
本
昭

和

四

五

年

行

(

ウ

第

一

八

三

号

原

丘二
仁才

ロ
ナ
ル
ド
・
ア
ラ
ン
・
マ
ク
リ
ー
ン

被

仏
山
口

法

昭

和

四

六

年

七

月

三

日
被
也

指

定

代

理

黒金黒末船和樋人

東

京

地

方

裁

判

所

民

事

第

二

部

御

準

書

面

備

在

留

期

間

更

新

制

交

の

趣

旨

務口田須木永津田

中(四)

大

臣

忠節宏英哲

、母、

夫

(

[

O

 
円旬、

J一一
一

A司〉・

申2

ト)

出

入

国

管

理

令

(

以

下

単

に

管

理

令

と

い

う

。

以

下

条

文

の

み

の

引

用

は

管

理

令

の

条

文

で

あ

る

。

、、-"

に

よ

れ

ば

、

対

し

上

陸

許

可

の

証

印

を

す

る

場

合

に

は

、

を

決

定

す

る

も

の

と

し

(

九

条

三

項

)

、

本

邦

に

上

陸

す

る

外

国

人

に

在

留

資

格

、

お

よ

び

在

留

期

間

外

国

人

は

、

そ

の

在

留

期

間

内

に

か

ぎ

h
y

、
そ

の

在

留

資

格

を

も

っ

て

在

留

寸

る

と

と

が

で

き

る

と

と

と

一
環
)

，.軸、

--
九

条

。

在

っ

て

ν、
る

資

格

ど

と

に

法

定

さ

れ

、

そ

の

最

長

項

出

入

国

管

理

令

施

行

規

則

三

条

在

留

期

間

を

定

め

る

省

令

二

項

)

そ

し

て

右

の

在

期

間

在

留

期
一
項
、

留

は

間

二

年

(
四
条
二

で

あ

る

は特

定

の

在

留

資

格

及

び

そ

の

。

管

理

令

が

、

と

の

よ

う

に

在

留

資

格

ど

と

に

在

留

期

間

を

定

め

、

か

っ

そ

の

最

長

期

間

を

三

年

に

限

っ

て

νコ

る

の
は
、

そ

れ

ぞ

れ

の

在

留

資

格

に

基

づ

ぐ

活

動

が

在

留

資

格

に

対

応

す

る

在

留

期

間

内

に

一

応

そ

の

目

的

を

達

し

得

ゐ

で

あ

ろ

う

と

の

予

測

に

よ

る

と

と

の

ほ

か

、

本

邦

へ

の

上

陸

の

審

査

に

お

W

て
、

上

陸

許

可

要

件

の

う



ち

に

は

そ

の

性

質

上

十

分

左

審

査

が

困

難

な

も

の

も

あ

る

と

と

に

か

ん

が

み
て
、

許

さ

れ

た

在

留

期

間

内

に

、

お

け

る

外

国

人

の

在

留

状

況

か

ら

見

て

、

更

に

在

留

を

認

め

る

か

否

か

に

つ

ω
て

再

審

査

す

る

機

会

を

確

保

す

る

必

要

が

あ

る

か

ら

で

あ

る

。

し

か

し

、

在

留

期

間

満

了

の

都

度

、

外

国

人

が

い

っ

た

ん

本

邦

よ

b
出

国
し
、

再

度

上

陸

申

詰

を

し

て

上

陸

審

査

を

受

け

る

と

と

は

、

手

続

的

に

す

る

外

国

人

に

そ

の

活

動

の

本

邦

内

げ

札

、

お

け

る

活

動

を

継

続

し

よ

う

と

一

時

的

中

断

を

余

儀

な

く

さ

せ

る

と

と

に

左

煩

き

で

あ

る

ば

か

b
で

左

ぐ

、

る

の

で

、

管

理

令

は

、

在

留

期

間

満

了

に

際

し

て

、

引

き

つ

づ

き

従

来

の

て

は

っ

て

本

邦

に

在

留

す

る

と

と

を

希

撃

す

る

外

国

人

に

対

し

在

留

期

間

更

新

の

制

度

を

設

け

て

い

る

の

で

あ

る

---、一・・・ー・・色

条

)

。

在

留

資

格

を

も

仁)

在

留

期

間

更

新

の

制

度

は

、

右

の

ど

と

き

趣

旨

の

も

の

で

あ

る

か

ら

、

在

留

期

間

更

新

申

請

に

対

し

法

務

大

臣

は

、

「

在

留

期

間

の

更

新

を

適

当

と

認

め

る

に

足

b
る

相

当

の

理

由

」

の

有

無

に

つ

w
て

審

査

す

る

の

で

あ

~ 
d Lf.. 

る

カミ

条

三

項

)

、

実

質

的

に

は

、

在

留

資

格

に

関

す

る

事

項

を

審

査

す

る

ほ

か

、

管

理

令

の

定

め

て

加

る

上

陸

拒

否

事

由

五

条

一
項
)

及

び

退

去

強

制

事

由

(

二

四

条

)

の

趣

旨

に

の

っ
と

b
、
従

前

の

在

留

状

況

を

も

考

慮

し

て

、

右

の

「

在

留

期

間

の

更

新

を

適

当

と

認

め

る

に

足

b
る

相

当

な

理

由

」

が

あ

る

か

杏

か

に

つ

W

て

判

断

す

る

の

で

あ

る

。

，F
h

両

国

晴

、

4

1
L
必
M

ハ
・
刀

っ

て

在

留

期

間

更

新

に

つ

加

て

の

審

査

は

、

一
位
留
期
間
中
氏
、
お
け
る
退
去

強

制

事

由

(

二

四

条

)

の

審

査

と

は

本

質

を

異

に

す

る

の

で

あ

b
、

従

前

の

在

留

期

間

中

の

退

去

強

制

事

由

に

至

ら

な

い

程

度

の

事

由

も

、

在

留

期

間

更

新

拒

否

の

理

由

と

な

り

得

る

の
で

あ
る
。

そ

の

意

味

で

法

務

大

臣

の

更

新

の

許

否

に

つ

い

て

の

裁

量

の

範

囲

は

、

き

わ

め

て

広

加

も

の

と

νコ

ワ

と

と

が

で

き

る

。

四

六
!
一
一
一
の
在
留
資
格
の
性
質

原

告

の

従

前

の

在

留

資

格

は

、

管

理

令

四

条

項

六
口
ぢ
、

「

特

定

の

在

留

資

格

及

び

そ

の

在

留

却

聞

を

定

め

る

省

令

」

一

項

三

号

の

「

法

務

大

臣

が



、

特

に

在

留

を

認

あ

る

者

」

っ
て
、

の

他

の

在

留

資

格

に

該

当

し

な

V~ 

で

あ

そ

外

国

人

に

対

し

、

特

に

在

留

資

格

を

与

え

る

趣

旨

の

も

の

で

あ

れ

J

、

W

わ

ば

補

充

的

だ

在

留

資

格

で

あ

る

。

し

た

が

法

令

上

、

の

他

の

在

留

資

っ
て
、

そ

格

が

具

体

的

校

内

容

を

も

っ

て

規

定

さ

れ

て

の

と

異

な

、

具

体

的

νコ

る

っ
て

在

内

容

が

直

接

規

定

さ

れ

て

νコ
。

し

か

し

、

の

と

と

か

ら

四

そ

〉てミ

な

六

!

三

の

在

留

資

格

に

よ

っ

て

本

邦

に

上

陸

し

た

者

は

句

そ

の

他

の

在

留

資

格

に

属

す

る

者

の

行

左

う

べ

き

活

動

に

該

当

し

な

け

れ

ば

い

か

な

る

活

勤
"
を
行
な

加

と

考

え

る

の

は

誤

h
J

で

、

特

に

在

留

資

格

付

、つ

て

も

よ

あ

っ

て

与

の

白

川

町

と

な

っ

た

活

動

に

限

つ

て
、

と

れ

を

行

左

う

と

と

が

で

き

ふ

の
で

1T 

か

る

意

味

に

沿

い
て
、

四

六

i
一
一
一
の
在
留
資
格
は
、

当

占
め
る
。

然

の

ご

と

念

が

ら

、

決

し

て

無

内

容

の

在

留

資

格

で

は

な

く

暢

そ

の

在

留

資

格

に

よ

っ

て
行
一
念

w
得

る

具

体

的

な

活

動

は

、

上

陸

許

可

ゆ

て

個

別

的

fJL 

b 

に

定

め

ら

れ

い

る

も

の

と

い

ち

こ

と

が

で

き

る

。

て

も

っ

と

も

、

四

六

l

三

の

在

留

資

格

を

与

え

ら

れ

た

外

国

人

が

、
主f 

'...;1 

上

陸

許

可

の

証

印

に

際

し

て

認

は

む

ら

れ

た

特

定

の

活

動

以

外

の

活

動

を

行

宏

っ

か

と

し

て

も

、

ム

そ
f

の

活

動

が

他

の

在

留

資

格

に

属

す

る

者

の

行

な

う

ぺ

活

設

に

一

該

当

し

な

さ

い
限
、
夕
、

い

わ

ゆ

る

資

格

外

活

動

を

し

た

と

と

を

埋

由

と

し

て

は

、

退

去

強

制

を

受

け

る

と

と

は

な

w
け

れ

ど

も

二

四

条

国

号

イ

参

照
、._/

管

理

令

九

条

二

項

に

違

反

し

、

(
七

罰

則

そ

れ

は

、

、

し

か

し

、

条
〉

の

適

用

を

受

け

る

の

で

あ

る

。

同

様

の

と

と

は

、

他

の

在

留

資

格

に

つ

加

て

も

w
w
得

る

と

と

は

ゅ

う

ま

で

も

な

~ 

0 



司
一ー寸

出

国

準

備

の

た

め

の

在

留

期

閣

の

更

新

原

告

の

本

件

在

留

期

間

更

新

不

許

可

前

の

在

留

期

間

を

二

O
日

と

す

る

更

新

許

可

は

、

も

ち

ろ

ん

形

式

的

に

は

そ

の

在

留

資

格

に

変

更

を

加

え

る

も

の

で

は

な

い

が

、

そ

の

実

質

的

左

趣

旨

は

、

出

国

の

準

備

を

す

る

た

め

の

も

の

で

あ

っ
て
、

い

わ

ば

実

質

上

不

許

可

処

分

に

等

し

い

も

の

で

あ

る

か

ら

、

さ

ら

に

と

れ

を

更

新

す

る

必

要

は

、

全

く

認

め

ら

れ

左

い

し

、

原

告

も

ま

た

か

か

る

意

味

の

許

可

処

分

に

対

し

、

何

ら

不

服

を

申

し

立

て

‘

な

か

っ

た

の

で

あ

る

。

そ

ζ

で
、

右

の

ど

と

き

実

質

上

不

許

可

処

分

に

等

し

い

期

間

更

新

許

可

が

行

を

わ

れ

た

場

合

に

、

外

形

的

に

は

許

可

処

分

が

な

さ

れ

て

い

る

た

め

、

ζ

の

許

可

処

分

に

対

す

る

取

消

訴

訟

が

可

能

か

否

か

に

つ

い

て

は

疑

問

が

あ
る
が
、

か
り
に
、

取

消

訴

訟

が

可

能

で

あ

る

と

す

れ

ば

、

原

告

は

第

回

の

更

新

許

可

処

分

の

取

消

訴

訟

を

提

起

す

べ

き

で

あ

っ

た

の

で

あ

b
、

同

処

分

が

す

で

に

確

定

し

た

現

在

民

、

お

い

て

は

、

同

処

分

の

違

法

事

由

を
7 g 

も

っ

て

、

本

件

不

許

可

処

分

の

取

消

事

由

と

す

る

と

と

は

許

さ

れ

を

い

。

し

か

し

、

か

か

る

取

消

訴

訟

が

不

可

能

で

あ

る

と

す

れ

ば

、

第

一

回

の

更

新

許

可

処

分

(

実

質

的

な

不

許

可

処

分

)

の

違

法

性

が

本

件

更

新

不

許

可

処

分

に

承

継

さ

れ

る

と

解

す

る

余

地

も

あ

る

の

で

、

被

告

は

、

従
来
、

第

一
回
の

実

質

的

な

不

許

可

処

分

の

理

由

を

本

件

訴

訟

に

、

お

い

て

主

張

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

べ

ノレ

リ

ツ

ツ

電ー

ス

ク

ー

ル

退

職

と

政

治

活

動

(→ 

在

留

期

間

更

新

の

審

査

は

、

す

で

に

述

べ

た

と

お

b
、

在

留

資

格

に

関

す

る

事

項

の

ほ

か

、

上

陸

拒

否

事

由

及

び

退

去

強

制

事

由

と

し

て

中一えの

事

由

を

管

理

令

が

定

め

て

い

る

趣

旨

に

の

っ
と

h
y

、
在

留

期

聞

の

更

新

を

適

当

と

認

め

る

に

足

b
る

相

当

の

理

由

が

あ

る

か

ど

う

か

に

つ

い

て

行

宏

わ

れ

る

の

で

あ

る

。

仁)

被

告

が

主

張

し

て

い
る
、

原

告

の

べ

ノレ

ツ

ツ

。

ス
ク

i

ル

退

職

の

事

実
は
、

原

告

の

四

!

六

i

の
在

留

資

格

の

具

体

的

内

容

が

、

英



語

教

師

と

し

て

ぺ

ノレ

リ

ツ

、、F

。

ス

ク

1

ル

に

勤

務

す

る

ζ

と

に

あ

っ

た

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

上

陸

後

間

も

な

く

、

べ、

ノレ

リ

ツ

ツ

。

ス

ク

:

ル

を

退

職

活

動

を

行

な

つ

た

と

と

は

、

し

か

も

後

述

す

る

よ

う

に

、

留

資

格

付

与

の

目

的

の

消

滅

を

意

味

す

る

政

治

し
て
、

ほ
t

し

い

ま

ま

に

他

に

転

(

職

し

、

の

で

あ

り

、

在

留

期

間

更

新

の

必

要

が

主

い
と
と
を
一
一
小
す
も
の

で

お

る

。

そ

し

て

被

告

が

主

張

し

て

い

る

と

ζ

ろ
の
、

原

告

が

行

な

っ

た

政

治

活

動

じ:

管

理

令

五

条

項

四

号

に

い

わ

ゆ

る

「

日

本

国

の

利

益

」

を
盛
口

す

る

沿

そ

れ

の

あ

る

行

為

に

該

当

し

し

か

も

原

告

が

将

来

も

そ

の

よ

う

な

政

治

活

動

を

行

方

う

お

そ

れ

が

あ

る

も

の

と

認

冶

る

に

足

b
る

十

分

の

理

由

が

あ

る

も

の

と

い

う

と

と

が

で

き

る

。

さ

ら

に

原

告

が

行

な

っ

た

政

治

活

動

は

ー

在

留

資

格

の

内

容

と

左

っ
て

い

る

活

動

に

附

随

し

て

行

な

わ

れ

た

も

の

と

い

う

よ

b
は
、

む
し
ろ
、

そ

目

的

が

政

治

活

動

を

行

左

う

た

め

に

本

邦

に

・

在

留

し

て

い

る

も

の

と

認

め

ら

れ

、

英

語

教

師

と

し

て

の

活

動

は

、

政

治

活

動

を

行

な

う

前

提

と

しヲ/0 

て

の

生

活

。

資

を

得

る

必

要

か

ら

の

も

の

と

考

え

ら

れ

る

し

た

が

っ
て
、

原

告

の

行

在

っ

た

政

治

活

動

は

、

管

理

令

二

四

条

四

号

イ

の

退

去

強

制

事

由

に

は

該

当

し

左

い

が

叫

j
実

質

的

に

は

資

格

外

活

動

に

該

当

す

る

も

の

と

い

う

こ

と

が

で

き

β
げ

と

の
よ
う
も
い
叫
ん
一
事
情
は
、

前

述

し

た

本

来

の

な

留

日

的

の

消

滅

を

裏

づ

け

る

も

の

で

あ

る

と

同

時

に

、

在

留

期

間

更

新

拒

否

事

由

に

該

当

す

る

ζ

と

当

然

で

あ

、?
/-:;J 

o 
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ヨヨら

外

国

人

の

政

治

活

動

の

限

界

付

一

般

に

国

民

と

国

家

と

の

関

係

に

つ

い

て

は

、

国

民

は

国

家

の

構

成

要

素

で

あ

り

、

国

家

の

対

人

主

権

(

属

人

主

権

)

に

服

す

る

も

の

で

あ

っ
て
、

国

民

は

国

家

に

対

し

身

分

L
a
一

の

永

続

的

な

結

合

関

係

に

立

つ

も

の

と

解

さ

れ

て

い

る

の

に

対

し

、

外

国

人

と

そ

の

在

留

国

と

の

関

係

は

、

外

国

人

が

在

留

国

の

領

域

内

に

居

住

す

る

ζ

と

に

よ

り

、

在

留

国

の

対

地

主

権

属

地

主

権

)

に

服

し

て

い

る

に

す

ぎ

左

い

の

で

5

あ

る

。

ζ
3
の
よ
f

h

つ
t

に

国

民

と

外

国

人

と

で

は

、

国

家

に

対

す

る

関

係

に

-

お

い

て

、

本

質

的

差

異

が

存

在

す

る

の

で

あ

る

か

ら

「

在

留

外

国

人

の

処

遇

に

つ

い

て

は

、

全

て

の

面

に

、

お

い

て

国

民

と

同

保

障

に

つ

外

国

人

の

権

利

の

い

て

も

国

家

の

利

益

を

擁

護

す

る

必

要

が

あ

る

と

き

は

、

合

理

の

取

扱

い

を

す

る

必

要

は

な

く

、

的

念

範

囲

に

、

お

い

て

、

国

民

と

異

な

る

取

り

扱

い

を

す

る

と

と

が

で

き

る

の

で

あ

る

。

か

か

る

観

点

か

ら

、

在

留

外

国

人

の

政

治

活

動

に

つ

い

て

も

、

げ

国

際

法// 

上

2
 

2
f
 

ど

の

範

囲

で

と

れ

を

許

容

す

る

か

を

白

各

国

が

圏

内

問

題

と

し

て

、

由

に

決

定

し

得

る

も

の

と

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

(
田
岡
良
一

「

国

際

法

講

義

上

巻

」

田

畑

茂

二

郎

「

国

際

法

講

義

上

」

一

九

六

頁

、

四

六

二

頁

、

田

村

幸

策

四

回

頁

)

。

「

国

際

法

中

巻

」

そ

と

で

、

外

国

人

の

政

治

活

動

の

規

制

に

つ

い

て

の

国

際

法

上

、

国

内

法

上

の

取

扱

い

に

つ

い

て

簡

単

に

述

べ

て

沿

ζ

う
。

同

国

際

法

上

の

取

h
y

扱

い

在

留

外

国

人

の

政

治

活

動

の

規

制

に

つ

い

て

は

、

国

内

問

題

と

し

て

各

国

が

自

由

に

決

定

し

得

る

の

が

冨

際

憤

習

法

で

あ

る

ζ

と
は
、

す

で

に

述

(/) 

一γ九

さ

ら

に

被

告

答

弁

書

に

沿

い

て

述

べ

た

よ

う

に

バ
ー
ア
に

h
〈

附

い

て

第

六

回

米

州

会

議

が

採

択

し

た

べ

た

と

と

ろ

で

あ

る

が

、

二一
λ
、
年

y、

一寸

外

国

i
〈
の

h
m
w灯
仲
良
~
一
段
ず
る

協

定

」

そ

の

七

条

に

む

い

て

「

外

国

人

は

は

政

治

活

動

:τ 

そ

れ

は

在

留

し

て

い

る

国

の

国

寸

j
j
!

と

規

定

し

、

ωム
一
九
四

O
年

米

州

諸

国

の

関

与

し

て

は

な

ら

な

い

。

民
i

だ

け

の

，とう

。
しー

も

の

一Y
ψ

め



-. 
3 ・・

外

務

大

臣

会

議

の

最

終

議

定

書

は

一「

外

国

山

v

、A

RYノ
渇

厳

格

な

意

味

に

、
お
わ

G

政

治

的

権

利

の

享

有

、

お

よ

び

行

使

か

ら

排

除

さ

れ

る

と

い

ろ

般

に

認

め

ら

れ

た

原

則

は

、

外

恩

人

が

そ

の

在

留

国

の

領

土

内

に

-

、

お

い

て

政

治

的

活

動

に

従

事

す

る

ζ

と

の

禁

止

を

暗

黙

に

ー

意

味

す

る

」

と

声

明

し

て

、

M

外

国

人

の

政

治

的

活

動

を

禁

止

す

る

趣

旨

を

明

ら

か

に

し

て

お

h
J
、

九

六

年

東

京

に

お

い

て

第

凶

国

ア

ジ

ーヲP
j 

、

'-;'r 

3 

フ

つe
n

刀

法

律

諮

問

委

員

会

が

採

択

し

た

「

外

国

人

の

入

国

及

び

処

遇

花

開

閉

す

る

U
T
、
A
?
¥

れ
H
J

け
ψ

-

駐
肌
跡
目
均
回
以
ハ
」

d

i

、昼、‘.

カ
}
U

C

 

7
1
r
1
・

そ

の

。

条

に

お

い

て

「

外

国

人

は

、

法

律
、

規

則

、

命

令

に

反

対

の

想

定

が

な

~ 

か

ぎ

り

、

選

挙

権

を

合

む

政

治

上

の

権

利

を

右

、

ぜ

A

晶、
Y
ぺ
C
J

• 

を

た

、

政

治

活

動

に

従

事

す

る

資

格

を

有

し

な

怜

、

P 
1-ーーー

と

規

定

し

て

¥.() 

る

こ

と

、

な

ど

か

ら

も

明

白

で

あ

る

と

加

わ

た

け

れ

ば

な

ら

を

いふ

な

お

、

人

権

に

関

す

る

世

界

宣

言

二

条

は

、

「

何

人

も

直

接

，rc 
、

又

f

は

"

自

由

に

選

出

さ

れ

る

代

表

者

を

認

じ

て

由

国

の

統

治

に

参

与

す

る

権

利

を

有

す

る

f崎、

項

。

何

人

も

、

白

国

に

殺

い

て

ひ

と

し

く

公

務

に

ワ

/3 jヰ

権

利

を

有

す

る

(
二
項
)
。

Lー

と

況

定

す

ハJ
F

V
川

戸

刊

』

、

〆
l

v

.

C

4

》

他

国

必

政

治

に

関

与

す

る

権

利

を

認

め

て

Vユ

な

い

0'.) 

で

あ

る

c

伝)

わ

が

国

に

お

け

る

法

令

上

の

取

扱

い

般

に

日

本

国

憲

法

第

三

章

の

諸

説

定

に

よ

る

し勺

わ

ゆ

る

基

本

的

人

権

の

保

障

が

在

留

外

国

人

に

対

し

て

も

、

日

本

国

民

と

同

様

に

与

え

ら

れ

る

か

ど

う

か

は

各

条

環

の

保

障

す

る

権

利

の

性

質

に

よ

っ

て

判

断

す

ベ

5 

も

の

で

あ

り

(

註

解

日

本

国

憲

法

・

心

地

一

旬

二

九

八

四

頁

参

照

)

、

憲

法

の

保

障

す

る

基

本

格

の

多

〈

は

、

在

留

外

国

人

に

対

し

て

も

与

え

ら

れ

る

べ

き

も吻

の

で

あ

る

け

れ

ど

も

、

京

政

権

に

てコ

い

て

は

国

民

に

限

る

、，h
J

d

、、、
4

1
v
i
R
V内

民

主

政

治

の

要

請

で

あ

b

(
田
上
稜
治
。

一i

新

版

憲

性

安

説

」

四

六

一

言

土

‘民、

一
れ
国
人

が

在

留

国

の

政

治

犯

参

加

す

る

権

制

を

有

し

左

¥ρ 

と

と

は

一

国

家

O
佐

賀

上

当

然

の

こ

と

で

あ

と

〈

宮

沢

俊

義

。

「
富
山

立

法

律

学

金

集

平

一

i

;

i

:

;

 

二

三

七

頁
)
。

右

の

よ

う

に

界

一

国

人

は

、

参

政

権

を

有

し

な

い

こ

と

か

ら

、

外

国

人

の

政

治

活

動

に

てつ

I .. /); 

℃

も

法

令

上

定

の

規

制

が

加

え

ら

れ

て

い

ふ

場



ム
口
が
あ

h
y

、
た

と

え

ば

、

ω
公

職

選

挙

法

二

O

O
条
は
、

「

何

人

も

選

挙

に
関
し
、

第.

一

九

九

条

に

規

定

す

る

者

並

び

に

外

国

人

及

び

外

国

の

団

体

ω
政

治

資

金

規

制

法

し一

と

規

定

し

、

か

ら

寄

附

を

受

け

て

は

な

ら

な

い

。

二

二

条

は

、

「
政
党
、

協

会

そ

の

他

の

団

体

又

は

そ

の

支

部

は

選

挙

に

関

し

公

職

選

挙

訟

第

九

九

条

に

規

定

す

る

者

並

び

に

外

国

人

、

外

国

法

人

、

外

国

の

団

体

か

ら

寄

附

を

受

け

て

は

な

ら

在

い

。

し一

と

規

定

し

て

い

る

。

ま
た
、

外

国

人

の

政

治

活

動

に

関

す

る

規

定

を

置

い

て

い

る

条

約

と

し

て

(/) 

「

日

本

国

と

ア

メ

リ

カ

合

衆

国

と

の

間

の

友

好

通

商

航

海

条

約

」

一
条
は

「

と

の

条

約

の

い

か

な

る

規

定

も

政

治

的

活

動

を

行

な

う

権

利

を

与
え
、

又

は

認

め

る

も

の

と

解

し

て

は

を

ら

な

い

。

し一

と

規

定

し

ω
一「

日

本

国

と

ア

メ

リ

カ

合

衆

国

と

の

間

の

相

互

協

力

及

び

安

全

保

障

条

約

第

十

六

条

に

基

づ

く

施

設

及

び

区

域

並

び

に

日

本

国

に

沿

け

る

合

衆

国

軍

隊

の

地

位

に

関

す

る

協

定

」

六

条

は

及

び

ζ

ω

協

定

の

精

神

に

反

す

る

活

動

、

「
日
本
国
に
'
お
い
て
、

日

本

国

の

法

令

を

遵

守

し

、

特

に

政

治

的

活

動

1.5 16 

を

慎

む

と

と

は

、

合

衆

国

軍

隊

の

〉

構

成

員

及

び

軍

属

並

び

に

そ

れ

ら

の

家

族

の

義

務

で

あ

る

。

し一

と

規

定

し

、

ω 
「

日

本

国

陀

お

け

る

国

際

連

合

の

軍

隊

の

地

位

に

関

す

る

協

定

」

二

条

は

「
日
本
国
に
、
お
い
て
、

日

本

国

の

法

令

を

遵

守

し

及

び

ζ

の

協

定

の

精

神

に

反

す

る

活

動

、

特

に

政

治

的

活

動

を

慎

む

と

と

は

、

国

際

連

合

の

軍

隊

並

び

に

同

軍

隊

の

構

成

員

、

軍

属

及

び

家

族

の

義

務

で

あ

る

。

派

遣

国

の

当

局

及

び

国

際

連

合

軍

j

司
令
官
は
、

と

の

:

目

的

の

た

め

適

当

な

措

置

を

執

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

L 

と

規

定

L
lて
;

い

る

と

と

ろ

で

あ

る

。

側

以

上

の

よ

う

に

、

本

邦

在

留

の

外

国

人

は

参

政

権

を

有

せ

ず

、

ま

た

わ

が

国

の

法

令

上

外

国

人

の

政

治

活

動

に

つ

い

て

は

一

定

の

規

制

が

存

在

す

る

の

で

あ

る

が

i
1
¥

さ
ら
に
、

外

国

人

の

政

治

活

動

の

・

自

由

に

つ

い

て

は

、

条
理
上
、

一

般

的

な

限

界

が

布

在

す

る

も

の

と

い

う

べ

き

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

民

主

主

義

政

治

体

制

を

と

っ

て

い

る

日

本

国

憲

法

下

記

沿

い
て
は
、

わ

が

国

の

政

治

は

、

日

本

国

民

の

意

思

に

よ

り

決

定

さ

れ

る

べ



国

民

と

異

な

り

、

わ

が

国

と

身

分

上

の

永

続

的

結

き

も

の

で

あ

る

か

ら

、

合

関

係

を

有
t

し

な

い

外

国

人

は

、

わ

が

国

の

政

治

に

直

接

参

加

す

る

権

利

を

有

し

な

ゆ

と

と

は

も

ち

ろ

ん

の

と

と

、

わ

が

国

の

政

治

的

意

思

形

成

に

影

響

を

与

え

る

政

治

活

動

を

行

な

h

っ

と

と

も

、

権

利

と

し

て

は

保

障

さ

れ

て

い

な

い

と

い

う

べ

き

で

あ

る

。

1指令可/わ

も

し

外

国

人

犯

対

し

政

治

活

動

の

自

由

責

任

も

有

し

な

い

わ

が

国

の

政

治

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

実

質

的

に

を

保

障

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

す

れ

ば

、

外

国

人

は

、

に

参

加

す

る

権

利

も

、

わ

が

国

の

政

治

に

関

与

す

る

r

権

利

を

保

障

さ

れ

る

と

と

に

な

b
、

条
理
上
、

矛

盾

す

る

も

の

と

い

う

べ

き

だ

か

ら

で

あ

る

。

ま

た

実

質

的

に

考

え

て

も

、

こ

の

よ

う

な

政

治

活

動

の

自

由

を

許

容

す

る

と

と

は

、

わ

が

国

と

単

に

場

所

的

結

合

間

関

係

に

の

み

立

っ

て

い

る

外

国

人

の

無

責

任

な

政

治

活

動

に

よ

る

弊

害

を

も

た

ら

す

危

険

が

あ

り

、

さ

ら

九
に
は
、

外

国

人

が

わ

が

国

を

政

治

活

J

動

の

場

と

し

て

悪

用

す

る

危

険

が

な

い

と

は

い

え

な

い

の

で

あ

る

。

/7 /8" 

右

の

よ

う

に

外

国

人

の

わ

が

国

に

お

け

る

政

治

活

動

の

白

由

に

は

、

条

理

上

の

限

界

が

存

在

す

る

も

の

と

い

h

つ

べ

き

で

あ

る

か

ら

、

そ

の

範

囲

に

、
お
い
て
は
、
憲
法
二

一

条

の

表

現

の

白

白

の

保

障

辻

及

ば

な

い

と

考

え

ら

れ

る

の

で

あ

る

。

(五)

外

国

人

の

政

治

活

動

の

自

由

が

憲

法

上

の

保

障

を

有

し

な

W

理

由

は

右

憲

法

上

の

保

障

の

対

象

外

と

さ

れ

る

べ

き

政

治

活

の

と

お

り

で

あ

る

が

、

動

の

範

囲

に

つ

い

て

は

、

一

義

的

に

決

定

す

る

と

と

は

困

難

で

あ

と

れ

を

る
が
、

一
応

ζ

れ

を

政

治

活

動

の

目

的

、

内

容

の

面

か

ら

考

え

る

と

と

が

で

き

る

。

す

な

わ

ち

、

政

治

活

動

の

目

的

、

内

容

の

点

か

ら

見

て

、

わ

が

国

の

政

治

体

制

の

変

更

を

主

張

す

る

活

動

(

管

理

令

五

条

、

一
環
一

一

号

参

照

)

国

民

の

参

政

権

の

行

使

に

直

接

影

響

を

与

え

る

活

動

、

国

内

政

策

、

外

交

政

策

を

含

め

て

、

わ

が

国

の

特

定

の

政

治

政

策

に

影

響

を

与

え

、

あ

る

い

は

特

定

の

政

策

の

実

施

の

妨

害

を

目

的

と

、

ず

る

活

動

、

わ

が

国

と

友

好

関



コベ

係

に

あ

る

外

国

す

活

動

を

ど

は

、

考

え

る

べ

き

も

を

誹

諒

す

る

を

ど

わ

が

国

む

一

外

交

関

係

民

悪

影

響

を

去

ぼ

少

な

く

と

も

る

保

障

の

対

象

外

で

あ

る

と

J;;j:._r 

志て

法

l，fi乙

よ

の

マ

あ

る

。
必

政

治

活

動

自

由

の

限

界

に

iρ 

吃〉

主

張

は

，.') __. 

て

の

以

上

述

ベ

た

外

国

人

の

権

利

と

し

て

は

保

障

外

国

人

の

憲

法

上

E長
界

を

超

え

た

政

治

活

動

は

、

む

限

界

を

超

え

た

政

治

さ

れ

て

ν斗

ャ主L

/ム

活

動

が

た

だ

ち

も
~þ 

r::.. 

νコ
(} 

外

国

人

の

間

以

実

定

法

に
b
s
h
b

¥.p， 

ハ一
A

h

つ
訴…
U

日
で

あ

外

国

人

つ

て
、

〈二ー
}
げ
り
ふ
沌

a
f
A
A
乙

九

九

こ
J
U

信一。

担
、
加
山
才
一
、
九
一
う
か
に
や
Y

J
し

ち

趣

旨

で

し合

L 
L 

は

で

νゐ

h

つ
ま

b
?
h
 

j
v

，，，
 

L， 

界

を

~

超

え

た

及

治

活

動

が

ド

た

る

制

設

、

そ

受

け

る

か

は
、

tt 

、勺

て

定

ま

る

と

と

で

あ

D
、

実

定

法

K
制

裁

の

規

定

が

な

け

V:ミ

C 

で

あ

ろ

c

CC> 

こ

と

を

管

理

令

に

つ

ζ 

れ

ば

制

裁

を

受

け

る

こ

と

は

な

の

政

治

活

動

は

、

.

二

四

条

外

国

人

の

在

留

期

間

中

レコ

て

述

べ

る

な

ら

ば

、

に

該

当

す

る

場

合

に

限

つ

四

号

オ

、

1ブ

、

カ
、

の

退

去

強

制

事

由

、ー?
とコ

な

ど

て
、

退

去

強

制

を

受

け

る

に

す

ぎ

左

い

(l_) 

に

対

し

、

在

留

期

間

更

新

に

際
ノ?ュ。

該

当

し

合

い

ほ

治

活

動

で

あ

ぷ
山
ロ
、

本

準

ザ「_， 

て

し

て

t之
、

退

去

強

刑

事

由

に

外

国

人

民

不

和

益

に

働

く

まご 3

述

べ

Uと
、

信

書

面

第

四

項

円

刊

に

hf}

句と

に
J

な

る

の

原

告

の

政

治

活

動

原

告

の

政

治

活

動

た

と

お

わ
J

で

あ

D

、

て

た

Y
A
hつ

レコ

4C

ちつ

い

、
f
w

t';;) 

O 

の

不

当

性

の

内

容

に

(r，土

被

告

答

弁

書

に

お

て

主

張

し

~ 

¥，p 

て

つ

と

れ

ら

原

告

。

政

治

活

誌

が

説
川
町
さ
れ

た

限

界

を

超

え

る

も

o 

で

あ

る

乙

と

は

、

前

項

に

お
れ
い
一
、
、
¥

、J
u

h

J

V

た

と

と

J

、.
J

円

Ard

コ

寸

ア
¥
?
明
、
乙
-

R円ノ

凡
'
」
九
九
つ
三
‘
叫

し

V

4

‘，4r'Lw

、J
d

し3

つ

、、
ザ筒、-、、

き

で

あ

る

の

、.r」


