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職業の自由の「転轍点」としてのドイツ薬局判決
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一
　
は
じ
め
に

　
本
稿
は
、
一
九
五
八
年
六
月
一
一
日
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
・
薬
局
判
決
（BVerfG

E 7, 377

）
を
再
訪
し
、
同
判
決
が
職
業
の

自
由
（
基
本
法
一
二
条
一
項
）
の
解
釈
論
に
対
し
て
与
え
た
「
転
轍
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
日
本
の
薬
事
法
判（
1
）決が
「
最
高
裁
の
な
か
の
ド
イ
ツ
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う（
2
）に、
ド
イ
ツ
の
薬
局
判（
3
）決は
日
本
の
薬
事
法
判

決
に
影
響
を
与
え
た
と
指
摘
さ
れ
、
日
本
の
憲
法
学
界
に
お
い
て
も
っ
と
も
著
名
な
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。
薬
局

判
決
で
は
、
職
業
遂
行
に
対
す
る
規
律
、
主
観
的
要
件
に
よ
る
職
業
選
択
に
対
す
る
規
律
、
客
観
的
要
件
に
よ
る
職
業
選
択
に
対
す
る
規

律
か
ら
な
る
三
段
階
を
区
別
し
、
の
ち
の
段
階
に
至
る
ほ
ど
介
入
の
強
度
が
増
す
た
め
立
法
者
の
規
律
権
限
に
対
し
て
厳
格
な
要
請
が
課

さ
れ
る
と
定
式
化
し
た
。
こ
の
、
い
わ
ゆ
る
「
段
階
理
論
（Stufentheorie

）」（BVerfG
E 7, 377 

﹇405 -408

﹈）
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
黎

明
期
に
比
例
原
則
を
具
体
的
に
適
用
し
た
法
理
と
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
「
基
本
権
裁
判
所
」
へ
の
一
歩
を
踏
み
出
し
た
「
転
轍
点

（W
eichenstellung

）」
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら（
4
）れ、「

職
業
の
自
由
に
対
し
て
公
共
の
福
祉
の
観
点
か
ら
要
請
さ
れ
る
介
入
の
場
面
で
比
例

原
則
を
厳
格
に
適
用
し
た
結
果
で
あ（
5
）る」
と
指
摘
さ
れ
る
。「
段
階
理
論
」
は
、
警
察
法
で
誕
生
し
た
比
例
原
則
を
基
本
権
を
規
準
と
し

た
法
令
審
査
に
採
り
入
れ
た
も
の
で
あ（
6
）り、

日
本
に
お
い
て
も
、「
審
査
内
容
と
い
う
点
で
、
効
果
的
な
基
本
権
保
護
に
向
け
て
の
決
定

的
な
一
歩
と
な
っ（
7
）た」
も
の
で
あ
る
と
評
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
薬
局
判
決
が
も
た
ら
し
た
「
転
轍
」
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
日
本
に
お
い
て
論
じ
つ
く
さ
れ（
8
）た感

が
あ
る
薬
局
判
決
に

つ
い
て
本
稿
が
改
め
て
検
討
し
た
い
の
は
、
基
本
法
一
二
条
一
項
二
文
の
「
規
律
留
保
（Regelungsvorbehalt

）」
を
め
ぐ
る
解
釈
論
で
あ

る
。
段
階
理
論
な
い
し
比
例
原
則
に
よ
る
審
査
の
前
提
と
な
る
の
は
基
本
権
と
法
律
と
の
対
抗
関
係
で
あ
る
が
、
規
律
留
保
の
解
釈
を
め

ぐ
っ
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
職
業
の
自
由
を
め
ぐ
る
〈
介
入
思
考
〉
と
〈
非
介
入
思
考
〉
の
対
立
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き（
9
）る。

職
業
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の
自
由
に
つ
い
て
の
〈
介
入
思
考
〉
か
ら
す
れ
ば
、
法
律
は
基
本
権
に
介
入
す
る
こ
と
で
対
抗
関
係
に
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、〈
非
介
入

思
考
〉
か
ら
す
れ
ば
、
職
業
（
遂
行
）
の
自
由
の
実
質
的
内
容
は
、
法
律
に
よ
っ
て
確
定
的
に
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

ド
イ
ツ
薬
局
判
決
（
お
よ
び
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
日
本
の
薬
事
法
判
決
も
）
は
、
職
業
の
人
格
と
の
結
び
つ
き
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ

り
、

―
職
業
遂
行
や
法
人
の
営
業
に
つ
い
て

―
非
介
入
思
考
を
性
急
に
放
逐
し
た
印
象
を
ぬ
ぐ
え
な
い
。

　
こ
の
問
題
関
心
か
ら
、
薬
局
判
決
の
説
示
の
う
ち
、「
段
階
理
論
」
の
前
処
理
と
な
っ
て
い
る
部
分
の
説
示
を
中
心
に
、
検
討
を
加
え

る
（
そ
の
た
め
、
段
階
理
論
に
つ
い
て
の
言
及
は
最
低
限
の
も
の
に
と
ど
め
る
）。
以
下
で
は
、
薬
局
判
決
以
前
に
提
起
さ
れ
て
い
た
基
本
法
一

二
条
一
項
を
め
ぐ
る
論
点
を
簡
単
に
ま
と
め
（
二
）、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
で
の
基
本
権
の
空
転
を
克
服
す
る
べ
く
、
薬
局
判
決
が
職

業
の
自
由
を
真
正
の
基
本
権
と
性
格
づ
け
た
こ
と
を
確
認
し
た
の
ち
（
三
）、
薬
局
判
決
の
打
ち
出
し
た
「
統
一
的
な
基
本
権
」
と
し
て

の
職
業
の
自
由
に
つ
い
て
検
討
し
た
う
え
で
（
四
）、
薬
局
判
決
に
お
い
て
な
さ
れ
た
二
つ
の
転
轍
を
ま
と
め
る
こ
と
と
し
た
い
（
五
）。

二
　
基
本
法
上
の
「
難
所
」
と
し
て
の
基
本
法
一
二
条

　
薬
局
判
決
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
制
限
な
き
薬
局
の
増
加
に
よ
り
医
薬
品
供
給
に
悪
影
響
が
及
ぶ
と
い
う
事
態
の
防
止
を
目
的
と
し

て
、
薬
局
の
新
設
に
つ
き
客
観
的
許
可
要
件
を
課
し
て
い
た
バ
イ
エ
ル
ン
薬
局
法
三
条
一
）
10
（

項
で
あ
る
。
こ
の
国
民
の
健
康
保
護
の
た
め
の

規
定
に
基
づ
き
薬
局
新
設
が
不
許
可
と
な
っ
た
薬
剤
師
が
、
基
本
法
一
二
条
一
項
（
一
九
六
八
年
改
正
前
）
お
よ
び
二
条
一
項
の
基
本
権

が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
し
て
憲
法
異
議
申
立
て
を
行
っ
た
。

　
判
決
に
つ
い
て
の
考
察
に
先
立
ち
、
ま
ず
、
薬
局
判
決
以
前
の
基
本
法
一
二
条
一
項
を
め
ぐ
る
議
論
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を

簡
単
に
整
理
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。
当
時
の
基
本
法
一
二
条
一
項
は
「
す
べ
て
の
ド
イ
ツ
人
は
、
職
業
、
職
場
及
び
養
成
所
を
自
由

に
選
択
す
る
権
利
を
有
す
る
。
職
業
の
遂
行
に
つ
い
て
は
、
法
律
に
よ
っ
て
こ
れ
を
規
律
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
11
（

」
と
定
め
て
い
た
（
本
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稿
の
傍
線
と
傍
点
に
つ
い
て
は
、
断
り
の
な
い
限
り
本
稿
筆
者
に
よ
る
）。

　
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
基
本
法
一
二
条
一
項
は
、「
ボ
ン
基
本
法
上
の
基
本
権
の
部
分
で
も
っ
と
も
や
っ
か
い
な

難
所
（schlim

m
ste crux

）」
で
あ
っ
た
）
12
（
し
、（
薬
局
判
決
以
降
の
文
献
で
あ
る
が
）
ペ
ー
タ
ー
・
レ
ル
ヒ
ェ
に
よ
れ
ば
、
基
本
法
一
二
条
一
項

は
「
憲
法
制
定
者
が
〔
基
本
法
と
い
う
〕
食
卓
に
並
べ
た
、
お
そ
ら
く
は
こ
れ
ま
で
で
も
っ
と
も
消
化
の
困
難
な
果
実
」
で
あ
っ
）
13
（
た
。

散
々
な
言
わ
れ
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
評
さ
れ
る
原
因
に
は

―
基
本
法
一
二
条
一
項
が
複
数
の
規
範
内
容
を
含
ん
で
お
）
14
（

り
、
基

本
法
制
定
直
後
に
は
基
本
法
一
二
条
適
合
性
に
疑
義
の
あ
る
戦
前
の
法
規
範
も
多
く
あ
っ
た
こ
）
15
（
と
の
ほ
か

―
職
業
遂
行
を
法
律
に
よ
る

規
律
に
委
ね
る
基
本
法
一
二
条
一
項
二
文
の
「
規
律
留
保
」
に
対
す
る
解
釈
が
明
ら
か
で
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
職
業
選
択
に

つ
い
て
は
一
二
条
一
項
一
文
で
留
保
な
く
保
障
さ
れ
、
職
業
遂
行
に
つ
い
て
は
二
文
で
法
律
に
よ
る
規
律
に
服
す
る
と
い
う
「
不
適
切
な

表
現
（unglückliche Form

ulierung
）」
の
た
め
に
、
基
本
法
一
二
条
一
項
は
二
つ
の
異
な
る
基
本
権
を
保
障
し
て
い
る
と
い
う
印
象
や
、

法
律
に
よ
る
規
律
の
及
ば
な
い
職
業
選
択
と
法
律
に
よ
る
規
律
の
及
ぶ
職
業
遂
行
と
い
う
対
置
、
職
業
遂
行
に
つ
い
て
は
真
正
の
基
本
権

で
は
な
い
と
い
う
理
解
を
も
た
ら
し
）
16
（

た
。

　
薬
局
判
決
以
前
の
判
例
や
文
献
に
お
い
て
は
、
職
業
の
「
選
択
（W

ahl

）」
と
「
遂
行
（Ausübung

）」
の
概
念
の
定
義
や
区
別
に
関
心

が
集
ま
）
17
（

り
、
職
業
の
開
始
と
い
う
行
為
は
職
業
の
「
選
択
」
と
「
遂
行
」
の
い
ず
れ
の
問
題
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
両
方
に
か
か

わ
る
問
題
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
や
、
職
業
の
開
始
に
つ
い
て
、
資
格
制
や
需
要
審
査
な
ど
に
か
か
ら
し
め
る
こ
と
が
そ
も
そ
も
可
能

か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
）
18
（

た
。

　
基
本
法
制
定
直
後
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
制
憲
者
意
思
を
尋
ね
る
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
）
19
（

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
の
議
会

評
議
会
に
お
い
て
現
在
の
基
本
法
一
二
条
部
分
に
相
当
す
る
議
論
を
占
め
て
い
た
の
は
、
最
終
的
に
基
本
法
一
二
条
二
項
に
規
定
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
労
働
強
制
や
役
務
提
供
義
務
に
つ
い
て
で
あ
）
20
（

り
、
職
業
参
入
に
つ
い
て
い
か
な
る
規
律
を
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
明
文
上
で

規
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
ヨ
ハ
ネ
ス
・
デ
ィ
ー
ト
ラ
イ
ン
が
「
制
定
史
的
背
景
を
基
本
法
一
二
条
一
項
の
歴
史
的
解
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釈
に
役
立
て
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
相
当
な
困
難
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
に
な
る
」
と
評
価
す
る
の
も
、
故
な
き
こ
と
で
は
な
）
21
（
い
。
こ
う
し
た

「
難
所
」
に
直
面
し
て
い
た
薬
局
判
決
は
、
い
か
に
し
て
対
処
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

三
　
薬
局
判
決
に
お
け
る
「
職
業
の
自
由
」
論

　
薬
局
判
決
は
「
薬
局
法
三
条
一
項
が
基
本
法
一
二
条
一
項
に
適
合
す
る
か
と
い
う
問
い
は
、
こ
の
憲
法
規
定
の
意
義
を
め
ぐ
る
い
く
つ

か
の
原
理
的
な
考
察
を
前
提
と
す
る
」（BVerfG

E 7, 377 

﹇397

﹈）
と
前
置
き
し
た
う
え
で
、
基
本
法
一
二
条
一
項
の
解
釈
に
関
す
る
い

く
つ
も
の
重
要
な
説
示
を
行
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
規
律
留
保
と
の
関
わ
り
が
密
接
で
あ
る
説
示
を
中
心
に
み
て
い
く
こ
と
と
し
た
い）
22
（

。

㈠
　
公
序
か
ら
権
利
へ

―
基
本
権
と
し
て
の
基
本
法
一
二
条
一
項
の
意
義

　
ま
ず
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
基
本
法
一
二
条
一
項
の
意
義
に
つ
い
て
説
示
し
て
い
る
。

　
基
本
法
一
二
条
一
項
は
、
現
代
的
分
業
社
会
に
と
っ
て
と
り
わ
け
重
要
な
領
域
に
お
け
る
市
民
の
自
由
を
保
護
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
基
本
法
一

二
条
一
項
は
、
個
人
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
あ
ら
ゆ
る
活
動
を
「
職
業
」
と
す
る
権
利
、
つ
ま
り
そ
う
し
た
活
動
を
個
人
の
生
き
方
の
基
礎
と
す
る

権
利
を
、
各
人
に
保
障
し
て
い
る
。
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
基
本
権
で
あ
り

―
例
え
ば
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
一
五
一
条
三
項
の
よ
う
な

―
社
会

経
済
秩
序
の
客
観
的
原
則
と
し
て
の
「
営
業
の
自
由
」
の
宣
言
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
各
人
に
は
、
営
業
を
独
立
し
て
営
む
自
由
を
上

回
る
も
の
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
こ
の
基
本
権
は

―
経
済
的
に
意
味
の
あ
る

―
労
働
（Arbeit

）
の
保
護
を
目
標
と
す
る
。
し
か
し
、

こ
の
基
本
権
は
、
労
働
を
「
職
業
」
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
労
働
を
人
間
の
人
格
全
体
と
の
関
連
に
お
い
て
理
解
し
て
い
る
。
こ
の
人
格
全
体
と
の
関

連
は
、
各
人
が
、
自
ら
に
と
っ
て
人
生
の
課
題
や
生
活
の
基
盤
で
あ
る
と
同
時
に
社
会
全
体
の
成
果
に
対
し
て
寄
与
す
る
手
段
と
な
る
活
動
に
従
事
し
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て
は
じ
め
て
完
全
に
形
成
さ
れ
完
成
す
る
。〔
基
本
法
一
二
条
一
項
の
〕
基
本
権
は
、
社
会
の
す
べ
て
の
階
層
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
り
、

「
職
業
」
と
し
て
の
労
働
は
、
す
べ
て
の
者
に
と
っ
て
等
し
い
価
値
と
等
し
い
尊
厳
を
持
つ
の
で
あ
る
。（BVerfG

E 7, 377 ﹇397

﹈）

　
こ
こ
で
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
基
本
法
一
二
条
一
項
に
お
い
て
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
一
五
一
条
三
項
の
保
障
し
て
い
た
営
業
の
自

由
の
よ
う
な
客
観
的
原
則
で
は
な
く
、
基
本
権

0

0

0

が
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
基
本
権
が
人
間
の
人
格
全
体
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
と

述
べ
た
こ
と
が
意
義
深
）
23
（

い
。

㈡
　
客
観
的
原
則
と
し
て
の
営
業
の
自
由

　
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
に
お
け
る
客
観
的
原
則
と
し
て
の
営
業
の
自
由
に
つ
い
て
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
次
の
こ
と
を
言
い
添
え
て

い
る
。　

基
本
法
一
二
条
一
項
で
は
、
営
業
の
自
由
の
原
則
だ
け
が
憲
法
上
で
定
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
営
業
の
自
由
の
原
則
は
単
に
一
般
的
な
法

律
留
保
の
枠
内
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
換
言
す
れ
ば
、
営
業
の
自
由
は

―
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
お
け
る
そ
れ
の
よ
う
に

―
「
法
律

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
（„nach M

aßgabe des G
esetzes

“）」
保
障
さ
れ
る
と
考
え
る
の
も
当
然
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
立
法
者
は
そ

の
よ
う
な
場
合
で
も
原
則
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
一
般
的
な
経
済
政
策
の
枠
内
に
お
い
て
、
立
法
者
に
と
っ
て
事
柄
の
性
質
に
則
し
て
お
り
、

望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
例
外
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。（
…
…
）（BVerfG

E 7, 377 ﹇397

﹈）

　
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
は
、
一
一
一
）
24
（

条
に
お
い
て
「
移
転
の
自
由
」
お
よ
び
「
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
生
業
を
営
む
権
利
」
を
保
障
し
、
こ
れ

ら
を
制
限
す
る
に
は
ラ
イ
ヒ
法
律
を
必
要
と
す
る
と
定
め
て
い
た
。
一
一
一
条
に
い
う
「
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
生
業
を
営
む
権
利
」
は
職
業
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選
択
の
自
由
を
保
障
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
）
25
（
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
第
二
編
第
五
章
「
経
済
生
活
」
で
は
、

一
五
一
条
三
項
で
「
商
業
及
び
営
業
の
自
由
は
、
ラ
イ
ヒ
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
保
障
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
、
営
業
の
自
由
も
明

示
的
に
保
障
し
て
い
た
。

㈢
　
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
お
け
る
「
法
律
留
保
」

　
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ト
ー
マ
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
お
け
る
基
本
権
に
は
保
障
の
程
度
に
次
の
よ
う
な
違
い
が
あ
っ
）
26
（
た
。
も
っ

と
も
保
障
の
程
度
が
高
い
の
が
、「
憲
法
上
の
力
を
有
す
る
（verfassungskräftig

）
基
本
権
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
憲
法
以
下
の
単
純
法
律

に
よ
る
制
限
を
認
め
ず
、
そ
の
制
限
に
は
憲
法
改
正
を
必
要
と
す
る
点
で
、
憲
法
に
よ
り
留
保
な
く
保
障
さ
れ
た
基
本
権
で
あ
る
。
も
っ

と
も
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
に
お
い
て
は
、
先
に
み
た
移
転
の
自
由
や
営
業
の
自
由
の
よ
う
に
、
大
部
分
の
基
本
権
が
「
法
律
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
従
い
」
ま
た
は
「
法
律
の
範
囲
内
に
お
い
て
」
制
限
な
い
し
保
障
さ
れ
る
と
の
留
保
が
付
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
単
純

法
律
に
よ
る
制
限
を
認
め
、
相
対
的
に
保
障
さ
れ
て
い
る
基
本
権
は
「
法
律
上
の
力
を
有
す
る
（gesetzeskräftig

）
基
本
権
」
で
あ
る
と

さ
れ
、
法
律
の
定
め
に
従
っ
た
「
条
件
つ
き
の
基
本
権
（M

aßgabegrundre

）
27
（cht

）」
と
も
呼
ば
れ
）
28
（

る
。

　「
ラ
イ
ヒ
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
保
障
さ
れ
る
」
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
一
五
一
条
三
項
の
営
業
の
自
由
も
ま
た
、「
ラ
イ
ヒ
法
律

上
の
力
を
有
す
る
」
基
本
権
で
あ
）
29
（

る
。
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
一
五
一
条
三
項
の
保
障
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
一
一
一
条
の
保
障
と
重
複

し
つ
つ
も
、
商
業
や
営
業
に
つ
き
、「
許
可
」
の
み
な
ら
ず
、
取
引
や
営
業
の
「
遂
行
」
に
つ
い
て
も
、
そ
の
制
約
を
ラ
イ
ヒ
の
法
律
の

み
に
留
保
し
て
い
た
点
に
、
独
自
の
意
義
を
有
し
て
い
）
30
（
る
。
も
っ
と
も
、
取
引
お
よ
び
営
業
の
自
由
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
が
制
定
さ

れ
る
以
前
よ
り
、
民
法
や
営
業
法
と
い
っ
た
ラ
イ
ヒ
法
律
に
よ
っ
て
私
法
上
も
公
法
上
も
規
律
さ
れ
つ
く
し
て
き
た
分
野
で
あ
る
た
め
、

一
五
一
条
三
項
の
保
障
は
「
な
ん
ら
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
」
と
評
さ
れ
て
い
）
31
（
た
。
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㈣
　
基
本
権
の
「
空
転
」

　
こ
の
よ
う
に
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
お
け
る
基
本
権
の
多
く
は
、
法
律
留
保
を
伴
っ
て
い
た
。
法
律
の
留
保
（Vorbehalt des 

G
esetzes

）
の
も
と
も
と
の
趣
旨
は
、「
一
定
の
事
項
に
つ
い
て
、
行
政
の
『
自
由
』
が
否
定
さ
れ
、
そ
の
活
動
が
法
律
に
も
と
づ
く
べ
き

も
の
と
さ
れ
る
こ
と
」
で
あ
っ
）
32
（
た
。
立
法
者
で
は
な
く
、
行
政
権
に
対
し
て
「
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
」
を
確
立
す
る
こ
と
に
そ
の
主

眼
が
あ
っ
た
の
で
あ
）
33
（

る
。
他
方
で
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
で
基
本
権
と
し
て
保
障
さ
れ
て
い
て
も
、「
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
」

と
い
っ
た
言
い
回
し
で
法
律
留
保
（G

esetzesvorbehalt

）
を
付
さ
れ
て
い
る
も
の
）
34
（

は
、
前
述
し
た
「
法
律
上
の
力
を
有
す
る
」
基
本
権
へ

と
弱
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
で
は
も
は
や
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
が
確
認
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
、
す
で
に
法
律
に

よ
る
行
政
の
原
理
が
確
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
は
、
基
本
権
の
「
空
転
（Leerlaufen

）」
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
）
35
（

る
。

　
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
上
の
基
本
権
が
不
当
に
広
く
解
さ
れ
て
い
る
と
批
判
し
た
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
、
基
本
権
を
配
分
原
理
に
基

づ
い
た
自
由
権
に
限
定
し
て
解
す
る
と
と
も
に
、
基
本
権
と
制
度
的
保
障
（institutionelle G

arantie

）
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
立
法

者
に
対
す
る
基
本
権
の
拘
束
を
確
保
し
、
基
本
権
の
空
転
を
否
定
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
）
36
（

る
。
ま
た
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル

憲
法
下
の
法
律
の
留
保
に
つ
い
て
解
釈
論
を
展
開
し
た
エ
ル
ン
ス
ト
・
ル
ド
ル
フ
・
フ
ー
バ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
）
37
（
た
。

　
自
由
権
の
場
合
の
「
法
律
の
留
保
（„Vorbehalt des G

esetzes
“）」
と
は
、
法
的
な
介
入
は
、
例
外
と
し
て
濫
用
を
防
止
す
る
た
め
に
の
み
認
め

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
こ
れ
に
対
し
て
法
制
度
（Rechtsinstitut
）
の
場
合
の
「
法
律
の
留
保
」
と
は
、
法
律
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
権
利
の

内
容
と
範
囲
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、「
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
た
」
保
障
に
お
い
て
、
内
容
的
規
範
化
の
留
保

（Vorbehalt der inhaltlichen N
orm
ierung

）
は
、
あ
ら
ゆ
る
任
意
の
内
容
に
よ
っ
て
基
本
権
を
充
塡
す
る
こ
と
が
で
き
、
し
た
が
っ
て
完
全
に
立

法
者
の
意
の
ま
ま
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
法
律
に
よ
る
規
範
化
は
、
常
に
制
度
の
内
在
的
な
趣
旨
が
放
棄
さ
れ
な
い
限
り
で
し
か
行
っ
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て
は
な
ら
な
い
。

　
さ
ら
に
、
法
制
度
の
場
合
に
は
、「
社
会
的
留
保
（sozialer Vorbehalt

）」
が
問
題
と
な
る
と
フ
ー
バ
ー
は
い
う
。
社
会
的
留
保
と
は
、

「
保
護
さ
れ
た
権
利
（Berechtigung

）
を
、
個
人
の
恣
意
の
領
域
か
ら
国
家
に
対
す
る
責
任
の
領
分
へ
と
高
め
る
こ
と
に
よ
り
、
保
障
さ

れ
る
法
制
度
を
共
同
体
に
組
み
込
む
」
機
能
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
。
社
会
的
留
保
は
経
済
生
活
の
法
制
度
に
は
全
般
的
に
見
い
だ
さ
れ

る
も
の
で
、
そ
れ
を
通
じ
て
経
済
の
全
体
が
公
共
の
福
祉
や
公
益
の
も
と
に
置
か
れ
）
38
（
る
。
前
述
し
た
「
内
容
的
規
範
化
の
留
保
」
は
立
法

者
の
権
限
を
確
認
す
る
と
い
う
点
で
形
式
的
意
義
を
持
つ
が
、「
社
会
的
留
保
」
は
内
容
的
規
範
化
の
目
標
を
指
し
示
す
、
実
質
的
意
義

を
有
す
る
も
の
で
あ
）
39
（
る
。
フ
ー
バ
ー
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
先
に
み
た
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
一
五
一
条
三
項
の
営
業
の
自
由
も
、
基
本
権
で

は
な
く
、「
内
容
的
規
範
化
の
留
保
」
と
「
社
会
的
留
保
」
を
備
え
た
「
法
制
度
」
の
保
障
で
あ
り
、
基
本
権
か
ら
法
制
度
へ
の
「
意
味

変
化
」
を
果
た
し
た
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
）
40
（
る
。

　
こ
れ
ら
の
試
み
は
、
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
基
本
権
が
「
法
律
上
の
力
を
有
す
る
」
基
本
権
へ
と

弱
め
ら
れ
る
こ
と
（
基
本
権
の
空
転
）
を
食
い
止
め
る
た
め
に
は
、
立
法
者
に
対
す
る
基
本
権
の
拘
束
（
形
式
的
側
面
）
と
、
そ
れ
を
指
導

す
る
実
質
的
側
面
を
何
ら
か
の
理
路
に
よ
っ
て
構
築
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
や
フ
ー
バ
ー
が
制
度
的
保
障
の

理
論
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
看
取
さ
れ
う
）
41
（
る
。

　
ヘ
レ
ン
キ
ー
ム
ゼ
ー
会
議
や
議
会
評
議
会
に
お
い
て
、
憲
法
制
定
者
は

―
そ
の
後
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
や
学
説
が
発
展
さ
せ
た
ほ
ど

包
括
的
に
で
は
な
か
っ
た
に
せ
）
42
（

よ

―
上
述
し
た
よ
う
な
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
の
問
題
点
も
意
識
し
て
い
）
43
（

た
。
基
本
法
下
に
お
い
て
は
、

一
条
三
項
で
「
以
下
の
基
本
権
は
、
直
接
に
適
用
さ
れ
る
法
と
し
て
、
立
法
、
行
政
及
び
裁
判
を
拘
束
す
る
」（
一
九
五
六
年
改
正
前
）
と

規
定
し
、
立
法
者
に
対
す
る
基
本
権
の
拘
束
を
明
示
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
条
一
）
44
（

項
に
お
い
て
基
本
権
を
制
限
す
る
際
の
要
件
を
、
一
九

条
二
）
45
（
項
に
お
い
て
基
本
権
制
限
の
限
界
を
定
め
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
一
九
条
二
項
の
解
釈
こ
そ
が
、
一
二
条
一
項
二
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文
の
規
律
留
保
を
め
ぐ
っ
て
議
論
を
呼
ぶ
こ
と
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
（
↓
四
―
㈢
）。

㈤
　「
真
正
の
基
本
権
」
と
し
て
の
基
本
法
一
二
条
一
項

　
先
述
の
と
お
り
、
基
本
法
一
二
条
一
項
の
保
障
を
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
の
営
業
の
自
由
の
よ
う
に
客
観
的
原
則
と
し
て
の
み
解
せ
ば
、

基
本
権
の
空
転
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
今
一
度
基
本
権
と
し
て
の
基
本
法
一
二
条
一
項
に

つ
い
て
述
べ
た
上
で
、
立
法
者
に
よ
る
規
律
の
限
界
を
画
す
る
た
め
の
基
本
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

　
基
本
法
一
二
条
一
項
は
個
々
の
市
民
の
真
正
の
基
本
権
で
あ
り
、
さ
ら
に
…
…
基
本
権
の
理
念
に
照
ら
し
て
、
人
間
の
人
格
の
発
展
と
密
接
な
関
連

を
有
し
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
実
際
上
も
あ
ら
ゆ
る
個
々
人
の
生
活
形
成
の
全
体
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
基
本
権
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
前
提
と
す
れ

ば
、
立
法
者
の
裁
量
の
範
囲
は
は
る
か
に
局
限
さ
れ
た
も
の
と
な
る
。
こ
の
基
本
権
に
よ
る
実
効
的
な
保
護
に
よ
っ
て
、
基
本
法
一
二
条
一
項
に
お
け

る
法
的
諸
介
入
に
対
し
、
原
則
と
し
て
局
限
さ
れ
た
限
界
を
画
す
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。

　
も
っ
と
も
、
立
法
者
の
裁
量
は
基
本
権
保
護
と
い
う
理
由
に
基
づ
い
て
し
か
制
限
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
基

本
法
が
経
済
政
策
的
に
中
立
で
あ
る
の
は
、
立
法
者
が
自
身
に
と
っ
て
事
柄
の
性
質
に
即
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
経
済
政
策
を
、
基
本
法
、

と
り
わ
け
基
本
権
を
顧
慮
す
る
限
り
で
追
求
し
て
よ
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
（BVerfG

E 4, 7 ﹇17  f.

﹈）。
す
な
わ
ち
、
基
本
法
一
二
条
一

項
二
文
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
る
法
律
に
対
し
て
、
例
え
ば
国
家
の
他
の
経
済
政
策
と
矛
盾
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
ま
た
は
一
般
的
な
経
済
政
策
を
基

礎
に
置
く
特
定
の
国
民
経
済
的
学
説
と
一
致
し
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
憲
法
上
の
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。（
…
…
）

　
立
法
者
の
限
界
が
生
じ
う
る
の
は
、
限
界
が
│
│
正
し
く
解
釈
さ
れ
た
│
│
基
本
権
に
基
づ
い
て
画
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
場
合
に
限
ら
れ
る
。

実
際
上
の
困
難
は
、
立
法
者
に
保
た
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
経
済
政
策
的
、
社
会
政
策
的
お
よ
び
職
業
政
策
的
に
原
則
と
し
て
自
由
な
裁
量
と
、
個
々

の
市
民
が
ま
さ
に
立
法
者
に
対
し
て
も
憲
法
上
要
求
す
る
こ
と
の
で
き
る
自
由
の
保
護
と
を
、
調
和
さ
せ
る
点
に
あ
る
。（
以
上
に
つ
き
、BVerfG

E 

7, 377 ﹇400

﹈）
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以
上
の
説
示
か
ら
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
基
本
法
一
二
条
一
項
は
「
真
正
の
基
本
権
」

―
ま
さ
し
く
「
憲
法
上
の
力
を
有
す
る
」

基
本
権

―
を
保
障
し
て
い
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
宣
言
し
、「
規
律
留
保
」
の
解
釈
に
対
し
て
は
、「
基
本
権
」
に
よ
り
、
そ
し
て
そ
の

意
義
に
応
じ
て
立
法
者
の
裁
量
が
局
限
さ
れ
る
と
い
う
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
と
理
解
で
き
よ
う
。

　
さ
ら
に
、
一
九
五
四
年
の
投
資
助
成
判
決
で
展
開
さ
れ
た
基
本
法
の
経
済
政
策
的
中
立
性
に
つ
い
て
の
説
示
を
引
用
）
46
（
し
、
基
本
法
は
特

定
の
経
済
秩
序
を
固
定
し
て
お
ら
ず
、
立
法
者
は
基
本
権
を
顧
慮
す
る
限
り
で
経
済
政
策
を
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
こ
こ
で

注
目
さ
れ
る
の
は
、
規
律
を
行
う
立
法
者
の
限
界
を
、
経
済
政
策
的
考
慮
に
よ
っ
て
画
し
て
は
な
ら
な
い
と
明
言
し
た
こ
と
に
あ
る
。
舟

田
正
之
が
適
切
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
立
法
者
に
よ
る
競
争
制
限
的
規
律
に
つ
い
て
は
、
経
済
政
策
の
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と

も
で
き
た
は
ず
で
あ
）
47
（
る
。
し
か
し
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
こ
れ
を
明
確
に
否
定
し
、
基
本
権
を
規
準
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
。
そ

こ
で
、
薬
局
判
決
の
続
く
説
示
を
追
い
、
規
律
留
保
の
解
釈
に
対
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
具
体
的
な
回
答
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

四
　「
統
一
的
な
基
本
権
」
と
し
て
の
職
業
の
自
由

㈠
　
職
業
の
「
選
択
」
と
「
遂
行
」
を
含
ん
だ
統
一
的
な
複
合
物
と
し
て
の
「
職
業
的
活
動
」

　
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
文
面
上
は
、
基
本
法
一
二
条
一
項
に
お
い
て
職
業
の
「
選
択
」
が
留
保
な
く
保
障
さ
れ
（
一
文
）、
職
業
の

「
遂
行
」
に
つ
い
て
は
規
律
留
保
が
付
さ
れ
て
い
る
（
二
文
）
こ
と
を
、
い
か
に
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所

の
回
答
は
、
条
文
の
文
面
に
拘
泥
せ
ず
、
一
二
条
一
項
二
文
の
規
律
留
保
を
職
業
の
「
遂
行
」
の
み
な
ら
ず
「
選
択
」
へ
も
及
ぼ
す
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。
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基
本
権
で
保
護
さ
れ
た
領
域
に
対
す
る
立
法
者
の
介
入
可
能
性
を
憲
法
規
定
そ
れ
自
体
か
ら
判
断
す
る
な
ら
ば
、
基
本
法
一
二
条
一
項
の
文
面
が
示

唆
す
る
か
も
し
れ
な
い
の
は
、
職
業
選
択

0

0

を
法
律
に
よ
る
規
律
か
ら
完
全
に
自
由
に
す
る
一
方
で
、
職
業
遂
行

0

0

の
場
合
に
限
り
諸
介
入
を
認
め
る
べ
き

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
こ
の
規
定
の
趣
旨
で
は
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
職
業
の
「
選
択
」
と
「
遂
行
」
の
概
念

を
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
が
、
他
方
の
概
念
と
重
複
せ
ず
に
、
職
業
生
活
の
時
間
上
の
特
定
の
時
期
（Phase

）
だ
け
を
表
す
よ
う
に
区
別
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
職
業
活
動
の
開
始
は
、
職
業
遂
行

0

0

の
始
ま
り
で
も
あ
れ
ば
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
い
て
│
│
そ
し
て
し
ば
し

ば
こ
の
点
に
お
い
て
の
み

0

0

│
│
現
れ
る
、
職
業
選
択

0

0

と
い
う
活
動
で
も
あ
る
。
同
様
に
、
継
続
中
の
職
業
活
動
に
表
出
さ
れ
る
、
職
業
を
維
持
す
る
意

思
と
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
職
業
遂
行
の
自
発
的
な
終
了
も
、
要
す
る
に
、
同
時
に
職
業
選
択
と
い
う
行
為
な
の
で
あ
る
。
二
つ
の
概
念
は
、「
職
業
的

活
動
（„berufliche Betätigung

“）」
と
い
う
統
一
的
な
複
合
物
を
異
な
る
観
点
か
ら
把
握
し
て
い
る
（U

ber, Freiheit des Berufs, H
am
burg 

1952

を
範
と
す
るKlein-v. M

angoldt Anm
. IV
  2 ﹇S. 370 ff.

﹈ zu Art.  12

も
同
様
）。

　
そ
れ
ゆ
え
、
職
業
選
択
の
自
由
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る

0

0

0

0

介
入
を
立
法
者
に
対
し
て
完
全
に
拒
も
う
と
す
る
解
釈
は
、
適
切
で
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
解

釈
で
は
実
社
会
の
現
実
に
合
致
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
法
的
に
も
納
得
の
ゆ
く
結
論
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
第
一
次
的
に
は

職
業
遂
行

0

0

の
規
律
の
よ
う
に
見
え
る
法
的
規
定
が
職
業
選
択
の
自
由
に
対
し
て
間
接
的
に
反
応
す
る
の
だ
と
し
て
も
、
原
則
と
し
て
許
容
し
う
る
。
こ

れ
は
と
り
わ
け
、
職
業
開
始
、
つ
ま
り
職
業
遂
行
の
始
ま
り
に
対
す
る
諸
要
件
を
定
め
る
場
合
、
換
言
す
れ
ば
、
職
業
遂
行
の
始
ま
り
を
許
可
に
か
か

ら
し
め
る
場
合
に
生
じ
る
。（
…
…
）（BVerfG

E 7, 377 ﹇400 f.

﹈。
傍
点
は
原
文
の
強
調
を
表
す
）

　
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
職
業
の
「
選
択
」
と
「
遂
行
」
が
時
間
的
に
区
別
さ
れ
た
二
つ
の
概
念
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
と
し
た
。
む
し
ろ
、
両
者
の
概
念
は
、「
職
業
的
活
動
」
と
い
う
統
一
的
な
複
合
物
を
異
な
る
観
点
か
ら
把
握
し
た
も
の
で
あ
る
。
職

業
活
動
の
開
始
ひ
と
つ
と
っ
て
み
て
も
、
こ
れ
は
「
職
業
遂
行
の
始
ま
り
」
で
あ
る
と
と
も
に
「
職
業
選
択
と
い
う
活
動
」
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
下
の
初
期
に
『
職
業
の
自
由
』
と
題
す
る
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
執
筆
し
た
ギ
ー
ス
ベ
ル
ト
・
ウ
ー
バ
ー

や
、
ヘ
ル
マ
ン
・
フ
ォ
ン
・
マ
ン
ゴ
ル
ト
と
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ク
ラ
イ
ン
に
よ
る
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
の
知
見
を
活
用
）
48
（
し
、
文
面
上
の
難
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所
を
切
り
抜
け
よ
う
と
し
た
。
ウ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
職
業
の
開
始
・
継
続
・
終
了
を
含
む
職
業
的
活
動
に
つ
い
て
、
そ
の
目
標
設
定
を

主
観
的
に
表
す
の
が
「
選
択
」
と
「
遂
行
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
職
業
の
開
始
・
継
続
・
終
了
の
「
選
択
」
は
、

は
た
し
て
（O

b

）
職
業
を
開
始
・
継
続
・
終
了
す
る
か
否
か
の
問
題
で
あ
り
、「
遂
行
」
は
、
ど
の
よ
う
に
（W

ie

）
職
業
を
開
始
・
継

続
・
終
了
す
る
か
の
問
題
で
あ
）
49
（
る
。
フ
ォ
ン
・
マ
ン
ゴ
ル
ト
と
ク
ラ
イ
ン
も
ウ
ー
バ
ー
の
見
解
を
参
考
に
し
つ
つ
職
業
の
開
始
か
ら
終
了

ま
で
の
す
べ
て
の
時
期
を
含
む
職
業
的
活
動
に
つ
い
て
、
職
業
選
択
が
「
実
体
の
実
現
（Substanzverw

irklichung

）」、
職
業
遂
行
は

「
態
様
の
実
現
（M

odalitätsverw
irklichung

）」
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
し
）
50
（
た
。
こ
の
よ
う
に
解
せ
ば
、
条
文
に
拘
泥
し
、
職
業
選
択
を

「
留
保
な
く
」
保
障
す
る
こ
と
は
、
法
解
釈
上
も
現
実
に
も
妥
当
で
は
な
い
。
先
述
し
た
と
お
り
、
当
初
の
議
論
で
は
職
業
の
開
始
を
許

可
に
か
か
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
は
一
大
論
点
で
あ
っ
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
職
業
選
択
と
遂
行
の
統
一
的
複
合
物

で
あ
る
「
職
業
的
活
動
」
に
一
二
条
一
項
二
文
の
規
律
留
保
が
及
ぶ
と
解
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
許
可
に
よ
る
規
律
も
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
基
本
法
の
制
定
者
で
あ
る
議
会
評
議
会
に
お
け
る
議
論
に
照
ら
し
て
も
納
得
の
ゆ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
併
せ
て
述
べ

ら
れ
て
い
）
51
（

る
。

㈡
　「
規
律
留
保
」
解
釈
の
帰
結
と
し
て
の
「
職
業
の
自
由
」
と
い
う
統
一
的
な
基
本
権

　
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
続
く
部
分
で
基
本
法
一
二
条
一
項
二
文
に
お
け
る
規
律
留
保
の
解
釈
論
を
次
の
よ
う
に
総
括
し
て
い
る
。

　
そ
の
た
め
、
基
本
法
一
二
条
一
項
は
、
少
な
く
と
も
二
文
に
い
う
規
律
留
保
が
「
基
本
的
に
は
」
職
業
遂
行
に
も
職
業
選
択
に
も
及
ぶ
と
い
う
意
味

に
お
い
て
、（「
職
業
の
自
由
」
と
い
う
）
統
一
的
な
基
本
権
（einheitliches G

rundrecht 

﹇der „Berufsfreiheit

“﹈）
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と

は
、
立
法
者
の
権
限
が
職
業
活
動
の
「
時
期
」
の
い
ず
れ
に
関
し
て
も
、
内
容
的
に
等
し
く
及
ぶ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
基
本

法
一
二
条
一
項
の
文
面
に
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
、
職
業
選
択
は
「
自
由
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
職
業
遂
行
は
規
律
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
い
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う
憲
法
の
意
思
を
常
に
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
変
わ
り
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
合
致
す
る
の
は
、
規
律
権
限
は
二
つ
の

「
時
期
」
を
同
じ
実
質
的
な
強
度
で
把
握
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
立
法
者
が
職
業
選
択
の
自
由
に
介
入
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
い
っ
そ
う
強
く
制
約

さ
れ
る
と
想
定
す
る
解
釈
だ
け
で
あ
る
。（
…
…
）
職
業
選
択
と
は
、
各
人
の
自
己
決
定
と
い
う
ひ
と
つ
の
行
為
、
つ
ま
り
各
人
の
自
由
な
意
思
決
定

と
い
う
ひ
と
つ
の
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
職
業
選
択
は
、
公
権
力
の
諸
介
入
か
ら
可
能
な
限
り
手
つ
か
ず
の
ま
ま
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

職
業
遂
行
を
通
じ
て
、
各
人
は
直
接
的
に
社
会
生
活
へ
干
渉
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
他
者
や
全
体
の
た
め
に
、
各
人
に
制
約
が
課
さ
れ
う
る
。

　
総
括
す
る
と
次
の
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
規
律
権
限
は
、
職
業
遂
行
と
職
業
選
択
に
及
ぶ
。
し
か
し
そ
れ
は
職
業
遂
行

0

0

の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
も

の
で
あ
り
、
せ
い
ぜ
い
こ
の
観
点
の
も
と
で
職
業
選
択

0

0

の
自
由
に
対
し
て
も
介
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。
規
律
権
限
は
、
そ
れ
が
内
容
的

に
純
粋
な
遂
行
に
対
す
る
規
律
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
い
っ
そ
う
自
由
で
あ
り
、
職
業
選
択
へ
も
か
か
わ
る
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
厳
密
に
限
定
さ
れ

る
。（BVerfG

E 7, 377 ﹇402 f.
﹈. 

傍
点
は
原
文
の
強
調
を
表
す
）

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、「
基
本
法
一
二
条
一
項
の
形
式
的
構
造
に
部
分
的
に
依
拠
し
）
52
（
て
」、
比
例
原
則
を
「
段
階
理

論
」
に
具
体
化
し
て
い
る
。
留
保
な
く
保
障
さ
れ
る
自
由
な
職
業
選
択
と
い
う
文
面
を
無
視
し
、
規
律
留
保
が
職
業
の
選
択
と
遂
行
に
及

ぶ
と
い
う
意
味
で
「
職
業
の0

自
由
」
と
い
う
統
一
的
な
基
本
権
を
確
認
し
た
。
し
か
し
他
方
に
お
い
て
は
、
条
文
の
文
面
か
ら
読
み
取
ら

れ
る
「
憲
法
の
意
思
」
を
顧
慮
し
て
、
立
法
者
の
規
律
権
限
の
強
さ
に
段
階
を
設
け
た
の
で
あ
る
。
職
業
「
選
択
」
へ
の
介
入
は
、（
必

然
的
に
要
請
さ
れ
る
）
職
業
「
遂
行
」
へ
の
介
入
の
観
点
か
ら
許
さ
れ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
は
、
規
律
留
保
の
解
釈
論
に
端
を

発
す
る
立
法
権
限
の
強
度
の
多
段
階
化
こ
そ
が
、
基
本
権
審
査
に
お
け
る
比
例
原
則
の
導
入
の
糸
口
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て

お
き
た
）
53
（

い
。

㈢
　「
規
律
」
概
念
の
意
味

―
形
成
的
解
釈
の
否
定

　
右
に
み
た
規
律
留
保
の
解
釈
は
、
先
行
す
る
判
例
・
学
説
に
対
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
ひ
と
つ
の
回
答
で
あ
っ
た
。
続
く
説
示
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を
み
て
み
よ
う
。

　
こ
う
し
て
一
般
的
に
射
程
が
定
め
ら
れ
た
規
律
権
限
の
内
容
の
詳
細
に
関
し
て
は
、
ま
ず
第
一
に
「
規
律
す
る
」
と
い
う
概
念
の
意
味
が
、
と
り
わ

け
職
業
選
択
の
自
由
に
関
し
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
概
念
は
、
立
法
者
が
全
般
的
に
、
他
の
一
般
的
な
法
律
の
留
保
の
場
合
よ
り

も
広
い
裁
量
の
余
地
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
や
、
立
法
者
が
職
業
法
の
全
分
野
を
包
括
的
に
整
序
し
、
基
本
権
の
内
容
を
は
じ
め
て
確
定
的
に

（konstitutiv

）
決
定
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
（
例
え
ば
、Scheuner, H

andw
erksordnung und Berufsfreiheit 

﹇Sonderdruck aus „D
eutsches 

H
andw

erksblatt

“﹈, 1956, etw
a S. 21, 27f., 31, und Ipsen, Apothekenerrichtung und Art.  12 G

G, 1957, S.  41 f.

）
を
意
味
し
得
な
い
。

そ
う
し
た
解
釈
を
採
れ
ば
、
基
本
権
の
内
容
が
完
全
に
立
法
者
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁
量
が
基
本
権
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
し
て

も
（
基
本
法
一
条
三
項
）、
基
本
権
は
無
意
味
に
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
事
態
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
基
本
権
の
意
義
に
合
致
し
な
い

だ
ろ
う
し
、
基
本
法
一
二
条
一
項
の
「
自
由
な
」
職
業
選
択
を
と
り
わ
け
（
冗
語
的
に
）
強
調
し
て
い
る
こ
と
と
ほ
と
ん
ど
調
和
し
な
い
だ
ろ
う
し
、

そ
の
う
え
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
一
九
五
七
年
一
月
一
六
日
の
裁
判
（BVerfG

E 6,  32 

﹇40  f.

﹈）
で
詳
述
し
た
よ
う
に
、
基
本
権
の
章
が
か
つ
て
の

意
味
に
お
け
る
「
空
転
す
る
（„leerlaufende
“）」
基
本
権
を
認
め
て
い
な
い
と
い
う
全
体
的
な
傾
向
と
矛
盾
す
る
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
こ
の
点
で
も
、

一
九
五
八
年
一
月
一
五
日
の
裁
判
（BVerfG

E 7, 198 
﹇208 f.

﹈）
で
展
開
さ
れ
た
、
立
法
者
が
基
本
権
で
保
護
さ
れ
る
空
間
で
行
動
す
る
場
合
に
は

社
会
秩
序
に
お
け
る
基
本
権
の
意
義
を
規
律
の
起
点
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
原
則
が
か
か
わ
っ
て
く
る
。
立
法
者
は
基
本
権
の
内
容
を
自
由

に
規
定
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
基
本
権
の
内
容
か
ら
立
法
裁
量
の
内
容
的
な
限
界
が
生
じ
う
る
の
で
あ
る
。
基
本
法
一
二
条
一
項
で
も
、
基
本
法

は
重
要
な
具
体
的
生
活
領
域
に
対
す
る
明
確
な
実
体
的
価
値
決
定
（klare m

aterielle W
ertentscheidung

）
を
下
し
て
い
る
。（
…
…
）（BVerfG

E 

7, 377 ﹇403 f.

﹈）

　
右
の
説
示
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
ウ
ル
リ
ヒ
・
シ
ョ
イ
ナ
ー
と
ハ
ン
ス
・
ペ
ー
タ
ー
・
イ
プ
セ
ン
の
論
文
を
取
り
上
げ
）
54
（
て
、

両
者
の
見
解
を
否
定
し
て
い
る
。
両
者
の
特
徴
は
、
基
本
法
一
二
条
一
項
二
文
の
「
規
律
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
基
本
法
上
の
「
制
限
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（Einschränkung

）」
や
「
制
約
（Beschränkungen

）」
と
は
区
別
し
て
そ
れ
ら
よ
り
も
広
範
な
裁
量
を
認
め
、
規
律
の
限
界
を
基
本
法
一

九
条
二
項
の
「
基
本
権
の
本
質
的
内
容
の
侵
害
禁
止
」
に
求
め
て
い
る
点
に
あ
る
。
例
え
ば
シ
ョ
イ
ナ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
）
55
（

る
。

　「
基
本
法
一
二
条
一
項
〔
二
〕
文
に
規
定
さ
れ
た
職
業
遂
行
の
『
規
律
』
は
、
他
の
通
常
の
法
律
の
留
保
よ
り
も
広
汎
な
〔
裁
量
の
〕
余
地
を
立
法

者
に
認
め
て
い
る
こ
と
が
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
条
文
で
は
ま
さ
し
く
『
制
約
（Beschränkungen

）』
や
『
限
界

（Schranken
）』
と
い
っ
た
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
職
業
遂
行
の
『
規
律
』、
つ
ま
り
こ
の
分
野
に
お
け
る
よ
り
包
括
的
な
形

成
が
立
法
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
定
式
は
、
お
そ
ら
く
、
財
産
権
の
『
内
容
と
限
界
』
は
立
法
者
が
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定

す
る
基
本
法
一
四
条
一
項
〔
二
〕
文
の
授
権
ほ
ど
広
汎
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
を
子
細
に
眺
め
れ
ば
、
特
定
の
制
約
の
採
用
が
許
さ

れ
る
に
す
ぎ
な
い
単
純
な
法
律
留
保
よ
り
も
相
当
に
広
汎
に
及
ぶ
も
の
で
あ
」
り
、
こ
う
し
た
規
律
は
、「
基
本
法
上
の
確
固
た
る
基
本
方
針
（
基
本

法
一
九
条
二
項
）
の
枠
内
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
」。

　
シ
ョ
イ
ナ
ー
は
、
通
常
の
法
律
留
保
と
、
基
本
法
一
四
条
一
項
二
文
に
い
う
財
産
権
の
内
容
形
成
留
保
の
あ
い
だ
に
、
基
本
法
一
二
条

一
項
二
文
の
規
律
留
保
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
イ
プ
セ
ン
は
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
踏
み
込
み
、
次
の
と
お
り
、
基
本
法
一
四
条
一
項
二
文
の

内
容
形
成
留
保
と
基
本
法
一
二
条
一
項
二
文
の
規
律
留
保
の
類
似
性
を
指
摘
し
、
職
業
の
自
由
の
実
質
的
な
内
容
に
つ
い
て
も
立
法
者
が

確
定
的
に
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
し
て
い
た
。

　「
基
本
法
一
二
条
一
項
は
前
国
家
的
お
よ
び
超
国
家
的

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
基
本
権
の
ひ
と
つ
で
は
な
い

0

0

。
職
業
の
遂
行

0

0

が
問
題
と
な
る
場

合
の
み
な
ら
ず
、
職
業
の
開
始

0

0

が
問
題
と
な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
明
ら
か
に
、
国
家
に
よ
る
立
法
の
任
意
に

―
限
界
の
う
ち
に
で
は
あ
る
が

―

委
ね
ら
れ
る
基
本
権
で
あ
）
56
（
る
」。
基
本
法
一
二
条
一
項
二
文
の
「『
法
律
に
よ
り
規
律
す
る
こ
と
が
で
き
る
』
と
い
う
文
言
は
、
文
言
、
意
味
お
よ
び
目

的
の
上
で
、
基
本
法
一
九
条
一
項
が
基
本
権
一
般
に
予
定
し
て
い
る
制
約
条
項
（Beschränkungsklausel

）
…
…
と
は
、
根
本
的
に

0

0

0

0

区
別
さ
れ
）
57
（
る
」。
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「〔
所
有
権
お
よ
び
相
続
権
の
〕
内
容
お
よ
び
限
界
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
」
と
す
る
基
本
法
一
四
条
一
項
二
文
（
財
産
権
）
と
、
基
本
法
一
二
条

一
項
二
文
の
規
定
は
「
両
者
と
も

0

0

0

0

、〔
そ
れ
ぞ
れ
の
〕
一
文
で
保
障
さ
れ
る
自
由
権
か
ら
、
何
が
内
容
的
に
そ
も
そ
も
得
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
か
、
そ
し
て
、
そ

の
自
由
権
が
許
容
さ
れ
る
態
様
で
行
使

0

0

さ
れ
る
た
め
に
得
て
も
よ
い
も
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
立
法
者
が
規
律
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

（
決
定
す
る
）
こ
と
の
、

形
成
す
る
立
法
者
に
対
す
る
授
権

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る

―
そ
の
場
合
に
は
も
ち
ろ
ん
、
内
容
の
規
律
に
対
し
て
設
け
ら
れ
る
限
界
も
（
基
本
法
一
九
条
二
項
と
い

う
限
界
も
含
め
て
）、
別
途
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
58
（

い
」。「
基
本
法
一
二
条
一
項
二
文
に
お
け
る
立
法
者
は
、
職
業
の
自
由
の
実
質
的
な
内
容

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
つ

い
て
も
、
自
ら
確
定
的
に

0

0

0

0

形
成
す
る
権
限
と
資
格
を
備
え
て
い
）
59
（

る
」（
傍
点
は
原
文
の
強
調
を
表
す
）。

　
こ
う
し
た
シ
ョ
イ
ナ
ー
や
イ
プ
セ
ン
の
見
解
は
、
先
に
み
た
と
お
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

規
律
権
限
を
理
由
に
立
法
者
に
対
し
て
広
い
裁
量
が
認
め
ら
れ
、
立
法
者
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
基
本
法
一
二
条
一
項
の
内
容
が
確
定
的
に

形
成
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
に
お
い
て
は
、
基
本
権
が
無
意
味
化
し
て
し
ま
い
、
基
本
法
の
基
本
権
が
基
本
権
の
「
空
転
」
を
認
め
な
い
と

い
う
全
体
的
傾
向
と
矛
盾
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
に
お
け
る
基

本
権
の
「
空
転
」
を
、
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
）
60
（
う
。
立
法
裁
量
に
よ
っ
て
基
本
権
の
内
容
が
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

基
本
権
の
意
義
・
内
容
か
ら
立
法
裁
量
を
内
容
的
に
限
定
す
る
こ
と
が
改
め
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。

㈣
　
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
「
規
律
」
解
釈

　
こ
の
よ
う
に
シ
ョ
イ
ナ
ー
や
イ
プ
セ
ン
に
よ
る
「
規
律
」
の
解
釈
を
否
定
し
た
上
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
と
し
て
の
「
規
律
」
解
釈
論

が
説
明
さ
れ
る
。

　
他
方
で
「
規
律
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
立
法
者
が
基
本
権
を
あ
ら
ゆ
る
点
で
制
限
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
そ
も
そ
も
あ

ら
ゆ
る
規
律
に
は
、
限
界
の
明
確
化
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
基
本
権
規
定
に
お
け
る
そ
の
他
の
通
常
の
「
制
約
す
る
（beschränken

）」
ま
た
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は
「
制
限
す
る
（einschränken

）」
と
い
う
表
現
に
代
え
て
、
基
本
法
制
定
者
が
そ
こ
で
ま
ぎ
れ
も
な
く
意
識
的
に
用
い
て
い
る
「
規
律
す
る
」
と

い
う
表
現
が
示
唆
す
る
の
は
、
立
法
者
が
基
本
権
の
実
質
的
な
内
容
を
制
約
に
よ
っ
て
自
身
の
意
の
ま
ま
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
、
す
な
わ
ち
合
理
的

な
意
味
解
明
か
ら
生
ず
る
〔
基
本
権
の
実
質
的
内
容
に
つ
い
て
の
〕
自
然
な
妥
当
範
囲
を
外
側
か
ら
（von außen her

）
局
限
し
よ
う
と
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
内
側
か
ら
（von innen her

）
限
界
を
よ
り
詳
細
に
規
定
す
る
こ
と
、
換
言
す

れ
ば
、
基
本
権
自
体
の
本
質
に
基
づ
い
て
画
さ
れ
る
限
界
を
よ
り
詳
細
に
規
定
す
る
こ
と
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（BVerfG
E 7, 377 ﹇404

﹈）

　
か
く
し
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
り
「
規
律
」
の
意
義
が
語
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
規
律
概
念
に
つ
い
て
の
連
邦
憲
法
裁
判

所
独
自
の
叙
述
を
踏
ま
え
て
も
、
そ
れ
は
非
介
入
思
考
へ
の
賛
同
を
示
す
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
確
認
す

る
た
め
、
こ
こ
ま
で
の
基
本
法
一
二
条
一
項
の
「
原
理
的
な
考
察
」（BVerfG

E 7, 377 

﹇397 -404

﹈）
を
踏
ま
え
て
展
開
さ
れ
る
、
段
階
理

論
の
導
入
部
分
（BVerfG

E 7, 377 ﹇404 f.
﹈〔
＝C. IV. 3. d

）〕）
を
引
用
す
る
。

　
基
本
権
は
個
人
の
自
由
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
規
律
留
保
は
共
同
体
利
益
の
十
分
な
保
護
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
各
人

の
自
由
要
求
（Freiheitsanspruch

）
は
、
す
で
に
示
し
た
と
お
り
、
自
由
な
職
業
選
択
を
求
め
る
権
利
が
問
題
と
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
い
っ
そ
う
強

く
作
用
す
る
。〔
他
方
で
〕
共
同
体
の
保
護
は
、
完
全
に
自
由
な
職
業
遂
行
か
ら
共
同
体
に
対
し
て
生
じ
う
る
不
利
益
や
危
険
が
増
大
す
れ
ば
す
る
ほ

ど
、
い
っ
そ
う
差
し
迫
っ
た
も
の
と
な
る
。
両
者
の
│
│
社
会
的
法
治
国
家
に
お
い
て
は
等
し
く
正
当
で
あ
る
│
│
諸
要
求
を
、
可
能
な
限
り
効
果
的

な
方
法
で
満
た
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
解
決
策
は
、
そ
の
都
度
、
相
対
立
し
あ
る
い
は
互
い
に
ま
さ
に
矛
盾
す
る
か
も
し
れ
な
い
諸
利
益
の
重
要

性
を
慎
重
に
衡
量
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際
に
、
基
本
法
の
全
体
的
な
解
釈
に
基
づ
け
ば
人
間
の
自
由
な
人
格
が
最

上
の
価
値
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
職
業
選
択
の
場
合
も
、
人
間
の
自
由
な
人
格
に
は
最
大
限
の
自
由
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
固
守
す

る
な
ら
ば
、
こ
の
自
由
は
、
公
共
の
福
祉
に
と
っ
て
不
可
欠
な
範
囲
で
の
み
制
限
が
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
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そ
れ
に
従
い
、
立
法
者
に
よ
る
諸
介
入
に
対
し
て
は
、
憲
法
上
、
区
別
す
る
要
請
が
存
す
る
。（
…
…
）（BVerfG

E 7, 377 ﹇404 f.

﹈）

　
こ
の
よ
う
に
基
本
権
と
規
律
留
保
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
れ
ら
の
要
求
を
最
大
限
実
現
す
る
た
め
、
人
間
の
自
由
な
人
格
を
基
礎

と
し
て
諸
利
益
を
慎
重
に
衡
量
す
る
こ
と
で
、
適
切
な
制
限
範
囲
を
導
く
と
い
う
基
本
姿
勢
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
が
段
階
理
論
と
し

て
具
体
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
こ
に
お
い
て
先
ほ
ど
語
ら
れ
た
「
規
律
」
の
意
義
は
、
鳴
り
を
潜
め
て
い
る
。
ゲ
ル
ト

ル
ー
デ
・
リ
ュ
ッ
ベ
＝
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
上
述
し
た
薬
局
判
決
に
お
け
る
「
規
律
」
の
意
義
は
、
介
入
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
的
処
理
を
拒
否
し

た
も
の
で
は
な
い
と
評
価
す
）
61
（

る
。
と
い
う
の
も
、
先
の
引
用
の
末
尾
で
み
た
と
お
り
、「
そ
れ
に
従
い
、
立
法
者
に
よ
る
諸
介
入
に
対
し

て
は
、
憲
法
上
、
区
別
す
る
要
請
が
存
す
る
」
と
し
て
、
段
階
理
論
が
展
開
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
リ
ュ
ッ
ベ
＝
ヴ
ォ
ル
フ
の
よ
う
に
下

線
部
分
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
い
て
読
む
も
の
か
ら
す
れ
ば
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
一
二
条
一
項
の
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
を
、（
財

産
権
の
よ
う
な
）
内
容
形
成
で
は
な
く
介
入
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
典
型
事
例
と
し
て
位
置
づ
け
た
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
）
62
（
る
。
そ
の
後

の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
お
い
て
も
、
基
本
法
一
二
条
一
項
二
文
の
規
律
留
保
は
法
律
留
保
と
同
視
さ
）
63
（
れ
、
こ
ん
に
ち
の
ド
グ
マ
ー

テ
ィ
ク
に
お
い
て
も
、
基
本
法
一
二
条
一
項
二
文
は
通
常
の
法
律
留
保
と
同
様
の
取
り
扱
い
を
受
け
て
い
る
と
さ
れ
て
い
）
64
（
る
。
こ
う
し
た

規
律
留
保
の
理
解
が
背
景
と
し
て
い
る
の
は
「
職
業
の
自
由
に
対
す
る
干
渉
は
…
…
議
会
の
決
定
に
基
づ
い
て
の
み
認
め
る
べ
き
で
あ
る
、

と
い
う
憲
法
政
策
的
考
慮
」
で
あ
り
、「
こ
う
し
た
前
提
の
も
と
で
の
み
、
人
間
の
人
格
保
護
の
発
露
と
し
て
の
職
業
の
自
由
と
、
公
共

の
利
益
の
あ
い
だ
の
公
正
な
調
整
が
保
障
さ
れ
う
る
」
と
指
摘
さ
れ
）
65
（
る
。
結
論
的
に
は
、
ア
ナ
＝
ベ
ッ
テ
ィ
ナ
・
カ
イ
ザ
ー
が
シ
ュ
ミ
ッ

ト
を
引
き
つ
つ
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
職
業
の
自
由
を
「
真
正
の
基
本
権
」
と
解
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
規

律
」
の
概
念
も
│
│
そ
の
独
自
の
性
格
づ
け
に
も
か
か
わ
ら
ず
│
│
法
律
に
よ
る
介
入
は
例
外
と
な
る
絶
対
的
な
基
本
権
に
つ
い
て
の
制

限
規
定
（
通
常
の
法
律
留
保
）
と
し
て
解
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
）
66
（

う
。
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五
　
制
限
の
制
限
と
職
業
の
自
由
を
め
ぐ
る
二
つ
の
「
転
轍
」

　
本
稿
で
は
、
薬
局
判
決
に
お
い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
「
比
例
原
則
の
厳
格
な
適
用
」
で
あ
る
段
階
理
論
を
発
明
し
、
基
本
権
審
査
に

お
い
て
比
例
原
則
を
導
入
す
る
こ
と
で
「
基
本
権
裁
判
所
」
と
し
て
出
発
し
た
、
と
い
う
と
き
に
、
そ
れ
が
前
提
と
し
て
い
た
「
基
本
法

一
二
条
一
項
の
原
理
的
な
考
察
」
を
、
規
律
留
保
の
解
釈
論
を
中
心
と
し
て
検
討
を
加
え
た
。
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
帰
結
を
、
二
つ
の

「
転
轍
」
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

㈠
　「
制
限
の
制
限
」
に
つ
い
て
の
転
轍

―
本
質
的
内
容
の
保
障
か
ら
比
例
原
則
へ

　
第
一
の
転
轍
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
に
お
い
て
語
ら
れ
た
「
基
本
権
の
空
転
」
を
回
避
す
る
た
め
、「
規
律
留
保
の
限
界
を
『
基

本
権
の
本
質
的
内
容
の
侵
害
禁
止
』（
基
本
法
一
九
条
二
項
）
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
る
解
釈
」
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の

姿
勢
で
あ
る
。

　
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
に
お
い
て
、
一
一
一
条
二
文
に
定
め
る
「
あ
ら
ゆ
る
生
業
を
営
む
」
権
利
（
職
業
選
択
の
自
由
）
は
ラ
イ
ヒ
法

律
の
留
保
の
も
と
に
あ
っ
た
た
め
、
基
本
権
の
本
質
的
内
容
を
顧
み
る
こ
と
な
く
制
約
さ
れ
得
）
67
（

た
。
そ
の
反
省
か
ら
、
基
本
法
下
で
は
基

本
権
の
本
質
的
内
容
の
侵
害
禁
止
が
基
本
法
一
九
条
二
項
に
お
い
て
明
記
さ
れ
、
薬
局
判
決
以
前
の
判
）
68
（
例
・
学
説
（
シ
ョ
イ
ナ
ー
や
イ
プ
セ

ン
）
も
、
基
本
法
一
九
条
二
項
を
立
法
者
に
よ
る
制
限
の
限
界
、
す
な
わ
ち
「
制
限
の
制
限
（Schranken-Schranken

）」
と
し
て
構
想
し

た
。

　
こ
れ
ら
先
行
す
る
判
例
・
学
説
に
対
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
回
答
は
、
薬
局
判
決
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
付
し
た
八
つ
の
要
旨

（Leitsätze

）
の
う
ち
の
「
四
」
に
お
い
て
象
徴
的
に
現
れ
て
い
る
。
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要
旨
四
「
立
法
者
の
規
律
権
限
の
内
容
と
範
囲
は
、
基
本
法
一
二
条
一
項
二
文
に
基
づ
き
、
社
会
生
活
に
お
け
る
基
本
権
の
趣
旨
と
そ
の
意
義
を
顧

慮
す
る
解
釈
に
よ
っ
て
す
で
に
、
十
分
に
事
柄
の
性
質
に
即
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
本
質
的
内
容
の
制
限
に
立
ち
戻
る
必
要
は
な
い

（
基
本
法
一
九
条
二
項
）。」

　
か
く
し
て
、「
基
本
権
の
本
質
的
内
容
」
へ
立
ち
戻
る
の
で
は
な
く
、「
基
本
権
の
趣
旨
と
そ
の
意
義
を
顧
慮
す
る
解
釈
」
に
基
づ
き

「
事
柄
の
性
質
に
即
し
た
立
法
者
の
規
律
権
限
の
限
界
を
導
く
」
方
針
へ
と
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、「
転
轍
」
を
行
っ
た
。
ラ
イ
ナ
ー
・

ヴ
ァ
ー
ル
い
わ
く
、
要
旨
（Leitsatz

）
四
は
「
文
字
通
り
の
意
味
で
指
導
原
理
（Leitsatz

）
で
あ
っ
た
し
、
他
の
判
例
に
対
す
る
指
針

（Leitlinie

）
で
あ
っ
）
69
（

た
」。
薬
局
判
決
に
お
け
る
基
本
権
審
査
へ
の
比
例
原
則
の
導
入
と
は
、「
基
本
権
の
趣
旨
と
意
義
」
に
基
づ
く
「
不

文
の
制
限
の
制
限
」
と
し
て
の
比
例
原
則
に
よ
る
審
査
へ
の
転
轍
で
あ
り
、
そ
の
舞
台
と
な
っ
た
の
が
、
基
本
法
一
二
条
一
項
二
文
の

「
規
律
留
保
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

㈡
　「
職
業
の
自
由
」
に
つ
い
て
の
転
轍

―
公
序
か
ら
基
本
権
へ

　
以
上
は
基
本
権
一
般
に
つ
い
て
の
転
轍
で
あ
る
が
、
薬
局
判
決
の
本
懐
は
「
職
業
の
自
由
」
に
つ
い
て
の
転
轍
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
。

薬
局
判
決
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
で
の
基
本
権
の
空
転
を
防
ぐ
た
め
、
職
業
の
自
由
を
法
律
上
の
力
し
か
有
さ
な
い
客
観
的
原
則

（
公
序
）
と
す
る
理
解
や
、
イ
プ
セ
ン
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
基
本
法
一
二
条
一
項
は
人
権
を
保
障
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の

実
質
的
な
内
容
は
立
法
者
に
よ
っ
て
確
定
的
に
形
成
さ
れ
る
と
す
る
〈
非
介
入
思
考
〉
を
は
っ
き
り
と
否
定
し
た
。
す
な
わ
ち
薬
局
判
決

に
お
い
て
職
業
の
自
由
は
、
憲
法
上
の
力
を
持
ち
、
さ
ら
に
は
人
格
的
関
連
性
を
有
す
る
第
一
級
の
「
真
正
の
基
本
権
」
で
あ
る
と
す
る
、

一
大
転
轍
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
薬
局
判
決
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
「
要
旨
一
」
は
、
そ
の
宣
言
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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要
旨
一
「
基
本
法
一
二
条
一
項
で
は
、
社
会
秩
序
お
よ
び
経
済
秩
序
の
客
観
的
原
則
と
し
て
の
営
業
の
自
由
が
宣
言
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
許

容
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
活
動
を
、
た
と
え
そ
れ
が
伝
統
的
な
い
し
法
的
に
固
定
さ
れ
た
『
職
業
像
』
に
合
致
す
る
も
の
で
な
い
と
し
て
も
職
業
と
す
る
基

本
権
が
各
人
に
保
障
さ
れ
て
い
る
。」

　
以
上
の
職
業
の
自
由
理
解
を
基
礎
に
、
基
本
法
一
二
条
一
項
の
解
釈
論
も
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
基
本
法
一
二
条
一
項
二
文
の
規

律
留
保
を
基
本
法
一
二
条
一
項
全
体
に
及
ぼ
す
一
方
、
規
律
の
介
入
強
度
を
人
格
と
の
距
離
に
照
ら
し
て
段
階
づ
け
た
。
規
律
留
保
の
も

と
で
、
職
業
の
選
択
と
遂
行
は
「
職
業
的
活
動
」
と
い
う
統
一
的
な
複
合
物
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（「
職
業
の0

自
由
」

と
い
う
統
一
的
な
基
本
権
）。
基
本
権
の
意
義
を
規
律
の
起
点
と
し
た
た
め
に
規
律
権
限
の
制
約
根
拠
は
基
本
権
に
限
ら
れ
、
経
済
法
的
ア

プ
ロ
ー
チ
が
排
除
さ
れ
た
こ
と
や
、
職
業
の
自
由
の
内
容
形
成
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
も
、
転
轍
の
も
た
ら
し
た
帰
結
で
あ

る
。

六
　
む
す
び
に
か
え
て

　
本
稿
の
冒
頭
で
言
及
し
た
〈
介
入
思
考
〉
と
〈
非
介
入
思
考
〉
の
対
比
に
照
ら
せ
ば
、
前
章
で
ま
と
め
た
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
に

お
け
る
職
業
の
自
由
論
は

―
客
観
的
許
可
要
件
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
で
は
あ
る
が

―
ま
さ
に
〈
介
入
思
考
〉
に
立
脚
し
、〈
非
介

入
思
考
〉
に
基
づ
く
職
業
の
自
由
の
内
容
形
成
的
解
釈
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
も
の
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

問
題
は
、
職
業
の
自
由
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
転
轍
の
ゆ
く
え
で
あ
る
。
日
本
で
も
若
干
の
文
献
に
お
い
て
紹
介
が
あ
る
よ
う
）
70
（
に
、
段
階
理

論
は
そ
の
後
の
運
用
に
少
な
く
な
い
批
判
が
あ
り
、
決
し
て
盤
石
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
薬
局
判
決
は
、
ド
イ
ツ
の
職
業
の
自
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由
論
を
め
ぐ
る
極
め
て
重
要
な
「
転
轍
点
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
ひ
と
つ
の
「
起
点
」
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
転
轍
の
ゆ
く
え
に
つ
い
て
跡

づ
け
る
こ
と
は
、
別
稿
に
委
ね
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
1
）  
最
大
判
昭
和
五
〇
・
四
・
三
〇
民
集
二
九
巻
四
号
五
七
二
頁
。

（
2
）  

石
川
健
治
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「〔
日
本
の
〕
薬
事
法
判
決
は
、
明
ら
か
に
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
を
下
敷
き
に
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
論
理
を
展
開
し
て
い
く
。
ド
イ
ツ
の
薬
局
判
決
（BVerfG

E 7, 377

）
と
い
う
の
を
読
ん
だ
人
で
な
け
れ
ば
書
け
な
い
論
理
を
展
開
す
る
わ

け
で
す
」。
参
照
、
石
川
健
治
＝
山
本
龍
彦
＝
泉
徳
治
「【
座
談
会
】『
十
字
路
』
の
風
景

―
最
高
裁
の
な
か
の
ド
イ
ツ
と
ア
メ
リ
カ
」
石
川
健

治
＝
山
本
龍
彦
＝
泉
徳
治
編
『
憲
法
訴
訟
の
十
字
路

―
実
務
と
学
知
の
あ
い
だ
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
九
年
）
三
八
九
頁
（
三
九
一
頁
）〔
石
川

健
治
発
言
〕。
な
お
、
薬
事
法
判
決
の
調
査
官
解
説
も
「
本
判
決
〔
薬
事
法
判
決
〕
に
影
響
を
与
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
西
独
連
邦
憲
法
裁
判
所

一
九
五
八
年
六
月
一
一
日
判
決
」
と
し
て
い
る
。
参
照
、
富
澤
達
「
判
解
〔
薬
事
法
違
憲
判
決
〕」
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
昭
和
五
〇
年

度
（
一
九
七
九
年
）
一
九
九
頁
（
二
〇
八
頁
）。

（
3
）  

薬
局
判
決
の
解
説
と
し
て
、
覚
道
豊
治
「
薬
局
開
設
拒
否
事
件
」
山
田
晟
編
『
ド
イ
ツ
判
例
百
選
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
九
年
）
六
六
頁
、
舟

田
正
之
「
職
業
の
自
由
と
〝
営
業
の
自
由
〞

―
西
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
五
八
年
六
月
一
一
日
判
決
を
素
材
と
し
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五

九
二
号
（
一
九
七
五
年
）
三
〇
頁
、
野
中
俊
彦
「
薬
事
法
距
離
制
限
条
項
の
合
憲
性

―
薬
局
判
決
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の

憲
法
判
例
〔
第
二
版
〕』（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
）
二
七
二
頁
を
と
り
わ
け
参
照
。

　
　
　
薬
局
判
決
に
言
及
す
る
文
献
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
た
め
、
そ
の
一
部
を
掲
げ
て
お
く
（
本
稿
の
他
の
注
に
掲
げ
た
も
の
も
あ
る
）。
保
木
本
一

郎
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
営
業
の
自
由

―
旅
客
運
送
営
業
免
許
を
手
が
か
り
に
し
て
」
国
学
院
法
学
六
巻
三
号
（
一
九
六
九
年
）
一
〇
三
頁
、
芦

部
信
喜
「
職
業
の
自
由
の
規
制
と
『
厳
格
な
合
理
性
』
基
準

―
薬
局
距
離
制
限
の
違
憲
判
決
に
つ
い
て
」
同
『
憲
法
訴
訟
の
現
代
的
展
開
』

（
有
斐
閣
、
一
九
八
一
年
）
二
七
七
頁
（
初
出
：
芦
部
信
喜
「
薬
局
距
離
制
限
の
違
憲
判
決
と
憲
法
訴
訟
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
九
二
号
〔
一
九
七
五

年
〕
一
四
頁
）、
宮
崎
良
夫
「
判
批
」
昭
和
五
〇
年
度
重
要
判
例
解
説
（
一
九
七
六
年
）
六
頁
、
舟
田
正
之
「
ド
イ
ツ
『
経
済
制
度
』
理
論
史

（
七
・
完
）」
国
家
学
会
雑
誌
九
〇
巻
九
・
一
〇
号
（
一
九
七
七
年
）
五
八
九
頁
（
六
一
五
頁
以
下
）、
富
澤
・
前
掲
注
（
2
）
二
〇
八
頁
、
高
見

勝
利
「
薬
局
開
設
の
距
離
制
限
と
職
業
選
択
の
自
由
」
大
須
賀
明
ほ
か
編
『
憲
法
判
例
の
研
究
』（
敬
文
堂
、
一
九
八
二
年
）
四
〇
五
頁
、
平
松

毅
「
職
業
の
自
由
」
佐
藤
幸
治
＝
初
宿
正
典
編
『
人
権
の
現
代
的
諸
相
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
〇
年
）
二
二
九
頁
、
杉
原
周
治
「
職
業
の
自
由
と
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表
現
の
自
由
」

―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
職
業
の
自
由
と
意
見
表
明
・
プ
レ
ス
の
自
由
の
基
本
権
競
合
を
め
ぐ
る
議
論
」
東
京
大
学
大
学
院
情
報
学

環
紀
要 

情
報
学
研
究
七
三
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
頁
、
小
山
剛
「
職
業
の
自
由
と
規
制
目
的
」
Ｌ
Ｓ
憲
法
研
究
会
編
『
プ
ロ
セ
ス
演
習 

憲
法

〔
第
四
版
〕』（
信
山
社
、
二
〇
一
一
年
）
二
五
六
頁
、
淡
路
智
典
「
憲
法
上
の
比
例
原
則
の
構
造
と
段
階
説

―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
職
業
の
自
由

の
議
論
を
参
考
と
し
て
」
社
学
研
論
集
（
早
稲
田
大
学
）
一
七
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
一
八
頁
（
一
二
〇
頁
以
下
）、
赤
坂
正
浩
「
ド
イ
ツ
法
上

の
職
業
と
営
業
の
概
念
」
企
業
と
法
創
造
八
巻
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
八
五
頁
、
赤
坂
幸
一
「
立
法
事
実
と
立
法
資
料

―
司
法
判
断
の
理
由
付

け
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
五
九
号
（
二
〇
一
八
年
）
八
六
頁
（
八
八
頁
）、
石
川
健
治
「
判
批
」
長
谷
部
恭
男
＝
同
＝
宍
戸
常
寿
編
『
憲
法
判
例
百

選
Ⅰ
〔
第
七
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
九
年
）
一
九
八
頁
な
ど
を
参
照
。

（
4
）  V

gl. Rainer W
ahl, D

er G
rundsatz der Verhältnism

äßigkeit, in: D
irk H

eckm
ann/Ralf Peter Schenke/G

ernot Sydow
 

（H
rsg.

）, 
Verfassungsstaatlichkeit im

 W
andel: Festschrift für Thom

as W
ürtenberger, 2013, S. 823 （828 ff.

）.

　
　
　
な
お
、
薬
局
判
決
と
同
年
（
一
九
五
八
年
一
月
一
五
日
）
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
・
リ
ュ
ー
ト
判
決
（BVerfG

E 7, 198

）
も
ま
た
、
転
轍
点
と

目
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
詳
細
な
検
討
が
あ
る
た
め
、
そ
ち
ら
の
参
照
を
請
い
た
い
。
参
照
、
林
知
更
「
論
拠
と
し
て
の
『
近

代
』

―
三
菱
樹
脂
事
件
」
駒
村
圭
吾
編
『
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
判
決

―
「
近
代
」
と
「
憲
法
」
を
読
み
解
く
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）

一
〇
九
頁
（
同
稿
の
短
縮
版
と
し
て
、
林
知
更
「
論
拠
と
し
て
の
『
近
代
』

―
私
人
間
効
力
論
を
例
に
」
同
『
現
代
憲
法
学
の
位
相

―
国
家

論
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
・
立
憲
主
義
』〔
岩
波
書
店
、
二
〇
一
六
年
〕
三
七
五
頁
が
あ
る
）、
武
市
周
作
「
連
邦
憲
法
裁
判
所
初
期
の
判
例
に
お
け
る

価
値
秩
序
論
に
つ
い
て

―
全
州
議
会
評
議
会
か
ら
夫
婦
合
算
課
税
違
憲
決
定
・
リ
ュ
ー
ト
判
決
ま
で
」
中
央
学
院
大
学
法
学
論
叢
二
三
巻
一
号

（
二
〇
一
〇
年
）
四
三
頁
、
武
市
周
作
「
価
値
秩
序
論
と
基
本
法
に
お
け
る
憲
法
上
の
価
値
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
（
小
山
剛
編
集
代

表
）『
講
座 

憲
法
の
規
範
力
第
三
巻 

憲
法
の
規
範
力
と
市
民
法
』（
信
山
社
、
二
〇
二
〇
年
）
三
一
頁
。

（
5
）  BVerfG
E 13, 97 （104

）.

（
6
）  Christoph Schönberger, Anm

erkungen zu Karlsruhe, in: M
atthias Jestaedt/O

liver Lepsius/Christoph M
öllers/ders., D

as ent-
grenzte G

ericht, 2011, S. 9 

（32

）. 

邦
訳
と
し
て
、
ク
リ
ス
ト
フ
・
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ガ
ー
（
鈴
木
秀
美
訳
・
監
訳
、
杉
原
周
治
＝
大
西
楠
・
テ

ア
訳
）「
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
に
つ
い
て
の
所
見
」
マ
テ
ィ
ア
ス
・
イ
ェ
シ
ュ
テ
ッ
ト
ほ
か
（
鈴
木
秀
美
ほ
か
監
訳
）『
越
境
す
る
司
法

―
ド
イ
ツ

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
光
と
影
』（
風
行
社
、
二
〇
一
四
年
）
三
頁
（
二
一
頁
）。

（
7
）  

高
田
篤
「
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
『
自
己
言
及
』」
法
律
時
報
八
九
巻
五
号
（
二
〇
一
七
年
）
三
二
頁
（
三
七
―
三
八
頁
）。「
基
本
権
裁

判
所
」
と
し
て
の
地
位
の
確
立

―
「
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
権
威
を
獲
得
し
て
い
く
サ
ク
セ
ス
・
ス
ト
ー
リ
ー
」

―
に
つ
い
て
は
、
櫻
井
智
章
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「
デ
ー
ラ
ー
と
ガ
イ
ガ
ー
と
連
邦
憲
法
裁
判
所

―
『
基
本
法
に
与
え
た
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
の
影
響
』
補
遺
」
甲
南
法
学
五
九
巻
三
・
四
号
（
二

〇
一
九
年
）
四
七
頁
（
八
七
―
八
八
頁
）
も
参
照
。

（
8
）  

経
済
法
の
観
点
か
ら
薬
局
判
決
を
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
舟
田
・
前
掲
注
（
3
）
に
お
け
る
二
つ
の
論
文
を
参
照
。
段
階
理
論
に
つ
い
て
、

そ
の
基
礎
を
な
す
人
格
的
ア
プ
ロ
ー
チ
も
含
め
て
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
石
川
・
前
掲
注
（
3
）
一
九
九
頁
以
下
、
石
川
健
治
「
三
〇
年
越
し

の
問
い

―
判
例
に
整
合
的
な
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
と
は
」
法
学
教
室
三
三
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）
五
八
頁
、
石
川
健
治
「
営
業
の
自
由
と
そ
の
規

制
」
大
石
眞
＝
同
編
『
憲
法
の
争
点
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
一
四
八
頁
を
参
照
。

　
　
　
立
法
者
の
予
測
に
対
す
る
裁
判
的
統
制
、
と
り
わ
け
一
九
七
九
年
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
・
共
同
決
定
判
決
（BVerfG

E 50, 290

）
と

の
か
か
わ
り
で
薬
局
判
決
に
言
及
す
る
も
の
と
し
て
、
阿
部
照
哉
「
憲
法
訴
訟
に
お
け
る
事
実
認
定
と
予
測
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
広
岡
隆
ほ
か
編

『
現
代
行
政
と
法
の
支
配

―
杉
村
敏
正
先
生
還
暦
記
念
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
八
年
）
四
五
八
頁
、
高
見
勝
利
「
立
法
府
の
予
測
に
対
す
る
裁
判

的
統
制
に
つ
い
て

―
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
判
例
・
学
説
を
素
材
に
」
芦
部
信
喜
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
憲
法
訴
訟
と
人
権
の
理

論

―
芦
部
信
喜
先
生
還
暦
記
念
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
五
年
）
三
五
頁
、
岡
田
俊
幸
「
立
法
者
の
予
測
に
対
す
る
裁
判
的
統
制

―
一
九
七
〇

年
代
（
旧
西
）
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
説
・
判
例
の
検
討
」
法
学
政
治
学
論
究
一
四
号
（
一
九
九
二
年
）
六
七
頁
、
淡
路
智
典
「
違
憲
審
査
基
準
と

し
て
の
比
例
原
則
と
統
制
密
度

―
議
会
の
事
実
認
定
・
予
測
権
限
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
議
論
を
参
考
と
し
て
」
社
学
研
論
集
（
早
稲
田
大
学
）

一
六
号
（
二
〇
一
〇
年
）
二
一
〇
頁
、
高
橋
和
也
「
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
『
三
段
階
説
（D

rei-Stufen-Lehre

）』

―
『
比
例
原
則
』・

『
機
能
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
』
と
の
結
び
つ
き
を
中
心
に
」
一
橋
法
学
一
七
巻
三
号
（
二
〇
一
八
年
）
三
二
一
頁
（
三
四
七
頁
以
下
）
を
参
照
。

　
　
　
な
お
、
共
同
決
定
判
決
に
お
い
て
、
立
法
者
の
事
実
認
定
や
予
測
の
一
般
論
と
し
て
提
示
さ
れ
た
「
三
段
階
説
（D

rei-Stufen-Lehre

）」
と
、

薬
局
判
決
に
お
い
て
基
本
法
一
二
条
一
項
解
釈
と
し
て
提
示
さ
れ
、
介
入
の
強
度
と
規
律
目
的
と
の
連
関
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
「
三
段
階
理
論

（D
rei-Stufen-Theorie

）」
と
の
区
別
に
つ
き
、Christian Bickenbach, D

ie Einschätzungsprärogative des G
esetzgebers, 2014, S. 

136

を
参
照
。

（
9
）  

〈
介
入
思
考
〉
と
〈
非
介
入
思
考
〉
に
つ
い
て
は
、
新
井
貴
大
「
競
争
の
自
由
と
競
争
秩
序
を
め
ぐ
る
基
本
権
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク

―
グ
リ

コ
ー
ル
決
定
を
中
心
と
し
て
」
法
学
政
治
学
論
究
一
二
三
号
（
二
〇
一
九
年
）
二
二
七
頁
（
二
二
八
頁
）。〈
非
介
入
思
考
〉
と
し
て
は
、
独
占
禁

止
法
を
は
じ
め
と
す
る
競
争
促
進
的
規
律
を
営
業
の
自
由
に
対
す
る
介
入
と
捉
え
な
い
岡
田
与
好
の
見
解
が
代
表
的
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
、
岡

田
与
好
『
独
占
と
営
業
の
自
由

―
ひ
と
つ
の
論
争
的
研
究
』（
木
鐸
社
、
一
九
七
五
年
）
を
参
照
。
こ
れ
に
対
し
て
、
競
争
促
進
的
規
律
で

あ
っ
て
も
自
由
権
と
し
て
の
営
業
の
自
由
に
対
す
る
介
入
と
捉
え
る
〈
介
入
思
考
〉
が
、
日
本
の
憲
法
学
の
有
力
な
見
解
と
な
っ
て
い
る
。
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（
10
）  

バ
イ
エ
ル
ン
薬
局
法
三
条
一
項
の
文
面
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　「
新
設
さ
れ
る
薬
局
に
は
、
次
の
場
合
に
限
り
営
業
許
可
が
与
え
ら
れ
る
。

　
 a）
　
薬
局
の
開
設
が
、
国
民
に
対
す
る
医
薬
品
の
供
給
を
確
保
す
る
た
め
に
公
の
利
益
に
か
な
っ
て
お
り
、

　
 b）
　
薬
局
の
経
済
的
基
盤
が
安
定
し
て
い
て
、
薬
局
の
開
設
に
よ
り
、
秩
序
だ
っ
た
薬
局
経
営
の
諸
前
提
が
も
は
や
保
障
さ
れ
な
い
ほ
ど
に
近

隣
薬
局
の
経
済
的
基
盤
が
損
な
わ
れ
な
い
と
想
定
さ
れ
る
場
合
。

　
　
　
許
可
に
は
、
均
衡
の
と
れ
た
医
薬
品
供
給
の
た
め
、
特
定
の
立
地
に
薬
局
を
設
立
す
る
と
い
う
条
件
（Auflage

）
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
。」

（
11
）  

一
九
六
八
年
の
基
本
法
改
正
以
前
の
も
の
。
一
九
六
八
年
の
基
本
法
改
正
に
よ
り
、「
法
律
に
よ
っ
て
」
と
い
う
部
分
が
、「
法
律
に
よ
っ
て
、

又
は
法
律
の
根
拠
に
基
づ
い
て
」
と
改
め
ら
れ
た
。
な
お
、
本
稿
に
お
け
る
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
お
よ
び
ボ
ン
基
本
法
の
条
文
に
つ
い
て
は
、
原

則
と
し
て
、
高
田
敏
＝
初
宿
正
典
編
訳
『
ド
イ
ツ
憲
法
集
〔
第
七
版
〕』（
信
山
社
、
二
〇
一
六
年
）
一
一
三
頁
以
下
、
二
一
二
頁
以
下
〔
と
も
に

初
宿
正
典
訳
〕
に
依
拠
し
た
。

（
12
）  W

alter Jellinek, Buchbesprechung von G
iesbert U

ber, Freiheit des Berufs, 1952, D
Ö
V
 1952, 383 

（383

）. 

な
お
、
そ
の
他
の
評

価
も
含
め
、H

ans-Peter Schneider, Berufsfreiheit, in: D
etlef M

erten/H
ans-Jürgen Papier 

（H
rsg.

）, H
andbuch der G

rundrechte 
in D
eutschland und Europa, Bd. V, 2013, 

§ 113 Rn. 2

も
参
照
。

（
13
）  Peter Lerche, Ü

berm
aß und Verfassungsrecht, 1961, S. 107.

（
14
）  Schneider 

（Anm
. 12

）, 

§ 113 Rn. 2. 
基
本
法
一
二
条
一
項
は
、
職
業
・
職
場
・
養
成
所
を
選
択
す
る
自
由
お
よ
び
職
業
遂
行
の
自
由
と
い

う
四
つ
の
部
分
保
障
を
含
ん
で
い
る （V

gl. Rüdiger Breuer, Freiheit des Berufs, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof ﹇H
rsg.

﹈, H
andbuch 

des Staatsrechts der Bundesrepublik D
eutschland, Bd V

III, 3. Aufl. 2010, 

§ 170 Rn. 56

）。
こ
れ
に
よ
り
職
業
養
成
・
職
業
・
労
働

が
基
本
法
一
二
条
一
項
の
対
象
と
な
る
が
、
こ
れ
ら
を
「
職
業
の
自
由
」
と
総
括
す
る
用
語
法
は
不
精
確
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

V
gl. H

elm
ut Rittstieg, in: Erhard D

enninger u. a. 

（H
rsg.

）, Kom
m
entar zum

 G
rundgesetz für die Bundesrepublik D

eutschland, 
3. Aufl. 2001, Art. 12 Rn. 1.

（
15
）  O
tto Bachof, Freiheit des Berufs, in: Karl August Betterm

ann/H
ans Carl N

ipperdey/U
lrich Scheuner （H

rsg.

）, Die Grundrechte, 
Bd. III/1, 1958, S. 155 （159

）.

（
16
）  V

gl. H
erbert Scholtissek, D

ie Berufsfreiheit und der Regelungsvorbehalt des Art. 12 Abs. 1 G
G, in: Franz M

ayer 

（H
rsg.

）, 
Staat und G

esellschaft: Festgabe für G
ünther Küchenhoff, 1967, S. 203 （206

）.
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（
17
）  

薬
局
判
決
以
前
の
判
例
・
学
説
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、H

erm
ann von M

angoldt/Friedrich Klein, D
as Bonner G

rundgesetz, Bd. I, 2. 
Aufl. 1957, Art. 12, S. 364 ff.

を
参
照
。
ま
た
、Bachof （Anm

. 15

）, S. 191 ff.

も
参
照
。

（
18
）  V

gl. Bachof （Anm
. 15

）, S. 192.
（
19
）  H

arald Sieg, D
as Recht der G

ew
erbezulassung und Art. 12 G

rundgesetz, DV
Bl 1950, 197 

（198

）
お
よ
び
そ
こ
に
掲
げ
ら
れ
た

文
献
を
参
照
。

（
20
）  Johannes D

ietlein, 

§ 111 Berufs-, Arbeitsplatz- und Ausbildungsfreiheit, in: Klaus Stern, D
as Staatsrecht der Bundesrepublik 

D
eutschland, Bd. IV

/1, 2006, S. 1757 

（1785

）. 

議
会
評
議
会
に
お
け
る
基
本
法
一
二
条
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、W

erner M
atz,  

Artikel 12, JöR n. F. 1 （1951

）, S. 133 ff. 

を
参
照
。

（
21
）  D

ietlein （Anm
. 20

）, S. 1785.

（
22
）  

職
業
概
念
に
つ
い
て
の
説
示 

（BVerfG
E 7, 377 

﹇397 f.

﹈） 

も
重
要
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
詳
し
く
は
、
赤
坂
正

浩
「
職
業
遂
行
の
自
由
と
営
業
の
自
由
の
概
念

─
ド
イ
ツ
法
を
手
が
か
り
に
」
立
教
法
学
九
一
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
頁
（
一
七
頁
以
下
）、

杉
原
周
治
「
職
業
の
自
由
、
意
見
表
明
の
自
由
、
プ
レ
ス
の
自
由
（
一
）

―
商
業
広
告
を
め
ぐ
る
基
本
権
競
合
の
問
題
」
広
島
法
学
三
〇
巻
三

号
（
二
〇
〇
七
年
）
九
九
頁
（
一
〇
五
頁
以
下
）
を
参
照
。
職
業
像
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
小
山
剛
「
契
約
自
由
と
基
本
権
」
名
城
法
学

四
五
巻
二
号
（
一
九
九
五
年
）
五
七
頁
（
七
〇
頁
以
下
）
を
参
照
。

（
23
）  

客
観
的
原
則
と
し
て
の
営
業
の
自
由
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
へ
の
批
判
と
し
て
、V

gl. O
tto Bachof, Zum

 Apothekenurteil des Bundesver-
fassungsgerichts, JZ 1958, 468 （468 f.

）; H
ans Carl N

ipperdey, Soziale M
arktw

irtschaft und G
rundgesetz, 3. Aufl. 1965, S. 50 f.

（
24
）  

ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
一
一
一
条
「
す
べ
て
ド
イ
ツ
人
は
、
ラ
イ
ヒ
全
土
に
お
い
て
移
転
の
自
由
を
享
有
す
る
。
各
人
は
、
ラ
イ
ヒ
内
の
任
意
の

場
所
に
滞
在
し
定
住
し
、
土
地
を
取
得
し
、
及
び
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
生
業
を
営
む
権
利
を
有
す
る
。
こ
れ
を
制
限
す
る
に
は
ラ
イ
ヒ
法
律
を
必
要

と
す
る
。」

（
25
）  G
erhard A

nschütz, D
ie Verfassung des D

eutschen Reiches vom
 11. August 1919, 14. Aufl. 1933, Art. 111 Anm

. 1 （S. 539

）.

（
26
）  Richard Thom

a, Grundrechte und Polizeigew
alt, in: H

einrich Triepel （H
rsg.

）, Verw
altungsrechtliche Abhandlungen: Festgabe 

zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens des Preußischen O
berverw

altungsgerichts, 1925, S. 183 （191 ff.

）. 

邦
訳
と
し
て
、
リ
ヒ
ャ

ル
ト
・
ト
ー
マ
（
菟
原
明
訳
）「
基
本
権
と
警
察
権
」
山
梨
学
院
大
学
法
学
論
集
五
号
（
一
九
八
二
年
）
七
四
頁
（
八
二
頁
以
下
）。
ト
ー
マ
に
よ

る
区
別
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
宮
沢
俊
義
『
憲
法
Ⅱ
〔
新
版
再
版
〕』（
有
斐
閣
、
一
九
七
四
年
）
一
一
三
頁
以
下
、
石
川
健
治
「
二
つ
の
言
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語
、
二
つ
の
公
法
学

―
『
法
律
の
留
保
』
の
位
置
を
め
ぐ
っ
て
」
法
学
教
室
三
二
二
号
（
二
〇
〇
七
年
）
五
四
頁
（
五
五
―
五
六
頁
）
を
参
照
。

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
本
権
の
例
に
つ
い
て
は
、Kathrin G

roh, Zu den G
rundrechten der W

eim
arer Reichsverfassung, D

Ö
V
 2019, 

598 （602 f.

）
を
参
照
。

（
27
）  Breuer （Anm

. 14

）, 

§ 170 Rn. 4; G
iesbert U

ber, Freiheit des Berufs, 1952, S. 125 f.
（
28
）  
こ
の
「
法
律
上
の
力
を
有
す
る
」
基
本
権
は
、
さ
ら
に
、「
ラ
イ
ヒ
法
律
上
の
力
を
有
す
る
（reichsgesetzeskräftig

）」
基
本
権
と
、「
ラ
ン

ト
法
律
上
の
力
を
有
す
る
（landesgesetzeskräftig

）」
基
本
権
に
区
別
さ
れ
る
。
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル

憲
法
一
一
一
条
三
文
は
移
転
の
自
由
の
制
約
に
つ
き
ラ
イ
ヒ
の
法
律
を
必
要
と
し
て
い
た
た
め
、
こ
れ
は
「
ラ
イ
ヒ
法
律
上
の
力
を
有
す
る
」
基

本
権
で
あ
っ
て
、（
ラ
イ
ヒ
法
律
に
よ
り
ラ
ン
ト
法
律
に
留
保
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
い
て
）
ラ
ン
ト
の
立
法
に
よ
り
制
約
さ
れ
う
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
。V

gl. A
nschütz （Anm

. 25

）, Art. 111 Anm
. 3 （S. 540

）.

（
29
）  A

nschütz （Anm
. 25

）, Art. 151 Anm
. 4 （S. 701

）.

（
30
）  A

nschütz （Anm
. 25

）, Art. 151 Anm
. 4 （S. 701

）; Breuer （Anm
. 14

）, 

§ 170 Rn. 4. 

関
連
し
て
、
宮
崎
良
夫
「
営
業
の
自
由
と
現
代

の
問
題
」
公
法
研
究
四
四
号
（
一
九
八
二
年
）
一
九
五
頁
（
一
九
九
―
二
〇
〇
頁
）
を
参
照
。

（
31
）  A

nschütz 

（Anm
. 25

）, Art. 151 Anm
. 4 

（S. 701

）. 

さ
ら
に
言
え
ば
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
先
立
つ
一
八
六
九
年
六
月
二
一
日
の
営
業

法
（G

ew
erbeordnung

）
一
条
一
項
で
「
何
人
も
、
例
外
又
は
制
限
が
本
法
律
に
よ
り
規
定
又
は
許
容
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
営
業
の
経
営
が

許
さ
れ
る
。」
と
定
め
る
こ
と
で
、「
営
業
の
自
由
」
が
す
で
に
宣
言
さ
れ
て
い
た
（
条
文
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
田
山
輝
明
「
北
ド
イ
ツ
連
邦
営
業

令
試
訳
」
比
較
法
学
六
巻
二
号
〔
一
九
七
一
年
〕
三
〇
一
頁
〔
三
〇
二
頁
〕
も
参
考
に
し
、
適
宜
訳
を
改
め
た
）。
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
が
制
定

さ
れ
た
あ
と
も
、
ラ
イ
ヒ
法
律
と
し
て
の
営
業
法
が
、
暗
黙
の
う
ち
に
で
は
あ
る
が
、
営
業
の
遂
行
に
つ
い
て
ラ
イ
ヒ
の
み
な
ら
ず
ラ
ン
ト
の
法

律
に
も
委
ね
て
い
た
（V

gl. Breuer 

﹇Anm
. 14

﹈, 

§ 170 Rn. 4

）。
営
業
法
一
条
の
定
め
に
従
い
、
営
業
の
「
遂
行
」
を
規
律
す
る
に
す
ぎ
な

い
ラ
ン
ト
法
上
の
諸
規
定
は
、
営
業
法
や
他
の
ラ
イ
ヒ
法
律
に
違
反
し
な
い
限
り
で
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（V

gl. A
nschütz 

﹇Anm
. 

25

﹈, Art. 151 Anm
. 4 ﹇S. 701

﹈）。

　
　
　
な
お
、
営
業
の
自
由
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
創
出
過
程
に
つ
い
て
は
多
く
の
文
献
が
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
、
田
山
輝
明
「『
営
業
の
自
由
』

G
ew
erbefreiheit

の
立
法
史
的
考
察

―
『
一
〇
月
勅
令
』
と
改
革
立
法
を
め
ぐ
っ
て
」
高
柳
信
一
＝
藤
田
勇
編
『
資
本
主
義
法
の
形
成
と
展

開
1 

資
本
主
義
と
営
業
の
自
由
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
年
）
三
三
五
頁
、
中
島
茂
樹
「
ド
イ
ツ
市
民
革
命
期
に
お
け
る
『
営
業
の
自

由
』（
一
）（
二
）」
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
六
三
号
（
一
九
七
五
年
）
一
二
六
頁
、
六
四
号
（
一
九
七
五
年
）
一
五
五
頁
、
宮
崎
・
前
掲
注
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（
30
）
一
九
七
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。
営
業
法
の
解
釈
論
も
含
め
、
赤
坂
・
前
掲
注
（
22
）
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
32
）  

宮
沢
俊
義
「『
法
律
の
留
保
』
に
つ
い
て
」
同
『
憲
法
の
原
理
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
）
三
五
七
頁
（
三
六
一
頁
）。

（
33
）  

学
問
の
自
由
の
観
点
か
ら
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
初
期
の
議
論
状
況
を
論
ず
る
も
の
と
し
て
、
栗
島
智
明
「
大
学
の
自
治
の
制
度
的
保
障
に
関
す
る
一

考
察

―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
問
の
自
由
の
制
度
的
理
解
の
誕
生
と
変
容
」
法
学
政
治
学
論
究
一
〇
六
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
〇
一
頁
（
一
〇
五

頁
以
下
）
を
参
照
。

（
34
）  
法
律
留
保
（G

esetzesvorbehalt

）
の
内
容
と
、
法
律
の
留
保
（Vorbehalt des G

esetzes

）
と
違
い
に
つ
い
て
は
、
宮
沢
・
前
掲
注
（
32
）

三
六
三
頁
以
下
を
参
照
。
併
せ
て
、
松
本
和
彦
「
基
本
権
の
制
約
と
法
律
の
留
保
」
樋
口
陽
一
＝
上
村
貞
美
＝
戸
波
江
二
編
『
日
独
憲
法
学
の
創

造
力 

上
巻

─
栗
城
壽
夫
先
生
古
稀
記
念
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
）
三
六
九
頁
（
三
七
七
頁
以
下
）
も
参
照
。

（
35
）  Thom

a 

（Anm
. 26

）, S. 195

（
邦
訳
八
五
―
八
六
頁
）. 

な
お
、
栗
島
・
前
掲
注
（
33
）
一
〇
四
頁
以
下
も
参
照
。
た
だ
し
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル

憲
法
一
五
一
条
三
項
の
営
業
の
自
由
も
「
ラ
イ
ヒ
法
律
上
の
力
を
有
す
る
」
基
本
権
で
は
あ
っ
た
た
め
、
完
全
に
空
転
し
た

―
「
法
律
に
よ
る

行
政
の
原
理
の
単
な
る
反
復
」

―
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。V

gl. Ernst Rudolf H
uber, 

§ 67. D
ie W

irtschaftsfreiheit in der „G
em
is-

chten W
irtschaftsverfassung

“, in: ders., D
eutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. 6, 1981, S. 1025 （1029

）. 

そ
の
意
味
で
、

基
本
権
の
空
転
を
語
り
う
る
の
は
「
ラ
ン
ト
法
律
上
の
力
を
有
す
る
」
基
本
権
に
つ
い
て
で
あ
る
と
さ
れ
る
。V

gl. H
orst D

reier, D
ie 

Zw
ischenkriegszeit, in: D

etlef M
erten/H

ans-Jürgen Papier 

（H
rsg.

）, H
andbuch der G

rundrechte in D
eutschland und Europa, 

Bd. I, 2004, 

§ 4 Rn 26 f.

（
36
）  Carl Schm

itt, Verfassungslehre, 1928, S. 170 ff., 181 f. 

邦
訳
と
し
て
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
阿
部
照
哉
＝
村
上
義
弘
共
訳
）『
憲

法
論
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
四
年
）
二
〇
二
頁
以
下
、
二
一
三
―
二
一
四
頁
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
制
度
」
理
解
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
石
川

健
治
『
自
由
と
特
権
の
距
離

―
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
「
制
度
体
保
障
」
論
・
再
考
〔
増
補
版
〕』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年
）
五
三
頁
以

下
を
参
照
。

（
37
）  Ernst Rudolf H

uber, Bedeutungsw
andel der G

rundrechte, AöR n. F. 23 （1933

）, S. 1 （37 f.

）. 

邦
訳
と
し
て
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
ル
ド

ル
フ
・
フ
ー
バ
ー
（
菟
原
明
訳
）「
基
本
権
の
意
味
変
化
（
一
）（
二
・
完
）」
山
梨
学
院
大
学
法
学
論
集
二
号
（
一
九
七
九
年
）
一
〇
八
頁
、
三

号
（
一
九
八
〇
年
）
一
一
四
頁
（
引
用
箇
所
に
つ
き
邦
訳
〔
一
〕
一
四
九
頁
。
た
だ
し
必
ず
し
も
邦
訳
に
従
っ
て
い
な
い
部
分
が
あ
る
。
同
論
文

か
ら
の
引
用
に
つ
き
以
下
同
じ
）。
フ
ー
バ
ー
の
基
本
権
論
に
つ
い
て
は
、
菟
原
明
『
変
革
期
の
基
本
権
論

―
Ｅ
．
Ｒ
．
フ
ー
バ
ー
研
究
』（
尚

学
社
、
一
九
九
一
年
）
を
参
照
。
同
書
の
法
制
度
保
障
に
つ
い
て
の
記
述
に
つ
き
、
九
七
頁
以
下
を
参
照
。
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（
38
）  H

uber （Anm
. 37

）, S. 38. 

邦
訳
（
一
）
一
五
〇
頁
。

（
39
）  H

uber （Anm
. 37

）, S. 38. 

邦
訳
（
一
）
一
五
〇
頁
。

（
40
）  H

uber （Anm
. 37

）, S. 39 f. 

邦
訳
（
一
）
一
五
一
―
一
五
二
頁
。

（
41
）  
文
脈
は
異
な
る
が
、
併
せ
て
工
藤
達
朗
「『
法
律
の
留
保
』
の
付
い
た
基
本
権
」
法
学
新
報
（
中
央
大
学
）
一
一
九
巻
七
・
八
号
（
二
〇
一
三

年
）
二
〇
五
頁
（
二
一
四
頁
）
の
指
摘
も
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
フ
ー
バ
ー
の
「
制
度
」
理
解
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
石
川
・

前
掲
注
（
36
）
七
四
頁
以
下
、
一
九
九
頁
以
下
を
と
り
わ
け
参
照
。

（
42
）  Brun-O

tto Bryde, Program
m
atik und N

orm
ativität der G

rundrechte, in: D
etlef M

erten/H
ans-Jürgen Papier 

（H
rsg.

）, 
H
andbuch der G

rundrechte in D
eutschland und Europa, Bd. I, 2004, 

§ 17 Rn. 29.

（
43
）  M

ichael Sachs, 
§ 79 Begriff und Arten der Begrenzungen der G

rundrechte, in: Klaus Stern, D
as Staatsrecht der Bundesre-

publik D
eutschland, Bd. III/2, 1994, S. 225 （271

）. 

邦
訳
と
し
て
、
ク
ラ
ウ
ス
・
シ
ュ
テ
ル
ン
（
井
上
典
之
ほ
か
編
訳
）『
シ
ュ
テ
ル
ン 

ド

イ
ツ
憲
法
Ⅱ 

基
本
権
編
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
九
年
）
二
三
四
頁; Thilo Rensm

ann, W
ertordnung und Verfassung, 2007, S. 122 ff.

（
44
）  

基
本
法
一
九
条
一
項
「
こ
の
基
本
法
に
よ
っ
て
基
本
権
が
法
律
に
よ
り
、
又
は
法
律
の
根
拠
に
基
づ
い
て
制
限
さ
れ
う
る
限
度
に
お
い
て
、 

そ

の
法
律
は
、
一
般
的
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
単
に
個
々
の
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に

そ
の
法
律
は
、〔
制
限
す
る
〕
基
本
権
を
条
項
を
示
し
て
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

（
45
）  

基
本
法
一
九
条
二
項
「
い
か
な
る
場
合
で
も
、
基
本
権
は
そ
の
本
質
的
内
実
に
お
い
て
侵
害
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。」

（
46
）  BVerfG

E 4, 7 

（17 f.

）. 

投
資
助
成
判
決
に
つ
い
て
は
、
根
森
健
「『
基
本
法
の
人
間
像
』
と
基
本
法
の
経
済
政
策
的
中
立
性

―
投
資
助
成

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

（
47
）  

舟
田
・
前
掲
注
（
3
）（
ジ
ュ
リ
ス
ト
論
文
）
三
三
頁
。

（
48
）  V

gl. U
ber 

（Anm
. 27

）, S. 103 ff.; von M
angoldt/Klein 

（Anm
. 16

）, S. 370 ff. 

ま
た
、Scholtissek 

（Anm
. 16

）, S. 207 f.; Bachof 

（Anm
. 15

）, S. 192

も
参
照
。

（
49
）  

以
上
に
つ
き
、U

ber （Anm
. 27

）, S. 103.

（
50
）  von M

angoldt/Klein （Anm
. 16

）, S. 371.

（
51
）  BVerfG

E 7, 377 （401 f.

）. M
atz （Anm

. 20

）, S. 134

も
参
照
。 

（
52
）  H

ans D
ieter Jarass, in: ders./Bodo Pieroth, G

rundgesetz für die Bundesrepublik D
eutschland Kom

m
entar, 14. Aufl. 2016, 
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Art. 12 Rn. 33.

（
53
）  

も
っ
と
も
、
比
例
原
則
と
い
う
概
念
自
体
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
お
い
て
も
、
一
九
五
四
年
の
判
決
（BVerfG

E 3, 383 

﹇398 f.

﹈）
に
お

い
て
登
場
し
て
い
た
。
同
判
決
に
つ
い
て
は
、
宍
戸
常
寿
『
憲
法
裁
判
権
の
動
態
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
二
一
三
頁
、
淡
路
智
典
「
比
例

原
則
に
お
け
る
事
実
と
価
値

―Bernhard Schlink

に
よ
る
必
要
性
審
査
中
心
の
比
例
原
則
理
解
を
参
考
に
」
社
学
研
論
集
（
早
稲
田
大
学
）

二
〇
号
（
二
〇
一
二
年
）
二
〇
一
頁
（
二
〇
三
頁
）
な
ど
を
参
照
。
シ
ュ
テ
ル
ン
は
、
薬
局
判
決
を
経
て
、
比
例
原
則
が
裁
判
所
の
「
標
準
的
レ

パ
ー
ト
リ
ー
」
に
な
っ
た
と
す
る
。
と
は
い
え
、
こ
ん
に
ち
の
よ
う
に
体
系
化
さ
れ
た
比
例
原
則
に
つ
い
て
は
、
薬
局
判
決
以
降
の
判
例
・
学
説

に
よ
る
彫
琢
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。V

gl. Klaus Stern, 

§ 84 Ü
berm

aßverbot und Abw
ägungsgebot, in: ders., D

as Staatsrecht 
der Bundesrepublik D

eutschland, Bd. III/2, 1994, S. 761 

（770

）. 

邦
訳
と
し
て
、
ク
ラ
ウ
ス
・
シ
ュ
テ
ル
ン
（
井
上
典
之
ほ
か
編
訳
）

『
シ
ュ
テ
ル
ン 
ド
イ
ツ
憲
法
Ⅱ 

基
本
権
編
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
九
年
）
三
一
〇
頁
。
併
せ
て
、
オ
リ
ヴ
ァ
・
レ
プ
シ
ウ
ス
（
横
内
恵
訳
）「
比

例
原
則
の
可
能
性
と
限
界
」
自
治
研
究
八
九
巻
一
一
号
（
二
〇
一
三
年
）
五
八
頁
（
六
〇
頁
）
も
参
照
。

　
　
　
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
裁
判
所
に
お
け
る
比
例
原
則
の
憲
法
化
に
つ
き
、
櫻
井
智
章
「
基
本
法
に
与
え
た
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
の
影
響
」
毛
利
透
ほ
か

編
『
比
較
憲
法
学
の
現
状
と
展
望

─
初
宿
正
典
先
生
古
稀
祝
賀
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
八
年
）
一
三
七
頁
（
一
五
七
頁
）。
な
お
、
薬
局
判
決
に

お
い
て
も
バ
イ
エ
ル
ン
憲
法
（
裁
判
所
）
に
対
す
る
言
及
が
あ
る
（BVerfG

E 7, 377 ﹇412

﹈）。

（
54
）  U

lrich Scheuner, H
andw

erksordnung und Berufsfreiheit （Sonderdruck aus „D
eutsches H

andw
erksblatt

“）, 1956, S. 21, 27 f., 
31; H

ans Peter Ipsen, Apothekenerrichtung und Art. 12 G
G, 1957, S. 41 f.

（
55
）  U

lrich Scheuner, H
andw

erksordnung und Berufsfreiheit, D
eutsches H

andw
erksblatt 1955, 387 

（387

）. 

本
稿
で
は
、
シ
ョ
イ

ナ
ー
の
「
手
工
業
法
と
職
業
の
自
由
（H

andw
erksordnung und Berufsfreiheit

）」
論
文
に
つ
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
引
用
し
た

D
eutsches H

andw
erksblatt

の
特
別
号
（Sonderdruck
）
で
は
な
く
、
同
誌
に
三
回
に
分
け
て
掲
載
さ
れ
た
も
の
（D

eutsches H
and-

w
erksblatt 1955, S. 339 -341, S. 361 -364, S. 387 -396

）
か
ら
引
用
し
た
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

（
56
）  Ipsen （Anm

. 54

）, S. 38.

（
57
）  Ipsen （Anm

. 54

）, S. 41.

（
58
）  Ipsen （Anm

. 54

）, S. 42.

（
59
）  Ipsen （Anm

. 54

）, S. 42.

（
60
）  

な
お
、
薬
局
判
決
以
前
の
エ
ル
フ
ェ
ス
判
決
（BVerfG

E 6, 32

）、
リ
ュ
ー
ト
判
決
も
ま
た
、
基
本
権
の
空
転
を
強
く
意
識
し
、「
基
本
権
の



法学政治学論究　第126号（2020.9）

32

妥
当
力
の
強
化
」
を
図
っ
て
き
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
4
）
に
掲
げ
た
二
つ
の
武
市
論
文
を
参
照
。

（
61
）  G

ertrude Lübbe-W
olff, D

ie G
rundrechte als Eingriffsabw

ehrrechte, 1988, S. 60 f.
（
62
）  Lübbe-W

olff （Anm
. 61

）, S. 61.
（
63
）  V

gl. BVerfG
E 54, 224 （234

）; 54, 237 （246

）.
（
64
）  V

gl. Thom
as M

ann, in: M
ichael Sachs （H

rsg.

）, G
rundgesetz Kom

m
entar, 8. Aufl. 2018, Art. 12 Rn. 106. G

errit M
anssen, in: 

H
erm
ann v. M

angoldt/Friedrich Klein/Christian Starck 

（H
rsg.

）, Kom
m
entar zum

 G
rundgesetz, Bd. 1, 7. Aufl. 2018, Art. 12 

Rn. 6 
も
ま
た
、「『
通
常
の
』
法
律
留
保
と
実
質
的
な
差
異
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
評
す
る
。
な
お
、
杉
原
・
前
掲
注
（
3
）
三
―
四
頁
も
参
照
。

（
65
）  M

ann （Anm
. 64

）, Art. 12 Rn. 106.

（
66
）  A

nna-Bettina Kaiser, D
as Apotheken-U

rteil des BVerfG
 nach 50 Jahren, Jura 2008, 844 （845 f.

）.

（
67
）  W

alter H
am
el, D

as Recht zur freien Berufsw
ahl, DV

Bl 1958, 37 （37

）.

（
68
）  

薬
局
判
決
に
先
立
つ
連
邦
通
常
裁
判
所
や
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
客
観
的
許
可
要
件
に
よ
る
規
律
に
つ
き
、
そ
の
限
界
を
基
本
法
一
九
条
二
項

に
求
め
た
。
薬
局
判
決
に
お
い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
一
九
条
二
項
に
よ
っ
て
立
法
者
に
対
す
る
独
自
の
限
界
が
生
ず
る
か
、
い
か
に

し
て
そ
う
し
た
限
界
を
詳
細
に
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
判
断
を
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
本
稿
で
確
認
し
た

「
原
理
的
な
考
察
」
か
ら
、「
社
会
生
活
の
な
か
で
基
本
権
の
趣
旨
と
そ
の
意
義
を
顧
慮
す
る
解
釈
に
よ
っ
て
す
で
に
、
事
柄
の
性
質
に
即
し
た
立

法
者
の
規
律
権
限
の
限
界
が
導
か
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
た
め
」
で
あ
る
（BVerfG

E 7, 377 

﹇408 f.

﹈）。
連
邦
通
常
裁
判
所
や
連
邦
行

政
裁
判
所
の
解
釈
は
、
基
本
権
の
本
質
的
内
容
を
「
相
対
的
」
に
捉
え
か
ね
な
い
傾
向
を
帯
び
て
い
た
点
で
問
題
が
あ
っ
た
。
連
邦
行
政
裁
判
所

は
、
基
本
権
の
本
質
的
内
容
に
対
す
る
侵
害
が
許
容
さ
れ
る
か
は
、
共
同
体
に
起
因
す
る
法
益
を
保
護
す
る
た
め
に
不
可
避
的
に
必
要
で
あ
る
か

と
い
う
点
に
左
右
さ
れ
る
と
し
た
（
例
え
ば
、BVerw

G
E 4, 167 

﹇171 f.

﹈）。
連
邦
通
常
裁
判
所
も
、「
基
本
権
の
本
質
的
内
容
が
法
律
に
よ

る
介
入
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
の
は
、
基
本
権
の
本
質
に
適
合
的
な
効
力
と
展
開
が
、
介
入
を
も
た
ら
し
た
実
質
的
な
原
因
と
理
由
に
よ
っ
て
絶

対
的
か
つ
不
可
避
的
に
要
求
さ
れ
る
よ
り
も
強
度
に
、
介
入
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
」（BG

H
St 4, 375 

﹇377

﹈）
と
し
て
、
不
可

避
の
必
然
性
が
あ
る
か
が
問
題
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
と
し
て
は
、「
基
本
権
の
本
質
的
内
容
は
、
基
本
法
一
九
条
二
項

の
明
確
な
文
面
に
よ
れ
ば
、『
い
か
な
る
場
合
で
も
』
侵
害
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
い
か
な
る
要
件
の
も
と

で
そ
う
し
た
介
入
が
例
外
的
に
許
さ
れ
る
の
か
と
問
う
の
は
、
無
用
で
あ
る
」
し
、
基
本
権
の
本
質
的
内
容
を
相
対
化
す
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
た

め
、
到
底
採
用
で
き
る
立
場
で
は
な
か
っ
た
（V

gl. BVerfG
E 7, 377 ﹇411

﹈）。
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（
69
）  W

ahl （Anm
. 4

）, S. 830.

（
70
）  

例
え
ば
、
高
見
・
前
掲
注
（
3
）
四
二
七
頁
以
下
、
杉
原
・
前
掲
注
（
3
）
五
―
六
頁
を
参
照
。

新
井
　
貴
大
（
あ
ら
い
　
た
か
ひ
ろ
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
　
　
　
　
　
立
正
大
学
法
学
部
・
社
会
福
祉
学
部
非
常
勤
講
師

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会
　
　
憲
法
理
論
研
究
会
、
比
較
憲
法
学
会
、
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
、
日
本
法
政
学
会

専
攻
領
域
　
　
憲
法

主
要
著
作
　
　  「
国
家
に
よ
る
消
費
者
へ
の
情
報
提
供
と
職
業
の
自
由

―
食
品
・
飼
料
法
決
定
」

『
自
治
研
究
』
第
九
五
巻
第
七
号
（
二
〇
一
九
年
）

　
　
　
　
　
　  「
競
争
の
自
由
と
競
争
秩
序
を
め
ぐ
る
基
本
権
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク

―
グ
リ
コ
ー
ル

決
定
を
中
心
と
し
て
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
二
三
号
（
二
〇
一
九
年
）


