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は
じ
め
に

　

近
年
の
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
い
て
は
、
立
法
・
執
行
間
の
権
限
配
分
を
め
ぐ
る
権
力
分
立
論
に
新
た
な
展
開
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で

は
、
従
来
と
は
異
な
る
権
力
分
立
理
解
に
基
づ
い
て
、
執
行
権
概
念
の
再
構
成
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
公
法
学
の
伝
統
的
な
権

力
分
立
理
解
に
よ
れ
ば
、
執
行
権
は
「
中
核
的
な
形
成
領
域
」
あ
る
い
は
「
核
心
領
域
」
と
い
っ
た
排
他
的
領
域
を
所
与
の
も
の
と
し

て
有
し
て
い
る
。「
外
交
行
為
」
を
は
じ
め
と
し
て
伝
統
的
に
政
府
の
専
権
と
考
え
ら
れ
て
き
た
行
為
は
か
か
る
領
域
に
属
す
る
と
さ

れ
、
こ
の
こ
と
を
論
拠
に
議
会
に
よ
る
統
制
─
調
査
権
あ
る
い
は
介
入
権
等
の
行
使
─
が
し
ば
し
ば
制
限
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
年

で
は
、
そ
の
よ
う
な
排
他
的
領
域
を
措
定
し
な
い
執
行
権
の
把
握
が
伝
統
的
権
力
分
立
学
説
に
対
す
る
批
判
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
執
行
権
の
新
た
な
把
握
が
「
外
交
行
為
」
以
外
の
政
府
の
行
為
に
つ
い
て
も
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
。
そ
の
際
に
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
の
は
、
執
行
権
の
排
他
的
領
域
に
属
す
る
と
伝
統
的
に
解
さ
れ
て
き
た
「
政
府
の
意
思
形
成

過
程
」、
そ
し
て
、
同
過
程
に
お
い
て
行
使
さ
れ
る
「
組
織
編
成
権
」
で
あ
る
。
政
府
の
意
思
形
成
過
程
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判

例
お
よ
び
伝
統
的
な
権
力
分
立
学
説
に
よ
れ
ば
、「
執
行
固
有
の
責
任
の
核
心
領
域
（K

ernbereich exekutiver Eigenverantw
or-

tung

）」（
単
に
「
執
行
の
核
心
領
域
」
と
略
称
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
）
に
属
す
る
と
解
さ
れ
、
こ
れ
を
論
拠
に
議
会
の
権
限
が
制
限

さ
れ
て
き
た
。
同
様
に
、
組
織
編
成
権
を
め
ぐ
る
従
来
の
議
論
で
も
、
執
行
の
組
織
編
成
権
へ
の
議
会
に
よ
る
介
入
は
、「
執
行
の
核

心
領
域
」
の
論
拠
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
限
界
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
伝
統
的
な
権
力
分
立
理
解
に
基
づ
く
執
行
権
の

把
握
、
す
な
わ
ち
「
核
心
領
域
」
の
よ
う
な
排
他
的
領
域
を
前
提
と
し
た
執
行
権
概
念
は
、
と
く
に
二
〇
〇
〇
年
以
降
、「
核
心
領

域
」
そ
の
も
の
を
問
題
視
す
る
形
で
有
力
な
論
者
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
彼
ら
の
批
判
的
学
説
を
通
じ
て
、「
執
行

の
核
心
領
域
」
の
論
拠
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
限
界
づ
け
ら
れ
て
き
た
議
会
統
制
の
射
程
を
拡
張
す
る
可
能
性
も
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ

（
1
）

（
2
）

（
3
）
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る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
け
る
権
力
分
立
論
の
新
展
開
の
一
環
と
し
て
、
政
府
の
意
思
形
成
過
程
お
よ
び
組
織
編
成

権
に
対
す
る
議
会
統
制
を
め
ぐ
る
近
年
の
議
論
の
中
で
、「
核
心
領
域
」
を
前
提
と
す
る
従
来
の
執
行
権
概
念
が
ど
の
よ
う
に
批
判
さ

れ
、
ま
た
相
対
化
さ
れ
て
い
る
の
か
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
以
下
で
は
ま
ず
、
判
例
お
よ
び
伝
統
的
学
説
に
よ
る
従
来
の
権
力

分
立
理
解
の
下
で
、「
執
行
の
核
心
領
域
」
の
論
拠
に
基
づ
い
て
議
会
に
よ
る
統
制
が
限
界
づ
け
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
確
認
す
る
（
第

一
章
）。
そ
の
後
に
、
判
例
お
よ
び
伝
統
的
学
説
に
対
し
て
批
判
的
な
近
年
の
学
説
を
紹
介
し
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
議
会
統
制

の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
（
第
二
章
）。
最
後
に
、
近
年
の
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
け
る
伝
統
的
な
執
行
権
概
念
に
対
す
る
批
判
に

鑑
み
れ
ば
、
控
除
説
が
、
そ
し
て
控
除
説
批
判
を
通
じ
て
現
れ
た
日
本
憲
法
学
の
行
政
権
概
念
を
め
ぐ
る
議
論
が
─
解
釈
論
と
し
て
は

画
期
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
─
、
従
来
政
府
が
自
立
的
に
活
動
で
き
る
と
さ
れ
て
き
た
領
域
に
対
す
る
議
会
統
制
の
可
能
性
と
い
う
観

点
か
ら
す
れ
ば
、
さ
ら
な
る
検
討
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
た
い
（
お
わ
り
に
）。

第
一
章　

伝
統
的
権
力
分
立
理
解
に
よ
る
議
会
統
制
の
制
限

　

本
章
で
は
ま
ず
、「
執
行
の
核
心
領
域
」
の
論
拠
に
よ
っ
て
議
会
統
制
が
限
界
づ
け
ら
れ
た
事
例
を
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に

即
し
て
紹
介
す
る
（
第
一
節
）。
次
い
で
、
こ
の
判
例
で
採
用
さ
れ
た
「
核
心
領
域
」
が
学
説
の
間
に
も
普
及
し
て
お
り
、
そ
れ
が
議

会
調
査
権
の
及
び
得
な
い
絶
対
的
な
保
護
領
域
と
し
て
説
か
れ
て
き
た
こ
と
を
示
す
（
第
二
節
）。
さ
ら
に
、
組
織
編
成
権
を
め
ぐ
る

伝
統
的
学
説
に
お
い
て
も
、
政
府
の
組
織
編
成
権
へ
の
議
会
に
よ
る
介
入
が
「
核
心
領
域
」
を
論
拠
に
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を

紹
介
す
る
（
第
三
節
）。
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第
一
節　

核
心
領
域
に
つ
い
て
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例

第
一
款　

フ
リ
ッ
ク
調
査
委
員
会
判
決

　

政
府
の
行
為
に
対
す
る
議
会
の
権
限
行
使
を
限
界
づ
け
る
論
拠
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
「
執
行
の
核
心
領
域
」
を

繰
り
返
し
援
用
し
て
き
た
。
こ
れ
に
関
す
る
一
連
の
判
決
の
先
例
と
し
て
通
常
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
は
、
一
九
八
四
年
七
月
一
七

日
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
（
い
わ
ゆ
る
「
フ
リ
ッ
ク
調
査
委
員
会
判
決
」）
で
あ
る
。
本
件
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
リ
ッ
ク
社
に

よ
っ
て
申
請
さ
れ
た
株
売
却
利
益
に
対
す
る
免
税
措
置
の
証
明
書
が
交
付
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
同
社
か
ら
政
党
に
多
額
の
資
金
が
供

与
さ
れ
た
と
の
疑
惑
を
機
縁
と
し
て
い
る
。
こ
の
疑
惑
を
解
明
す
べ
く
、
一
九
八
三
年
六
月
に
連
邦
議
会
は
調
査
委
員
会
を
設
置
し
た
。

本
件
で
は
、
こ
の
調
査
委
員
会
に
よ
っ
て
請
求
さ
れ
た
資
料
の
一
部
に
つ
い
て
、
連
邦
政
府
、
連
邦
財
務
大
臣
お
よ
び
連
邦
経
済
大
臣

が
「
税
の
秘
密
」
を
援
用
し
て
提
出
を
拒
否
し
た
こ
と
が
、
議
会
調
査
権
の
根
拠
条
文
た
る
基
本
法
四
四
条
に
違
反
す
る
の
か
が
争
点

に
な
っ
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
か
か
る
提
出
拒
否
が
基
本
法
四
四
条
に
違
反
す
る
と
結
論
づ
け
た
判
決
理
由
の
中
で
、
調
査
委
員

会
に
よ
っ
て
請
求
さ
れ
た
資
料
の
提
出
拒
否
を
根
拠
づ
け
る
理
由
は
特
に
権
力
分
立
原
則
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
判
示
し
た
。
そ
の

際
に
持
ち
出
さ
れ
た
の
が
、
後
の
判
例
お
よ
び
学
説
に
お
い
て
き
ま
っ
て
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
「
執
行
の
核
心
領
域
」
に
関
す
る

次
の
よ
う
な
定
式
で
あ
る
。

「
連
邦
ま
た
は
州
の
安
寧
を
援
用
し
て
調
査
委
員
会
へ
の
資
料
の
不
提
出
を
根
拠
づ
け
る
理
由
は
特
段
の
事
情
の
も
と
で
の
み
見
出
さ
れ
得
る
。

そ
の
よ
う
な
理
由
は
特
に
権
力
分
立
原
則
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
議
会
と
国
民
に
対
す
る
政
府
の
責
任
は
、
議
会
の
調
査
委
員
会
に
よ
っ
て
も

原
則
と
し
て
調
べ
尽
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
発
議
・
審
議
・
活
動
の
領
域
を
含
む
『
執
行
固
有
の
責
任
の
核
心
領
域
』
を
必
然
的
に
前
提
と
す
る
。

例
え
ば
、
政
府
自
ら
の
意
思
形
成
は
、
閣
内
の
討
議
に
関
し
て
も
、
と
り
わ
け
所
管
省
庁
横
断
的
・
相
互
的
な
採
決
手
続
（A

bstim
m

ung-
sprozess

）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
、
閣
議
決
定
お
よ
び
所
管
省
庁
決
定
の
準
備
の
場
合
で
も
、
こ
の
核
心
領
域
に
属
す
る
。

（
4
）

（
5
）
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し
た
が
っ
て
、
連
邦
議
会
の
統
制
権
限
は
、
原
則
と
し
て
す
で
に
完
結
し
た

0

0

0

0

0

0

0

決
定
準
備
過
程
（V

orgänge

）
だ
け
に
及
ぶ
。
こ
の
統
制
権
限

は
、
進
行
中
の
審
議
お
よ
び
決
定
の
準
備
に
介
入
す
る
よ
う
な
権
能
を
含
ん
で
い
な
い
。
し
か
し
、
完
結
し
た
決
定
準
備
過
程
の
と
こ
ろ
で
も
、

政
府
が
、
執
行
固
有
の
責
任
の
核
心
領
域
に
由
来
す
る
極
秘
に
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
事
実
の
報
告
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な

事
例
は
あ
り
得
る
」。

　

右
の
定
式
に
つ
い
て
と
り
わ
け
論
争
に
な
っ
た
の
は
、「
執
行
の
核
心
領
域
」
が
ど
の
段
階
の
決
定
準
備
過
程
に
ま
で
及
ぶ
の
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
例
え
ば
フ
ォ
ル
カ
ー
・
ブ
ッ
セ
の
よ
う
に
「
政
府
に
好
意
的
」
な
学
説
と
、
エ
ル
ン

ス
ト
＝
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
の
よ
う
に
「
議
会
に
好
意
的
」
な
学
説
と
が
対
立
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
方
で
ブ
ッ
セ
は
、
議
会
に
よ
る
調
査
か
ら
絶
対
的
に
保
護
さ
れ
る
執
行
領
域
を
広
範
に
認
め
る
立
場
を
と
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

「
執
行
の
核
心
領
域
」
に
は
閣
議
の
議
事
録
さ
え
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
決
定
準
備
過
程
の
状
況
如
何
─
同
過
程
が
完
結
し
て
い
な

い
段
階
な
の
か
あ
る
い
は
す
で
に
完
結
し
た
段
階
な
の
か
─
に
関
係
な
く
、「
執
行
の
核
心
領
域
」
に
議
会
の
調
査
権
は
及
び
得
な
い
。

他
方
で
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
も
「
執
行
の
核
心
領
域
」
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
は
い
る
。
し
か
し
、
議
会
の
調
査
権
と
の
関
連
で
は
、

こ
の
領
域
を
ブ
ッ
セ
よ
り
も
狭
く
捉
え
る
。
つ
ま
り
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
に
よ
れ
ば
、
フ
リ
ッ
ク
調
査
委
員
会
判
決
の
定
式
に
い
う
と

こ
ろ
の
議
会
が
「
原
則
と
し
て
調
べ
尽
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
発
議
・
審
議
・
活
動
の
領
域
」
と
い
う
の
は
、
完
結
し
て
い
な
い
決
定

準
備
過
程
に
の
み
関
連
し
て
い
る
。
逆
に
、
決
定
準
備
過
程
が
完
結
し
た
後
は
、
議
会
の
調
査
権
は
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
フ
リ
ッ
ク
調
査
委
員
会
判
決
を
機
縁
と
し
て
、
そ
の
後
の
立
法
・
執
行
間
の
権
限
配
分
を
め
ぐ
る
連

邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
理
論
は
、「
核
心
領
域
」
を
前
提
と
す
る
執
行
権
概
念
ひ
い
て
は
伝
統
的
な
権
力
分
立
理
解
に
依
拠
し
て
形
成

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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第
二
款　

兵
器
輸
出
判
決

　

フ
リ
ッ
ク
調
査
委
員
会
判
決
の
理
論
枠
組
を
踏
襲
す
る
形
で
、
政
府
の
意
思
形
成
過
程
に
対
す
る
議
会
の
権
限
行
使
が
「
執
行
の
核

心
領
域
」
の
論
拠
に
基
づ
い
て
制
限
さ
れ
た
事
例
は
近
年
で
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
へ
の
兵
器
輸
出
を
め
ぐ
る
報

道
を
き
っ
か
け
に
、
数
名
の
連
邦
議
会
議
員
が
兵
器
の
輸
出
取
引
に
係
る
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
の
許
可
決
定
の
有
無
お
よ
び
そ
の
詳

細
に
つ
い
て
質
問
し
た
の
に
対
し
て
、
連
邦
政
府
は
十
分
に
回
答
せ
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
回
答
を
一
切
拒
否
し
た
。
こ
の
よ
う
な
政

府
の
行
為
が
如
何
な
る
限
り
で
議
員
の
質
問
・
情
報
調
達
権
の
侵
害
と
な
る
の
か
が
争
点
と
な
っ
た
二
〇
一
四
年
一
〇
月
二
一
日
の
連

邦
憲
法
裁
判
所
判
決
（
以
下
「
兵
器
輸
出
判
決
」）
で
は
、
議
員
ら
の
質
問
が
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
に
よ
る
肯
定
的
な
許
可
決
定
の

有
無
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
で
、
連
邦
政
府
に
は
回
答
義
務
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
許
可
決
定
の
有
無
以

外
の
事
項
に
関
す
る
質
問
に
つ
い
て
、
政
府
に
よ
る
回
答
・
情
報
調
達
拒
否
が
な
さ
れ
て
も
、
そ
れ
は
議
員
の
質
問
権
の
侵
害
に
は
当

た
ら
な
い
と
判
示
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
の
審
議
お
よ
び
議
決
は
、
執
行
固
有
の
責
任
の
核
心
領
域
に
属

す
る
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
審
議
お
よ
び
議
決
が
「
執
行
の
核
心
領
域
」
に
属
す
る
の
は
、
そ
れ
が
政
府
合
議
体
に
よ
る
固

有
の
準
備
活
動
の
範
囲
内
で
行
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
判
示
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、「
連
邦
政
府
に
は
、
明
文
憲
法
上
の
授
権
が
な
く

と
も
、
自
ら
の
組
織
編
成
権
の
範
囲
内
で
、
政
府
合
議
体
の
た
め
に
準
備
を
行
い
そ
し
て
審
議
す
る
任
務
を
固
有
の
決
定
権
な
し
に
行

使
す
る
よ
う
な
内
閣
委
員
会
を
設
置
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
委
員
会
が
内
閣
の
諸
決
定
を
準
備
す
る
限
り
で
、

当
該
委
員
会
内
で
の
審
議
・
結
果
は
、
原
則
と
し
て
執
行
固
有
の
責
任
の
核
心
領
域
に
属
す
る
」。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
お
い
て
は
、「
核
心
領
域
」
を
前
提
と
す
る
執
行
権
概
念
が

採
用
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
が
現
在
で
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
核
心
領
域
」
を
前
提
と
す
る
権

力
分
立
理
解
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
の
み
な
ら
ず
、
学
説
に
も
普
及
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
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第
二
節　

伝
統
的
な
権
力
分
立
学
説
と
し
て
の
核
心
領
域
説

　

伝
統
的
な
権
力
分
立
学
説
─
正
確
に
は
権
力
分
立
原
則
た
る
基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
の
伝
統
的
な
解
釈
論
─
は
、
核
心
領
域
説
と

呼
ば
れ
る
。
本
節
で
は
、
こ
の
核
心
領
域
説
に
お
い
て
、
政
府
の
意
思
形
成
過
程
に
対
す
る
議
会
統
制
が
ど
の
よ
う
に
限
界
づ
け
ら
れ

て
き
た
の
か
を
確
認
す
る
。

第
一
款　

絶
対
的
保
護
領
域
と
し
て
の
核
心
領
域
─
そ
こ
か
ら
推
論
さ
れ
る
政
府
の
「
秘
密
保
持
の
領
域
」

　

核
心
領
域
説
に
お
い
て
は
、
基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
た
原
則
（Regel

）
だ
け
に
合
致
し
て
行
使
さ
れ
る
三

つ
の
国
家
作
用
が
理
念
型
と
み
な
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
立
法
者
と
し
て
の
議
会
に
抽
象
的
・
一
般
的
な
法
規
範
を
定
立
す
る
作
用
が
原

則
的
に
認
め
ら
れ
る
一
方
で
、
行
政
に
よ
る
法
規
範
の
定
立
は
、
基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
た
原
則
の
例
外
と
し

て
理
解
さ
れ
る
。
か
か
る
原
則
と
例
外
の
境
界
は
、
三
つ
の
作
用
の
核
心
領
域
を
観
念
す
る
こ
と
で
画
定
さ
れ
、
各
々
の
作
用
は
、
如

何
な
る
観
点
の
も
と
で
も
、
互
い
の
核
心
領
域
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
核
心
領
域
説
の
代
表
的
論
者
で
あ
り
、
前
述
の
フ

リ
ッ
ク
調
査
委
員
会
判
決
に
際
し
て
は
政
府
側
の
代
理
人
と
し
て
鑑
定
書
を
執
筆
し
た
ク
ラ
ウ
ス
・
シ
ュ
テ
ル
ン
に
よ
れ
ば
、「
核
心

領
域
の
保
護
は
絶
対
的
で
あ
り
、
基
本
法
七
九
条
三
項
を
考
慮
す
れ
ば
、
憲
法
改
正
法
律
の
立
法
者
も
手
を
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な

い
」。
か
か
る
核
心
領
域
説
の
理
論
的
背
景
に
あ
る
の
は
、
ど
の
作
用
も
自
立
的
に
権
限
を
行
使
で
き
る
領
域
を
有
し
て
い
る
と
い
う

権
力
分
立
理
解
で
あ
る
。
つ
ま
り
シ
ュ
テ
ル
ン
に
よ
れ
ば
、「
い
か
な
る
作
用
も
、
憲
法
に
よ
っ
て
自
ら
規
定
さ
れ
て
い
な
い
『
優

位
』
を
得
て
は
な
ら
な
い
。
ど
の
作
用
も
、
自
立
的
な
権
限
領
域
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

　

要
す
る
に
、
シ
ュ
テ
ル
ン
の
権
力
分
立
理
解
に
よ
れ
ば
、
各
々
の
作
用
の
担
い
手
に
は
、
自
ら
の
責
任
で
活
動
で
き
る
領
域
が
、
絶

対
不
可
侵
の
「
核
心
領
域
」
と
し
て
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
権
力
分
立
理
解
か
ら
執
行
に
関
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
帰
結

は
、「『
自
立
的
な
政
治
的
決
定
権
』［
原
註
─BV

erfGE 9, 268 (281).

］
と
し
て
の
実
質
的
な
政
府
の
領
域
を
尊
重
す
る
こ
と
」
で
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あ
る
。
シ
ュ
テ
ル
ン
は
、
か
か
る
政
府
の
領
域
を
個
別
に
画
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、「
政
治
の
あ
ら
ゆ
る
領
域

に
お
け
る
国
家
指
導
的
任
務
」
は
こ
の
領
域
に
疑
い
な
く
属
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
政
府
と
議
会
と
の
関
係
も
、
政
府
の
「
核

心
領
域
」
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
前
提
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
政
府
は
、
議
会
に
責
任
を
負
っ
て
お
り
、
ま
た

議
会
に
よ
っ
て
統
制
も
さ
れ
る
（
基
本
法
六
五
条
一
文
お
よ
び
二
文
）。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
両
権
力
間
に
お
い
て
は
、
均
衡
つ
ま

り
バ
ラ
ン
ス
（
そ
れ
ど
こ
ろ
か
し
ば
し
ば
競
合
）
の
体
系
が
存
在
す
る
。
こ
の
体
系
が
機
能
す
る
に
は
、
原
初
的
に
そ
し
て
無
制
限
に

政
府
の
責
任
領
域
に
残
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
諸
々
の
領
域
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
か
か
る
責
任
領
域
に
お
い
て
は
政
府
の
み

が
権
限
を
有
し
て
お
り
、
他
で
は
議
院
内
閣
制
を
多
分
に
特
徴
づ
け
て
い
る
作
用
の
交
錯
お
よ
び
結
合
も
こ
の
責
任
領
域
に
お
い
て
は

存
在
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
領
域
に
お
い
て
は
、
議
会
に
よ
る
統
制
で
さ
え
、
権
力
分
立
原
理
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
諸
作
用
の
分
割

を
廃
し
て
は
な
ら
な
い
」。
さ
ら
に
、
以
上
で
述
べ
た
よ
う
に
政
府
の
み
が
権
限
を
有
す
る
責
任
領
域
が
あ
り
、
か
か
る
領
域
に
議
会

の
統
制
が
及
び
得
な
い
こ
と
か
ら
、
政
府
に
は
「
調
べ
尽
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
秘
密
保
持
の
領
域
」
が
あ
る
こ
と
を
推
論
す
る
の
は

正
し
い
と
も
シ
ュ
テ
ル
ン
は
述
べ
て
い
る
。

第
二
款　

絶
対
的
な
保
護
領
域
と
し
て
の
政
府
の
意
思
形
成
過
程

　

伝
統
的
な
学
説
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
核
心
領
域
概
念
を
前
提
に
、
ブ
ッ
セ
は
「
執
行
固
有
の
核
心
領
域
」
の
射
程
を
前
述
の
フ
リ

ッ
ク
調
査
委
員
会
判
決
の
定
式
に
お
け
る
そ
れ
よ
り
も
広
く
捉
え
て
い
る
。
フ
リ
ッ
ク
調
査
委
員
会
判
決
の
定
式
か
ら
す
れ
ば
、
議
会

の
調
査
権
は
、
完
結
し
て
い
な
い
政
府
の
決
定
準
備
過
程
に
も
「
例
外
的
に
」
及
ぶ
と
解
し
得
る
。
し
か
し
、
当
時
の
学
説
で
は
、
議

会
の
調
査
権
は
完
結
し
た
意
思
形
成
過
程
に
「
の
み
」
及
ぶ
と
い
う
見
解
が
支
配
的
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
フ
リ
ッ

ク
調
査
委
員
会
判
決
の
定
式
に
お
い
て
、
連
邦
議
会
の
統
制
権
限
が
「
原
則
と
し
て
」
す
で
に
完
結
し
た
決
定
準
備
過
程
だ
け
に
及
ぶ

と
判
示
さ
れ
、
完
結
し
て
い
な
い
決
定
準
備
過
程
へ
の
議
会
統
制
の
余
地
が
残
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ブ
ッ
セ
は
、
議
会
の
調
査
権

（
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の
射
程
に
か
か
る
制
限
が
「
緩
和
さ
れ
た
」
と
─
否
定
的
に
─
評
価
す
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
の
ブ
ッ
セ
に
よ
れ
ば
、
調
査
権
が
進
行

中
の
意
思
形
成
過
程
に
及
ん
で
し
ま
う
と
、
執
行
は
、
自
ら
が
計
画
や
考
量
な
ど
を
行
な
っ
て
い
る
最
中
の
ど
の
場
面
で
も
、
文
書
提

出
義
務
や
発
言
義
務
を
伴
っ
た
調
査
手
続
の
拘
束
に
さ
ら
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
は
、
執
行
が

「
創
造
性
や
形
成
力
」
を
発
揮
す
る
の
が
困
難
に
な
る
ど
こ
ろ
か
、
意
思
形
成
過
程
に
お
い
て
「
同
時
並
行
で
行
わ
れ
る
論
証
の
努
力

に
関
す
る
執
行
の
作
業
能
力
の
本
質
的
な
部
分
が
調
査
手
続
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
」。
こ
う
な
る
と
、
意
思
形
成
過
程
は
、

不
確
実
な
も
の
と
な
り
、
欠
陥
の
あ
る
決
定
準
備
に
な
る
虞
が
あ
る
と
ブ
ッ
セ
は
述
べ
る
。
要
す
る
に
、
執
行
機
関
の
活
動
と
い
う
の

は
「
国
家
生
活
の
中
で
現
実
に
な
っ
て
初
め
て
、
そ
の
活
動
は
議
会
に
対
し
て
責
任
を
負
い
、
議
会
統
制
の
下
に
置
か
れ
る
」
の
で
あ

り
、「
執
行
の
決
定
準
備
と
議
会
の
調
査
が
同
時
に
進
行
し
て
し
ま
う
と
、
責
任
が
不
明
確
に
な
る
」
と
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
、
ブ
ッ
セ

に
よ
る
と
、
政
府
の
完
結
し
て
い
な
い
決
定
準
備
過
程
の
ど
の
段
階
に
も
議
会
の
統
制
が
及
ん
で
は
な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
、
ブ
ッ
セ
に
よ
れ
ば
、
完
結
し
た
決
定
準
備
過
程
に
対
し
て
も
議
会
の
調
査
権
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。
と
い
う
の

も
、
そ
も
そ
も
「
執
行
の
核
心
領
域
」
の
射
程
が
ど
こ
ま
で
及
ぶ
の
か
は
、
フ
リ
ッ
ク
調
査
委
員
会
判
決
の
よ
う
に
決
定
準
備
過
程
の

段
階
に
応
じ
て
で
は
な
く
、「
閣
議
に
お
け
る
意
見
交
換
の
開
放
性
と
自
由
闊
達
性
を
保
護
す
る
」
と
い
う
「
執
行
の
核
心
領
域
」
の

目
的
に
照
ら
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ブ
ッ
セ
に
よ
れ
ば
、
閣
議
で
の
意
見
交
換
が
議
会
の
調
査
権
を
通
じ

て
公
表
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
れ
ば
、
も
は
や
そ
の
公
表
が
政
府
の
決
定
準
備
過
程
が
完
結
し
た
後
な
の
か
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
前
な
の

か
に
関
係
な
く
、「
意
見
を
い
ざ
自
由
闊
達
に
閣
議
に
持
ち
込
も
う
と
す
る
政
府
構
成
員
ら
の
心
の
準
備
に
反
作
用
を
及
ぼ
し
て
し
ま

う
」
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
基
本
法
四
四
条
に
基
づ
く
議
会
調
査
権
と
の
関
連
で
「
執
行
の
核
心
領
域
」
を
批
判
す
る
ヨ
ハ
ネ

ス
・
マ
ー
ジ
ン
グ
は
、
か
か
る
ブ
ッ
セ
の
主
張
を
次
の
よ
う
に
略
述
す
る
。
す
な
わ
ち
ブ
ッ
セ
が
言
う
に
は
、「
政
府
の
決
定
か
ら
自

由
闊
達
な
討
論
を
保
護
す
る
た
め
に
、
つ
ま
り
『
下
さ
れ
た
決
定
の
説
得
力
を
高
め
る
た
め
に
』、
実
務
的
に
は
、
政
府
の
あ
ら
ゆ
る

（
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準
備
中
の
措
置
を
事
後
的
に
調
査
す
る
こ
と
さ
え
不
可
能
で
あ
る
。
閣
議
の
み
な
ら
ず
、
内
閣
委
員
会
、
閣
僚
会
談
お
よ
び
閣
議
談
話

に
お
け
る
討
議
、
外
部
の
者
と
の
討
論
、
さ
ら
に
は
準
備
中
の
官
吏
の
会
談
の
一
部
さ
え
も
が
、
調
査
委
員
会
か
ら
絶
対
的
に
守
ら
れ

る
」。

第
三
節　

政
府
の
組
織
編
成
権
へ
の
議
会
に
よ
る
介
入
の
限
界

　

ブ
ッ
セ
と
は
異
な
り
、
前
述
の
フ
リ
ッ
ク
調
査
委
員
会
判
決
の
定
式
を
「
議
会
に
好
意
的
」
に
解
釈
し
た
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
は
、

そ
も
そ
も
執
行
権
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
決
定
準
備
過
程
に
お
け
る
決
定
が
政
府
の
組
織
編
成
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
場
合
、
議
会
は
い
か
な
る
限
り
で
介
入
権
を
行
使
し
得
る
の
か
。
本
節
で
は
、
組
織
編
成
権
に
関
す
る
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
の

著
名
な
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
依
り
な
が
ら
、
執
行
権
概
念
、
政
府
の
組
織
編
成
権
、
組
織
編
成
権
へ
の
議
会
に
よ
る
介
入
お
よ
び
そ
の

限
界
に
関
し
て
、
彼
が
ど
の
よ
う
に
説
き
起
こ
し
て
い
る
の
か
を
押
さ
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
款　

作
用
確
定
の
た
め
の
前
提
─
全
て
の
作
用
の
民
主
制
的
正
統
化

　

ま
ず
は
作
用
確
定
の
前
提
に
つ
い
て
、
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
は
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
す
。

　

立
憲
君
主
制
に
お
い
て
、
立
法
（
政
体
と
し
て
の
「
臣
民
」）
と
執
行
（
政
体
と
し
て
の
「
王
」）
は
「
権
力
（pouvoirs

）」
と
し

て
対
立
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
今
日
の
議
会
制
・
民
主
制
的
な
立
憲
国
家
に
お
け
る
立
法
と
執
行
は
、
異
な
る
政
治
的
「
権

力
」
で
は
も
は
や
な
く
、「
自
立
し
た
権
限
複
合
体
と
し
て
組
織
さ
れ
た
作
用
」
に
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
立
憲
民
主
制
に
お
い

て
「
す
べ
て
の
権
力
は
民
主
制
的
な
憲
法
に
由
来
す
る
の
で
あ
り
、
自
立
し
た
政
体
（『
権
力
』）
は
国
民
だ
け
」
と
な
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
ゆ
え
に
、
か
つ
て
立
法
と
は
異
な
る
「
権
力
」
で
あ
っ
た
執
行
も
、
他
の
作
用
と
同
様
に
「
民
主
制
的
に
正
統
化
さ
れ
ま
た
統
制

さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
ま
さ
に
民
主
制
・
議
会
制
的
憲
法
は
特
殊
な
形
式
お
よ
び
手
続
を
発
展
さ
せ
た
の
で
あ
る
」。
こ

（
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の
よ
う
に
全
て
の
国
家
作
用
が
民
主
制
的
に
正
統
化
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
帰
結
が
導
か
れ
る
。

　

第
一
に
、
国
制
に
お
け
る
民
主
的
要
素
の
普
及
と
立
法
の
権
限
領
域
の
拡
張
と
は
同
義
で
あ
る
と
い
う
か
つ
て
の
テ
ー
ゼ
は
も
は
や

筋
が
通
ら
な
く
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
テ
ー
ゼ
は
執
行
が
実
際
に
非
民
主
的
要
素
で
あ
っ
た
立
憲
君
主
制
に
お
い
て
妥
当
す
る

に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
立
憲
民
主
制
に
お
い
て
は
、「
ど
の
作
用
も
ま
ず
も
っ
て
憲
法
を
通
じ
て
創
設
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
れ
に
よ
っ
て
民
主
制
的
に
も
正
統
化
さ
れ
て
い
る
」。
ゆ
え
に
、
立
憲
民
主
制
に
お
い
て
、「
立
法
者
は
民
主
制

的
正
統
化
の
独
占
権
を
も
は
や
保
持
し
て
い
な
い
」。

　

第
二
に
、
こ
う
し
て
全
て
の
国
家
作
用
が
民
主
制
的
に
正
統
化
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
作
用
確
定
の
際
の
新
た
な
可
能
性
、
つ
ま
り
作

用
確
定
の
「
変
更
さ
れ
た
出
発
点
」
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
れ
は
、
作
用
確
定
に
際
し
て
「
事
項
に
即
し
た
構
造
（Sachstruk-

tur

）」
を
顧
慮
す
る
可
能
性
で
あ
る
。
伝
統
的
な
作
用
区
分
の
意
義
は
国
民
代
表
が
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
領
域
を
拡
張
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
の
に
対
し
て
、
今
や
全
て
の
作
用
が
民
主
制
的
に
正
統
化
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
伝
統
的
な
作
用
区
分
論
に
与
す
る
意
義
は
も
は
や

な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
作
用
・
機
関
を
区
分
す
る
際
の
前
提
条
件
は
、
か
つ
て
の
よ
う
に
「
相
対
立
す
る
政
治
勢
力
の

力
・
影
響
の
及
ぶ
領
域
を
境
界
づ
け
る
」
こ
と
で
は
な
く
、「
国
家
の
担
い
手
た
る
国
民
に
よ
っ
て
裁
可
さ
れ
た
諸
々
の
目
標
規
定

（Zielbestim
m

ungen

）
と
い
う
意
味
で
の
国
家
の
諸
任
務
を
最
適
な
形
で
遂
行
す
る
」
こ
と
に
変
わ
っ
た
─
「
立
憲
君
主
制
的
な

二
元
構
造
か
ら
民
主
制
的
な
協
働
に
な
っ
た
」
─
の
で
あ
る
。

第
二
款　

執
行
権
の
体
系
的
位
置
づ
け
─
自
立
し
た
作
用
と
し
て
の
執
行
権

　

右
に
み
た
作
用
確
定
に
際
し
て
の
前
提
、
す
な
わ
ち
今
日
で
は
全
て
の
作
用
が
民
主
制
的
に
正
統
化
さ
れ
た
と
の
前
提
に
立
っ
て
、

ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
は
執
行
権
を
次
の
よ
う
に
把
握
し
直
す
。

　

か
つ
て
の
立
憲
君
主
制
に
お
け
る
把
握
に
よ
る
な
ら
ば
、
執
行
権
と
は
「
そ
れ
自
体
か
ら
な
り
、
本
源
的
で
、
最
初
か
ら
法
律
に
よ

（
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る
授
権
に
基
づ
く
わ
け
で
は
な
い
公
権
力
つ
ま
り
自
立
的
な
国
家
作
用
で
あ
る
も
の
の
、
法
律
を
通
じ
て
拘
束
・
規
定
可
能
な
作
用
つ

ま
り
法
律
の
留
保
に
よ
っ
て
制
限
可
能
な
作
用
で
あ
る
」。
し
か
し
、
今
や
執
行
権
も
民
主
的
な
権
力
と
な
っ
た
以
上
、
か
つ
て
の
執

行
権
の
把
握
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
「
官
憲
国
家
的
な
構
成
要
素
（obrigkeitsstaatliche K

om
ponente

）」
は
考
慮
さ
れ
な
い
。
む

し
ろ
、「
事
項
的
・
法
学
的
に
（sachlich-juristisch

）」、
執
行
権
は
次
の
よ
う
な
三
つ
の
構
成
要
素
を
考
慮
し
て
確
定
さ
れ
る
。
一

つ
に
、
現
代
の
社
会
国
家
に
お
い
て
、
執
行
は
「
そ
れ
自
体
と
し
て
活
動
し
て
い
る
中
心
的
な
国
家
作
用
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
時
に
、

立
法
の
領
域
が
執
行
に
対
し
て
締
め
出
さ
れ
た
領
域
と
し
て
確
定
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
別
言
す
れ
ば
、
立
法
の
領
域
は
、
法
律

の
留
保
お
よ
び
介
入
の
体
系
と
し
て
確
定
さ
れ
る
一
方
で
、「
法
定
立
─
法
適
用
」
の
よ
う
な
形
式
的
な
理
論
枠
組
に
よ
っ
て
は
確
定

さ
れ
な
い
。
二
つ
に
、「
執
行
権
に
は
、
自
発
的

0

0

0

に
、
つ
ま
り
自
ら
の
作
用
の
必
要
条
件
か
ら
し
て
、
規
律
し
ま
た
指
図
す
る
権
能
、

す
な
わ
ち
実
質
的
な
命
令
権
が
帰
属
す
る
」。
三
つ
に
、
執
行
権
は
、
法
律
の
優
位
に
よ
っ
て
立
法
権
に
従
属
す
る
。
つ
ま
り
、「
立
法

権
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
、
内
容
上
（
予
め
）
確
定
さ
れ
、
そ
し
て
制
限
さ
れ
得
る
」。

　

こ
れ
ら
三
つ
の
構
成
要
素
が
示
す
の
は
、
執
行
権
が
、
立
法
権
と
の
関
係
で
、「
あ
ら
ゆ
る
権
限
を
持
つ
法
定
立
権
力
の
実
行
の
道

具
」
と
し
て
で
は
な
く
、「
自
立
し
た
作
用
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
執
行
権
の

体
系
的
位
置
づ
け
は
、
基
本
法
の
憲
法
体
系
に
関
し
て
も
基
礎
と
な
り
得
る
ど
こ
ろ
か
、
強
く
推
奨
さ
れ
て
い
る
。「
な
ぜ
な
ら
ば
、

執
行
権
は
、
基
本
法
二
〇
条
二
項
お
よ
び
三
項
に
お
い
て
、
立
法
権
と
並
ぶ
憲
法
直
接
的

0

0

0

な
作
用
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

り
、
厳
密
に
言
う
と
、
執
行
権
は
、
法
律
と
法
に
拘
束
さ
れ
て
は
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

が
、
法
律
に
よ
っ
て
真
っ
先
に
根
拠
づ
け
ら
れ
、
活
動
可
能
に

さ
せ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」。
立
法
権
と
の
関
係
に
お
け
る
執
行
権
の
体
系
的
位

置
づ
け
は
、「
執
行
権
が
自
立
的
な
作
用
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
実
際
に
も
そ
の
よ
う
な
も
の
に
な
り
得
る
た
め
の
前
提

と
な
る
」。
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第
三
款　

立
法
の
「
留
保
領
域
」
と
執
行
の
「
固
有
領
域
」

　

も
っ
と
も
、
か
よ
う
な
執
行
権
の
体
系
的
位
置
づ
け
に
よ
っ
て
も
な
お
明
ら
か
で
な
い
の
は
、
執
行
権
が
い
か
な
る
領
域
あ
る
い
は

範
囲
内
に
お
い
て
、
自
立
し
た
作
用
と
し
て
活
動
し
得
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、「
ま
さ
に
執
行
権
が
そ
の

法
的
位
置
づ
け
か
ら
し
て
立
法
権
に
拘
束
さ
れ
、
確
定
さ
れ
、
そ
し
て
制
限
さ
れ
得
る
ゆ
え
に
、
一
方
で
は
、
法
律
の
留
保
お
よ
び
立

法
に
よ
る
介
入
の
拡
張
領
域
を
確
定
し
境
界
づ
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
他
方
で
は
、
執
行
権
の
固
有
領
域
（Eigenbereiche 

der vollziehenden Gew
alt

）
あ
る
い
は
『
特
権
』
を
確
定
し
境
界
づ
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」、
と
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
は
述
べ

る
。
ゆ
え
に
彼
は
、
執
行
権
の
固
有
領
域
お
よ
び
立
法
権
の
留
保
領
域
を
、
次
の
よ
う
に
輪
郭
づ
け
る
。

　

ま
ず
、
執
行
は
「
核
心
領
域
」
と
は
別
に
「
固
有
領
域
」
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
領
域
に
は
議
会
の
介
入
権
が
及
ぶ
。
す

な
わ
ち
、「
執
行
の
固
有
領
域
は
、
相
対
的
に
す
ぎ
な
い
、
立
法
権
に
対
し
て
全
般
的
に
開
か
れ
た
領
域
で
あ
る
。
立
法
者
は
こ
の
領

域
に
介
入
し
、
特
定
の
領
域
を
『
先
占
取
得
す
る
（präokkupieren

）』
こ
と
が
で
き
る
。
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
、
立
法
の
介

入
に
対
し
て
門
を
閉
ざ
す
、
法
律
に
対
し
て
耐
性
の
あ
る
核
心
領
域
─
本
来
的
意
味
で
の
『
特
権
』
─
と
、
法
律
に
開
か
れ
た

0

0

0

0

そ
の
他

の
執
行
の
固
有
領
域
と
が
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
者
の
領
域
で
は
、
確
か
に
執
行
は
自
発
的
に
活
動
で
き
、
ま
た
そ
れ
が

許
さ
れ
て
い
る
が
、
立
法
権
に
対
し
て
は
開
か
れ
た
競
合
的
関
係
に
、
つ
ま
り
、
立
法
権
が
一
定
の
規
律
を
任
意
に
行
う
こ
と
が
で
き
、

そ
の
場
合
に
法
律
に
基
づ
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
優
位
を
継
続
的
に
主
張
す
る
よ
う
な
関
係
に
立
っ
て
い
る
」。

　

こ
の
よ
う
に
、
立
法
権
と
執
行
権
の
固
有
領
域
と
は
開
か
れ
た
競
合
的
関
係
に
あ
る
が
、
立
法
権
の
留
保
領
域
と
執
行
権
の
固
有
領

域
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
典
型
的
な
区
域
」
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
区
域
は
、「
憲
法
の
伝
統
、
事
項
な
い
し
は
作
用
の
必
要
性

（Sach-oder Funktionsnotw
endigkeiten

）
お
よ
び
憲
法
体
系
に
お
け
る
政
治
的
な
根
本
的
要
請
に
よ
っ
て
、
仔
細
に
確
定
さ
れ

る
」。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
立
法
権
の
留
保
領
域
に
関
し
て
は
、「
一
般
的
（
法
治
国
家
的
）
法
律
の
留
保
」、「
制
度
的
法
律
の
留

（
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保
」
お
よ
び
「
作
用
的
法
律
の
留
保
」
が
あ
り
、
こ
の
中
で
立
法
権
の
留
保
領
域
の
「
典
型
的
な
区
域
」
に
該
当
す
る
の
は
、「
一
般

的
（
法
治
国
家
的
）
法
律
の
留
保
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
属
す
る
の
は
、「
個
々
人
の
一
般
的
（『
国
民
的
』）
な
法
的
地
位
、
あ
る
い
は
、

（
軍
人
・
官
吏
関
係
が
典
型
的
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
『
特
別
権
力
関
係
』
内
で
の
）
特
別
な
法
的
地
位
に
関
連
す
る
も
の
全
て
、
つ
ま
り
、

個
々
人
の
間
で
の
権
利
義
務
、
ま
た
は
、
手
続
に
適
っ
た
公
権
力
の
行
使
と
貫
徹
も
含
め
た
当
該
権
力
の
担
い
手
と
の
関
係
に
お
け
る

権
利
義
務
の
根
拠
と
な
る
も
の
で
あ
る
」。
他
方
で
、
こ
の
「
一
般
的
（
法
治
国
家
的
）
法
律
の
留
保
」
に
組
織
編
成
権
の
行
使
は
属

さ
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
こ
の
留
保
に
属
さ
な
い
の
は
、
国
家
組
織
の
設
置
お
よ
び
形
成
、
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
組

織
編
成
権
の
行
使
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
組
織
編
成
権
は
、
原
則
的
に
は
執
行
権
の
固
有
領
域
に
属
す
る
」。

第
四
款　

組
織
編
成
権
が
「
執
行
権
の
固
有
領
域
」
に
帰
属
す
る
根
拠
─
執
行
作
用
に
必
要
不
可
欠
な
要
素
た
る
組
織
編
成
権

　

組
織
編
成
権
が
原
則
と
し
て
「
執
行
権
の
固
有
領
域
」
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
よ
う
に
整
序
さ
れ
る
根
拠
は
何
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　

そ
も
そ
も
執
行
権
と
い
う
の
は
典
型
的
に
は
、「
具
体
的
に
活
動
し
、
現
実
化
し
、
そ
し
て
目
的
を
持
っ
て
形
成
し
て
い
る
作
用
」

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
立
法
権
と
い
う
の
は
、「
第
一
義
的
に
は
、
抽
象
的
な
規
律
を
行
い
そ
し
て
統
制
を
行
な
っ
て
い
る
作

用
」
で
あ
る
。
か
か
る
立
法
権
の
作
用
は
、「
規
範
的
な
尺
度
を
設
定
し
、
活
動
の
枠
組
み
を
画
定
し
、
権
利
お
よ
び
義
務
を
根
拠
づ

け
る
が
、
作
用
そ
れ
自
体
が
具
体
的
に
か
つ
目
的
を
持
っ
て
活
動
し
な
が
ら
行
動
す
る
の
で
は
な
い
」。
立
法
作
用
と
執
行
作
用
と
を

こ
の
よ
う
に
区
別
し
た
場
合
、
組
織
編
成
権
の
行
使
は
、「
具
体
的
に
活
動
し
ま
た
形
成
し
て
い
る
執
行
作
用
に
必
要
不
可
欠
な
要

素
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
組
織
編
成
権
の
行
使
は
、
種
々
の
具
体
的
任
務
を
計
画
通
り
か
つ
目
的
に
応
じ
て
処
理
す
る
た
め
の
前
提

条
件
を
生
み
出
す
の
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
何
よ
り
も
ま
ず
執
行
権
を
そ
の
よ
う
な
任
務
処
理
が
で
き
る
状
態
に
す
る
」
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
組
織
編
成
権
と
執
行
作
用
と
が
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
─
「
事
項
・
作
用
の
近
接
性
（Sach-und Funktionsnähe

）」
─

（
45
）

（
46
）

（
47
）

（
48
）



政府の意思形成過程に対する議会統制の可能性（一）　

（阪大法学）67（5-127）　907 〔2018. 1 〕

か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の
が
、「
組
織
編
成
権
の
執
行
権
の
固
有
領
域
へ
の
原
則
的
な
帰
属
」
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
前
述
の
よ
う
に
、「
執
行
権
の
固
有
領
域
」
は
立
法
権
に
対
し
て
全
般
的
に
開
か
れ
た
領
域
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、

組
織
編
成
権
が
原
則
的
に
「
執
行
権
の
固
有
領
域
」
に
属
す
る
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
は
組
織
編
成
権
へ
の
立
法
権
に
よ
る
介
入
を
妨

げ
な
い
。
む
し
ろ
組
織
編
成
権
の
「
執
行
権
の
固
有
領
域
」
へ
の
整
序
は
、
法
学
的
に
は
あ
く
ま
で
、
組
織
編
成
権
そ
れ
自
体
が
「
立

法
権
の
原
理
的
作
用
留
保
」
た
る
一
般
的
法
律
の
留
保
に
は
属
さ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、「
執
行

が
一
般
的
法
律
の
留
保
に
抵
触
し
な
い
限
り
で
、
あ
る
い
は
、
特
別
法
上
な
い
し
は
憲
法
適
合
的
な
制
限
が
存
在
し
な
い
限
り
で
、
執

行
は
自
発
的
に
組
織
編
成
に
係
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
立
法
権
に
よ
る
組
織
編
成
に
係
る
規

律
へ
の
介
入
権
は
、
全
体
と
し
て
の
執
行
権
に
対
し
て
と
同
様
に
、
不
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
介
入
権
は
無
制
限

で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
が
権
限
に
即
し
て
限
界
づ
け
ら
れ
る
」。

第
五
款　

組
織
編
成
権
へ
の
議
会
の
介
入
権
と
そ
の
限
界
と
し
て
の
「
核
心
領
域
」

　

そ
れ
で
は
、
政
府
の
組
織
編
成
権
へ
の
議
会
に
よ
る
介
入
は
、
い
か
な
る
限
り
で
限
界
づ
け
ら
れ
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
ベ
ッ
ケ

ン
フ
ェ
ル
デ
は
、
立
憲
民
主
制
に
お
け
る
議
会
の
介
入
権
の
意
義
を
十
分
に
認
め
た
上
で
、
し
か
し
そ
れ
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
を
次

の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

　

介
入
権
の
意
義
は
、「
法
律
の
優
位
」
と
の
連
関
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
連
関
に
よ
っ
て
次
の
こ
と
が
も

た
ら
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
立
法
が
自
ら
の
介
入
権
を
一
度
行
使
し
た
領
域
に
お
い
て
は
、
も
は
や
二
つ
の
権
限
は
互

い
に
競
合
関
係
に
立
っ
て
お
ら
ず
、
法
律
の
優
位
に
よ
っ
て
、
今
や
立
法
だ
け
が
権
限
を
有
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
実
際
に
新
た

な
留
保
領
域
を
獲
得
し
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
介
入
権
が
継
続
的
に
行
使
さ
れ
る
な
ら
ば
、「
執
行
固
有
の
権
限
領
域

は
ま
す
ま
す
縮
小
さ
れ
得
る
」。
介
入
権
に
こ
の
よ
う
な
意
義
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
立
憲
君
主
制
か
ら
立
憲
民
主
制
へ
の
憲
法
体
系

（
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の
移
行
に
よ
っ
て
介
入
権
の
意
味
が
根
本
的
に
転
換
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
立
憲
君
主
制
に
お
い
て
、
法
律
は
、
君
主
（
執

行
）
の
同
意
な
し
に
は
成
立
し
得
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
「
君
主
と
臣
民
代
表
は
、
共
に

0

0

立
法
権
の
保
持
者
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
立
法

に
よ
る
介
入
権
の
一
方
的
な
行
使
の
手
段
、
し
た
が
っ
て
ま
た
執
行
自
ら
の
意
思
に
は
反
す
る
執
行
の
権
限
縮
小
の
手
段
は
断
た
れ
て

い
た
」。
他
方
で
立
憲
民
主
制
に
お
い
て
は
、
国
民
代
表
の
み
が
立
法
権
の
保
持
者
と
な
り
、「
こ
れ
に
よ
っ
て
立
法
の
介
入
権
も
一
方

的
な
も
の
と
な
る
。
今
や
介
入
権
は
、
立
法
に
有
利
と
な
る
よ
う
な
一
方
的
な
権
限
移
動
を
可
能
に
す
る
」。
こ
う
し
た
執
行
に
対
す

る
介
入
権
ゆ
え
に
、
唯
一
の
立
法
機
関
と
し
て
の
国
民
代
表
に
は
「
作
用
上
の
優
位
性
」
が
あ
る
。
今
日
の
行
政
・
福
祉
国
家
に
お
い

て
は
、
執
行
作
用
の
実
際
上
の
重
要
性
、
そ
し
て
、
給
付
、
統
制
お
よ
び
秩
序
維
持
に
係
る
任
務
を
処
理
す
る
に
際
し
て
の
執
行
作
用

の
「
特
権
（V

orhand

）」
が
不
可
避
と
な
る
。「
そ
の
限
り
で
、
立
法
の
介
入
権
お
よ
び
そ
れ
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
た
優
位
性
は
、

国
民
代
表
に
と
っ
て
、
意
義
深
く
ま
た
必
要
不
可
欠
な
等
価
物
で
あ
る
」。
国
民
代
表
は
、
こ
の
介
入
権
に
よ
っ
て
「
執
行
の
実
際
上

の
優
位
に
対
抗
で
き
る
」
の
で
あ
り
、「
執
行
活
動
を
拘
束
し
、
そ
の
活
動
の
全
体
方
針
に
対
し
て
影
響
力
を
行
使
す
る
た
め
の
効
果

的
な
手
段
を
駆
使
す
る
」
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
介
入
権
は
、「
ま
さ
に
こ
の
権
利
が
国
民
代
表
の
み
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
得
る
ゆ
え
に
、
無
制
限
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
」。
む
し
ろ
介
入
権
は
、「
各
々
の
権
限
と
同
様
に
、
境
界
づ
け
ら
れ
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
限
界
づ
け
ら
れ
た
権
能
［
原
註
─

Carl Schm
itt, V

erfassungslehre, S. 102.

］
で
あ
る
」。
つ
ま
り
、
介
入
権
が
、
憲
法
制
定
権
の
よ
う
な
「
権
限
の
た
め
の
権
限

（K
om

petenz-K
om

petenz

）」
で
は
な
い
以
上
、
限
界
づ
け
ら
れ
た
権
限
と
し
て
、
憲
法
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
権
限
配
分
に
服
す

る
。「
し
た
が
っ
て
、
権
力
が
区
分
さ
れ
て
い
る
民
主
制
的
憲
法
秩
序
の
枠
内
で
の
立
法
の
介
入
権
に
関
し
て
は
、
不
可
避
的
に
一
定

の
制
限
が
生
じ
る
」。
こ
れ
に
関
し
て
は
三
つ
の
制
限
が
あ
る
。
一
つ
に
、
立
法
は
、
介
入
権
を
行
使
す
る
こ
と
で
「
新
た
な
予
防
的

法
律
の
留
保
（neue präventive Gesetzesvorbehalte

）」
を
構
成
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
立
法
は
、「
法
律
の
規
定
に
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よ
っ
て
組
織
編
成
権
の
特
定
の
領
域
か
ら
執
行
を
前
も
っ
て
除
外
で
き
る
の
で
は
な
く
、
個
々
の
事
案
に
即
し
て
具
体
的
な
組
織
編
成

に
関
す
る
規
律
を
自
ら
行
い
得
る
に
す
ぎ
な
い
」。
二
つ
に
、
介
入
権
は
、
憲
法
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
権
限
と
し
て
、
基
本
法
の
憲
法

構
造
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
憲
法
構
造
を
掘
り
崩
す
よ
う
な
介
入
権
の
行
使
、
例
え
ば
、「
大
臣
の
管
轄
権
を
侵
害
す

る
、
あ
る
い
は
、
指
示
か
ら
完
全
に
自
由
な
官
庁
を
設
置
す
る
」
こ
と
は
で
き
な
い
。
三
つ
に
、「
介
入
権
は
、
諸
々
の
執
行
権
限
の

核
心

0

0

領
域
に
は
及
ば
な
い
」。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
介
入
権
と
い
う
の
は
、
執
行
の
権
限
領
域
に
具
体
的
に
干
渉
す
る
た
め
の
内
容
に
係
る

権
限
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
執
行
を
拘
束
的
な
事
項
規
律
（Sachregelungen

）
に
よ
っ
て
抑
制
す
る
権
限
で
あ
る
一
方
で
、
そ
の

よ
う
な
憲
法
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
執
行
の
権
限
領
域
を
実
際
に
取
り
上
げ
る
、
あ
る
い
は
、
完
全
に
空
疎
に
す
る
権
限
で
は
な
い
」
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
核
心
領
域
ゆ
え
に
生
じ
る
境
界
線
は
、
権
限
に
よ
っ
て
異
な
る
。「
例
え
ば
、
か
か
る
境
界
線
は
、
政
府
の

組
織
編
成
と
行
政
の
そ
れ
と
で
は
異
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
個
々
の
憲
法
の
具
体
的
な
内
容
形
成
に
し
た
が
っ
て
画
定
さ
れ
る
」。

小
括　

核
心
領
域
説
の
理
論
的
意
義
─
「
絶
対
的
な
保
護
領
域
」
お
よ
び
「
法
か
ら
自
由
な
領
域
」
を
前
提
と
し
た
執
行
権
概
念

　

本
章
で
取
り
上
げ
た
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
お
よ
び
伝
統
的
学
説
に
よ
る
な
ら
ば
、
執
行
権
は
「
核
心
領
域
」
を
所
与
の
も
の
と

し
て
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
執
行
権
に
対
す
る
議
会
統
制
は
「
執
行
の
核
心
領
域
」
の
論
拠
に
基
づ
い
て
制
限
さ
れ
る
。
以
上
の
本

章
で
の
分
析
を
通
じ
て
確
認
さ
れ
た
の
は
、
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
い
て
は
「
核
心
領
域
」
を
前
提
と
し
た
権
力
分
立
理
解
が
、
伝
統
的

に
、
そ
れ
も
通
説
的
立
場
に
あ
る
論
者
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
て
お
り
、
か
か
る
伝
統
的
・
通
説
的
な
権
力
分
立
理
解
に
基
づ
い
て
執
行

権
概
念
も
構
成
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
伝
統
的
な
執
行
権
概
念
は
、
最
近
で
も
連
邦
憲
法

裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て
維
持
さ
れ
て
い
る
。「
核
心
領
域
」
を
前
提
と
す
る
伝
統
的
な
学
説
に
対
す
る
近
年
の
有
力
な
論
者
に
よ
る

批
判
論
は
次
章
で
詳
し
く
紹
介
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
核
心
領
域
説
の
理
論
的
意
義
を
─
次
章
で
克
服
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
課
題
と
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し
て
予
め
把
握
し
て
お
く
た
め
に
も
─
指
摘
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

第
一
に
、
核
心
領
域
説
に
依
拠
す
れ
ば
、
議
会
の
調
査
権
が
及
び
得
な
い
「
絶
対
的
な
保
護
領
域
」
を
前
提
に
、
執
行
権
概
念
を
構

成
し
得
る
。
例
え
ば
、
前
述
の
フ
リ
ッ
ク
調
査
委
員
会
判
決
の
定
式
を
文
言
通
り
に
解
す
る
な
ら
ば
、「
執
行
固
有
の
責
任
の
核
心
領

域
」
に
含
ま
れ
る
政
府
の
意
思
形
成
過
程
と
い
う
の
は
、
議
会
に
よ
っ
て
「
原
則
と
し
て
」
調
べ
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
領
域
で
あ

る
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
の
定
式
は
政
府
の
意
思
形
成
過
程
に
「
例
外
的
に
」
議
会
の
調
査
権
が
及
ぶ
こ
と
を
認
め
て
い
る
と
解
す
る
こ

と
も
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
核
心
領
域
」
の
概
念
次
第
で
は
、
政
府
の
意
思
形
成
過
程
が
完
結
し
た
後
で

さ
え
、
議
会
の
調
査
権
が
及
び
得
な
い
「
絶
対
的
な
保
護
領
域
」
が
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
、
か
か
る
排
他
的
領
域
を
前
提
に
執

行
権
概
念
を
構
成
す
る
こ
と
も
で
き
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、「
核
心
領
域
」
に
よ
っ
て
政
府
の
組
織
編
成
権
へ
の
議
会
に
よ
る
介
入
が
制
限
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
以
上
、
こ
の
領
域

を
本
来
的
に
「
法
か
ら
自
由
な
領
域
」
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、「
核
心
領
域
」
の
論
拠
に
基
づ
い
て
議
会
の
介
入
権

が
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
、
執
行
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
領
域
に
属
す
る
権
限
を
最
初
か
ら
自
由
に
行
使
し
得
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
場
合
、「
核
心
領
域
」
は
、「
法
か
ら
自
由
な
領
域
」
を
前
提
と
す
る
執
行
権
概
念
の
構
成
を
後
押
し
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

Z. B. K
laus Stern, D

as Staatsrecht der Bundesrepublik D
eutschland, Bd. II, C.H

.Beck 1980, S. 541 ff.

邦
訳
と
し
て
、
ク
ラ

ウ
ス
・
シ
ュ
テ
ル
ン
（
赤
坂
正
浩
ほ
か
編
訳
）『
ド
イ
ツ
憲
法
Ⅰ　

総
論
・
統
治
編
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
九
年
）
四
三
九
頁
以
下
〔
赤
坂
正
浩

訳
〕
を
参
照
。E

berhard Schm
idt-A

ßm
ann, D

er Rechtsstaat, in: Isensee/K
irchhof (H

rsg.), H
andbuch des Staatsrechts der 

Bundesrepublik D
eutschland, Bd. II, 3. A

ufl., C. F. M
üller 2004, 

§ 26 Rn. 56 f.

核
心
領
域
説
に
対
す
る
か
つ
て
の
批
判
と
し
て
は
、

N
orbert A

chterberg, Problem
e der Funktionenlehre, C.H

.Beck 1970, S. 189 ff.; G
erhard Zim

m
er, Funktion-K

om
petenz-Le-

gitim
ation, D

uncker &
 H

um
blot 1979, S. 23 ff.

を
参
照
。

（
1
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Z. B. BV
erfGE 67, 100 (139); 68, 1 (87); 124, 78 (120); 131, 152 (210); 137, 185 (233).

前
稿
に
お
い
て
筆
者
は
、
近
年
の
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
け
る
権
力
分
立
論
の
新
展
開
お
よ
び
そ
こ
で
の
「
外
交
行
為
」
の
把
握
を
、
メ
ラ
ー

ス
お
よ
び
ポ
ッ
シ
ャ
ー
の
学
説
に
即
し
て
紹
介
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
執
行
権
の
憲
法
的
構
成
─
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
け
る
『
外
交

行
為
』
の
法
的
構
成
（
一
）、（
二
・
完
）」
阪
大
法
学
六
四
巻
二
号
（
二
〇
一
四
年
）
五
〇
二
頁
以
下
、
六
四
巻
五
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
一
八

三
頁
以
下
を
参
照
。

Z. B. BV
erfGE 67, 100 (139); 110, 199 (214); 124, 78 (120); 131, 152 (210); 137, 185 (233).

BV
erfGE 67, 100.

邦
語
に
よ
る
紹
介
と
し
て
、
岩
間
昭
道
「
国
政
調
査
権
と
税
の
守
秘
義
務
─
フ
リ
ッ
ク
調
査
委
員
会
判
決
」
ド
イ
ツ
憲

法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅱ
〔
第
二
版
〕』（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
）
五
〇
五
頁
以
下
を
参
照
。

BV
erfGE 67, 100 (139).

V
gl. D

ieter E
ngels, Parlam

entarisches U
ntersuchungsrecht und der K

ernbereich exekutiver Eigenverantw
ortung, 

Jura 1990 (H
eft 2), S. 74 ff.

V
gl. V

olker Busse, D
er K

ernbereich exekutiver Eigenverantw
ortung im

 Spannungsfeld der staatlichen Gew
alten, 

D
Ö

V
 1989, S. 51.
V

gl. E
rnst-W

olfgang Böckenförde, Parlam
entarische U

ntersuchungsausschüsse, A
öR 103 (1978), S. 17.

Z.B. „Leos

“ für die Saudis, in: D
er Spiegel vom

 4. Juli 2011, S. 14.

同
誌
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
内
容
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
ド
イ
ツ
は
、
新
型
の
『
レ
オ
パ
ル
ト
』
戦
車
を
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
に
納
入
す
る
準
備
を
整
え
た
。
こ
れ
を
も
っ
て
連
邦
政
府
は
、
専
制
的
に
差

配
さ
れ
た
王
国
に
い
か
な
る
重
装
備
の
兵
器
も
納
入
し
な
い
と
い
う
十
年
来
の
方
針
を
改
め
る
。
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
は
先
週
、
輸
出
を
基
本

的
に
承
認
し
た
。
サ
ウ
ジ
側
が
関
心
を
も
っ
て
い
る
の
は
、
最
新
型
の
『
レ
オ
パ
ル
ト
』
改
修
版
で
あ
る
タ
イ
プ
2
Ａ
7
＋
を
基
調
と
す
る
二
〇

〇
以
上
の
車
両
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
兵
器
産
業
─
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
戦
車
製
造
業
者
で
あ
る
ク
ラ
ウ
ス
・
マ
ッ
フ
ァ
イ
・
ヴ
ェ
グ
マ
ン
社
と
並
ん
で
、

二
番
目
に
大
き
い
陸
用
装
置
製
造
会
社
で
あ
る
ラ
イ
ン
メ
タ
ル
社
お
よ
び
多
数
の
下
請
企
業
─
は
、
巨
額
取
引
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。
と
い
う

の
も
、
サ
ウ
ジ
側
が
、
中
古
で
は
な
く
新
た
に
製
造
さ
れ
た
戦
車
を
望
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
リ
ヤ
ド
は
当
初
、
ア
メ
リ
カ
の
兵
器
の
親
会
社

の
傘
下
に
あ
る
サ
ン
タ
バ
ー
バ
ラ
社
が
許
可
を
受
け
て
『
レ
オ
パ
ル
ト
』
戦
車
を
製
造
し
て
い
た
ス
ペ
イ
ン
と
交
渉
し
た
。
そ
の
間
に
浮
上
し
た

の
が
、
当
該
戦
車
の
大
部
分
が
ド
イ
ツ
か
ら
く
る
で
あ
ろ
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
十
年
間
、
リ
ヤ
ド
の
『
レ
オ
』
へ
の
望
み
は
、
イ
ス
ラ

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
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）
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エ
ル
を
危
険
に
晒
す
と
の
指
摘
で
も
っ
て
常
に
拒
否
さ
れ
て
き
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
高
度
に
技
術
化
さ
れ
た
国
家
に
と
っ
て
、
サ
ウ
ジ
の
戦
車

部
隊
は
も
は
や
危
険
と
は
見
な
さ
れ
な
い
。
そ
の
王
国
は
遂
に
、
平
和
裏
に
は
行
動
し
な
か
っ
た
。
バ
ー
レ
ー
ン
に
お
け
る
ア
ラ
ブ
の
春
は
、
サ

ウ
ジ
の
軍
事
介
入
に
よ
っ
て
残
虐
に
鎮
圧
さ
れ
た
」。V

gl. auch W
affen-D

eal: D
eutschland w

ill Saudi-A
rabien K

am
pfpanzer liefern, 

in: Spiegel O
nline vom

 2. Juli 2011; „Leopard-II

“ nach Saudi-A
rabien?: O

pposition kritisiert Panzergeschäft m
it Riad, in: 

FA
Z vom

 3. Juli 2011.
BV

efGE 137, 185.

本
件
の
事
実
関
係
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
二
〇
一
一
年
七
月
初
旬
、
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
誌
を
は
じ
め
と
す
る
い

く
つ
か
の
定
期
刊
行
物
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
政
府
（
被
申
立
人
）
が
主
力
戦
車
の
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
へ
の
輸
出
を
計
画
し
て
い
る
こ
と
が
報

じ
ら
れ
た
。
こ
の
報
を
受
け
て
、
い
ず
れ
も
連
邦
議
会
議
員
で
あ
る
ハ
ン
ス
＝
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
シ
ュ
ト
レ
ー
ベ
レ
（H

ans-Christian 
Ströbele

、
申
立
人
一
）、
カ
チ
ャ
・
コ
イ
ル
（K

atja K
eul

、
申
立
人
二
）
お
よ
び
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
・
ロ
ー
ト
（Claudia Roth

、
申
立
人
三
）

は
、
二
〇
一
一
年
七
月
六
日
に
開
か
れ
た
連
邦
議
会
本
会
議
の
質
問
時
間
に
お
け
る
緊
急
質
問
お
よ
び
追
加
質
問
、
さ
ら
に
後
日
提
出
さ
れ
た
書

面
に
よ
る
質
問
を
通
じ
て
、
兵
器
売
却
に
係
る
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
の
許
可
決
定
の
有
無
お
よ
び
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
問
い
質
し
た
。
こ
れ
に

対
し
て
政
府
側
は
、
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
の
審
議
お
よ
び
議
決
の
「
秘
密
保
持
」
を
指
摘
し
て
、
議
員
ら
の
質
問
に
十
分
に
回
答
せ
ず
、
場
合

に
よ
っ
て
は
回
答
を
一
切
拒
否
し
た
。
二
〇
一
一
年
七
月
二
九
日
、
シ
ュ
ト
レ
ー
ベ
レ
議
員
（PlenProt 17/119, S. 13802 D

, S. 13807 A
, 

B, C, und D
; BT

D
rucks 17/6658, S. 28, S. 56

）、
コ
イ
ル
議
員
（PlenProt 17/119, S. 13803 D

, S. 13810 D
, S. 13811 A

; BT
D

rucks 
17/6658, S. 24

）
お
よ
び
ロ
ー
ト
議
員
（PlenProt 17/119, S. 13804 B, S. 13814 B; BT

D
rucks 17/6658, S. 26

）
の
質
問
に
対
す
る
政

府
の
不
十
分
な
回
答
あ
る
い
は
回
答
拒
否
に
よ
っ
て
基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
お
よ
び
三
八
条
一
項
二
文
に
基
づ
く
議
員
の
質
問
・
情
報
調
達
権

が
侵
害
さ
れ
た
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
議
員
は
、
基
本
法
九
三
条
一
項
一
号
に
よ
る
申
立
て
を
機
関
訴
訟
の
形
式
で
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
申
し
立
て

た
（
シ
ュ
ト
レ
ー
ベ
レ
議
員
に
よ
る
本
件
訴
訟
の
申
立
書
に
つ
い
て
は
〈http://w

w
w

2.stroebele-online.de/upload/antragsschrift.
pdf

〉
を
参
照
）。
そ
の
後
、
二
〇
一
四
年
四
月
一
五
日
の
口
頭
弁
論
を
経
て
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
二
一
日
に
判
決
が
下
さ
れ
た
。

　

判
決
の
決
定
文
（BV

erfGE 137, 185

［187 f.

］）
に
よ
る
と
、
被
申
立
人
の
回
答
に
よ
る
申
立
人
へ
の
権
利
侵
害
は
、
次
の
よ
う
に
限
定
的

に
の
み
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
申
立
人
一
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
一
年
七
月
六
日
の
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
に
お
け
る
質
問
時
間
の
中

で
出
さ
れ
た
質
問
が
「
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
に
お
け
る
人
権
保
護
態
様
に
関
連
す
る
限
り
で
」、
ま
た
、
二
〇
一
一
年
七
月
一
四
日
の
書
面
に
よ
る

質
問
（BT

D
rucks 17/6658, S. 28

）
が
「
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
の
肯
定
的
な
許
可
決
定
の
有
無
に
関
連
す
る
限
り
で
」、
質
問
・
情
報
調
達

（
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権
の
侵
害
が
あ
っ
た
。
ま
た
他
方
で
、
申
立
人
二
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
一
年
七
月
の
書
面
に
よ
る
質
問
（BT

D
rucks 17/6658, S. 24

）
が

「
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
の
肯
定
的
な
許
可
決
定
の
有
無
に
関
連
す
る
限
り
で
」、
質
問
・
情
報
調
達
権
の
侵
害
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
本
判

決
で
は
、
結
論
と
し
て
、
政
府
は
議
員
の
質
問
に
対
し
て
、
限
定
的
な
義
務
し
か
負
わ
な
い
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
政
府
は
「
特
定
化
さ
れ
た
、

つ
ま
り
兵
器
の
資
機
材
、
申
請
の
総
数
お
よ
び
輸
入
国
と
の
関
連
で
具
体
化
さ
れ
た
戦
争
兵
器
の
輸
出
取
引
を
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
が
許
可
し

た
こ
と
、
あ
る
い
は
、
質
問
の
中
で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
取
引
に
つ
い
て
の
許
可
は
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
報
告
す
る
義
務
を
負
う
」

（BV
erfGE 137, 185 Rn. 157

）
に
と
ど
ま
り
、
政
府
の
「
そ
れ
以
上
の
任
務
は
、
憲
法
上
必
要
と
さ
れ
な
い
」（BV

erfGE 137, 185 Rn. 
157

）
と
判
示
さ
れ
た
。
か
か
る
結
論
は
、
政
府
に
対
す
る
議
員
の
質
問
・
情
報
調
達
権
が
無
制
限
に
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、「
権
力
分
立

原
理
」（BV

erfGE 137, 185 Rn. 135-148

）、「
国
家
秘
密
の
保
護
」（BV

erfGE 137, 185 Rn. 149-152

）
お
よ
び
「
第
三
者
の
基
本
権
」

（BV
erfGE 137, 185 Rn. 153-155

）
の
諸
基
準
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
と
の
判
断
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

BV
efGE 137, 185 Rn. 141.

BV
efGE 137, 185 Rn. 142.

な
お
、
こ
の
兵
器
輸
出
判
決
に
対
し
て
は
概
ね
批
判
的
な
見
解
が
目
立
つ
（V

gl. Patrick K
irchner, A

us-
kunftsverw

eigerung der Bundesregierung über Panzerlieferungen nach Saudi-A
rabien: bew

usster V
erfassungsverstoß, 

ZParl 2012 (H
eft 2), S. 362 ff.; Jelena von A

chenbach, A
nm

erkung zu BV
erfGE, 21. 10. 2014-2 BvE 5/11, JZ 2015, S. 96-99; 

M
aria Stem

m
ler, Rüstungsexportkontrolle light, D

Ö
V

 2015, S. 139-143

）。 

　

他
方
で
、
ロ
ベ
ル
ト
・
グ
ラ
ー
ヴ
ェ
に
よ
る
評
釈
は
肯
定
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
兵
器
輸
出
判
決
は
、
フ
リ
ッ
ク
調
査
委
員
会
判
決
に

お
い
て
展
開
さ
れ
た
立
法
権
と
執
行
権
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
判
例
の
首
尾
一
貫
し
た
方
向
性
を
維
持
す
る
判
決
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

（V
gl. R

obert A
. P. G

law
e, D

er Geheim
rat, N

V
w

Z 2014, S. 1633

）。
な
お
、
グ
ラ
ー
ヴ
ェ
は
、
フ
リ
ッ
ク
調
査
委
員
会
判
決
の
他
に
、

こ
れ
と
同
様
の
方
向
性
を
示
す
判
決
と
し
て
、
カ
ル
カ
ー
決
定
（BV

erfGE 49, 89

）
お
よ
び
パ
ー
シ
ン
グ
判
決
（BV

erfGE 68, 1

）
を
挙
げ

て
い
る
。
か
か
る
判
例
に
し
た
が
う
と
、「
議
会
の
情
報
請
求
は
、
題
材
と
し
て
は
す
べ
て
の
政
策
分
野
を
対
象
に
す
る
が
、
性
質
上
は
（quali-

tativ

）
政
府
内
部
の
進
行
中
の
準
備
過
程
つ
ま
り
決
定
の
準
備
を
対
象
に
は
し
な
い
。
兵
器
輸
出
判
決
と
の
関
連
で
は
、
議
会
が
情
報
を
調
達

で
き
る
の
は
、
決
定
が
下
さ
れ
た
の
か
否
か
、
そ
し
て
そ
の
決
定
の
内
容
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
に
つ
い
て
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
し
て
決
定
に

至
っ
た
の
か
、
つ
ま
り
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
の
構
成
員
ら
の
間
で
の
先
行
す
る
議
論
が
ど
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
内
閣
に

所
属
す
る
個
々
の
構
成
員
が
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
意
見
を
主
張
し
た
の
か
に
つ
い
て
で
は
な
い
」（G

law
e, a. a. O

., S. 1633

）。

（
12
）

（
13
）
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さ
ら
に
グ
ラ
ー
ヴ
ェ
は
、
評
釈
に
お
け
る
自
身
の
「
立
場
表
明
」
を
述
べ
た
箇
所
で
は
、
本
件
申
立
人
と
な
っ
た
議
会
反
対
派
の
情
報
利
益
が
、

そ
も
そ
も
機
関
訴
訟
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。「
一
九
九
四
年
の
ソ
マ
リ
ア
判
決
以
降
の
二
〇
年
間
に
お

い
て
、
─
当
時
創
案
さ
れ
た
『
議
会
の
軍
隊
』
を
自
信
を
も
っ
て
指
摘
し
な
が
ら
─
国
外
の
軍
事
手
段
と
関
連
す
る
も
の
す
べ
て
の
広
範
な
情
報

提
供
が
何
度
も
要
求
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
兵
器
輸
出
の
賛
否
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
機
関
訴
訟
の
形
式
で
は
続
行
し
得
な
い
。
当
該
訴
訟
の

法
的
保
護
目
標
（Rechtsschutzziel

）
は
、
国
家
機
関
の
相
互
関
係
の
中
で
そ
れ
ら
の
権
限
を
保
護
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
法
的
保
護
目

標
は
、
こ
の
目
標
か
ら
乖
離
し
た
、
憲
法
あ
る
い
は
そ
れ
ど
こ
ろ
か
国
際
法
に
よ
る
一
般
的
な
監
督
と
い
う
意
味
で
の
連
邦
政
府
の
外
交
・
経
済

政
策
上
の
措
置
に
対
す
る
統
制
を
行
う
た
め
の
い
か
な
る
余
地
を
も
議
会
反
対
派
に
与
え
て
い
な
い
。
論
争
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
議
会
討
論
に

お
い
て
求
め
ら
れ
た
兵
器
取
引
に
か
か
る
管
理
・
契
約
上
の
詳
細
と
の
関
連
で
、
裁
判
所
が
説
得
力
を
も
っ
て
否
定
す
る
の
は
、
政
府
の
活
動
に

対
す
る
議
会
統
制
が
不
十
分
で
あ
る
と
の
指
摘
を
し
て
正
当
化
さ
れ
た
情
報
利
益
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
申
立
人
ら
の
（
意
図
さ
れ
た
）
政

治
関
心
─
つ
ま
り
最
終
的
な
決
定
権
限
の
連
邦
安
全
保
障
委
員
会
へ
の
割
当
て
が
法
に
適
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
─
は
、
個
々
の
議

員
に
と
っ
て
は
、
憲
法
訴
訟
法
に
お
け
る
諸
々
の
訴
訟
方
法
で
は
、
裁
判
の
対
象
に
な
ら
な
い
」（G

law
e, a. a. O

., S. 1635

）。

R
alf Poscher, Funktionenordnung des Grundgesetzes, in: H

offm
ann – Riem

/Schm
idt – A

ßm
ann/V

oßkuhle (H
rsg.), 

Grundlagen des V
erw

altungsrechts, Bd I, 2. A
ufl., C.H

.Beck 2012, S. 559 Rn. 32.

核
心
領
域
説
の
邦
語
に
よ
る
紹
介
と
し
て
、
村
西
良
太
『
執
政
機
関
と
し
て
の
議
会
─
権
力
分
立
論
の
日
独
比
較
研
究
』（
有
斐
閣
、
二
〇

一
一
年
）
一
三
八
頁
以
下
を
参
照
。

V
gl. K

laus Stern, D
ie K

om
petenz der U

ntersuchungsausschüsse nach A
rtikel 44 Grundgesetz im

 V
erhältnis zur Exe-

kutive unter besonderer Berücksichtigung des Steuergeheim
nisses, A

öR 109 (1984), S. 199 ff.
Stern, a. a. O

. (A
nm

. 1), S. 542.

邦
訳
四
三
九
頁
。

Stern, a. a. O
. (A

nm
. 1), S. 542.

邦
訳
四
三
九
頁
。

V
gl. Stern, a. a. O

. (A
nm

. 16), S. 239.
Stern, a. a. O

. (A
nm

. 16), S. 239.
V

gl. Stern, a. a. O
. (A

nm
. 16), S. 239.

Stern, a. a. O
. (A

nm
. 16), S. 239.
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V
gl. Stern, a. a. O

. (A
nm

. 16), S. 239.
V

gl. Busse, a. a. O
. (A

nm
. 8), S. 50.

Busse, a. a. O
. (A

nm
. 8), S. 50 Fn. 34.

Busse, a. a. O
. (A

nm
. 8), S. 50.

Busse, a. a. O
. (A

nm
. 8), S. 50 f.

Busse, a. a. O
. (A

nm
. 8), S. 51.

Busse, a. a. O
. (A

nm
. 8), S. 51.

Johannes M
asing, Parlam

entarische U
ntersuchungen privater Sachverhalte, M

ohr Siebeck 1998, S. 185 f.
E

rnst-W
olfgang Böckenförde, D

ie O
rganisationsgew

alt im
 Bereich der Regierung, 2. A

ufl., D
uncker &

 H
um

blot 1998.

本
書
に
関
し
て
は
、
す
で
に
日
本
で
も
部
分
的
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
松
戸
浩
「
行
政
組
織
編
成
と
立
法
・
行
政
間
の
権
限
配
分
の
原

理
（
一
）」
法
学
（
東
北
大
学
）
六
五
巻
二
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
六
九
頁
以
下
、
村
西
・
前
掲
註
（
15
）
一
六
〇
─
一
六
二
頁
を
参
照
。

Böckenförde, a. a. O
. (A

nm
. 31), S. 79.

Böckenförde, a. a. O
. (A

nm
. 31), S. 79.

Böckenförde, a. a. O
. (A

nm
. 31), S. 79.

V
gl. Böckenförde, a. a. O

. (A
nm

. 31), S. 80.
Böckenförde, a. a. O

. (A
nm

. 31), S. 81.
V

gl. Böckenförde, a. a. O
. (A

nm
. 31), S. 80.

Böckenförde, a. a. O
. (A

nm
. 31), S. 81.

Böckenförde, a. a. O
. (A

nm
. 31), S. 82.

Böckenförde, a. a. O
. (A

nm
. 31), S. 82.

Böckenförde, a. a. O
. (A

nm
. 31), S. 83.

Böckenförde, a. a. O
. (A

nm
. 31), S. 83.

Böckenförde, a. a. O
. (A

nm
. 31), S. 84.

（
23
）

（
24
）

（
25
）

（
26
）

（
27
）

（
28
）

（
29
）

（
30
）

（
31
）

（
32
）

（
33
）

（
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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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）
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）
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）
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Böckenförde, a. a. O
. (A

nm
. 31), S. 85.

Böckenförde, a. a. O
. (A

nm
. 31), S. 85.

Böckenförde, a. a. O
. (A

nm
. 31), S. 85 f.

こ
れ
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、K

laus O
berm

ayer, D
as Bundesverfassungsgericht 

und der V
orbehalt des Gesetzes, D

V
Bl. 1959, S. 354 ff.; D

ietrich Jesch, Zulässigkeit gesetzesvertretender V
erw

altungsver-
ordnungen?, A

öR 84 (1959), S. 74 ff.

を
参
照
。

Böckenförde, a. a. O
. (A

nm
. 31), S. 86.

Böckenförde, a. a. O
. (A

nm
. 31), S. 86.

Böckenförde, a. a. O
. (A

nm
. 31), S. 87.

Böckenförde, a. a. O
. (A

nm
. 31), S. 88.

Böckenförde, a. a. O
. (A

nm
. 31), S. 104.

Böckenförde, a. a. O
. (A

nm
. 31), S. 104.

Böckenförde, a. a. O
. (A

nm
. 31), S. 104.

Böckenförde, a. a. O
. (A

nm
. 31), S. 104.

Böckenförde, a. a. O
. (A

nm
. 31), S. 105.

Böckenförde, a. a. O
. (A

nm
. 31), S. 105.

Böckenförde, a. a. O
. (A

nm
. 31), S. 106.

Böckenförde, a. a. O
. (A

nm
. 31), S. 106.

Böckenförde, a. a. O
. (A

nm
. 31), S. 106.

Böckenförde, a. a. O
. (A

nm
. 31), S. 106.

介
入
権
の
憲
法
上
の
根
拠
と
し
て
、
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
は
、
基
本
法
八
六
条
二
文
を
挙
げ
て
い
る
。 V

gl. Böckenförde, a. a. O
. 

(A
nm

. 31), S. 287.
Böckenförde, a. a. O

. (A
nm

. 31), S. 106.
Böckenförde, a. a. O

. (A
nm

. 31), S. 106.
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Böckenförde, a. a. O
. (A

nm
. 31), S. 107.

Böckenförde, a. a. O
. (A

nm
. 31), S. 107.

拙
稿
・
前
掲
註
（
3
）
で
紹
介
し
た
メ
ラ
ー
ス
お
よ
び
ポ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
る
執
行
権
概
念
も
ま
た
、「
核
心
領
域
」
批
判
の
立
場
か
ら
構
成

さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
メ
ラ
ー
ス
に
よ
る
─
論
拠
と
し
て
の
─
「
核
心
領
域
」
批
判
（V

gl. Christoph M
öllers, D

ogm
atik der grundge-

setzlichen Gew
altengliederung, A

öR Bd. 132 

［2007

］, S. 499

）
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
で
最
も
権
威
の
あ
る
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
の
一
つ

に
お
い
て
、
彼
の
核
心
領
域
批
判
の
参
照
が
指
示
さ
れ
て
い
る
（V
gl. G

erhard R
obbers, in: K

ahl/W
aldhoff/W

alter 

［H
rsg.

］, Bonner 
K

om
m

entar zum
 Grundgesetz, A

rt. 20 A
bs. 2 ［Stand 2014

］, Rn. 3204 Fn. 140

）。

　

ま
た
、
ポ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
る
「
核
心
領
域
」
批
判
も
、
す
で
に
一
般
的
な
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
お
い
て
参
照
が
指
示
さ
れ
て
い
る
（V

gl. Bernd 
G

rzeszick, in: M
aunz/D

ürig 

［Begr.

］, Grundgesetz K
om

m
entar, A

rt. 20 

［Stand 2013

］, Rn. 56 Fn. 1

）。
ポ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
実
務

に
お
け
る
核
心
領
域
の
確
定
の
さ
れ
方
と
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
二
つ
の
観
点
か
ら
「
核
心
領
域
」
を
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
観
点
か
ら

は
、「
核
心
領
域
が
、
あ
る
権
力
の
諸
任
務
の
総
体
（Gesam

t

）
に
着
目
し
て
確
定
さ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
具
体
的
な
事
例
だ
け
に
着
目
し

て
確
定
さ
れ
る
の
か
が
判
然
と
し
な
い
」（Poscher, a. a. O

. ［A
nm

. 14

］, Rn. 32

）
と
批
判
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
ま
ず
、
前
者
の
よ
う
な
核
心

領
域
の
確
定
が
行
わ
れ
た
裁
判
例
と
し
て
ポ
ッ
シ
ャ
ー
が
挙
げ
る
の
は
、
一
九
七
二
年
一
〇
月
一
〇
日
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
判
決

（BV
erfGE 34, 52

）
で
あ
る
。
同
判
決
（
一
九
六
五
年
九
月
一
〇
日
に
ヘ
ッ
セ
ン
州
政
府
の
法
規
命
令
と
し
て
公
布
さ
れ
た
法
曹
専
門
教
育
規

則
四
二
条
一
項
三
文
に
お
い
て
は
ヘ
ッ
セ
ン
州
の
第
二
次
司
法
試
験
の
受
験
料
が
二
〇
〇
マ
ル
ク
と
規
律
さ
れ
て
い
た
が
、
同
法
規
命
令
の
授
権

法
律
と
さ
れ
て
い
る
一
九
六
二
年
一
〇
月
一
九
日
公
布
の
ヘ
ッ
セ
ン
州
裁
判
官
法
九
三
条
二
項
一
文
に
は
、
法
規
命
令
事
項
と
し
て
受
験
料
が
明

記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
当
該
法
律
に
よ
る
授
権
が
ヘ
ッ
セ
ン
州
憲
法
一
〇
七
条
お
よ
び
一
一
八
条
に
よ
っ
て
命
令
制
定
者
に

引
か
れ
る
限
界
の
範
囲
を
超
え
て
い
な
い
か
、
更
に
は
、
基
本
法
二
八
条
一
項
一
文
に
し
た
が
っ
て
各
州
に
よ
っ
て
遵
守
さ
れ
る
権
力
分
立
原
理

に
抵
触
し
な
い
か
が
主
た
る
争
点
と
さ
れ
た
事
例
）
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
立
法
府
の
諸
任
務
の
総
体
で
あ
る
「
規
範
定
立
」
任
務

に
着
目
し
、
こ
の
任
務
を
他
の
権
力
に
「
一
任
す
る
」（BV

erfGE 34, 52 
［59
］）
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
規
範
定
立
権
力
を
執
行
に
一
括
し
て
委

任
す
る
こ
と
」（BV

erfGE 34, 52 

［60

］）
は
、
核
心
領
域
を
異
動
し
得
な
い
も
の
と
す
る
権
力
分
立
原
理
に
適
合
し
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
次

に
、
後
者
の
よ
う
な
（
具
体
的
な
事
例
だ
け
に
着
目
し
て
の
）
核
心
領
域
の
確
定
が
行
わ
れ
た
裁
判
例
と
し
て
ポ
ッ
シ
ャ
ー
が
挙
げ
る
の
は
、
一

九
五
五
年
一
一
月
九
日
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
判
決
（BV

erfGE 4, 331

）
で
あ
る
。
同
判
決
（
一
九
四
九
年
八
月
八
日
に
米
英
合
同
経

（
64
）

（
65
）

（
66
）
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済
区
域
の
経
済
評
議
会
に
よ
る
法
律
と
し
て
公
布
さ
れ
た
緊
急
援
助
法
六
九
条
二
項
で
は
、「
行
政
裁
判
所
」
と
し
て
決
定
を
下
す
「
不
服
申
立

委
員
会
」
の
「
構
成
員
」
は
「
独
立
し
、
法
律
に
の
み
服
す
る
」
と
規
律
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
に
い
う
「
構
成
員
」
が
基
本
法
九
七
条
で
予
定

さ
れ
て
い
る
法
律
以
外
の
「
指
図
か
ら
の
自
由
」
お
よ
び
「
人
的
独
立
」
が
保
障
さ
れ
た
「
裁
判
官
」
と
し
て
の
要
件
を
満
た
し
、
な
お
か
つ
、

そ
の
活
動
と
い
う
点
に
関
し
て
基
本
法
二
〇
条
二
項
で
予
定
さ
れ
て
い
る
他
の
機
関
か
ら
の
「
関
与
を
受
け
な
い
第
三
者
」
と
し
て
の
要
件
を
満

た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
不
服
申
立
委
員
会
」
が
基
本
法
の
予
定
す
る
「
裁
判
所
」
た
り
得
る
の
か
が
主
た
る
争
点
と
さ
れ
た
事
例
）
に
お
い
て
、

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
同
委
員
会
の
構
成
員
で
あ
っ
た
「
委
員
長
」
の
「
公
務
員
」
と
し
て
の
活
動
に
着
目
し
、「
法
律
上
予
定
さ
れ
た
『
裁
判

所
』
の
基
本
的
な
人
員
構
成
に
人
的
に
独
立
し
て
い
な
い
公
務
員
を
含
め
る
こ
と
で
、
彼
ら
が
、
独
立
し
た
裁
判
官
と
し
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
題

材
を
、
指
図
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
公
務
員
と
し
て
扱
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
委
員
会
は
も
は
や
憲
法
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
た
『
特
別

の
』
国
家
権
力
機
関
で
は
な
い
」（BV

erfGE 4, 331 

［347

］）
た
め
、
こ
の
場
合
「
基
本
法
二
〇
条
二
項
の
意
味
に
お
け
る
権
力
分
立
原
理
が
、

そ
の
核
心
に
お
い
て
侵
害
さ
れ
る
」（BV

erfGE 4, 331 

［347

］）
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
ポ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
学
説
に
い
た
っ
て
は
、
右
の
裁

判
例
に
お
け
る
核
心
領
域
に
つ
い
て
の
「
二
つ
の
見
方
が
集
積
的
に
（kum

ulativ

）
述
べ
ら
れ
て
い
る
」（Poscher, a. a. O

. 

［A
nm

. 14

］, 
Rn. 32

）
と
も
批
判
し
て
い
る
。

　

第
二
の
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
観
点
か
ら
、
ポ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
核
心
領
域
説
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
に

は
、
原
則
よ
り
も
例
外
の
方
が
優
勢
を
占
め
る
結
果
、
原
則
が
希
薄
化
す
る
。
曰
く
、
原
則
・
例
外
・
核
心
領
域
の
「
モ
デ
ル
に
対
し
て
、
ド
グ

マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
に
は
、
例
外
が
原
則
を
凌
い
で
い
る
と
反
論
で
き
る
。
保
守
的
論
者
の
数
え
立
て
で
は
、
基
本
法
の
中
だ
け
で
も
約
二
四
も
の

例
外
が
あ
る
。
大
多
数
の
例
外
を
背
景
に
、
原
則
は
希
薄
化
す
る
─
こ
の
こ
と
は
、
核
心
領
域
に
つ
い
て
の
言
説
が
、
大
抵
の
場
合
が
そ
う
で
あ

る
よ
う
に
輪
郭
が
な
い
ま
ま
で
あ
る
な
ら
ば
、
必
ず
起
こ
る
」（Poscher, a. a. O

. ［A
nm

. 14

］, Rn. 34

）。


