か

っ
た
。

連

邦
憲

法
裁
判

所

の
決

定

に
よ
り
、

負
担

軽
減

法
下

と
余

り
差
異

の
な

い
手

続

と
な

っ
た
が

、
新

上
告

法
が

B

G
H

の
負

担
軽
減

に
効
果

を
あ
げ

つ
つ
あ

る

の
は
、

新

上
告

法

に
お

い
て
は
負

担
軽

減
法

下

と
異

な
り

、
上

告

不
受
理

手
続

の
迅
速

化
が

行

わ
れ

、
上
告

不
受
理

の
裁

判

が
数
多

く
下

さ
れ

て
い

る

こ
と

に
よ

る

の
で
は
な

い
か
と

思
わ

れ

る
。

連
邦

憲
法
裁

判
所

の
決

定

は

B
G

H

の
事

件
処

理

に
ど

の
よ
う

に
影

響
を

及
ぼ

し

た
か

、
あ

る

い
は
及
ぼ

さ
な

か

っ
た

か

の
問

題

に
対
す

る
結
論

と

し
て

は
、

連
邦

憲
法

裁

判
所

の
決

定

は
、
当

初
微

か

に
B
G

H

の
事
件

処

理

に
影

響
を

及
ぼ

し

た
が

、

現
在

で
は

ほ
と

ん
ど

そ

の

西
ド
イ

ッ
民
事
上
告
法

の
展
開

(
下
)

一
〇

一

(
62
)



影

響

は
残

っ
て

い
な

い
と

い
う

こ
と
が

で
き

よ
う
。

〇

二
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