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西
ド

イ

ツ

連
邦
憲
法
裁
判
所
に

お

け
る

法

令
審
査
の

判
決
の

効
力

m

曲

卜

†

山

内

敏

弘

裁
判
所
に

よ

る

法

令
審
査
が

ど
の

線
度
の

実
効
性
を

有
す
る

か

は
､

ひ

と
え

に

そ

の

判
決
に

い

か

な

る

効
力
が

与
え

ら

れ

る

か

に

か

か

っ

て

い

る
､

と

い

っ

て

も

過
言
で

は

あ
る

ま

い
｡

我

が

国
に

お
い

て
､

憲
法
第
八

一

粂
に

基
づ

く

達
意
判
決
が

個
別
的
効
力
を

有
す
る
の

か
､

或
は

一

般
的

効
力
を

有
す
る

の

か
､

が

重

要
な

論
点
と

し

て

争
わ

れ

て

い

る

の

も
､

こ

の

意
味
に

お
い

て

で

あ

ろ

う
｡

と
こ

ろ

で
､

既
に

周
知
の

よ

う
に

､

ボ
ン

基

本
法
は

連
邦
意
法
裁
判
所

の

設
置
を

規
定
し
て

お

り
､

そ
こ

で

の

重

要
な

権
限
の

一

つ

と

し
て

､

法

令
審
査

権

岳
我
が

国
に

お

け
る

そ

れ

と

は
､

当
然
の

こ

と

な
が

ら
､

そ

の

形
態
及
び

様
式
に

お
い

て

異
な
る

が

-
を

認
め

て

い

る
｡

従
っ

て
､

こ

の
､

連
邦
志

法
裁
判
所
に

よ
っ

て

な

さ

れ

る

法
令

審
査
の

判
決
が

い

か

な
る

効
力
を

有
す
る

か

も
､

前
述
し
た

意
味
で

､

き

わ

め

て

重

要
で

あ
る

と
い

う
べ

き

で

あ

る
｡

勿
論

､

連
邦
憲
法
裁
判
所
に

よ

る

法
令
審
査
の

判

決
が

原
則
と

し

て

い

わ

ゆ
る

一

般
的
効
力
を

有
す
る

で

あ

ろ

う
こ

と
は

､

連
邦
憲
法
裁
判
所
の

性
格
か

ら

し
て

予
想
さ

れ

得
る

処
で

あ

る
｡

し

か

し
､

問
題
は

そ

れ

だ

け

で

は

す
ま
さ

れ

な
い

｡

更
に

よ

り

具
体
的
且
つ

多

角
的
に

問
題
を

検
討
し
て

み

る
こ

と

が

必

要
で

あ

る
｡

こ

の

小

論
は

､

そ

(

1
)

の

た

め
の

､

一

つ

の

試
み
で

あ

る
｡

一

連
邦
憲
法
裁
判
所
に

よ

る

法
令
審
査
は

､

種
々

の

形
態
及
び

様
式
を

も

(

2
)

っ

て

な

さ

れ
て

い

る
｡

そ

の

す
べ

て

に

お
い

て
､

判
決
の

効
力
が

同
一

で

あ

る

か

香
か

に

つ

い

て

は

争
い

が

存
す
る

｡

憲
法
訴
願
に

基
づ

く

法
令

審

査
の

判
決
の

効
力
が

他
の

法
令
審
査
の

場
合
と

同
一

で

あ

る

か

香
か

に

つ

い

て

見
解
が

分
れ
て

い

る

か

ら

で

あ

る
｡

し

か

し
､

こ

の

点
に

つ

い

て

(

3
)

は
､

他
の

研
究
に

ゆ

ず
り

､

こ

の

小

論
で

は

取
扱
わ

な
い

｡

憲

法
訴
願
に

基
づ

く

場
合
以

外
の

法
令
審
査
の

判
決
に

つ

い

て

は
､

連
邦
憲
法
裁
判
所

法
が

規
定
を

設
け
て

い

る
｡

即
ち

､

同

第
三

一

条
二

項
に

よ

れ

ば
､

｢

第

一

三

条
六

､

一

一

､

一

二
､

及
び

一

四

号
の

事
例
に

お

い

て

は
､

連
邦
憲

法
裁
判
所
の

判
決
は

G
e

旨
t
N

e

町

村

旨
f
t

を

有
す
る
+

の

で

あ

る
｡

か

く

し

て
､

法
令
審
査
の

判
決
の

効
力
に

関
す
る

議
論
は

､

こ

こ

に

い

う

G
e

琵
･

t

N

e
∽

打

岩
f
t

が
い

か

な
る

意
味
を

有
す
る

か
､

と
い

う
点
か

ら

始
ま

る

こ

と

と

な

る
｡

と
こ

ろ
で

､

こ

の
､

G
e

蒜
t

N

e

払

打

言
語

と

い

う
言
葉
は

､

基

本
法
第
九

四

条
二

項
に

既
に

見
出
さ

れ
､

い

わ

ば

そ
の

規
定
を

受
け

て

連

邦
憲
法
裁
判
所
故
に

採
り
入

れ

ら

れ

た

も
の

で

あ
る

が
､

し
か

し
､

そ

れ

は
､

基
本
法
の

創
造
に

よ

る

も

の

で

は

な
い

｡

ワ

イ
マ

ー

ル

憲
法
時
代
に

ま

で

遡
る

の

で

あ
る

｡

即
ち

､

ワ

イ
マ

ー

ル

意

法

第
一

三

条
二

項
は

､

｢

ラ

ン

ト

法
の

規
定
が

ラ

イ
ヒ

法
と

一

致
す
る

か

香
か

に

つ

い

て

疑
い

或

は

見
解
の

相
違
が

生
じ

た

場
合
に

は
､

権
限
を

有
す
る

ラ

イ
ヒ

ま

た

は

ラ

(

J

ン

ト
の

中
央
行
政
庁
は

､

よ

り

詳
細
な

ラ

イ
ヒ

法
律
の

規
定
に

基
づ

き
､
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ラ

イ
ヒ

最
高
裁
判
所
の

裁
判
を

求
め

る
こ

と

が

で

き
る
+

と

規
定
し

て

い

た

が
､

こ

の

規
定
に

基
づ

い

て
､

執
行
法
律
第
三

条
三

項
が

､

こ

の

事
例

に

お

け

る

ラ

イ

ヒ

ス

ゲ

リ
ヒ

ト

の

判
決
は

G
2

旨
t

謀
臣
1

已
t

を

有
す
る

､

(

4
)

と

定
め
て

い

た

の

で

あ

る
｡

そ

し
て

､

当
然
の

如
く

､

ワ

イ
マ

ー

ル

憲
法

時
代
に

こ

の

規
定
の

意
味
に

つ

い

て

論
議
が

な
さ

れ

た
｡

例
え

ば
､

ア

ン

シ

ュ

γ

ツ

は
､

¢
e

芳
t
N

e

賢
言
f

t

を

有

す
る

判

決
は

｢

…

…

ラ

イ
ヒ

立

法
者
に

よ

り

な

さ

れ

る
､

当
該
ラ

イ
ヒ

法
律
の

有
権

的

解

釈
(

a

ま
F
e

苧

(

占
し

江

芳
F
e

l

n
t

¢

8
冒
訂

旨
ロ
)

と

同
様
の

作
用
を

す
る
+

と

述
べ

､

ギ

ー

ゼ

(

6
)

も
､

そ
の

コ

ン

メ

ン

タ
ー

ル

で

同
旨
の

指
摘
を

し
て

い

る
｡

そ

し

て
､

こ

れ

に

対

し
て

､

例
え

ば
ベ

ー

ル

は
､

｢

判
決
に

G
e

払

e
t

N

e
∽

打

⊇
許

が

与
え

ら

れ

る

も
の

と
さ

れ

た

場
合
に

は
､

そ

れ

は
､

い

ず
れ

の

点
で

も
､

そ

れ

が

あ

た
か

も

法
律
で

あ

る

か
の

如
く

に

見
な
さ

れ
､

ま

た

評
価
さ

れ

る
べ

(

7
)

き
で

あ
る

､

と
い

う
こ

と

を

意
味
し
て

い

る
+

と

述
べ

て

い

る
｡

そ

し

て
､

更
に

こ

の

種
の

議
論
そ
の

も
の

に

対

し

て
､

ヘ

ン

ゼ

ル

は
､

そ

れ

が
､

そ
の

法
的
効
果
に

つ

い

て

は

広
範
な

一

致
が

存
在
す
る

以

上
､

｢

概

(

8
)

し
て

言
葉
に

関
す
る

争
い

に

基
づ

い

て

い

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
+

と

し
て

い

る

の

で

あ

る
｡

ワ

イ
マ

ー

ル

憲
法
下
に

お

け
る
こ

の

よ

う
な

前
史
を

有

す
る

G
e

旨
t

甲

e

賢
言
語

は
､

ボ

ン

基
本
畠
下
に

お
い

て

は

ど
の

よ

う
に

把
え

ら
れ

て

い

る

の

で

あ

ろ

う
か

｡

事
情
は

､

ボ
ン

基
本
法
下
に

お

い

て

い

さ

さ

か

異
な

っ

て

い

る
よ

う
で

あ

る
｡

例
え

ば
､

ガ

イ

ガ
ー

は
､

こ

の

点
に

つ

い

て

以

下
の

よ

う
に

い

っ

て

い

る
｡

｢

こ

の

種
の

(

=
G
2

S

2
t

N

e
∽

打
1

已
t

を

有

す

る

【
引

用

者
)

判
決
は

､

な

ん

ら

規
範
で

は

な
い

｡

そ

れ

は
､

規
範
と

そ

の

ま

ま

同
等
の

も
の

で

も

な
い

｡

そ

れ

は
､

単
に

そ
の

一

般
的
拘
束
性
を

規
範
と

共
有
す
る

に

す
ぎ

ず
､

そ
の

内
容
上

生

ず
る

場
合
に

は
､

規
範
と

指

(

9
)

(

一じ

同
じ
よ

う
な

主
観
的
権

利
及
び

義
務
を

生
ぜ

し

め

る

の

で

あ

る
｡

+

｢

G
e

?

e

t
N

e

払

打
→

乳
汁

を

与
え

ら

れ

た

判
決
は

､

巴
e

F
t
e

諾
p

コ
ー

の

F

で

あ

り
､

ま

(

1 0
)

た

そ
れ

に

と

ど

ま

る
｡

+

ま
た

､

レ

ヒ

ナ

ー

は
､

以

下
の

よ

う
に

い

う
｡

｢

こ

こ

で

は
､

法
定
立
的
行
為
(

諾
C

打
t

∽

e
t

N

琵
-

n

わ

→
賢
-

g

村
e

芹
)

は
､

多

く
立

法
に

近

似
し
て

い

る
｡

し

か

し
､

そ

れ

は
､

新
た

な

規
範
が

創
造
さ

れ

る

の

で

は

な

く
､

単
に

既
存
の

法

-
或
は

見
せ

か

せ

の

法
の

無
効
-

1
が

一

般
的
な

拘
束
力
を

も
っ

て

確
認
さ

れ
る

に

す
ぎ
な
い

の

だ

か

ら
､

(

n
)

,

､

､

,

､

立
法
で

は

な
い

｡

+

｢

G
e
払

e
t

旨
払

打
→

巴
t

は
､

す
べ

て

の

者
が

､

裁
判
に

よ

り

そ
の

地

域
的
並

び

に

人

的
効
力

範
囲
に

お

い

て
､

当
該
規
範
に

基
づ

い

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

て

直
接
に

権
利
を

取

得
し

､

ま
た

は

義
務
づ

け

ら

れ

る
､

と
い

う
こ

と

を

(

1 2
)

意
味
し

て

い

る
｡

+

マ

ウ
ン

ツ

も

ま

た

い

う
｡

連

邦
憲
法
裁
判
所
法
第
三

一

条
二

項
は

､

｢

単
に

連
邦
憲
法
裁
判
所
の

判

決
が

実
体
法
的
に

法

律
の

効
果
を

有

す
る

こ

と

を

述
べ

て

い

る

だ

け
で

､

そ

れ

が

法

律
､

《

司

法
の

(

1 3
)

立

法
行
為
》

で

あ
る

､

と

述
べ

て

い

る

の

で

は

な
い

｡

+

連
邦
憲
法
裁
判
所
に

お

け

る

判
決
が

我
が

国
で

い

う
一

般
的
効
力
を

有

す
る
こ

と

は
､

こ

の

よ

う
な

指
摘
か

ら

も

既
に

明
ら
か

で

あ

ろ

う
｡

そ

れ

は
､

そ
の

内
容
に

つ

い

て

す
べ

て

の

も
の

を
一

般
的
に

拘
束
す
る

の

で

あ

る
｡

法
令
に

関
す
る

連
邦
憲
法
裁
判
所
の

判
断
が

判
決
の

主

文
に

お

い

て

直
接
示
さ

れ

る

以

上
､

こ

の

こ

と

は

当
然
と
い

う
べ

き

で

あ

ろ

う
｡

唯
問

題
は

更
に

そ

の

先
に

あ

る
､

と
い

う
こ

と
も

ま

た

以

上
の

こ

と
か

ら

明
ら

か

で

あ
ろ

う
｡

即
ち

､

問
題
の

焦
点
は

､

G
e
班

e

t

琵
払

打
→

巳
t

を

有
す
る

判

決
が

果
た

し

て

立

法
と

み

な

し

得
る

か

香
か

､

と
い

う
点
で

あ
る

｡

憲
法

裁
判
の

本

質
論
が

は

か

ら

ず
も
こ

こ

で
一

部
顕
在
化
し

た

訳
で

あ
る

｡

意

叫
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め

恥

迭
裁
判
の

本
質
論

一

般
に

つ

い

て

は
､

将
来
の

研
究
に

委
ね
る

こ

と
と

し

て
､

当
面
の

問
題
に

限
ろ

う
｡

そ
し

て
､

こ

の

点

に

限
っ

て

い

う
な

ら

ば
､

西
ド

イ

ツ

に

お

い

て

既
に

通
説
は

形
成
さ

れ

て

い

る
､

と
い

っ

て

も

誤
り

で

は

な
い

で

あ

ろ

う
｡

こ

こ

に

挙
げ
た

ガ

イ

ガ
ー

､

レ

ヒ

ナ

ー
､

マ

(

1 4
)

(

1 5
)

ウ
ン

ツ

を

始
め

､

更
に

フ

リ

ー

ゼ

ン

ハ

ー

ン

､

ダ
イ

ン

ト

リ
γ

ヒ
､

カ

ー

(

1 6
)

デ
ン

バ

ァ

ハ

等
が

､

G
2

∽
e

七

宝
∽

村
1

巳
t

を

有
す
る

判
決
と
い

え

ど

も
､

そ

(

1 7
)

れ

は

立

法
で

は

な
い

､

と

し

て

い

る

か

ら

で

あ
る

｡

我
々

は
､

こ

こ

に
､

ワ

イ
マ

ー

ル

憲
法
時
代
と

ボ
ン

基
本
法
時
代
と
の

間
に

お

け

る
､

G
e

芳
･

t

N

e
∽

打

言
f
t

に

関
す
る

見
解
の

推
移
を

読
み

取
る

こ

と
が

で

き

る
の

で

あ

る
｡

し
か

し
､

こ

の

よ

う
に

G
e
∽

e
t

諾
町

村
→

已
t

を

有
す
る

判
決
が

立

法
で

は

な
い

と
さ

れ

た

と

し

て

も
､

そ

れ

で

は
､

そ
れ

が

通
常
の

民
事

･

刑
事
等

の

判
決
と
そ

の
一

般
的
効
力
を

有
す
る

点
を

除
い

て

す
べ

て

同
一

に

考
え

ら

れ
る

の

か
､

と

い

う
と

､

こ

と

は

必

ず
し

も

そ

う

簡

単
で

は

な

い
｡

G
e

払

e
t

蒜
賢
言
語

を

有

す
る

こ

と
に

と

も

な

う
特
殊
な

議
論
が

な
さ

れ

て

い

る

か

ら
で

あ

る
｡

従
っ

て
､

以
下
に

お

い

て

は
､

こ

の

点
に

つ

い

て

検

討
し
て

み
る

こ

と

と

し

よ

う
｡

〓

再
度

､

ガ

イ

ガ

ー

及
び
レ

ヒ

ナ

ー

の

い

う
処
を

み
て

み

よ

う
｡

ま

ず
ガ

イ
ガ

ー

は
､

そ
の

コ

ン

メ

ン

タ

ー

ル

に

お
い

て

以

下
の

よ

う
に

い

っ

て

い

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

る
｡

｢

G
e
∽

e

t

N
e

∽

粁
→

已
t

を

与
え

ら

れ

た

判
決
の

拘
束
力
は

､

種
々

の

段
階

(

村
中
口

巴

を

有
し

得
る

｡

判
決
は

､

基
本
法
の

如
く
に

一

般
的
に

拘
束
し

得
る

､

従
っ

て

憲
法
と

し
て

の

効
力
(

く
①

ユ

琵
∽

戸
n

g
払

打
1

乳
汁

)

を

有
し

得

る

し
､

連
邦
法
律
の

如
き

一

般
的
拘
束
力
(

連
邦

法

律
と

し

て

の

効

力

《

出
仁

邑
e

招
e

旨
t

N

e

の

打

言
語
》

)
､

ラ
ン

ト

憲
法
或
は

ラ

ン

ト

法
律
の

如
き

一

般
的
拘
束
力
(

テ

ン

ト

意
法

と

し

て

の

効
力

《

｢
P

n

計
笥
e

ユ

監
岩
口

篭
打
･

昌
f
t

》
､

或
は

ラ

ン

ト

法

律

と

し

て

の

効

力
《

P
甲
戸

倉
馬
e

琵
t

N

e
∽

打

旨
巾

t
》

)

､

或
は

命
令
の

一

般
的
拘
束
力

(

命
令
と

し
て

の

効

力

《

く
e

→

O

星
口

仁

ロ

g

?

町
民
t
》

)

を

有
し

得
る

｡

基

準
と

な

る
の

は
､

そ
の

存
立
に

つ

い

て

連
邦

憲
法
裁
判
所
が

判
決
を

下
し

た

処
の

法
規
範
の

効
力
で

あ

る

…

…
｡

憲
法

と

し
て

の

効
力
を

有
す
る

判
決
は

､

就
中

､

連
邦
憲
法
裁
判
所
が

憲
法
改

正

法
律
の

法
的
存
在
を

肯
定
す
る

す
べ

て

の

事
例
に

お
い

て

存
在
す
る

｡

そ
れ

は
､

単
に

､

憲
法
に

よ
っ

て

そ
の

改
正

に

関
し

て

規
定
さ

れ

た

手
続

が

遵
守
さ

れ

て

い

る

か

香
か

に

つ

い

て

疑
い

が

あ

る

場

合
の

み

な

ら

ず
､

基
本
法
の

一

定
の

規
定
は

改
正

で

き
な

い

こ

と

か

ら
(

諾
触

諾
九
条

ヾ

憲
法
改
正

法
律
の

基
本
法
と
の

実
質
的
不

一

致
が

主
張
さ

れ
た

場
合
に

お

(

1 8
)

い

て

も
､

可
能
で

あ
る

｡

+

レ

ヒ

ナ

ー

も
､

そ
の

コ

ン

メ

ン

タ

ー

ル

に

お

い

て

次
の

よ

う
に

い

う
｡

｢

判
決

(

=
G
e

払
e

t

旨
∽

打

言
辞

を

有
す

る

-
引

用
者

)

は
､

…

…

そ
れ

が

適
用
す
る

規
範
の

段
階
(

声
P
ロ

g
)

を
､

従
っ

て

通
常
(

例

え

ば

テ

ン

ト

法
が

連
邦

法

を

基

準
と

し

て

測
ら

れ

る

場
合
で

な

､

､

(

1 9
)

い

限

り
)

憲
法
の

段
階
を

有
す
る

｡

+

(

2 0
)

こ

の
､

一

見
奇
異
と

も

思
わ

れ

る

指
摘
は

､

な
に

を

意
味
す
る
の

で

あ

ろ

う
か

｡

我
々

は
､

こ

こ

に
､

連

邦
憲
法
裁
判
所
に

お

け

る

法
令
審
査
の

判
決
に

与
え
ら

れ

た

特
殊
な

性

希
を

読
み
と

る

こ

と

が
で

き

よ
う
■｡

G
e

?

e

t

N

e

旨
旨
f

t

を

与
え

ら
れ

た

判
決
は

立

法
で

は

な
く

裁

判

判
決
そ

の

も

の

で

あ
る

と
し

て

も
､

や

は

り

通
常
の

判
決
と

は
こ

の

点
で

異
な
る

､

と

】
L

J

い

う
訳
で

あ
る

｡

し

か

し
､

判
決
が

種
々

の

段
階
を

有
し

得
る

と

い

う
､

訂
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こ

れ

ら
の

指
摘
は

､

当
然
の

こ

と

な

が

ら
､

慎
重
に

吟
味
す
べ

き

問
題
を

含
ん

で

い

る
｡

そ

れ
は

､

判
決
が

立
法
或
は

規
範
で

は
な

く

裁
判
判
決
そ

の

も
の

で

あ
る

と

し
た

こ

と

と

矛

盾
し

か

ね

な
い

要
素
を

含
ん

で

い

る
か

ら

で

あ

る
｡

な

ぜ

な

ら
､

ま

ず
第

一

に
､

こ

れ

ま
で

の

通
常
の

概
念
か

ら

す
る

な

ら

ば
､

種
々

の

段
階
を

有
す
る
の

は

判
決
で

は
な

く
､

む

し

ろ

立

法
(

憲

法
､

汝

律
､

命
令
と

い

っ

た
)

な
の

で

あ

り
､

そ

の

意
味
で

既
に

根
本
的
な

疑
問
が

あ
る

か

ら
で

あ

る
｡

こ

の

意
味
で

､

判
決
に

種
々

の

段

階
を

認
め

よ

う
と

す
る

な

ら
ば

､

む
し

ろ

判
決
は
こ

の

場
合
立

法
で

あ

る

と

し
た

方

が

論
理

一

貫
し
て

い

る

よ

う
に

も

思
わ

れ

る
か

ら
で

あ

る
｡

レ

ヒ

ナ

ー

は
､

か

く
て

､

後
に

そ

の

自
説
を

訂
正

し
､

判
決
の

段
階
と

い

う

こ

と
は
い

わ

な
い

方
が

よ

く
､

段
階
を

有
す
る
の

は
､

真
実
の

処
､

訴
訟

の

対

象
を

な

し
､

或
は

判
決
の

基
礎
に

あ

る

規
範
の

み
で

あ

る
､

と

述
べ

(

2 1
)

る

の

で

あ

る
｡

ま

た
､

こ

れ

を

基
本
法
の

規
定
と
の

関
係
で

問
題
に

す
る

の

が

シ

ェ

フ

ァ

ー

で

あ

る
｡

即
ち

､

シ

ェ

フ

ァ

ー

は

い

う
｡

｢

私
に

は
､

連
邦
憲
法
裁
判
所
の

判
決
が

あ
る

規
範
の

基
本
法
と
の

一
致

､

或
は

基
本

法
に

対

す
る

衝
突
を

理

由
と

す
る

そ
の

よ

う
な

規
範
の

無

効
を

宣
言

す
る

場
合
に

､

基
本
法
と

同
じ

段
階
を

有
す
る

と
い

う
こ

と

を

受
入

れ
る

こ

と

は

不

安
を

と

も

な

う
｡

実
際

､

そ
の

よ

う
な

場
合
に

は
､

連
邦
憲
法
裁
判

所
の

法
適
用
活
動
に

よ
っ

て

事
実
上

稚
続
的
に

憲
法
が

成
立
す
る

と
い

う

結
果
に

な
る

で

あ

ろ

う
か

ら
｡

一

方
で

は
､

基
本
法
第
七

九
条
二

項
に

お

い

て

憲
法
の

改
正

及
び

補
充
の

た

め
に

正

当
に

認
め

ら

れ

た

立

法
者
が

第

七

九

条
一

項
の

『

明
文
で

も
っ

て

す
る

こ

と

(

P
【

打

仁
ロ

d
】

訂
F

打
e

芹
)

』

の

義
務
に

拘
束
さ

れ

る

の

に

対

し

て
｢

そ

れ

と

並
ん

で

絶
え

ざ

る

連
邦
憲
法

〔

2 2
)

が

判
決
…
:
･

の

形
態
で

成
立
す
る
こ

と

に

な

る

で

あ

ろ

う
｡

+

更
に

予

想

さ

れ

得
る

の

は
､

G
e
s

e
t

N

e
払

打

旨
許

を

与
え

ら

れ

た

判
決
を

そ
の

段
階
に

関
係
づ

け

て

考
え

得
る

と

す
る

な

ら

ば
､

そ

れ

は

ま

さ

に

規
範
の

段
階
構

造
の

上

で

法
律
と

し
て

の

効
力
(

G
e

旨
t
N

e

∽

付

言
f

t

)

を

有
す
る

と

す
る

の

が

す
な

お
で

あ

り
､

憲
法
と

し

て

の

効
力
(

く
e

ユ

監
聖
←

ゴ

的
町

村

冒
許
)

と
か

､

命
令
と

し

て

の

効
力
(

く
e

冒
･

邑
n

仁

n
g
町

打

詩
語
)

を

有
す
る

と

は

み

な

し

得
な

い

の

で

は

な
い

か
､

と

い

う
批
判
で

あ

る
｡

事
実

､

G
①
S

e
t

N

e

∽

打
→

巳
t

を

文
字
通
り

法

律
と

し
て

の

効
力
と

把
え

る

考
え

方
が

存
在
す
る

の

で

あ

(

2 3
)

る
｡

ワ

イ
マ

ー

ル

憲
法
時
代
に

お

け
る
ベ

ー

ル

､

そ

し

て

近

く

は

ド

ラ
ー

ト
の

考
え

が

そ

れ

で

あ

る
｡

例
え

ば
､

ド

ラ

ー

ト

は
､

若
干
の

憲
法
や

執

行
法
律
が

判
決
は

G
e

岩
t

N

e

S

軒
1

巳
t

を

有
す
る

旨
を

一

般
的
に

規
定
し
て

い

る
､

と

し
た

あ

と

で

以

下
の

よ

う
に

い

う
の

で

あ

る
｡

｢

こ

の

規
定
は

､

違
法
規
定
の

改
正

不
可

能
性
に

基
づ

き

法
律
案
の

違
憲
性
を

､

或
は

憲
法

を

改
正

す
る

た

め

の

多
数
の

必

要
性
を

確
認
す
る
こ

と

が

問
題
と

な

る

場

合
に

は

十
分
で

は

な

い
｡

な

ぜ

な

ら
､

第
一

の

事
例
に

お
い

て

は

意
法
の

改
正

を

す
る

権
能
を

有
す
る

立
法

者
も

､

そ

し
て

第
二

の

事
例
に

お
い

て

は

少
な

く

と
も

単
純
の
(

2

F
f

琶
F
)

立
法
者
が

判
決
に

拘
束
さ

れ

る
こ

と

が

必

要
だ

か

ら

で

あ

る
｡

判
決
は

､

そ
の

よ

う

な

瘍

合
､

単
な

る

G

?

s

e
t

N

e
払

打
→

巴
叩

t

で

は

な

く
､

く
e

昆
P

翌
日

n
粥
S

打
→

已
t

を
､

そ

れ

だ

け

で

は

な

く

憲
法
改
正

が

認
め

ら

れ

な
い

場
合
に

は

更
に

基
本
法
第
七

九

条
三

項

(

2 4
)

に

従
っ

て

高
次
の

く
e

ユ
P
∽

2
日
g
∽

打

旨
許

を

有
す
べ

き

な
の

で

あ

る
｡

+

し

か

し
､

こ

の

よ

う
に

G
e

筈
t
N

2

町

村
1

已
t

を

有
す
る

判
決
が

文
字

通

り

規
範
の

段
階
構
造
に

お
い

て

法

律
と

し
て

の

効
力
を

有
す
る

と

す
る

場
合

に

は
､

そ
こ

か

ら

明
ら

か

な

不

合
理

が

生
ず
る

で

あ

ろ

う
｡

あ

る

法

律
を

違
憲
と

す
る

判
決
が

､

別
の

新
た

な

法
律
に

よ
っ

て

簡
単
に

く
つ

が

え

さ

3 7 ∂

鵡
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軸

､

沖

れ

る

こ

と
に

な
る

か

ら

で

あ

る
｡

蓋
し
､

共
に

法
律
と

し

て

の

効
力

を

有

す
る

な

ら

ば
､

そ

こ

に

は
､

後

法
は

前

法
を

廃

す
(
-

e

粥

勺
○

賢
e

ユ
○
→

n

訂

3
g

已
-

e

g
-

p

ユ
○

ユ
)

の

原
則
が

準
用
さ

れ

る

は

ず
だ

か

ら

で

あ

る
｡

そ

し
て

､

そ
の

よ

う
な

場
合
に

は
､

裁
判
機
関
と

し
て

の

連
邦
憲
法
裁
判

所
に

法
令
審
査
権
を

認
め

た

意
味
そ
の

も
の

が

失
わ

れ

る
こ

と

は

明
ら
か

な
の

で

あ

る
｡

以

上
､

p
e

払

e
什

謀
臣
宗
f
汁

を

有
す
る

判
決
が

な
ん

ら

か

の

規
範
の

段
階

を

有
し

得
る

と

す
る

主
張
に

対

し

て
､

現
に

存
在
す
る

､

そ

し

て

考
え

ら

れ

得
る

反
論
を

み
て

み

た
｡

し

か

ら

ば
､

こ

の

よ

う
な

i
十
分
に

根

拠

の

あ

る

1
反
論
に

も
か

か

わ

ら

ず
､

尚
､

そ
の

主
張
が

自
己
を

貫
こ

う

と

す
る

な

ら

ば
､

そ
の

積
極
的
な

理

由
は

一

体
何
な
の

で

あ

ろ

う
か

｡

ガ

イ

ガ

ー

は
､

こ

の

点
を

以

下
の

よ

う
に

い

う
｡

｢

こ

の

区

別
(

=

判

決

に

種
々

の

段
階

を

認

め
る

こ

と

-
引

用

者
)

が

意

義
を

も
つ

の

は
､

就
中

判
決
が

立
法
の

方
法
で

く
つ

が

え

さ

れ

得
る

か

香
か

､

く
つ

が

え
さ

れ

得

る

と

し

た

ら
い

か

な
る

機
関
に

よ
っ

て
､

そ

し

て

い

か

な
る

手
続
に

お
い

て

で

あ

る

か
､

と
い

う
問
題
に

つ

い

て

で

あ

る
｡

例
え

ば
､

連
邦
憲
法
裁

判
所
が

基
本

法
を

改
正

す
る

法
律
を
そ

の

基
本
法
と
の

実
質
的
不

一

致
に

ょ
っ

て

無
効
と

宣
言
し

た

場
合
に

は
､

連
邦
意
法
裁
判
所
が

そ
の

判
決
か

ら

異
な

ら
な
い

限
り
‥

…
＼

内
容
の

同
じ

法

律
が

掟

出
さ

れ
､

決

議
さ

れ
､

公
布
さ

れ
､

そ

し

て

効
力
を

も
つ

こ

と

は
で

き
な
い

｡

違
憲
と

宣
言

さ

れ

た

連
邦
法
律
の

内
容
は

､

憲
法
改
正

法
律
の

方
法
で

の

み

新
た
に

決

(

2 5
)

議
さ

れ

得
る

｡

+

ま

た
､

レ

ヒ

ナ
ー

は
､

そ
の

コ

ン

メ

ン

タ

ー

ル

に

お

い

て

い

う
｡

｢

そ
れ

(

=

連
邦
法

律
を

達

意
と

し
た

判

決

-
引

用
者
)

は
､

〔

2 6
)

単
純
の

(

e

F
訂
c

ビ
)

立

法
者
に

よ
っ

て

遵
守
さ

れ

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

+

換
言
す
れ

ば
､

レ

ヒ

ナ

一

に

よ
っ

て

も
､

そ
の

コ

ン

メ

ン

タ

ー

ル

に

お
い

て

は
､

法

律
を

違
憲
と

し

た

判
決
は

憲
法
改
正

法
律
に

よ
っ

て

く
つ

が

え

さ

れ

得
る

､

と

さ

れ
た

の

で

あ

る
｡

同
様
の

こ

と

は
､

エ

ン

ゲ
ル

ハ

ル

ト

(

2 7
)

に

よ
っ

て

も

述
べ

ら
れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

我
々

は
､

こ

こ

に
､

法
令
審
査
を

対

象
と

す
る

判
決
に

な
ん

ら

か
の

規

範
の

段
階
を

認
め

よ

う
と

す
る

主
張
の

積
極
的
或
は

実
際
的
根
拠
を

み

る

(

出
)

こ

と

が

で

き

る
の

で

あ
る

｡

し

か

も
､

そ

れ

は
､

同
時
に

､

我
々

に

法
令

審
査
の

判
決
の

も
つ

特
殊
性
を

も

示
し

て

い

る
､

と

い

う
こ

と

が

で

き

る
｡

蓋
し
､

こ

こ

で

い

わ

れ
て

い

る

こ

と

は
､

判
決
が

段
階
を

有
す
る

と

す
る

主
張
に

対

し

て

な
さ

れ
た

前
述
の

反
論
に

も

か

か

わ

ら

ず
､

そ

れ

と

し
て

､

十
分
に

理

解
さ

れ

得
る

処
だ

か

ら

で

あ

る
｡

確
か
に

､

あ
る

法
律

が

基
本
法
の

あ

る

条
項
に

違
反
し
て

い

る

と

し

て

無
効
と

さ

れ
た

と

し
て

も
､

基
本
法
の

そ

の

条
項
そ
の

も
の

を

改
正

す
る

こ

と

に

よ

り
､

当
該
判

決
は

実
質
的
に

く
つ

が

え

さ

れ
､

違
憲
と
さ

れ

た

法
律
が

再
び

生
か

さ

れ

る
こ

と
が

可
能
だ

か

ら

で

あ
る

｡

そ

し
て

､

こ

の

よ

う
に

､

法
律
を

違
憲

と

す
る

判
決
が

新
た

な

法
律
に

よ
っ

て

は

く
つ

が

え

さ

れ

得
な
い

が
､

憲

法
改
正
に

よ
っ

て

は

く
つ

が

え

さ

れ

得
る

と

す
る

な
ら

､

そ
こ

に

判
決
の

段
階
性
を

認
め
る

こ

と

は

決
し

て

理

由
が

な
い

訳
で

は

な

い

か

ら

で

あ

る
｡

も
っ

と

も
､

こ

の

よ

う
な

指
摘
に

対

し
て

は
､

更
に

以

下
の

よ

う
な

反

論
が

考
え

ら

れ

得
る
で

あ

ろ

う
｡

も

し

法
律
の

違

憲

性

を

確

定

す
る

判

決
､

例
え

ば

｢

某
連
邦
法
律
第
A

条
は

基
本
法
第
B

条
に

違
反
し
､

従
っ

て

無
効
で

あ

る
+

と

す
る

判
決
が

立

法
で

は

な

く

裁
判
判
決
そ
の

も

の

で

▲7

あ
る

と

し

た

な

ら

ば
､

い

か

に

憲
法
改
正

法
律
を

も
っ

て

し
て

も
､

こ

の

3 7
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判
決
そ
の

も

の

を

撤
廃
或
は

変
更
す
る

こ

と

は

で

き

な
い

で

あ

ろ

う
｡

ガ

(

2 9
)

イ

ガ
ー

自
身
そ

の

点
は

認
め
て

い

る
｡

そ
の

よ

う
な
こ

と

は
､

基
本
法
の

(

3 0
)

採
っ

て

い

る

権
力

分
立
の

原
則
に

反
す
る

こ

と

に

な

る

か

ら
で

あ
る

｡

そ

の

場
合

､

憲
法
改
正

籠
律
の

形
式
で

な

し

得
る

こ

と

は
､

基

本
法
第
B

条

を

改
正

し
､

某
連

邦
法
律
第
A

条
が

合
意
と

な
る

よ

う
な

新
た

な

規
定
を

設
け
る

こ

と
､

或
は

基
本
法
第
B

条
を

改
正

し

て
､

そ
の

代
り

に

直
接
某

連
邦
法
律
第
A

条
と

同
旨
の

憲
法
規
定
を

設
け
る
こ

と

で

あ

ろ

う
｡

そ

れ

は
､

そ
の

限
度
で

憲

法
改
正

権
の

正

当
な

行
伐
と
い

い

得
る
｡

そ

し
て

､

そ

の

結
果
と

し

て
､

｢

某
連
邦
法
律
第
A

条
が

･

…
=

無

効
で

あ

る
+

と

す

る

判
決
が

無
意
味
と

な

る
こ

と

は

当
然
に

予
想
さ

れ

得
る

｡

し

か

し
､

そ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

れ

は
､

決
し

て

｢

某
連
邦
法
律
第
A

条
は

基
本
法
第
B

条
に

違
反
し

､

従

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

っ

て

無
効
で

あ

る
+

と

す
る

判
決
そ

の

も
の

を

変
更

す
る
こ

と

を

意
映
す

る

訳
で

は

な
い

｡

そ

れ

は
､

基
本
法
第
B

条
が

改
正

さ

れ

た
こ

と
に

よ

り

生

ず
る

､

い

わ

ば

反

射
的
効
果
な
の

で

あ
る

｡

も

し
こ

の

よ

う
に

解
し

得

る

と

す
る

な

ら

ば
､

憲
法
改
正

法
律
に

よ
っ

て

｢

英
連

邦
法

律
第
A

条
が

…
…

無
効
で

あ

る
+

と

す
る

判
決
が

結
果
的
に

無
意
味
に

な

る

か

ら

と
い

っ

て
､

そ

れ

は
､

当
該
判
決
が

憲
法
と

し
て

の

効
力
を

有
す
る

か

ら
､

と

い

う
訳
で

は

な
い

の

で

あ
る

｡

そ

し
て

､

そ

う
い

わ

な
い

方
が

誤
解
を

避

け
る

為
に

も

必

要
な
の

で

あ

る
｡

問
題
を

厳
密
に

考
え

た

な

ら

ば
､

恐
ら

く
､

こ

の

よ

う
な

反
論
が

提
示

さ

れ

得
る

で

あ

ろ

う
｡

し
か

し
､

私
は

､

こ

こ

で

問
題
に

最
終
的
な

決
着

を

つ

け
る
こ

と

は

さ

し

ひ
か

え

た
い

｡

こ

の

よ

う
な

議
論
を

み

る
こ

と
に

ょ
っ

て
､

法
令
審
査
の

判
決
に

と

も

な

う
特
殊
な

､

そ

し
て

困

難
な

問
題

の

所
在
の

一

部
が

明

ら

か

と

な

れ
ば

､

そ

れ

で

よ

い

の

で

あ

る
｡

問

題

曲

_

は
､

P
e

∽

e
t

諾
許
⊇
語

を

有
す
る

判
決
と
い

え

ど

も

立

法
で

は

な
い

と

し

指ワ
J

た

処
か

ら

始
ま
っ

た
｡

立

法
で

あ
る

と
い

え

ば
こ

と

は

簡
単
で

あ
っ

た

で

あ

ろ

う
が

､

そ
れ

は

他
の

大
き

な

問
題
を
生

ぜ

し

め

て

い

た
こ

と
で

あ

ろ

う
｡

G
e

∽

e
t

N

e
払

付

言
諜

を

有
す
る

判
決
に

規
範
の

段
階
を

認
め

よ

う
と

す

る

考
え
は

､

こ

の

よ

う
に

判
決
が

立
法
で

は

な
い

と

し
つ

つ

も

そ
こ

に

立

法
的
な

機
能
を

認
め

ざ

る

を

得
ず

､

通
常
の

判
決
と

異
な

り

立

法
的
に

実

質
上

無
意
味
と
さ

れ

る

こ

と

が

あ
る

､

と
い

う
処
か

ら

生

ま

れ

た
い

わ

ば

苦
心
の

策
と

い

う
こ

と

が
で

き

る
の

で

あ
る

｡

そ

し

て
､

こ

の

よ

う
に

法

令
審
査
の

判
決
に

段
階
を

認
め

る
か

香
か

は

と

も
か

く

と

し
て

､

い

ず
れ

に

し
て

も
こ

こ

で

注
目
す
べ

き
こ

と

は
､

そ

れ

が

立

法
の

方
法
で

実
質
的

に

無
意
味
と
さ

れ

得
る

､

と
い

う
こ

と
で

あ

る
｡

我
々

は
､

こ

こ

に

法
令

審
査
の

判
決
の

有
す
る

限

界
を

見
る

こ

と
が

で

き
る

の

で

あ

る
｡

尚
､

立
法
に

よ
っ

て

判

決
が

無
意
味
に

な

る

場
合
と

し
て

､

更
に

別
の

事
例
も

考
え

ら
れ

て

い

る
｡

レ

ヒ

ナ
ー

及
び

シ

ョ

イ

ナ

一

等
が

特
に

指
摘

し
て

い

る

点
で

あ

る
｡

即
ち

､

レ

ヒ

ナ
一

に

よ

れ

ば
､

判
決
が

あ
る

潜
待

を

無
効
と

し
た

場
合

､

連

邦
の

立
法
者
は
そ

の

種
の

法
律
を

最
早
制
定
し

得
な
い

､

と

す
る

連
邦
憲
法
裁
判
所
の

判
決
は

､

｢

○
-

巴
-

岩
-

p

蒜
.

F
∽

巴
O

s

訂
已

i

b

岳

を

も
っ

て

の

み
､

即
ち

､

一

般
的
法
意
識
或
は

憲
法
規
定
の

基
礎
に

あ
る

事
実
関
係
が

異
な
っ

た

憲
法
解
釈
を

も

許
す
よ

う
な

具
合
に

(

3 1
)

変
ら

な
い

と
い

う
前
提
の

下
で

の

み

妥
当
す
る
+

と

す
る
の

で

あ
る

｡

ま

た
､

シ

ョ

イ

ナ

ー

は
､

判
例
の

い

う
よ

う
な

立

法
者
の

拘
束
は

同
一

の
､

事
実
的
に

も

同
一

の

状
態
を

前
提
と

し
て

い

る

と

し
､

つ

い

で

｢

行
政
法

に

お
い

て
､

そ
し

て

立
法
者
の

裁
量
の

領
域
に

お
い

て

は

尚
更

､

事
実
状

態
は

絶
え

ざ

る

変
動
を

受
け

､

従
っ

て

立
法
行
為
に

際
し
て

同
一

事
例
の

▲
｢
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(

3 2
)

繰
返
し
が

存
在
す
る

こ

と

は

か

つ

て

殆
ん

ど

有
り

得
な
い

+

と

ま
で

い

う

の

で

あ
る

｡

確
か

に
､

こ

れ

ら
の

指
摘
す
る

よ

う
に

､

憲

法
の

基
礎
に

あ

る

事
実
関
係
が

全
く

変
っ

た

場
合
に

も
､

尚
､

立

法
者
が

従

来
の

違
憲
判

決
を

遵
守
し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

と

す
る
こ

と

は

問
題
で

あ

ろ

う
｡

事
実

の

規
範
力
に

よ
っ

て
､

憲
法
の

変
遷
が

な

さ

れ

た

と

も

考
え

ら
れ

得
る

か

ら

で

あ

る
｡

唯
､

こ

の

よ

う
な

事
例
を

簡
単
に

認
め

る
こ

と

は
で

き

な

い

で

あ

ろ

う
｡

問
題
は

重

大
且

つ

微
妙
で

艶
｡

こ

こ

で

を
問
題
の

所
在
を

示

す
だ

け
に

と

ど

め
る

こ

と
と

す
る

｡

(

未

完
)

(

1
)

こ

の

小

論
は

､

ゼ

ミ

ナ

ー

ル

で

の

田
上

穣

治

先
生

を

は

じ

め
､

市

原

昌
三

郎

先
生

､

杉
原

泰
雄

先

生
か

ら
の

多
大
の

御

教
示
に

負
っ

て

い

る
｡

こ

の

機
会

に

感

謝
の

意
を

表

し
た

い

｡

(

2
)

基

本

法

及
び

連

邦
憲

法

裁

判

所
法
が

規

定
し

て

い

る

法

令
審
査

は
､

以

下
の

よ

う
な

も
の

で

あ

る
｡

一

､

連
邦

政
府

､

ラ

ン

ト

政

府

ま
た

は

連
邦

議

会

議

員
の

仏
の

提

訴
に

基
づ

く
､

い

わ

ゆ

る

抽

象
的

規

範
統

制
(

細
糾

表
謂
柑

Y

二
､

裁

判

所
の

提

訴
に

基
づ

く
､

い

わ

ゆ

る

具

体

的

規

範

統

制
(

諾
)

｡

三
､

裁
判

所
の

提

訴
に

基
づ

き
､

国

際
法
の

原

則

が

連
邦

法
の

構

成

部
分

で

あ

る

か

香
か

に

つ

い

て
､

■
そ

し

て

そ

れ

が

個

人
に

対
し

て

直

接
権

利

並
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に

義
務
を

生
ぜ

し

め
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か

香
か

に
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い

て
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い

が
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口
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､
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連

邦
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る

璧
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審
査
(

卵

覧
五

､

憲
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西
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憲
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冒
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∽
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∈
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∽
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∽
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∽
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∽
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①
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什

局
e

ユ
O

E
也

F
O

許
仏

1
A
ひ

声
､

字
句

.

-

N

∽
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岩
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∽
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∽
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仁
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薦
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P
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♂
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∽
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∽
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∽
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仁

邑
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.

(
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叫
.

(

1 1
)

F
e

O

F
ロ
e

コ

出
白
日
(

訂
慧

-

e

ユ
P

設
仁
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篭
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仏
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日

賢
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O
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＼
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-

諾
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〉

S
.

ご
山

に

も

同

旨
の

指

摘
が

あ

る
｡

1 4
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1 3 1 2

J
e
O

ビ
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2
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‥

田
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日

巴
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慧
1

e
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監
望
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虐
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e
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O

F
t
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e
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∽
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∽
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∞
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句
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仁
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∽

∂
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決
の

効
力

に

つ

い

て

論
じ
て

い

る

訳
で

は

な
い

が
､

そ

の

意

味

す
る

処
は

同

じ
で

あ

ろ

う
｡

(
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訂
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∽
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∽
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∽
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∽
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∽
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∽
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仁
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司
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∽
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∽
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句
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(
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連

邦
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国

憲
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判

所
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時

報
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収
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頁
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連
邦
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決

裁

判

所
が
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の
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で

｢
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立

法

的

機

能
を

有
す
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と

し
て

い

る
｡

ま
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e

仁

ロ
e
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∽
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∽
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∽
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∽
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訂
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邑
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岩
F
e

E
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g
e
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く
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宏
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}

S
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レ
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加
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､

G
e

持
t

N

e
∽

打

言
語

を

有

す

る

判

決
と
い

え

ど

も
､

認

識

行

為

で

あ

り
､

自
由

な

創
造

的

形

成

意
志
の

表

現
で

は

な

い

故
､

立

法
で

は

な

い

と

し
つ

つ

(

S
.

い

宗
)

､

他

方
に

お

い

て
､

連
邦

意
法

裁

判

所

法

論

三
一

条
一

項

に

対

比

し

た

易

合
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G
e
s

e
t
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e
∽

打

岩
f
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律
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g
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∽
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け
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ロ
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有
し
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す
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∽
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)
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尚

興

味
あ

る

の

は
､

通

説
の

殆
ん

ど

が
､

立

法
か

ら

裁

判
を

区

別

す

る

基

準
に

つ

い

て

は
､

後
者
が

新

た

な

法
の

自

由

な

創
造
で

は

な

く
､

既

存
の

法
の

確
認
で

あ

る
､

と

し

て

い

る

点
で

あ

る
｡

裁

判
､

就
中

憲

法

裁

判
の

本

質
論
に

関

連
し

て

更

に
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来

検

討
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す
べ
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点
で

あ
る
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∽
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∞
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を
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だ

け
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連
邦

憲
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判
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一

条
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項
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力
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め
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い

る
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あ
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っ
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､
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､
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(
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∞
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叩
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､
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､
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に
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れ
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立
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者
に
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る

改

正

手

続
に

関

連

す
る

の

み
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あ

る
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〇

〇
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っ
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憲

法

改

正
に

つ

い

て

は
､

こ

の

規

定

は

そ
の

意

味

通
り

に

は

妥

当

し

な
い

｡

L

(

2 3
)

申
①

ど
り
‥

P

P

〇
･-

∽

･
£
∞

･

一

3 ∂0



( 99 ) 研 究 ノ ー ト

3 βヱ

儀

一

わ

(

2 4
)

ロ

2

E
‥

P

P

〇
.

}

S
.

∞

u
･

(

2 5
)

G
e
-

g
e

コ

P

P

〇
･

)

∽
･

ご
り

(

2 6
)

}
L

e

O

F
n
e

→

‥

田
ロ

ロ
(

訂
∽

諾
ユ
p
s

芸
土

面

品
e

ユ
O

F
t

∽

的
e

∽

e
t

N

S

+
∞

｢
一

(

2 7
)

H
ロ

叩
e
-

F

駕
d
t

‥

P

P

〇
.

-

S
.

-

山

ひ

戸

-

声

(

2 8
)

も
っ

と

も
､

N
e

日
日
e

J

P

P

〇
.

-

∽
.

ヒ
竺

川

は
､

判

決

に

段

階

を

認

め
つ

つ

も
､

そ

の

こ

と

か

ら

立

法

者
に

よ
る

判

決
の

変

更

を

認

め

る

こ

と

は

し

な
い

｡

(

2 9
)

G
e

訂
e

l

‥

P

P

〇
.

､

∽
.

設
.

(

3 0
)

田
口

白

日
e

コ

P

P

〇
.

-

叩

ヒ
l (

こ
.

(

3 1
)

J
e

F
ロ
e

コ

P

P

〇
.

)

∽
･

-

∞

N
･

(

3 2
)

哲
F
e

仁

ロ
e

コ

ロ
監

口
仁

n

年
①

笥
e

昆
p
s

告
日

管
g
e

ユ
〔

F
t

仁
n

a

巴
e

=

翌
日

み

日

日
的
S

打

言
語

芳
i

n
e

り

H
n
t

岩

ど
ー

d

亡

口

的
e

ロ
､

-

n

U
O

く
一

宏
中

一

叩

空
か

一

尚
､

N
e

亡

n
e

♪

P

P

O
●

}

∽
.

ヒ
N

に

も

同

旨
の

指

摘
が

あ

る
｡

(

3 3
)

小

林

(

直
)
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授
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憲
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変
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憲
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