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西
ド
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に

お

け
る

憲
法
裁
判
の

研
究

βββ

【

従

来
､

我
が

国
に

お

け
る

学
説
は

､

具
体
的
事

件
と
の

関
連
で

通
常
裁

判
所
に

よ
っ

て

な

さ
れ

る

違
憲
立

法
審
査

は

司

法
権
の

作
用
に

含
ま

れ

る

が
､

具
体
的
事
件
と
は

独
立
し

て

抽
象
的
に

な

さ

れ
る

適
意
立

法
審
査

は

司
法
権
の

作
用
に

は

含
ま

れ

な

い
､

と

す
る
の

が
一

般
的
で

あ
っ

た
｡

後

者
は

､

い

わ

ゆ
る

憲
法
裁
判
と

し

て
､

伝
統
的
な

権
力
分
立
理

論
か

ら

す

る

三

権
に

は

含
ま
れ

な

い
､

い

わ

ば

第
四

権
的
な

も
の

と

把
え

ら
れ

て

き

た
の

で

あ
る

｡

勿
論

､

我
が

国
に

お

け

る
こ

の

よ

う
な

学
説
も

､

前
者
が

広
義
に

お

い

て

ほ

後
者
と

同
様
憲

法
裁
判
と

観
念
せ

ら
れ

得
る
こ

と

を

否

定
す
る

も
の

で

は

な

か
っ

た
｡

両

者
は

､

広
義
に

お

い

て

は

と

も

に

憲

法

裁
判
と

観
念
せ

ら

れ

得
る

が
､

唯
､

前
者
は

司

法
権
.に

含
ま
れ

る

作
用
で

あ
る

の

に

対
し

て
､

後
者

､

い

わ

ば

狭
義
に

お

け
る

憲
法
裁
判
は

司

法
権

以

外
の

作
用
で

あ

る
､

と

把
え

ら

れ
て

き

た
の

で

あ
る

｡

し

か

し
､

憲
法

裁
判
に

つ

い

て

の

こ

の

よ

う
な

把
え

方
に

は
､

少
な
か

ら

ず
疑
問
が

存
す
る

と

思
わ

れ
る

｡

違
憲
立
法
審
査
の

作
用
を

そ

れ

自
体

と

し

て

考
え
て

み

た

場

合
､

そ

し

て

ま
た

歴
史
的
に

そ

れ

に

求
め

ら

れ
て

山

内

敏

弘

き

た

役
割
を

考
え
て

み

た

場
合

､

具
体
的
事
件
と
の

関
連
で

な

さ

れ

る

そ

れ

と

抽
象
的
な

形
で

な

さ

れ

る

そ

れ

と
の

間
に

は

本

質

的
な

差

異
ほ

な

く
､

従
っ

て
､

一

方
を

司
法
権
の

作
用
と

し
､

他
方
を

司
法
権
以

外
の

作

用
と

す

る
こ

と
は

適
切
で

は

な
い

の

で

は

な

い

か
､

と
い

う

疑

問
で

あ

る
｡

唯
､

こ

の

よ

う
な

疑
問
が

正

当
で

あ

る

か

香
か

は
､

必

ら

ず
し

も

抽
象

的
､

一

般
的
な

形
で

は

答
え

ら

れ

得
ず

､

憲
法
裁
判
の

制
度
を

採
っ

て

い

る

国
々

に

つ

い

て

具
体
的

､

個
別
的
に

そ
の

歴
史
や

実
定
制
度
等
を

検
討

し
て

み

る

こ

と

が

そ

の

前
提
と

し

て

必

要
と

な
っ

て

く
る

の

で

あ

る
｡

本
論
文
が

､

素
材
を

西
ド

イ

ツ

の

憲
法
裁
判
に

選
び

､

そ
の

歴
史

､

現

行
制
度

､

並
び

に

本
質
の

検

討
を

行
な

お

う
と

す
る

の

も
､

第
一

に

は
､

右
の

よ

う
な

問
題
解
明
の

た

め
の

一

つ

の

礎
石
を

す
え

た

い

が

た

め

で

あ

る
｡

勿
論

､

そ
の

よ

う

な

目

的
の

た

め
に

､

対

象
を

特
に

西
ド

イ

ツ

の

憲

法
裁
判
に

求
め

た

こ

と

に

つ

い

て

は
､

そ

れ

な

り

の

理

由
が

存
し

て

い

る
｡

そ

れ

は
､

戦
後
の

西
ド

イ

ツ

が

憲
法
裁
判
に

つ

い

て

の

最
も

包

括

的
､

且
つ

重

安
な

発
展
を

と

げ
て

お

り
､

憲
法
裁
判
に

つ

い

て

論
ず
る

た

め
に

は
､

そ

れ

の

検
討
が

そ

れ
に

先
立
つ

歴
史
の

検
討
と

共
に

不

可
欠
と



な
っ

て

き
て

い

る
､

と

考
え

ら

れ

る
か

ら
で

あ

る
｡

唯
､

対

象
を

一

応
西

ド

イ

ツ

に

限
定
し

た
こ

と
に

つ

い

て

は
､

筆
者
の

能
力

的
限
界
が

そ
の

理

由
の

一

つ

と

な
っ

て

は

い

る

が
､

し

か

し
､

西
ド

イ

ツ

に

お

け
る

憲
法
裁

判
の

研
究
が

､

既
に

､

そ
の

対

象
の

包

括
性
の

故
に

､

我
々

に

前
記
疑
問

に

答
え

る

た

め
の

豊
か

な

宝
庫
を

提
供
し

得
る

で

あ

ろ

う
と

考
え
た

こ

と

も
､

そ
の

理

由
と

な
っ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

本
論
文
は

､

そ

の

意
味
で

､

一

応
､

西
ド

イ
ツ

の

意
法
裁
判
に

内

在
し

た

形
で

､

そ

の

歴
史

､

現

行
制
度

､

並
び

に

本
質
の

検
討
を

行
な

亨
フ

と

す
る

も

の

で

あ

る

が
､

そ
の

検
討
に

際
し
て

は
､

更
に

い

く
つ

か

の

具
体

的
な

問
題
意
識
を

前
も
っ

て

措
定
し
て

置
い

た
｡

そ

れ

ら

を
こ

こ

に

挙
げ

れ

ば
､

ほ

ぼ

以

下
の

よ

う
に

な
る

で

あ

ろ

う
｡

ま

ず
､

そ
の

歴
史
に

関
し

て

は
､

そ

も

そ

も

ド

イ

ツ

に

お
い

て

憲
法
裁

判
は

ど
の

よ

う
な

歴
史
的
系
譜
を

有
す
る
の

か
､

そ

れ

は

ド

イ
ツ

に

あ
っ

て

ど
の

よ

う
な

歴
史
的
背
景
の

も

と

に

成
立

し
､

ま
た

そ
の

存
在
を

確
保

し
て

き
た

の

か
､

そ

し

て

戦
後
の

西
ド

イ

ツ

に

お

い

て

憲
法
裁
判
制

度
が

か

く

も

包
括
的
な

形
で

採
り

入

れ

ら

れ
る

こ

と
と

な
っ

た
の

は

ど
の

よ

う

な

理

由
に

基
づ

く
の

か
､

と
い

っ

た

点
で

あ

る
｡

次
に

､

そ
の

現
行
制
度

に

関
し

て

は
､

連
邦
憲
法
裁
判
所
は

､

ボ
ン

基
本
法
並

び

に

連
邦
憲
法
裁

報

判
所
法
上

､

ど
の

よ

う
な

地

位
を

与
え
ら

れ
､

そ
の

組
織

･

構
成
は

ど
の

(1 0 5) 彙

よ

う
な

も
の

で

あ
る

の

か
､

そ

し

て
､

そ
の

権
限

は

具
体
的
に

ど
の

よ

う

な

も
の

で

あ

り
､

更
に

そ

こ

で

の

判
決
に

は
い

か

な

る

効
力
が

与
え

ら

れ

て

い

る
の

か
､

と
い

っ

た

点
で

あ

る
｡

そ

し

て
､

そ
の

よ

う
な

制
度
の

実

体
の

検
討
を

通
し

て
､

そ

こ

に

ど
の

よ

う

な

特
色
な
い

し
は

問
題
が

見
ら

れ

る
の

か
､

と

い

っ

た

点
で

あ

る
｡

最
後
に

､

憲
法
裁
判
の

本
質
に

閲
し

て

本
論
文
が

検
討
し

ょ

う

と

し
た

の

は
､

以

下
の

よ

う
な

諸
点
で

あ
る

｡

即
ち

､

第
一
は

､

前
記
歴
史
並
び

に

現
行
制
度
の

検
討
を

通
し
て

み

た

場

合
､

憲
法
裁
判
の

歴
史
的
意
義
は

な

に

か
､

と

い

う

点
で

あ

り
､

第
二

は
､

結
局

､

憲
法
裁
判
と

は
い

か

な

る
.
作
用
を

意
味
す
る

の

か
､

そ

れ

は

実
質
的
意
義
に

お

け
る

裁
判
権
(

三

権
の

一

つ

と

し
て

の
)

に

含
ま

し

め

得
る
の

か

香
か

､

も

し

含
ま

し

め

得
る

と

し
た

な

ら
､

そ
の

場
合
の

裁
判

の

メ

ル

ク

マ

ー

ル

は

な
に

な
の

か
､

と
い

っ

た

点
で

あ

る
｡

そ

し

て
､

第

三

ほ
､

憲
法
裁
判
が

実

質
的
意
義
に

お

け
る

裁
判
で

あ

る

と

し

た

場
合

､

憲
法
裁
判
を

そ

の

他
の

裁
判
と

区

別
す

る
の

は

憲
法
裁
判
の

い

か

な

る

特

色
な
の

か
､

ま

た
､

そ
の

こ

と

と

も
か

か

わ
っ

て
､

憲
法
裁
判
は

民
主
制

原
理
と

ど
の

よ

う
な

関
係
に

あ
る

の

か
､

と

い

っ

た

点
で

あ

る
｡

本
論
文
は

､

以

上
の

如
き

問
題
意
識
の

も

と

に

西
ド

イ

ツ

に

お

け
る

憲

法
裁
判
を

､

そ
の

歴
史

､

制
度

､

並

び

に

本

質
に

関
し
て

明

ら
か

に

し
よ

ぅ
と

す
る

も
の

で

あ

る

が
､

し

か

し
､

こ

れ

ら

諸

点
の

究

明

の

根

底
に

は
､

更
に

も

う
一

つ

の

根
本
的
な

問
い

が

い

わ

ば

基
軸
と

し

て

横
た

わ
っ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

そ

れ

は
､

い

わ

ゆ
る

｢

憲
法
の

論
理
+

と

｢

民
主
主

義
の

論
理
+

の

対

立
､

緊

張
関
係
に

関
す
る

そ
れ

で

あ

り
､

憲
法
裁
判
が

こ

れ

ら
二

つ

の

原
理

に

か

か

わ
っ

て

ど
の

よ

う
な

意
味
を

有
し

て

い

る

の

か
､

と
い

う
問
い

で

あ
る

｡

そ
れ

は
､

換
言
す
れ

ば
､

法
と

政
治

､

.
規
範

と

事
実

､

そ

し
て

更
に

は

当
為
と

存
在
に

つ

い

て

の

問
い

な
の

で

あ

る
｡

本
論
文
は

､

そ
の

よ

う
な

問
い

を

更
に

一

つ

の

基

軸
と

し
て

そ
の

根
底
に
■

有
し
っ

つ
､

前
述
の

如
き

問
題
意
識
の

も

と
に

西
ド

イ
ツ

に

お

け
る

憲
法

裁
判
の

研
究
を

企
て

た

も
の

で

あ

る
｡

そ

れ

を
､

本
論
文
ほ

､

大
略
以

下

の

如
き

順
序
で

行
な
っ

た
｡

ββ3
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序

説

第
一

部
第

一

章

第
二

章

第
三

章

第
四

章

第
五

草

第
二

部
序

章

第
一

草

第
二

革

ド

イ

ツ

に

お

け

る

憲
法
裁
判
の

歴
史
的
系
譜

神
聖
ロ

ー

マ

帝
国
時
代

ド

イ

ツ

同
盟

時
代

フ

ラ
ン

ク

フ

ル

ト

憲
法

ビ

ス

マ

ル

ク

憲
法
時
代

ワ

イ
マ

ー

ル

憲
法
時
代

連
邦
憲
法
裁
判
所
制
度

ボ
ン

基
本

法
の

成
立

と

連
邦
憲
法
裁
判
所
の

設
立

連
邦
憲
法
裁
判
所
の

権
限

連
邦
憲
法
裁
判
所
の

地

位
､

組
織

､

構
成

第
三

革

連
邦
意
潅
裁
判
所
の

判
決
の

効
力

第
三

部

憲
法

裁
判
の

本
質

第
一

革

憲
法
裁
判
の

歴
史
的
意
義

第
二

孝

義
法
裁
判
と

権
力
分
立

原
理

第
三

章

憲
法
裁
判
と

民

主
主
義
原
理

従
っ

て
､

以

下
に

お
い

て

は
､

こ

の

順
序
に

従
っ

て
､

本
論
文
で

論
じ

た

処
の

概
略
を

述
べ

て

小

く
こ

と
と

す
る

｡

〓

ま

ず
､

第
一

部
の

ド

イ
ツ

に

お

け
る

憲
洪
裁
判
の

歴

史
的
系
譜
に

つ

い

て

で

あ

る
｡

本
論
文
は

､

そ
の

検
討
を

神
聖
ロ

ー

マ

帝
国
時

代
に

ま

で

さ

か

の

ぽ

り
､

そ

の

時

代
か

ら

始
め
る

こ

と
と

し

た

が
､

そ

れ
に

は
､

理

由
が

存
す

る

の

で

あ

る
｡

一

つ

は
､

当
時
存
在
し
て

い

た

河
e
叫

0

訂
吋
P

ヨ
2
2

蒜
e
】

ナ

以り
～

已
F
t

並
び

に

河
2

訂
F

旨
○

符
邑

が

既
に

憲
法
裁
判
的

機

能
を

果

し

て

お

り
､

近

代
的
意
味
で

の

憲
法
裁
判
の

源
流
を

な

し

て

い

た

と

考
え

ら

れ

る

か

ら
で

あ

り
､

あ

と
一

つ

は
､

そ
の

時
代
に

形
成
さ

れ

て

い

た

等
族
国
家

的
体
制

､

連
邦
的
国
家
体
制
が

､

そ
の

後
の

時
代
に

多
か

れ

少
な
か

れ

継

承
さ

れ
､

そ

れ

が

ド

イ

ツ

に

お

い

て

近

代
的
意
味
で

の

憲

法
裁
判
を

も
た

ら

す
こ

と
の

一

つ

の

基
盤
と

な
っ

た

か

ら

で

あ

る
｡

河
2

訂
け
∽

材

P

ヨ
2
2

ワ

叩
e

ユ
O

F
t

並
び

に

押
e
-

O

F
∽

F
O
f

り

監

が

憲
法
裁
判
的

機
能
を

果
し
て

い

た

と

い

う
七

と

は
､

そ
の

成
立
の

由
来

､

あ

る
い

は

そ

の

権
限
を

み
て

み

れ

ば

明
ら

か

と

な

る
｡

こ

れ

ら

ラ

イ
ヒ

の

裁
判
所
ほ

､

た

と

え

ば
､

帝
国
等

族
に

対

す
る

訴
え

､

帝
国
等
族
相
互

間
の

争
議

､

領
邦
君
主
と

ラ
ン

ト

等

族
相
互

間
の

争
議

､

そ

し
て

領
邦
君
主
と

そ

の

人
民

相
互
の

争
議
等
に

つ

い

て

裁
判
す

る

権
限
を

有
し

､

そ

れ

ら

権
限
を

通
し

て
､

帝
国
の

基
本
的

法
秩
序
の

維
持
を

は

か

ろ

う
と
し

た

の

で

あ

る
｡

そ

し

て
､

そ
の

帝
国
の

基
本
的
法
秩
序
を

な

し
て

い

た

の

が
､

等
族
国
家

的
体
制

､

連
邦
的
国
家

体
制
で

あ
っ

た

訳
で

あ
る

｡

神
聖
ロ

ー

マ

帝
国
崩
壊
後
の

ド

イ

ツ

に

あ
っ

て

は
､

ラ

イ
ン

同
盟
並
び

に

ド

イ

ツ

同
盟
が

､

い

わ

ゆ
る

国
家
連
合
と

し

て

の

結
び
つ

き

を

保
持
し

て

い

く
こ

と

と

な
る

が
､

そ
の

内
部
に

あ
っ

て

は
､

諸
邦
が

､

い

わ

ば

独

立
し

た

国
家
と

し
て

､

は

じ

め
て

近

代
的
意
味
で

の

憲
法
を

制
定
す
る

こ

と

と

な

る
｡

そ

し
て

､

同
盟
の

次
元
で

ほ
､

仲
裁

裁
判
的
な

も
の

が

み

ら

れ

る

に

す
ぎ

な

か
っ

た
の

に

対
し

て
､

諸
邦
に

お
い

て

ほ
､

は

じ

め
て

､

近

代
的
意
味
で

の

憲

法
裁
判
の

制
度
が

登
場
し

て

く
る

の

で

あ

る
｡

そ

し

て
､

そ

れ

に

は
､

前

述
し
た

等
旗
国
豪
的
体
制
が

重

要
な

役
割
を

占
め
る



( 1 0 7) 彙

の

で

あ

る
｡

こ

の

時
代
に

成
立

し

た
い

わ

ゆ
る

憲
法
争
議

､

大
臣
訴
追

､

そ

し
て

憲
法
訴
願
は

､

そ
の

発
現
形
態
は

異
な

る

と

は
い

え
､

い

ず
れ

も

基
本
的
に

は

君
主
と

S

匹
n

計
の

争
議
解
決
の

た

め

の

制
度
で

あ
っ

た
か

ら

で

あ

る
｡

そ

し

て
､

こ

の

君
主
と

S

鼓
ロ
d

e

の

争
議
は

､

S
t

抑

ロ

d
e

が

国
民
議

会
と

し

て
の

色
彩
を

強
め

て

い

く

に

つ

れ

て
､

君
主

1
並
び

に

そ

れ
に

代
表
さ
れ

る

執
行
府

-
と

議

会
の

機
関
争
議
と

し
て

の

形
態
を

採
る

に

至
る

の

で

あ

り
､

そ

れ

は
､

い

わ

ゆ

る

憲
法
争
議
と

し
て

､

ド

イ

ツ

の

憲
法
裁
判
の

中
核
の

一

つ

と

な
っ

て

い

く
こ

と

と
な

る

の

で

あ

る
｡

一

八

四

八

年
の

三

月

革
命
に

よ
っ

て

も
た

ら
さ

れ

た

フ

ラ
ン

ク

フ

ル

ト

憲
法
は

､

革
命
の

挫
折
に

よ
っ

て

実
施
さ

れ

る

に

は

至

ら

な

か
っ

た

が
､

そ

れ

は
､

そ
の

掲
げ

る

基
本
原
理

-
自
由
主
義

､

連
邦
主

義
､

法
治
国

家
原
理

-
を

確
保
す
る

た

め
に

､

か

な

り

広
範
且
つ

包
括
的
な

憲
法
裁

判
の

制
度
を

採
用
し
て

い

る
｡

た

と

え

ば
､

前
述
し

た

憲
法
争
議
ほ

､

こ

こ

に

お
い

て
､

邦
の

次
元
か

ら

連
邦
の

次
元
に

採
り

入
れ

ら
れ

(

但

し
､

争
い

の

両

当

事
者
が

裁
判

所
へ

の

提
訴
に

同

意
し

た

場

合

に

限

ら

れ

る

が
)

､

ま
た

､

連
邦
上
の

争
議
も

整
え

ら

れ
､

更
に

は

規

範

続
制
(

今

日

の

そ

れ

と

は

必

ず
し

も

同
一

で

は

な
い

が
)
､

憲
法
訴
願
も

規
定

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

実
施
に

は

至

ら

な
か

っ

た

と

は
い

そ
フ

ラ

ン

ク

フ

ル

ト

憲
法
の

予

定
す
る
こ

の

よ

う
な

憲
法
裁
判
制
度
は

､

ワ

イ
マ

ー

ル

憲
法

な

ど

に

も

大
き

な

影
響
を

及
ぼ

す
こ

と

と

な

る

の

で

あ

り
､

そ
の

歴
史
的

意
義
は

､

無
視
し

得
な
い

も

の

な
の

で

あ

る
｡

三

月

革
命
の

挫
折
の

後
､

ド

イ

ツ

を

｢

鉄
血

政
策
+

に

よ
っ

て

統
一

し

た

の

が
､

ビ

ス

マ

ル

ク

で

あ
る

｡

彼
の

考
え
を

反
映
し

た
､

い

わ

ゆ
る

ビ

ス

マ

ル

ク

憲
法
に

あ
っ

て

は
､

圧

倒
的
に

カ
の

論
理

が

優
位
を

占
め
て

お

り
､

憲
法
裁
判
制
度
の

存
在
す

る

余
地
は

殆
ん

ど

な

か
っ

た
｡

帝

国
内
の

争
い

は
､

政
治
的
な

力
関
係
に

よ
っ

て

解
決
さ

れ

た
の

で

あ
る

｡

連
邦
上

の

争
議
も

ま

た
､

す
ぐ
れ

て

政
治
的
な

機
関
で

あ

る

連
邦
参
事
院
に

よ
っ

て

政
治

的
に

解
決
さ
れ

た

の

で

あ

る
｡

唯
､

こ

の

時
代
に

あ
っ

て

は
､

ラ

イ
ヒ

ス

ゲ

リ
ヒ

ト

の

権
限
に

関
連
し

て
､

附
随
的
な

違
憲
立
法
審
査

権
の

有
無
が

頻
繁
に

論
じ
ら

れ

る
こ

と

と

な

る
｡

判
例
並
び

に

支
配
的
な

学
説

は
こ

れ

を

否
定
し

た

が
､

こ

の

問
題
は

､

ワ

イ
マ

ー

ル

時
代
に

そ
の

ま

ま

持
ち

込
ま
れ

､

そ

こ

で

種
々

の

論
議
を

喚
起
す
る

こ

と

と

な

る

の

で

あ

る
｡

敗
戦
と

革
命
の

中
か

ら

誕
生

し
た

ワ

イ
マ

ー

ル

憲
法
は

､

再
び

憲
法
裁

判
に

つ

い

て

の

規
定
を

有
す
る

こ

と
と

な

る
｡

ラ

イ
ヒ

と

ラ
ン

ト

相
互

間

の

争
議

､

ラ

ン

ト

相
互

間
の

争
議

､

ラ
ン

ト

内

部
の

い

わ

ゆ

る

憲
法
争
議

等
が

ラ

イ
ヒ

ス

ゲ
リ

ヒ

ト

あ

る
い

は

国

事
裁
判
所
の

権
限
と

さ
れ

る

の

で

あ
る

｡

ワ

イ
マ

ー

ル

憲
法
の

基
本
原
理
た

る

連
邦
主
義

､

法
治
主
義
等
を

実
効
あ

ら
し

め

る

た

め

に

で

あ

る

が
､

し
か

し
､

同
時
に

､

ワ

イ
マ

ー

ル

憲
法
の

も

う
一

つ

の

基
本
原
理
た

る

国
民

主
権
主
義
は

､

憲
法
裁
判
制
度

の

包
括
的
な

採
用
を

阻
止

す
る

役
割
を

果
し

た

の

で

あ

る
｡

ラ

イ
ヒ

に

お

け
る

最
高

機
関
相
互
の

争
議
は

､

裁
判
所
の

審
理

す
る

処
と

は
さ

れ

ず
､

規
範
統
制
に

つ

い

て

も
､

ま

た
､

明
文
の

規
定
は

置
か

れ

な
か

っ

た

の

で

あ

る
｡

も
っ

と
も

､

ビ

ス

マ

ル

ク

時

代
以

来
問
題
と

な
っ

て

い

た

附
随
的

な

違
憲
立

法
審
査

権
は

､

こ

の

時
代
に

な
っ

て
､

判
例
の

上

で

は

認
め

ら

れ

る

こ

と

と

な

る
の

で

あ

り
､

ま
た

､

そ

れ

と

関
連
し

て
､

抽
象
的
規
範

統
制
の

制
度
の

採
用
も

提
案
さ
れ

た

り

す
る

こ

と

と

な

る

の

で

あ
る

｡

既

に

存
在
し

て

い

た
､

ラ

ン

ト

法
に

つ

い

て

の

抽
象
的
規
範
統
制
の

制
度
と

㍊
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並
ん

で
､

そ

れ

は
､

違
憲
立

法
審
査

権
の

よ

り

効
果
的

､

且
つ

統
一

的
な

行
便
を

目
指
す
意
味
で

提
案
さ
れ

た

の

で

あ
っ

た

が
､

実
際
に

採
用
さ
れ

る

に

は

至
ら
な

か
っ

た
｡

そ
の

こ

と
は

､

ワ

イ
マ

ー

ル

憲
法
そ
の

も
の

の

規
範
的
拘
束
力
の

弱
さ

ー
そ

れ

は
､

国
民

主
権
主
義
の

強
調
と

不

可
分

の

関
係
に

あ
っ

た

が

-
を

考
慮
し
た

場
合

､

十
分
に

理

解
さ

れ

得
る

も

の

で

あ
っ

た
し

し

か

し
､

こ

の

規
範
的
拘
束
力
の

弱
さ

が
､

び
い

て

は
ワ

イ
マ

ー

ル

の

憲
法
体
制
を

崩
壊
に

導
く
こ

と
の

一

原
因
と

も

な
っ

た
の

で

あ

る
｡

ナ

チ

ス

は
､

ワ

イ
マ

ー

ル

憲
法
の

も
つ

､

そ

の

弱
点
を

利
用
す
る

こ

と
に

よ
っ

て
､

自
ら

の

独
裁
体
制
を

打
ち
た

て
､

基
本
的
人
権
の

徹
底

的
な

揉
り
ん

を

行
な

っ

た

の

で

あ

る
｡

三

第
二

次
世
界
大
戦
の

敗
北
に

よ
っ

て
､

ド

イ
ツ

は

二

分
さ

せ

ら

れ

た

が
､

そ
の

一

方
､

既
ち

､

西

側
に

お

い

て

制
定
せ

ら
れ

た

の

が
､

い

わ

ゆ

る

ボ
ン

基
本
法
で

あ
る

｡

そ

れ

は
､

ナ

チ

ス

の

独
裁
と
そ

の

も

と

で

の

基

本
的
人
権
の

徹

底
的
な

操
り
ん

に

対

す
る

直
接
的
な
ア

ン

チ

テ

ー

ゼ

と

し

て
､

そ

し

て
､

ま
た

､

そ
の

よ

う
な

事
態
を

も

た

ら

す
こ

と
の

一

原
因
と

も

な
っ

た

ワ

イ
マ

ー

ル

憲
法
の

欠
陥
の

是
正

と

し

て

の

意

味

を

も

こ

め

て
､

基
本
的
人

権
の

不

可
侵
性

､

規
範
的
な

る

も
の

の

逮
守
を

高
ら
か

に

う
た
っ

て

い

る
の

で

あ
る

｡

連
邦
憲
染
裁
判
制
度
は

､

そ
の

よ

う
な

ボ
ン

基
本
法
の

基
本
理

念
を

実
効
あ

ら

し
め

る

た

め
の

も
の

と

し
て

､

先
に

み

て

き

た
､

そ

れ

以

前
の

ド

イ
ツ

の

憲
法
裁
判
制
度
を

よ

り

包
括
的

､

且
つ

体
系
的
に

拡
充

､

整
備
し

た

形
で

ボ
ン

基
本
故
に

採
り

入

れ

ら

れ

た
も

の

で

あ

る
｡

以

下

に

お
い

て

ほ
､

連
邦
憲
法
裁
判
制
度
を

具
体
的
に

検
討
し

て

い

く
こ

と

と

す
る
が

､

そ
れ

は
､

同
時
に

､

連

邦
憲
法
裁
判
制
度
の

そ

甜り
～

の

よ

う

な

趣
旨
を

､

換
言
す
れ

ば
､

｢

民

主
主
義
の

論
理
+

に

対

す
る

｢

憲

法
の

論
理
+

の

優
位
を

明

ら
か

に

す
る

こ

と

で

あ

ろ

う
｡

ま

ず
､

最
初
は

､

連
邦
憲
法
裁
判
所
の

権
限
に

つ

い

て

で

あ
る

｡

そ
れ

は
､

大
略

､

一

､

連

邦
最
高
機
関
相
互
の

機
関
争
議

､

二
､

連

邦
上
の

争

議
､

三
､

規
範
統
制

､

四
､

憲
法
訴
願

､

五
､

そ
の

他
､

と

分
け

る
こ

と

が

可
能
な
の

で
､

そ
の

順
に

み
て

み
る

こ

と
と

す
る

｡

第
一

は
､

連
邦
最
高
機
関
相
互
の

機
関
争
議
に

つ

い

て

で

あ

る
｡

こ

れ

に

つ

い

て

は
､

ボ
ン

基

本
法
の

規
定
は

必

ず
し
も

明

確
で

は

な

く
､

連

邦

憲
法
裁
判
所
が

決
定
を

下

す
の

は

直
接
的
に

は

機
関
争
議
そ
の

も
の

に

つ

い

て

で

は

な
い

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

事
実

､

憲
法
判
定
会
議
に

お

け

る

審

議
か

ら

す
る

な

ら
､

そ

う
考
え

る

だ

け
の

十

分
の

理

由
が

存
す
る

の

で

あ

る
が

､

唯
､

連
邦
憲
法
裁
判
所

法
は

､

そ

れ

を

文
字
通
り

機
関
争
議
の

意

味
に

把
え

､

そ

れ

に

相
応
す

る

諸
規

定
を

置
い

た
の

で

あ
る

｡

そ

れ

に

よ

っ

て
､

連
邦
憲
法
裁
判
所
は

､

す
ぐ

れ

て

政
治
的
な

色
彩
の

強
い

争
議
を

も
､

そ

れ
が

法
的
形
態
を

採
る

限
り
に

お
い

て
､

直
接
自
ら

審
理

す
る
こ

と

と

な
っ

た

の

で

あ

る
｡

尚
､

こ

の

機
関
争
議
に

つ

い

て

当
事
者
能
力
を

有
す
る
の

は
､

連
邦
大
統
領

､

連
邦
議
会

､

連

邦
参
議
院

､

連
邦
政
府
の

他
､

政
党

､

個
々

の

議
員
等
で

あ

る
｡

ま

た
､

こ

こ

で

争
議
の

対

象
と

な

る

の

ほ
､

被
提
訴
者
の

｢

措
置
あ

る

い

は

不

作
為
+

で
､

提
訴
権
者
自
身

あ

る

い

は

彼
の

属
す
る

機
関
に

基
本
法
上

委
ね

ら

れ
て

い

る

権
利
ま
た

は

義
務
を

侵
害
し

､

あ
る

い

は

直
接
脅
か

す
よ

う
な

も
の

す
べ

て

で

あ
る

｡

第
二

の

連

邦
上
の

争
議
に

つ

い

て

ほ
､

特
に

述
べ

る
ぺ

き

点
も

な
い

｡

既
に

ワ

イ
マ

ー

ル

時
代
に

も

認
め

ら

れ

て

い

た

も
の

が
､

若
干
形
を

変
え



て

ボ
ン

基
本
法
に

採
り

入

れ

ら

れ

た
に

す
ぎ

な
い

か

ら
で

あ

る
｡

次
は

､

規
範
統
制
に

つ

い

て

で

あ
る

｡

ボ
ン

基
本
法
は

､

は

じ

め
て

､

い

わ
ゆ

る

抽
象
的
規
範
統
制
の

制
度
を

完
全
な

形
で

採

用
し

た

の

で

あ

る
｡

即
ち

､

連
邦
憲
法
裁
判
所
は

､

連
邦
政
府

､

テ
ン

ト

政
府

､

も

し

く

は

連
邦
議
会
議
員
の

1

了

の

申
立
て

に

基
づ

き
､

連
邦
法

も

し

く

は

ラ

ン

ト

法
が

基
本
改
も

し

く
は

そ
の

他
の

連
邦
法
と

形
式
的
あ

る

い

は

実

質

的
に

一

致
す
る

か

香
か

に

つ

い

て

決
定
す
る

こ

と

が

で

き

る

の

で

あ

る
｡

し

か

し
､

連
邦
憲

迭
裁
判
所
は

､

更
に

､

い

わ

ゆ

る

具
体
的

規
範
統
制
に

っ

い

て

も

権
限
を

有
す
る

の

で

あ

る
｡

こ

れ

は
､

ワ

イ
マ

ー

ル

時
代
に

判

.
例
上

認
め

ら

れ
て

い

た

附
随
的
な

違
憲
立

汝
審
査

権
が

達
意
判
決
を

下
す

権
限
に

つ

い

て

連
邦
憲
法
裁
判
所
に

集
中
せ

ら
れ

る

よ

う
に

な
っ

た
こ

と

を

意
味
す
る

が
､

そ
の

こ

と

は
､

ま
た

､

附
随
的
な

違
憲
立

法
審
査

権
と

具
体
的
な

規
範
統
制
と
の

､

更
に

は

両
者
と

抽
象
的
規
範
統
制
と
の

同
質

性
を

示

唆
す

る

も
の

で

も

あ
る

の

で

あ

る
｡

尚
､

規
範
統
制
の

対

象
と

さ

れ

る

も
の

と

し
て

特
に

注
目
に

催

す
る
の

は
､

憲
法
規
範
と

条
約
法
律
で

ぁ
る

｡

憲
法
改
正

法
律
が

規
範
統
制
の

対

象
と

さ

れ

る

こ

と

ほ

勿
論

､

判

例
は

､

憲
法
規
範
そ
の

も
の

も

ま
た

基
本
法
の

基
本
原
理

あ

る
い

は

そ
れ

が

是
認
し

て

い

る

超
実
定
法
に

基
づ

き

審
査

さ

れ

得
る

も
の

と

し
て

い

る

報

の

で

あ

る
｡

唯
､

こ

の

点
に

つ

い

て

は
､

学

翠
上

も

争
い

が

存
す
る

処
で

ぁ

り
､

本
論
文
は

､

バ

ホ

ッ

フ

と

ア
ペ

ル

ト
の

論
争
を

い

さ

さ

か

具
体

的

に

検
討
し
て

み

る

こ

と

に

よ
っ

て
､

判
例
の

立
場
が

必

ら

ず
し

も

説
得
的

彙

で

な
い

旨
､

指
摘
し

て

お
い

た
｡

条
約
は

､

条
約
法
律
と
い

う
形
式
に

お

り

い

て

審
査
の

対

象
と

さ

れ
て

い

る
｡

ボ
ン

基
本
法
は

､

そ
の

他
､

更
に

別

0小

の

形
態
の

規

範
統
制
を

も

認
め

て

い

る

の

で

あ

る

が
､

こ

れ

ら
を

も

放
じ

て

い

い

得
る

こ

と

は
､

規
範
統
制
の

内
に

､

ボ
ン

基
本

法
に

女

け
る

｢

違

法
の

論
理
+

の

優
位
が

典
型
的
な

形
で

表

明
さ

れ

て

い

る
､

と

い

う
こ

と

で

あ

る
｡

第
四

は
､

憲
法
訴
願
で

あ

る
｡

こ

れ

は
､

ボ
ン

基
本
法
自
身
に

は

明

文

の

規
定
が

な

く
､

連
邦
憲
法
裁
判
所
法
に

よ
っ

て

は

じ

め

て

導
入

さ

れ
た

も
の

で

あ

る
｡

そ

し
て

､

こ

れ

に

よ
っ

て
､

い

か

な

る

者
も

､

公
権
力
に

ょ
っ

て

そ
の

基
本
権
が

侵
害
さ

れ

た

場
合
に

は
､

連
邦
憲
法
裁
判
所
へ

の

提
訴
が

可
能
と

な
っ

た

の

で

あ

る
｡

し

か

も
､

こ

こ

に

い

う

公

権

力
に

は
､

行
政
権
の

み

な
ら

ず
､

立

法
権

､

裁
判
権
も

含
ま
れ

る

の

で

あ

り
､

い

わ

ゆ
る

統
治
行
為
も

､

ま

た
､

そ

れ
が

基
本
権
を

侵
害
す

る

限
り
に

お

い

て

審
査
の

対

象
と

さ

れ
る

の

で

あ

る
｡

更
に

注

目
す
べ

き

は
､

立

法
者

の

不

作
為
に

対

す
る

憲
法
訴
願
も

ま

た

判
例
上

認
め

ら

れ
て

い

る

と

い

う

点
で

あ
る

｡

こ

の

種
の

訴
え

は
､

従
来
に

は

見
ら

れ

な
か

っ

た

も
の

で

あ

り
､

従
っ

て
､

本
論
文
で

は
､

こ

の

点
に

つ

い

て

学
説

､

判
例
等
の

検

討

を
い

さ

さ

か

具
体

的
に

行
な
っ

て

み

た
｡

も
っ

と

も
､

こ

の

不

作
為
の

場

合
を

も

含
め

て
､

立
法
行
為
に

対

す
る

憲
法
訴
願
が

ど
の

よ

う
な

前
提
の

も

七

に

認
め

ら

れ
る

か

に

つ

い

て

は

議
論
が

あ

り
､

必

ず
し

も

明
ら

か

で

は

な
い

｡

し
か

し
､

い

ず
れ

に

し
て

も
･ ､

明
白
な
こ

と

は
､

こ

の

憲
法
訴

戯
制
度
に

よ
っ

て

立

法
者
が

基
本
権
の

不

可
侵
性
を

最
高
度
に

保
障
し

よ

う
と

意
図
し

た
こ

と

で

あ
る

｡

最
後
に

挙
げ

ら

れ
る

の

は
､

政
党
の

禁
止

､

基
本
権
の

喪
失

､

大
統
領

訴
追

等
で

あ
る

｡

こ

れ

ら

も
､

ま

た
､

す
べ

て

基
本
法
保
障
の

た

め
の

も

の

で

あ
る

こ

と
は

い

う
ま

で

も

な
い

｡

▲7

連
邦
憲
法
裁
判
所
の

権
限
に

つ

い

で

問
題
と

な

る

の

は
､

そ
の

地

位
､

彪
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粗
放

､

構
成
で

あ
る

ひ

こ

れ

に

絶
し

て

ま

ず
挙
げ

ら
る
ぺ

き

は
､

連
邦
憲

法
裁
判
所
が

憲
法
機
関
と

し

て

の

地

位
と

裁
判
所
と

し
て

の

地

位
を

合
せ

有
し

て

い

る
､

と
い

う
点
で

あ

る
｡

そ
の

こ

と

ほ
､

つ

ま
り

､

一

方
に

お

い

て

は
､

連
邦
憲
法
裁
判
所
が

ボ
ン

基
本
下
に

お
い

て

憲
法
保
障
と

い

う

す
ぐ
れ

て

重

要
な

役
割
を
お

び

て

い

る
こ

と

を

裏
付
け
て

い

る

の

で

あ

る

が
､

他
方
に

お

い

て

は
､

ま
た

､

そ

れ

が

裁
判
機
関
で

あ
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

少
な

く

と

も

そ
の

権
限
の

中
心

部
分
は

実

質
的
意
義
に

お

け
る

裁
判

と

観
念
せ

ら
る

べ

き
こ

と

を
示

唆
し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

連
邦
憲
法
裁
判

所
の

裁
判
官
は

､

連
邦
議
会
と

連
邦
参
議
院
に

よ
っ

て

各
半
数
ず
つ

選
任

せ

ら
れ

る
｡

憲
法
機
関
と

し
て

の

地

位
を

占
め

る

連
邦
憲
法
裁
判
所
が

､

こ

れ

に

よ
っ

て
､

｢

民

主
主
義
の

論
理
+

に

よ

る

正

当
化
を

受

け

た

と

も

い

い

得
る

が
､

し
か

し
､

そ
の

選
任
に

特
別
多
数
が

必

要
と
さ

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

す
る

な

ら
､

や

は

り
､

裁
判
機
関
と

し
て

の

連
邦
憲
法
裁
判
所

で

の

｢

民

主
主
義
の

論
理
+

の

貫
徹
に

は
一

定
の

制

限
が

付
さ

れ

て

い

る
､

と

い

い

得
る

の

で

あ

る
｡

最
後
に

､

連
邦
憲
法
裁
判
所
の

判
決
の

効
力
に

つ

い

て

で

あ
る

｡

こ

こ

で

特
に

問
題
と

な

る
の

は
､

い

わ

ゆ
る

抽
象
的
規
範
統
制
の

場
合
で

あ

る

が
､

そ

れ

に

は
､

G
e

∽

e
t

N
e

S

す
邑
t

が

与

え

ら

れ
て

い

る
｡

そ

し
て

､

こ

れ

は
､

そ
の

他
の

規
範
統
制
や

立

法
権
に

対

す

る

憲
法
訴
願
の

場
合
に

つ

い

て

も

同
様
な
の

で

あ
る

｡

G
e
s

e
t

N

e

旨
⊇
f
t

の

意
義
に

つ

い

て

は
､

そ

れ

が

我
が

国
で

い

う
一

般
的
効
力
を

そ

の

内
に

含
む

も
の

で

あ
る

こ

と

は

勿
論
で

あ

り
､

い

わ

ば

立

法
と

顆
似
の

効
果
を

有
す
る

と

さ

れ
る

の

で

あ

る

が
､

し

か

し
､

立
法
そ
の

も

の

で

は

な

い
｡

そ

れ

は
､

後
の

単
純
法
律

に

よ
っ

て

廃
止

､

変
更
さ

れ
る

こ

と
は

な

く
､

ま

た
､

消
極
的
立
法
と
ほ

そ

れ

自
体
自
己

矛
盾
で

あ

る
か

ら
で

あ

る
｡

尚
､

連
邦
憲
法
裁
判
所
の

そ

腰り
〟

の

他
の

権
限
の

場
合
に

つ

い

て

は
､

G
e

邑
詣
払

打
邑
t

は

な

く
､

拘
束
力

の

み
が

与
え
ら

れ

て

い

る
｡

唯
､

そ
の

主
観
的
範
囲
に

つ

い

て

は
､

両
者

の

間
に

実
質
上

の

差
異
は

殆
ん

ど

み

ら

れ

な

い
｡

と

も

に
､

連

邦

憲

法

裁
判
所
の

憲
法
保
障
機
能
を

十
全
た

ら

し
め

る

た

め

の

も

の

な

の

で

あ

る
｡

四

西
ド

イ

ツ

に

お

け
る

憲

法
裁
判
に

つ

い

て
､

そ

の

歴
史
的
系
譜
並
び

に

現
行
制
度
を

検
討
し

た

後
で

最

後
に

残
る

の

は
､

結
局

､

そ

れ

ら

検
討
を

踏
ま

え
た

上
で

､

憲
法
裁

判
の

本

質
を

ど
の

よ

う
に

理

解
す
べ

き
か

､

と

い

う
問
題
で

あ

る
｡

以

下

に

お
い

て

は
､

従
っ

て
､

そ

の

点
を

前

記
目

次

の

如
き

順
序
で

検
討
し

て

み

る

こ

と

と

す
る

｡

ま

ず
､

そ
の

歴
史
的
意
義
に

つ

い

て

で

あ
る

｡

第
一

部
並

び
に

第
二

部

の

検
討
等
を

通
し

て

み

た

場
合

､

憲
迭
裁
判
ほ

､

要
す
る

に
､

ど
の

よ

う

な

機
能

､

役
割
を

歴
史
的
に

担
っ

て

き
て

い

る
､

と

い

い

得
る

の

か
｡

こ

の

点
に

つ

い

て
､

い

か

ば

ド

イ

ツ

固
有
の

も
の

と

し

て

特
に

挙
げ

得
る

の

ほ
､

第
一

は
､

過
去
の

ド

イ

ツ

に

み

ら

れ
た

等

旗

国

家

的

体
制
(

そ

し

て
､

そ

の

継

承
と

し

て

の

二

元

的

国

家

体

制
)

の

保
持
存
続
と
い

う
こ

と

で

あ

り
､

第
二

は
､

連
邦
的
国
家
体
制
の

保
持
存

続

と

い

う
こ

と

で

あ

り
､

そ

し
て

､

第
三

に

ほ
､

ナ

チ

ス

の

独
裁
と

そ

の

も

と

で

の

基
本
的
人

権
の

無
視
に

対

す
る

ア

ン

チ

テ
ー

ゼ

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

唯
､

こ

れ

ら

を
一

括
し
て

､

更
に

そ

の

根
底
に

流
れ
て

い

る

も

の

は

な

に

か

と

い

え

ば
､

そ

れ
は

､

既
に

明
ら

か

な

よ

う
に

､

基
本
的
汝
秩
序
の

保

障
､

規
範
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的
価
値
の

擁
護
で

あ

る
｡

そ

し
て

､

ま

さ

に

そ
の

点
に

お
い

て

こ

そ
､

憲

法
裁
判
は

､

そ
の

具
体
的
形
態
の

差
異
に

も
か

か

わ

ら

ず
､

歴
史
的
に

は

一

貫
し

た

役
割
を

有
し

て

き

た
の

で

あ

る
｡

唯
､

志
法
裁
判
の

も
つ

そ
の

よ

う
に

重

大
な

役
割
(

そ

し
て

､

そ
れ

に

と

も

な

う

種
々

の

重

要

な

権

限
)

は
､

同
時
に

､

憲
法
裁
判
に

対
し

て

い

く
つ

か

の

本

質
的
な

疑
問
を

喚
起
す

る
こ

と

と

な
っ

た

の

で

あ

る
｡

従
っ

て
､

次
に

は
､

そ
の

点
を

み

て

み

る
こ

と

と

す
る

｡

問
題
の

中
心

は
､

憲
法
裁
判
を

権
力
分

立

理

論
か

ら

み

て

ど
の

よ

う
に

把
え
る
ぺ

き

か
､

と
い

う
点
に

存
す
る

｡

そ

れ

は
､

果
し
て

､

立

法
権
並

び

に

行
政
権
に

対

置
せ

ら
れ

る
､

三

権
の

一

つ

と

し
て

の

裁
判
権
(

そ
の

意

味
で

司

法

権
と

い

う
こ

と

も

可

能
｡

唯
､

司

法

権
を

最

初
か

ら

民

事
･

刑

事

(

そ

し

て
､

更
に

は

行

政

裁

判
)

の

作

用
と

定

義

づ

け

た

場

合

に

は
､

憲
法

裁
判

が

司

法

権
か

ら

除

外
さ

れ

る

こ

と

は

当

然

と

な
る

｡

こ

こ

で

は
､

そ
の

よ

う

な

司

法

概

念
と

は

異
な
っ

て

用
い

ら
れ

て

い

る
､

と
い

ぅ

意

味
で

裁
判

権
と

し

た
｡

)

に

含
め

ら

れ

る

の

か

香
か

､

と

い

う
点

で

ぁ
る

｡

学
説
は

､

こ

の

点
､

憲
法
裁
判
の

裁
判
的
性
格
肯
定
論
と

同
否
定

論
と

の

二

つ

に

大
き

く

分
け
る

こ

と

が

で

き

よ

う
｡

そ

し
て

､

後
者
に

つ

い

て

は
､

更
に

､

憲
法
裁
判

一

般
に

つ

い

て

そ
の

裁
判
的
性
格
を

否
定
す
る

も

の

と
､

具
体

的
事
件
と
の

関
連
で

な

さ

れ
る

い

わ

ゆ
る

附
随
的
な

違
憲
立

法
審
査
を

除
い

て
､

そ
の

他
の

董
法
裁
判
に

つ

い

て

そ
の

裁
判
的
性
格
を

否
定
す
る

も
の

と
に

分
け
る

こ

と
が

で

き

る
の

で

あ

る
｡

し
か

し
､

私
見

に

よ

れ

ば
､

こ

れ

ら

否
定
論
は

､

い

ず
れ

も
､

十
分
に

説
得
的
な

根
拠
を

有
し
て

い

る

と
は

い

え

な
い

の

で

あ

る
｡

た

と

え

ば
､

憲
法
裁
判

一

般
に

い

て

つ

い

て

そ

の

裁
判
的
性
格
を

否
定
す
る

ド

ラ

ー

㌧
ク

リ
ユ

ー

ガ

ー

等
は

､

そ
の

論
拠
を

､

憲
法
の

規
範
的
不

明

確
性

､

そ

し

て
､

そ

れ
に

基

づ

く
､

憲
法
裁
判
所
の

形
成
的

､

政
策
的
判
断
の

不
可
避

性
､

香
､

更
に

は

そ

の

積
極
的
必

要
性
等
に

求
め

て

い

る
｡

し

か

し
､

憲
法
規
範
は

､

そ

の

細
部
に

お

け
る

不

明

確
性

､

多
義
性
に

も
か

か

わ

ら

ず
､

尚
､

規
範
と

し

て

の
一

定
の

客
観
的
な

意
味
内

容
を
い

わ
ば

外
枠
と

し

て

有
し

て

い

る

の

で

あ
り

､

そ

れ

の

確
認
な
い

し

は

認
識
は

可

能
な

の

で

あ

る
｡

そ

し

て
､

そ

れ

を

離
れ

て
､

形
成
的

､

政
策
的
判
断
を

積
極
的
に

行
な
っ

て

い

く
こ

と

は
､

憲
法

裁
判
所
に

は

許
さ

れ

な

い

の

で

あ

る
｡

否

定

論
の

第

二
､

即
ち

､

附
随
的
な

遵

撃
止

法
審
査

を

除
い

て
､

そ
の

他
の

憲
法
裁
判

に

つ

い

て

そ

の

裁
判
的
性
格
を

否
定
す
る

の

は
､

た

と

え

ば
､

カ

ー

ル

･

シ

ュ

ミ

ァ

ト

で

あ

る
｡

彼
は

､

附
随
的
な

違
憲
立

法
審
査
に

つ

い

て
､

そ

の

場
合
に

裁
判
官
が

違
憲
な

法
律
を

通
用
し

な
い

の

は
い

わ

ば

緊
急
避
難

で

あ

り
､

立

法
者
を

統
制
す
る

意
思
を

も
っ

て

し
て

で

は

な
い

､

と

す
る

の

で

あ
る

が
､

蓋
し

､

疑
問
と
い

う
ぺ

き
で

あ
ろ

う
｡

具
体

的
事
件
に

適

用
し

な
い

だ

け

と

は
い

え
､

少
く

と

も
､

そ

の

前
提
に

は

違
憲
の

判
断
が

な

さ

れ

る

の

で

あ

り
､

ま
さ

に

そ

の

点
に

お

い

て
､

そ

れ
は

､

そ
の

他
の

憲
法
裁
判

､

就
中

､

抽
象
的
規
範
統
制
と

な

ん

ら

異
な
る

処
は

な

い

か

ら

で

あ
る

｡

憲
法
裁
判
を

実

質
的
意
義
に

お

け
る

裁
判
権
の

一

つ

と

し
て

把
え
る

べ

き
こ

と

は
､

憲
迭
裁
判
を

第
九
章
裁
判
(

河
e

｡

F
t

名
言

旨
戸
口
g
)

に

お

い

て

そ
の

他
の

裁
判
権
と

並
べ

て

規
定
し

て

い

る

ボ

ン

基
本
法
の

趣
旨
に

も

か

な

う
よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

フ

リ
ー

ゼ

ン

ハ

ー

ン

が

憲
法
裁
判
を

含
め

た

統
一

的
な

裁
判
概
念
の

構
築
を

試
み

た

の

は
､

そ

の

意
味
で

き

わ

め
て

適

{q
ソ

切
な

も
の

で

あ
っ

た

が
､

唯
､

彼
は

､

そ

の

よ

う
な

裁
判
概
念
か

ら

規
範

㍊
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統
制
を

除
外
し
て

し

ま
っ

た

の

で

あ

る
｡

具
体
的
事
件
性
の

欠

愴
を

理

由

と

し

て

で

あ
る

が
､

し
か

し
､

規
範
統
制
の

如
き

憲
法
裁
判
の

中
心
に

あ

る

も
の

を

そ
の

よ

う
に

除
外
し

て

し

ま
っ

た

易
合
に

は
､

統
一

的
な

裁
判

概
念
構
築
の

試
み

そ
の

も
の

が

無
意
味
に

な

る

の

で

あ

り
､

ま
た

､

そ

う

す
る
こ

と

は
､

既
に

述
べ

た
よ

う
に

､

憲
法
裁
判
の

も
つ

役
割
か

ら

し
て

も

望
ま

し

く

な
い

の

で

あ

る
｡

具
体
的
事
件
の

解
決
と

い

う
形
態
を

採
ろ

う
と

､

法
規
の

抽
象
的
な

審
査

と
い

う
形
態
を

採
ろ

う
と

､

い

ず
れ

も
､

意
法
の

規
範
的
価
値
の

擁
護
を

め

ざ

し
て

い

る

と

い

う
点
で

は

差
異
は

な

い

か

ら
で

あ

り
､

基
本
法
の

趣
旨
も

､

そ
こ

に

存
す
る

と

思
わ

れ

る

か

ら

で

あ
る

｡

憲
法
裁
判
は

､

こ

の

よ

う
に

し
て

､

抽
象
的

､

具
体
的
規
範
統

制
を
も

含
め

て
､

実
質
的
に

も

裁
判
権
の

一

つ

と

し
て

観
念
せ

ら

る
ぺ

き

こ

と

と

な
る

の

で

あ

る
｡

そ

し
て

､

本
論
文
は

､

そ

の

よ

う
な

裁
判
概
念

の

メ

ル

ク

マ

ー

ル

を
､

ゲ
イ

ン

ト

リ

γ

ヒ
､

レ

ヒ

ナ

一

等
と

同
様

､

一

定

の

訴
訟
手
続
を

と

も

な
っ

た
､

独
立
し
た

機
関
に

よ

る
､

法
そ

れ

自
体
の

認
識

､

確
認
作
用
と

把
え

た
の

で

あ
る

｡

憲
法
裁

判
が

そ

の

任

務
と

す

る
､

規
範
的
た

る

も

の

の

擁
護
と

は
､

ま

さ
に

､

こ

の

よ

う
な

法
そ

れ

自

体
の

不

断
の

認
識

､

確
認
作
用
に

よ
っ

て

な
さ

れ

得
る

も

の

で

あ

る
､

と

考
え

る
か

ら
で

も

あ
る

｡

憲
法
裁
判
を

こ

の

よ

う
に

裁
判

権
の

一

つ

と

把
え
た

場
合

､

更
に

尚
､

一

応
触
れ

ら
る

べ

き

は
､

憲
法
裁

判
は

そ
の

他
の

裁
判
権
に

比

較
し

て

ど

の

よ

う

な

特
色
を

有
し

て

い

る

の

か
､

と
い

う
点
で

あ

る
｡

し

か

し
､

こ

の

点
に

つ

い

て

は
､

最
早
詳
論
す
る

必

要
は

な
い

で

あ

ろ

う
｡

憲
法
裁
判

は
､

そ

れ
が

他
な

ら
ぬ

憲
法
を

､

い

わ

ば

す
ぐ

れ
て

政
治
的
性
格
を

有
す

る

法
を

直
接
認
識

､

適
用
す
る

こ

と
に

よ
っ

て
､

そ

れ

自
体
す
ぐ

れ

て

政

治
的
な

効
果
を

と

も

な

う

と
い

う
点
に

そ
の

特
色
を

有
す
る

の

で

あ

る
｡

3 0ウ
〟

そ

し
て

､

こ

の

点
か

ら

す
る

な

ら
､

憲
法
裁
判
は

｢

民

主
主
義
の

論
理
+

と

原
理

的
に

相
容
れ
な

い

と

い

う
こ

と

も
､

確
か

に

可
能
と
な

る

の

で

あ

る
｡

憲
法
裁
判
は

､

そ

の

こ

と

を

認
め
つ

つ

も
､

尚
､

憲
法
の

規
範
的
価

値
の

擁
護
の

た

め
に

､

や

や

も

す
る

と

形
骸
化
し
が

ち

な

｢

民

主
主
義
の

論
理
+

を

統
制
す
べ

く

呼
び

求
め

ら
れ

て

い

る
の

で

あ
る

｡

以
上

〔

博
士

論
文
審
査
要

旨
〕

論
文

題
目

｢

西

ド

イ

ツ

に

お

け
る

憲
法

裁

判
の

研

究
+

論
文

審
査

担

当

者

田

上

穣
治

市
庶
昌
三

郎

杉
原

泰
雄

〔

論
文
要
旨
〕

わ
が

憲
法
第
八

一

条
の

解
釈
を

め

ぐ
っ

て
､

最
高
裁
判

所
に

｢

憲
法
裁
判
所
+

と

同
じ

く

抽
象
的
規
範
統
制
の

権
能
を

認
め
る

学

説
が

あ

り
､

ま

た

具
体
的
事
件
の

裁
判
と
し

て

で

は

あ

る

が
､

違
憲
判
断

の

効
果
に

つ

き
一

般
的
効
力
を

認
め
る

学
説
も

あ

る
｡

こ

の

論
争
の

解
明

は
､

わ

が

憲
法
の

解
釈
に

重

要
な

意
味
が

あ
る

が
､

申
請
者
ほ

､

西
ド

イ

ツ

に

お

い

て

ほ

ぼ

完
全

な

形
に

発
展
し
た

憲
法
裁
判
制
を

検
討
す
る
こ

と

が
､

先
決
問
題
で

あ

る

と

考
え

､

そ
の

歴
史
的
系
譜

､

現

行
制
度

､

本
質

の

研
究
に

志
し

た
｡

ま

ず
､

神
聖
ロ

ー

マ

帝
国
時
代
の

声
e

ど

訂
打
p

日
日
e

→

g
e

ユ
O

E
(

一

四

九
六
)

､

挿
e
-

○

訂
F
U

耳
P
叶

(

一

五

〇
一

)

は
､

帝
国
等
族
に

対

す
る

訴
え

､



帝
国

等
族
相

互

間
の

争
議

､

領
邦
君
主
と

ラ

ン

ト

等
族
間
の

争
議
等
の

ほ

か
､

領
邦
君

主
と

そ

の

人
民

聞
の

争
議
に

つ

い

て

裁
判
を

す
る

権
限

を

有

し
て

い

た
｡

こ

の

最
後
の

も
の

は
､

当
時
の

領
邦
君
主
と

人
民

と
の

法
律

関
係
は

､

む

し

ろ

私
法
的
性
格
が

強
か

っ

た

か

ら
､

こ

れ

を

基
本
権
に

関

す
る

争
い

と

し
て

､

今
日

的
な

憲
法
訴
願
の

制

度
と

し
て

と

ら

え
る

こ

と

に

は

問
題
が

あ

る

が
､

少
な

く

と

も

そ
の

萌
芽
と

み
る

こ

と
が

で

き

る
｡

(

第
一

部
第

一

革
)

｡

ラ

イ
ン

同
盟

､

ド

イ
ツ

同
盟
時
代
の

諸
邦
に

お

い

て

成
立

し

た

憲
法
争

議
､

大
臣

訴
追

､

憲
法
訴
願
制
度
は

､

基
本

的
に

は
､

い

ず

れ

も

君

主

(

行

政

府
)

と

等
族
(

議
会
)

と

の

争

議
解
決
の

た

め
の

制
度
で

あ

り
､

憲
法
裁
判
制
の

中
核
の

一

つ

と

み

ら

れ
る

も
の

で

あ
っ

た

(

第
二

章
)

｡

憲
法
争
議

､

連

邦
上
の

争
議

､

規
範
統
制

､

憲
法
訴
願
の

制

度
等
を

も

含
む

広

範
か

つ

包
括
的
な

憲
法
裁
判
制
の

採
用
を

意
図
し

た

フ

ラ
ン

ク

フ

ル

ト

憲
法
は

､

神
聖
ロ

ー

マ

帝
国
時
代
の

伝
統
を

う
け
つ

ぎ
､

ド

イ

ツ

同

盟
時
代
の

歴
史
的
体
験
を

ふ

蔓
ろ
て

､

そ
の

後
の

憲
法
思
想
に

多
く
の

影

響
を

及
ぼ

す
こ

と

と

な

る

(

第
三

章
)

｡

も
っ

と

も
ビ

ス

マ

ル

ク

憲
法
に

あ
っ

て

は
､

力
の

論
理
が

圧

倒
的
に

優

位
を

占
め

､

憲
法
裁
判
制
の

存
在
す
る

余
地

は

殆
ん

ど

な

く
､

連
邦
参
事

報

院
に

よ
る

政
治
的
解
決
が

こ

れ

に

代
っ

た
｡

た

だ

当
時

､

判
例
な
ら

び

に

( 11 3) 彙

支
配
的
学
説
に

よ
っ

て

否
定
さ

れ
な

が

ら

も
､

ラ

イ
ヒ

ス

ゲ
リ

ヒ

ト

が
､

附
随
的
な

違
憲
立

法
審
査
権
を

有
す
る

か

香
か

に

つ

い

て

論
争
が

絶
え

な

か
っ

た
こ

と

は

注
目
に

価
す
る

(

第
四

章
)

｡

ワ

イ
マ

ー

ル

憲
法
に

は
､

再
び

憲
法

裁
判
削
が

あ

ら

わ
れ

る
｡

す
な

わ

ち

ラ

イ
ヒ

ス

ゲ
リ

ヒ

ト

ま

た

は

国
事
裁
判
所
は

､

ラ

イ
ヒ

と

ラ

ン

ト

問
の

争
議

､

ラ

ン

ト

相
互

間
の

争
議

､

ラ

ン

ト

内
部
の

い

わ

ゆ
る

憲
法
争
議
等

に

つ

い

て

の

裁
判
権
を

も
つ

こ

と

と

な
っ

た
｡

た

だ
こ

こ

で

注

意
す
べ

き

こ

と

は
､

ワ

イ
マ

ー

ル

憲
法
は

､

連
邦
主
義
と

法
治
主

義
と

い

う
､

い

わ

ば

憲
法
裁
判
制
を

推
進
す
る

基
本
原
理

と
な

ら

ん

で
､

逆
に

こ

れ

を

阻
む

可
能
性
を

も

も
つ

民
主
主
義
を

も

そ
の

基
本
原
理

と

し

て

い

た
こ

と
で
■

あ

る
｡

そ
の

た

め

包
括
的
な

憲
法

裁
判
制
は

採
用
さ

れ

ず
､

ラ

イ
ヒ

最
高
機

関
相
互
の

争
議
お

よ

び

規
範
統
制
に

つ

い

て

の

裁
判
権
は

､

明
文
上

､

承

認
さ

れ

る

に

い

た

ら

な
か

っ

た
｡

も
っ

と

も
､

附
随
的
な

違
憲
立

法
審
査

制
は

､

こ

の

時
代
に

お

い

て

判
例
上

､

承
認
さ

れ

た

が
､

抽
象
的
規
範
統

制
の

制
度
は
つ

い

に

採
用
さ

れ

な

か

っ

た
｡

こ

の

よ

う
な

民

主
主
義
の

強

調
､

そ

の

結
果
と

し

て

の

憲
法
の

規
範
的
拘
束
力
の

弱
体
化
こ

そ

が
､

ワ

イ
マ

ー

ル

憲
法
体
制
崩
壊
の

大
き

な

原
因
の

一

つ

な

の

で

あ

る

(

第
五

革
)

｡
っ

つ

い

て

申
請
者
は

､

現
行
制

度
に

つ

い

て

の

検
討
に

移
る

｡

ま

ず
､

｢

民
主
主

義
の

論
理
+

を

尊
重

し
た

ワ

イ
マ

ー

ル

憲

法
の

経
験

を

顧
み

､

ボ
ン

基

本
法
は

､

｢

違
法
の

論
理
+

(

法

治

主

義
)

を

優
位
せ

し

め
､

｢

民
主
主

義
の

論
理
+

に

対

し
て

憲
法
を

擁
護

･

保
障
す

る

こ

と

に

努
め

､

そ
の

た
め

の

制
度
と

し

て

憲
法
裁
判
別
の

強
化

拡
充
を

図
っ

た
､

と

そ
の

歴
史
的
意
義
を

述
べ

た

(

第
二

部

序

章
)

後
､

連
邦
憲
法
裁
判
所

の

権
限
を

､

一

､

連
邦
最
高
機
関
相
互
の

機
関
争
議

､

二
､

連
邦
上
の

争

議
､

三
､

規
範
統
制

､

四
､

憲
法
訴
願

､

五
､

そ
の

他
に

分
け

､

と

く
に

三
､

四
に

つ

い

て

詳
論
す
る

｡

判
例
上

承
認
さ

れ

た

憲
法
違
反
の

憲
法
律
に

対

す
る

規
範
統
制

､

お

よ

ィ

.⊥

び

立

法
者
の

不

作
為
に

対

す
る

憲
法
訴
願
に

つ

い

て

検
討
を

加
え

､

前
者

㍊
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に

対
し

て

は

否
定
的
な

立
場
を

と
り

､

後
者
に

対

し
て

は
､

そ
の

結
論
を

留
保
し
っ

つ

も
､

こ

の

よ

う
な

判
例

･

学
説
の

展
開
の

中
に

､

基
本
権
の

不

可
侵
性
を

最
高
度
に

保
障
し
ょ

う
と

す
る

ボ
ン

基
本

法
の

基
本
的
な

態

度
が

窺
わ

れ

る

こ

と

を

指
摘
す
る

(

第
一

章
)
｡

連
邦
憲
法
裁
判
所
の

組
織

･

構
成
に

つ

い

て

は
､

裁
判
官
の

選

任
が

立

法
機
関
に

よ
っ

て

行
な

わ

れ

る

こ

と

で
､

｢

民

主
主

義
の

論
理
+

が

支
配

し
て

い

る

と

も

い

え

る

が
､

そ
の

選
任
に

特
別
多
数
を

要
求
す

る
一

面
も

あ
る

こ

と
で

は
､

｢

民
主
主

義
の

論
理
+

を

制
限
し

て

い

る

の

セ
あ
っ

て
､

こ

こ

に

連
邦
憲
法
裁
判
所
が

､

す

ぐ

れ
て

政
治
的
な

機
関
の

一

面
を

も
つ

半
面
な

お

裁
判
機
関
で

あ

る
こ

と

が

示

さ

れ
て

い

る

(

第
二

草
)

｡

判
決
の

効
力
の

問
題
に

つ

い

て

は
､

い

わ

ゆ

る

G
e

邑
諾
許
→

邑
が

｢

一

般
的
効
力
+

を

意
味
し

､

立

法
類
似
の

効
果
を

も
つ

こ

と

に

は

異
論

が

な
い

が
､

後
の

単
純
汝
律
に

よ
っ

て

廃
止

･

変
更

さ

れ

る

こ

と

が

な

く
､

ま

た

消
極
的
立

法
と
い

う
こ

と

そ

れ

自
体

自
己

矛
盾
で

あ
る

か

ら
､

立
法
で

は

な
い

と

す
る

｡

さ

ら
に

拘
束
力
の

客
観
的
範
囲
の

問
題
に

つ

い

て

も

詳
細
な

検
討
を

加
え
る

(

第
三

章
)

｡

以

上

の

研
究
を

基
礎
に

､

最
後
に

､

憲
法
裁
判
の

本

質
を

論
ず
る

｡

憲
法
裁
判
の

本
質
は

､

基
本
的
法
秩
序
の

保
障

､

規
範
的
価
値
の

擁
護

に

あ

る

(

第

三

部

第
一

草
)

が
､

そ

の

重

要
な

役
割

､

権
限
か

ら

し
て

､

そ

れ
は

権
力
分
立
制
と

矛
盾
し

､

｢

民

主
主
義
の

論
理
+

と

相

容
れ

な

い

の

で

は

な
い

か

と

い

う
重

大
な

疑
問
が

生

ず
る

｡

憲
法
の

規
範
的
不

明

確
性
と

､

そ

れ
に

基
づ

く

憲

法

裁

判

所
の

形

成

的
･

政
策
的
判
断
の

不

可
避

性
か

ら
､

憲
法
裁
判
の

裁
判
的
性
蒋
を

香

足

す
る

見
解
が

あ
る

が
､

憲
法
規
範
も

､

な

お

規
範
と

し
て

の
一

定
の

客
観

的
な

意
味
内
容
を
い

わ
ば

外
枠
と

し

て

有
し
て

い

る

か

ら
､

そ

れ

の

確
認

湖

な

い

し

は

認
識
が

可
能
で

あ
っ

て
､

そ

れ

を

離
れ
て

､

憲
法
裁
判
所
が

形

成
的

･

政
策
的
判
断
を

積
極
的
に

行
な

う
こ

と

ほ

許
さ

れ

な
い

｡

､

ま
た

､

具
体
的
な

規
範
統
制
は

､

裁
判
の

前
提
と

し

て

で

あ

れ
､

違
憲
判
断
を

す

る
こ

と

に

お
い

て
､

抽
象
的
な

規
範
統
制
と

本
質
的
に

異
な

ら

な
い

｡

し

た

が
っ

て

前

者
に

裁
判
的
な

性
格
を

認
め

な

が

ら
､

後
者
に

こ

れ

を

否
定

す
る

こ

と

も

理

由
が

な
い

｡

要
す
る

に
､

憲
法
裁
判
も

､

一

定
の

争
訟
手

続
を

と
も

な
っ

た
､

独
立
の

機
関
に

よ

る

法
そ

れ

自
体
の

確
認

作
用
で

あ

る

こ

と
で

ほ
､

他
の

裁
判
作

用
と

異
な

ら

ず
､

実
質
的
に

ほ

裁
判
権
の

一

種
で

あ
る

(

第
二

革
)

｡

憲
法
裁
判
は

､

本
質
的
に

､

政
治

的
な

性
椅
を

も
つ

と

考
え

ら

れ

る

た

め
､

民

主
主
義
原
理

と

の

関
係
が

問
題
と

な
る

｡

両
者
の

間
に

は
､

本
質

的
な

矛
盾
が

な
い

と

す
る

主

張
も

あ

る

が
､

｢

民

主
主
義
の

論
理
+

と
｢

憲

法
の

論
理
+

は
､

極
限
に

お

い

て
､

相
互
に

相
容
れ

ず
､

両
者
の

単
純
な

結

合
は

あ

り

え

な
い

｡

し

た

が
っ

て

｢

憲
法
の

論
理
+

を

貫
徹
す
る

制
度

と

し

て

の

憲
法
裁
判
ほ

､

｢

民

主
主
義
の

論
理
+

と

は

本

質
的
に

異
な

る

も

の

と

断
定
す
る

｡

〔

審
査

概

要
〕

本
論
文
の

も

つ

基
本
的
な

価
値
ほ

､

上

記
諸
論
点
に

関

す
る

諸
学
説
を

丹
念
に

分
析
し

な
が

ら
､

ド

イ

ツ

に

お

け

る

憲
法
裁
判
制

度
に

つ

い

て
､

詳
細
か

つ

包
括
的
な

研
究
を

な

し

た

も
の

と

し

て
､

わ
が

学
界
に

対

し

寄
与

す
る

と
こ

ろ

が

大
き
い

こ

と
に

あ

る
｡

ま

ず
､

申
請
者
は

､

憲
法
違
反
の

憲
法
律
が

規
範
統
制
の

対

象
た

り

う

る

か

と
い

う
､

憲
法
学
の

根
本
問
題
に

も
つ

な

が

る

問

題
に

メ

ス

を

入

れ
､

と

く
に

せ
P
O

ど
れ

(

肯
定

論
)

と

A
噌
2
-

t

(

香
定

論
)

の

学
説
を

中



心
に

､

諸
学
説
を

丹
念
に

分
析
し
て

､

こ

の

分
野
で

の

研
究
に

一

つ

の

礎

石
を

す
え
て

い

る

(

第
二

部

第
一

草
第
三

節
)

｡

ま
た

､

｢

立

法
の

不

作
為
に

対

す
る

憲
法
訴
願
+

の

問
題
に

つ

い

て
､

二

社
会
国
家
の

原
理

と
の

関
連

､

二
､

権
力
分
立

と

の

関
連

､

三
､

基

本
権
条
項
と

の

関
連
等
の

観
点
か

ら
､

学
説

･

判
例
の

詳
細
な

検
討
を

行

な
っ

て

い

る

(

第
二

部
第

一

章

第

四

節
)

｡

さ

ら
に

､

連
邦
憲

法
裁
判
所
法
第
三

一

条
第

一

項
の

拘
束
力
の

客
観
的

範
囲
に

つ

い

て
､

一

､

憲
法
裁
判
所
の

判
決
の

性
格

､

二
､

実
定
規
定

､

三
､

実
際
的

･

政
策
的
観
点
か

ら

検
討
し

､

さ

ら
に

同

条
第
二

項
の

い

わ

ゆ

る

G
e
∽

e
t

N

e
∽

付

言
f
t

の

本
質
に

つ

い

て
､

そ

れ

が

消

極
的

な

立

改

と

し

て

の

性
質
を

も
つ

か

ど

う
か

を

裁
判
権
の

一

種
と

し

て

の

憲
法
裁
判
権

と

い

う
立

場
か

ら

分
析
し
て

い

る

(

第
二

部

第
三

章
)

｡

こ

れ

ら
の

基
本
的
な

価
値
の

ほ

か
､

わ

れ

わ

れ

ほ
､

な
お

以

下
の

諸
点

を

も

本
論
文
の

長
所
と

し
て

評
価
す
る

も
の

で

あ

る
｡

神
聖
ロ

ー

マ

帝
国
の

時
代
に

お
い

て
､

封
建
諸
侯
と

筆
族
の

接
頭
に

よ

る

連
邦
的
国
家
体
制
へ

の

推
移
が

､

国
家
機
関
の

分
立

と

権
限
争
議
の

多

発
を

も
た

ら

し
た
こ

と
､

お

よ

び

等
族
国
家
的
体
制
が

私
法
的
原
理

に

よ

っ

て

国
家
機
関
相
互

な

ら

び
に

人

民

と
の

関
係
を

把
握
し
た

た

め

に
､

権

報

限
争
議
を

権
利
の

争
い

と

し

て

裁
判
権
に

服
せ

し
め

る

こ

と

が

容
易
で

あ

( 1 15) 彙

っ

た

こ

と
､

こ

れ

ら
の

事
実
が

､

憲
汝
上
の

機
関
相
互

の

権
限
争
議
に

関

す
る

憲
法
裁
判
の

萌
芽
と

な
っ

た

と

す
る

申
請
者
の

指
摘
は

当
を

え

て

い

る
｡

ま

た
､

ナ

チ

ス

の

独
裁
の

ア

ン

チ

テ

ー

ゼ

と

し
て

､

戦
後
の

ド

イ
ツ

で

｢

民

主
主
義
の

論
理
+

に

対

し
､

法
の

支
配
が

強
調
さ

れ

た
こ

と

が
､

伝

統
的
な

憲
決
裁
判
制
を

完
成
さ

せ

た

も
の

と
い

え

る
｡

規
範
統
制
も

ま

た

形
式
的
争
訟
と

し

て

み

る

な

ら

ば
､

権
限
争
議
と

共
通
性
が

あ

る
｡

憲
法

裁
判
は

､

争
訟
手
続
を

経
て

憲
法
規
範
を

通
用
し

､

確
定
力
を

生

ぜ

し

め

る

裁
判
の

一

種
で

あ

る
か

ら
､

｢

法
の

支
配
+

を

指
導
原
理

と

す
る

｡

し

か

レ

な

が

ら
､

憲
法
裁
判
所
の

裁
判
官
は

､

そ

の

裁
判
に

つ

い

て

国
民

ま

た

は

国
会
に

対

し

責
任
を

負
う
も

の

で

な

い

か

ら
､

国
会
に

相
当
広
い

範

囲
の

政
治

的
裁
量
権
を

認
め
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

｢

法
の

支
配
+

と

｢

民

主
主
義
の

論
理
+

と
の

綜
合
を
は

か

る

こ

と

が
､

墓
法
の

正

し
い

要
請
で

あ

り
､

こ

こ

に

憲
法
裁
判
の

限
界
が

求
め

ら

れ

る
｡

こ

の

間
題
に

関
す
る

申
請
者
の

論
証
ほ

詳
密
で

あ
る

｡

こ

の

よ

う
な

､

本
論
文
に

も
､

若
干
の

欠
点
が

あ

る
こ

と

は

否
定
で

き

な

い
｡

た

と

え

ば
､

憲
法
に

違
反
す
る

憲

法
律
の

規
範
統
制
の

問
題
に

つ

い

て
､

憲
法
は

全
体
と
し

て
一

個
の

統
一

的
法
体

系
を

な

し
て

お
り

､

憲

法
規
範
ほ

相
互
に

矛
盾
し

え

な

い

こ

と
､

お

よ

び

基
本
法
第
九
三

条
第

一

項
第
二

号
､

第
一

〇
〇
条
第

一

項
の

文
言
を

根
拠
に

､

か
か

る

憲
法
裁
判

所
の

権
限
を

否
定
す
る

こ

と

に

は
､

一

応
の

理

由
が

あ

る
が

､

肯
定
論
者

出
P
O

F
O
叫

の

主
張
す
る

よ

う
に

憲
法
制
定
権
を

も

制
約
す
る

超
実
定

法
の

存
在
を

認
め
る

か

香
か

が
､

問
題
解
決
の

鍵
で

あ

り
､

そ
の

意
味
で

､

自

然
法
の

本
質
に

対

す
る

究
明
が

不
可
欠
で

あ

る
｡

本
論
文
の

趣
旨
か

ら

い

っ

て
､

直
ち
に

そ

三

ま
で

望
む
こ

と

は

酷
で

あ

ろ

う
が

､

憲
法
裁
判
別
の

研
究
を

進
め

る

と

す
れ

ば
､

最
後
に

は
､

｢

憲
法
の

論
理
+

､

｢

法
治
主
義
+

の

基
礎
に

あ

る

白
然
法
と

対

決
せ

ざ

る

を

え

な
い

で

あ

ろ

う
｡

ま
た

､

そ

も

そ

も
､

憲
法
裁
判
別
の

本
質
が

､

権
限
争
議
の

解
決
に

あ

っ

て
､

規
範
統
制
に

な
い

こ

と

は
､

西
ド
イ

ツ

に

お
い

て
､

命
令
の

抽
象
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的
な

規
範
統
制
の

権
限
が

､

行
政
裁
判
所
に

認
め

ち

れ
て

い

る
こ

と

に

み

ら

れ

る

よ

う

に
､

抽
象
的
規
範
統
制
の

権
限
が

必

ず
し

も

憲

法
裁
判
所
に

専
属
す
る

も
の

で

な
い

こ

と
､

お

よ

び

基
本
権
の

保

護
を

目

的
と

す
る

憲

法
訴
願
が

ボ

ン

基
本
法
に

規
定
さ

れ

ず
､

も
っ

ぱ

ら

連
邦
憲
法
裁
判
所
法

の

創
設
し

た

権
限
で

あ
る

こ

と

に

徴
し

て

明
ら

か

で

あ

ろ

う
｡

こ

の

点
で

申
請
者
の

見
解
は

必

ず
し

も

明

ら
か

で

な

く
､

む

し

ろ

わ
が

憲
法
の

解
釈

を

考
慮
し

て
､

規
範
統
制
の

権
能
を

重

く

み

る

よ

う
で

あ
る

が
､

さ

ら
に

検
討
を

要
す

る

と
こ

ろ
で

あ

ろ

う
｡

こ

の

よ

う
に

本
論
文
に

も
､

若
干
の

欠
点
が

散
見
す
る

が
､

そ

れ

ら
が

3 4

本
論
文
の

有
す
る

価
値
に

本
質
的
な

影
響
を

及
ぼ

す
も
の

で

ほ

な
い

こ

と

β

は
い

う
ま

で

も

な

い
｡

わ

れ

わ

れ

は
､

申
請
者
に

対
し

て

な

さ

れ

た

最
終
試
験
の

成
績
を

あ

わ

せ

考
え

､

申
請
者
が

一

橋
大
学
法
学
博
士
の

学
位
を

授
与
さ

れ

る

に

価
す

る

も
の

と

判
断
し

た

次
第
で

あ

る
｡

昭

和
四

十
二

年
九
月




