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一

橋

論

叢

第
九

も

第
五

艶

書

評

砺

信

夫

淳
.

中

書

『

戦

時

国

際

法

講

養
』

大

平

善

梧

外
交
史
家
に

し

て
､

国
臨
挟
撃
着
た

る

信
夫
淳
平

博
士

は
､

こ

の

度
尤

大
な
る

『

戦
時
国
際
法
講
義
』

全
四

巻
を

出
版
せ

ら

れ
た

｡

従
前
の

博
士

の

労

作
は

主
と

し
て

外
交
史
乃
至

国
際
政
治
論
に

関
す
る

も
の

が

多
く

､

外
交
史
に

謝
し

て
は

､

『

巴

爾
幹
外
交
史
論
』

『

近

代
外
交
史
論
′
岩
大
正

外
交

十
五

年
史
』

等
の

名
著
が

あ
り

､

国
際
政
治
に

就
い

て

は

『

外
政

萄

詭
』

以

7
『

不

戦
捺
約
論
』

『

浦
豪
特
殊
桂

曇
彗

に

到
る

多
数
の

著
作

が

在
る

｡

国
際
法
に

関
し
て

は
､

『

上

海
敬
と

国
際
法

』

の

好
著
が

既
に

公
刊
さ

れ
て

居
た

が
､

未
だ

博
士
の

全

貌
を

現
は

し
た

述
作
で

は

な
か

つ

た
｡

今
岡
博
士

は

自
ら

古
席
を

記
念
と

し
､

多
年
の

薙
蓄
を

傾
け
て

､

戦

時

法
に

関
す
る

魅
巻
を

世
に

出
さ

れ
た

｡

茨
に

我
が

国
際
沃
畢
界
の

駕
砂

塵
賀
す
る
と

共
に

､

博
士
の

重
鎮
と

し

て

瘡
新
学
長
精
勤
せ

ら

れ
る

整
息

ポ

i

′

と

精
力
に

勤
し

､

衷
心
よ

り

敬
意
を

表
す
る

も
の

で

あ
る

｡

信
夫
博
士

ほ
､

我
が

国
の

園
腰
法
畢
の

創

設
者
の

一

人
た

る

故
有
賀
長

堆
博
士
に

師
事
せ

ら

れ
た

｡

博
士

が

有
賀

博
士

を

知
ら

れ
た

事
は

､

国
際

法
に

於
て

も
外
交
史
に

於
て

も
､

其
の

嬰
を

大
な
ら

し

め
た

所
以
で

あ
つ

た

ら

う
｡

艮
き
学
者
は

良
き
師
よ

り
生

れ
る

も
の

と

思
は

れ
る

J

信
夫

博
士

が

本

著
の

序
言
に

於
て

そ
の

先

師
有
賀
博
士

を

思

慕
し

､

其
の

嬰
意
に

感

謝
し
て

居
ら

れ
る
の

は
､

一

讃
狗
に

胸
を

打
つ

も
の

で

あ

る
｡

博
士

が

有

賀
博
士
の

啓
顧
を

受
け

る

に

到
つ

た

因
縁
を

述
べ

､

｢

私
は

そ
の

頃
か

ら

し
て

戦
時
国
際
法
に
■
控
大
の

趣
味
を

感
じ

､

殊
に

国
際
法
の

研
究
者
ほ

世

に

乏
し

と

せ

ざ
る

も
､

哉
時
の

そ

れ
を

専
門
と

す
る

者
と
て

は

寧
ろ

蓼
々

た

る

に

鑑
み

､

同
時
に

外
交
史
畢
の

研
究
者
も
嘗
時

未
だ

我
国
に

幾
許
も

無
か

り
し

奉
賀
に

促
さ

れ
､

賦
性
の

粗
劣
を

も
顧
み
ず

､

こ

望
一

方
面
に

於
て

博
士
の

業
を

鱒
紹
せ

ん

と

す
る

に

志
し

た
｡

+

と

同
覿
さ

れ
た

｡

然

か

も
こ

の

常
時
の

博
士
の

決
意
は

､

国
際
沃
並
び

に

外
交
史
め

両
方
面
に

於
て

､

完
全
に

果
さ

れ
､

自
他
共
に

有
賀
博
士
の

攣
水

着
と

諌
め

ら

れ
､

更
に

こ

の

『

戦
時
国
際

法
講
義
占

全
四

巻
が

出
版
さ

れ
､

出
藍
の

業
績
も

樹
立

せ

ら

れ
た

｡

今
古
稀
を

迎
へ

､

緩
い

て

大
東
亜

戟
に

遇
ひ

､

刊

行
を

ヽ

･
野



希

ヰ

一

路
へ

た

大
作
を

前
に

､

捲
土
の

心
情
は

感
慨
無
量
の

も
の

が

あ
ら

う
ヶ

監

に

本
著
序
言
の

言
句
は

後
畢
の

我
等
を

感
奮
せ

し

め
す

_
仲
山

ま

な
い

の

で

あ

る
｡

本
音
ほ

､

四

巻
よ

り
成
り

､

第
一

巻
は

級
諭
の

部
分
に

普
り

､

第
一

編

を

戦
時
国
際
法
の

進
化

､

第
二

編
を

戟
及
び

似
哉
行
詰
と

し
､

一

〇
六

≡

茸
､

第
二

巻
は

第
三

編
の

陸

戦
､

第
四

編
の

峯
哉
を

取
扱
ひ

､

一

二

四
二

貢
､

第
三

巻
は

第
五

編
の

海
哉
よ

り

成
り

､

一

五
三

二

頁
､

第
四

巻
は

第

六

編
の

中
立

､

第
七

編
哉
の

停
止

及
び

終
了

並
び
に

第
八

編
括
言
及
び

拾

遺
が

約
め

ら

れ
､

一

〇

〇
六

頁
で

あ
る

｡

全
四

巻
の

本
文

観
賞
数
は

四
八

四

≡

頁
､

こ

れ
に

第
一

巻
に

載
せ

ら

れ
た

序
言
と

断
は

り
が

き
二

五

貢
､

各
巻
の

目
次
の

組
計

一

五

四

頁
､

最
後
に

索
引
七

〇
貢
が

第
四

巻
末
に

附

せ

ら

れ
､

全
文
絶
計
数
は
五

〇

九
二

真
に

昇
る

猪
瀬
で

あ
る

｡

国
際
法
に

於
て

は

廣
く
先
例
撃
藷
を

蒐
纂
す
る

必
要
が

あ
り

､

欧
米
の

撃
者
に

は

蜃

屠
大
部
の

著
述
を

老
衰
し

､

モ

ー

ア

岩
重
言
､

フ

ィ

リ

モ

ァ

望
】

ご

〓
▲

】

≡
〕

局
〉

プ
･
ラ

デ
ィ

エ

.

ホ

デ
レ

冒
r

誉
諒
イ

崇
与
力

ル

ヴ
ォ

巨
∃
､

フ

ォ

ー

シ

ュ

句

賢
答

≡
乃

､

等
の

塵
巻
を

見
る

｡

博
士

の

新
著
は

此
等
の

も
の

に

此
し
て

勇
も
遜
色
を

見
な
い

大
作
で

あ

る
｡

詳
細
な
る

目
次
と

索

引
と

は

∵
こ

の

大
著
の

利
用
を

便
利
な
ら
し

め

る
｡

本

書
の

特
色
の

第
一

ほ
､

資
料
を

賢
哲
. h

蒐
集
し

て
､

之
を

歴
史
的
に

99

考
察
し
て

居
ら

れ
る

耗
で

あ
る

J

国
際
沃
の

研
究
に

は

先

例
の

賓
謹
的
研

草

評

究
が

敏
ぐ
べ

か

ら
ざ
る

も
の

で

あ
る

｡

国
際

法
に

於
て

は

極
め

て

事
資
性

が

強
い

｡

撃
理

的
な
分

析
論
琵
の

み

を

以
て

し
て

ほ

そ
の

本
質
を

把
握
す

る

事
は

至

難
で

あ

る
｡

元
来
国
際
法
は

古
来
の

卓
越
し

た

る

聾
者
の

思
想

と
+

各
国
政
府
の

盛
且

行
と

が
､

柏
重
な
り

作
用
し

合
つ

て
､

理

想
と

現

宴

と
の

妥
協
交
錯
の

結
果

､

一

歩
々

々

護
達
し

て

今
日

に

到
つ

た

も
の

で

あ

る
｡

国
際
法
を

攻
究
す
る

に

は

此
の

学
理

と

茸
際
の

両

方
面
を

逸
す
る

こ

と

が

出
来
な
い

｡

博
士

は

虞
く

国
際
法
の

先
例

撃
誼
の

尤
大
な
る

資
料
を

岨

囁
統
合
さ

れ
､

そ
の

歴
史
的
糞

尿
の

跡
を

辿
つ

て
.､

法
理
の

解

防
に

努

め

ら

れ
た

｡

単
に

資
料

を

集
成

統
括
す
る
に

止

ま

ら

ず
､

之
を

歴
史
的
に

叙
述
せ

ら

れ
た

こ

と

は
､

外
交
史
家
の

博
士
に

し

て

現
り

能
く
し

得
る

所

で

あ
る

｡

革
に

論
理

的
分
析
を

以
て

資
料

を

整
理

す
る

よ

り
､

之
を

歴
史

的
に

綜

合
理

解
す
る

方
が

遠
か

に

意
味
潅
い

｡

博
士

の

歴
史
限
は

非
常
に

髭
く

､

古
来
の

泰
西
の

嬰
語
史
宣
に

し

て

国
際
法
の

蒙
達
に

影

響
あ

る

も

の

は

悉

く

之
を

詳
述
し
た

の

み

な
ら

ず
､

我
が

国
及
び

支
部
に

関
す
る

も

の

に

迄
及
ん
で

居
る

｡

東
亜
の

事
柄
に

就
き
か

く
ま

で
■
琵
く

意
を

用
ひ
て

徹
底
的
に

研
究
の

箪
を

進
め

て

在
る

も
の

ほ

抄
い

｡

今
後
の

東
亜

国
際

法

建
設
の

詰
め
に

も
貢
献
す
る
こ

と

多
大
で

あ
る

と

信
ず

る
｡

而
し
て

博
士

は

特
に

進
ん
で

戦
時
法
に

最
も

関
係
撫
い

第
一

次
世
界
大

戦
､

今
岡
の

第

二

次
大

戦
及
び

支
部
事
欒
に

於
け

る

事
例
に

就
い

て

も
､

良
く
之
を

渉

頚

7

し
て

適
正

な
る

考
察
む
加
へ

ら

れ
て

居
る

｡

か

く
て

内

外
新
奮
の

資
料

文
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一

橋

論

叢

第
九

巻

第
五

洗

0

献
は

全

巻
に

集
合
さ

れ
､

然
か

も
博
士

の

史
観
に

依
つ

て

統
制
せ

ら

れ
､

川

本
苔
は

莞
さ

と

躍
り

と

を

乗
有
す
る

の

で

あ
る

｡

第
二
■
に
･
本
書
に

於
て

､

我
々

ほ

博

≠
の

決
き
嬰
鼓
に

観
れ
る

｡

博
士

は

日

露
哉
寧

､

上

海
事
壁
並

び

に

支

部
事
欒

聖
二

同
､

陸
海
雀
に

国
際
法
に

関
す
る

散
開
と

し

て

大

陸
に

従
軍
せ

ら
れ
た
の

で

あ
つ

て
､

戦
時
法
に

就

い

て

ほ

学
理

及
び

軍
際
に

措

苧
ノ

ろ
我
が

増
額
例
少
い

権
威
で

あ
る

｡

博
士

が

外
交
史
家
で

あ

る

こ

と

は

其
の

国
際
法

眼
を

磨
く
且

深
い

も
の

と

し
て

居
る

様
に

恩
は

れ
て

な

ら

な
い

｡

博
士

が

｢

国
際
法
は

国
家
の

封

外

行
動
を

是
が

非
で

も
塀
護
せ

ん

が

た

め

に

存
在
す
る

の

で

は

な
く

､

そ
の

行
動
の

曲
直
を

一

段
の

高
所
か

ら
法
的
裁
断
す
べ

き
基
準
た

る

に

於
て

存

在
の

意
義
が

あ
る

｡

+

と

序
言
に

記
し
て

､

公
正

穏
健
の

立

場
を

持
せ

ら

れ
る

｡

こ

の

孤
高

性
は

畢
克
博
士
の

歴
史
訊
か

ら
生
れ
る
の

で

は

な
か

ら

う
か

｡

史
家
は

超
然
的
地
位
に

立
つ

て

歴
史
的
裁
断
を

下

す

も

の

で

あ

る
｡

こ

の

見
地
よ

り

｢

閻
際
法
学
者
と

し

て

ほ

批
判
の

標
準
を

一

に

国
際

法
別
に

取
り

､

事
の

曲
直
を

普
面
の

政
策
と

は

離
れ
て

冷

静
に

裁

断
す
る

の

分
別
あ
る

を

要
す
る

｡

+

と

断
言
で

き
得
る
の

で

あ

ら
う

｡

政
治

性
の

優
越
が

叫
ば

れ
て

､

時
局
の

重

匪
に

棺
も
す

れ
ば

聾
者
が

其
の

志
向
を

動

揺
せ

し

め

ん

と

す
る

今
日

に

於
て

､

博
士

の

こ

の

立

言
は

極
め
て

示

唆
に

富
む
も
の

.
で

あ
る

｡

従
つ

て

博
士
は

我
が

園
に

閲
す

基
事
件
に

勤
し
て

も

東
灘
と

し
て

自

家
の

意
見
を

避
べ

て

居
ら

れ
る

｡

其
の

一

二

の

例
を

翠
げ

¢

帯

.

れ
ば

､

支
部
事
攣
を

以
て

哉
撃
と

な
つ

た

も
の

と

し
て

､

未
だ

に

之
を

事

58

●

0
入

じ

欒
と

す
る

見
解
を

非
難
し

､

支
部

哲
拝

航
行
遮

断
は

夢
二

開
放
鵜
に

勤
し

て

も
教
具
を

及
ぼ

し

て

既
に

哉
時
封
鎖
に

化
し

た

も
の

と

断
定
し

､

近
衛

内
閣
の

帝
政
梓
を

相
手
と

せ

ず
と
.の

聾
野
並

び

に

第
二

次
大

哉
に

際
す
る

阿
部
内
閣
の

不
介
入

宣
言
に

封
し
て

も
忌
惜
な
い

批
評
を

加
へ

､

浅
間
九

事
件
に

就
い

て

も
日

英
両
政
府
の

主

張
を

公
平

に

分
析
解
剖
し

て

居
ら

れ

る
｡

近

時
欧
米
の

一

部
の

国
際
法
学
者
中
に

ほ

事
の

盟
邦
興
国
に

圃
す
る

限
り

辞
を

弄
し

て

曲
筆
す
る

も
の

多
い

に

勤
比
し
て

､

博
士

の

飽
く

ま
で

毅
然
と

し

て

忠
真
に

学
者
的

態
度
を

保
持
せ

ら
れ
る
の

は
､

貿
に

清
々

し

い

極
み

で

あ
る

｡

本
吉
の

第
三

の

特
色
は

文

章
牽
習
な
こ

と

で

あ
る

｡

立

作
太
助

博
士

は

嘗
つ

て
｢

富
陀
に

し
て

且

行
く
所
と
し

て

可

な
ら

ぎ
る

無
き
暢
達
の

文
佃

野
一

と

博
士
の

文
章
を

賞
課
せ

ら

れ
た

｡

最
近
叉
山
川
端
夫
博
士

ほ

｢

記
述
ほ

博
士

の

掲
得
た

る

媚
朗
暢
達
せ

る

筆
致
を

以
て

し

て

居
る

の

で
､

世
間
往

往
見
受
く
る

が

如
く
讃
老
を

困
殺
せ

し

む
る

の

跡
は

全
く

な
く

､

寧
ろ

一

頭
巻
を

措
く

能
ほ

ざ
ら

し

む
る

も
の
+

と

推

賞
さ

れ
て

居
る

｡

清
瀬
の

本

署
が

､

責
者
を

置
き
つ

け
て

や

ま

な
い

の

は

全
く
そ
の

流
麗

明
快
な
る

文

章
の

賜
物
で

あ
る

｡

博
士

の

浅
草
の

素
養
の

大
な
る

に

今
更
の

如
く
に

感

限
す
る

｡

博
士

の

文

章
は

折
謂
新
し

い

文

章
で

ほ

な
い

が
､

近
時
の

法
学

徒
が

飴
り

に

修
辞
文

章
を

閑
却
す
る
の

際
､

以
て

文
藻
の

典
墟
と

す
る

に

､

■̀
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足
る

｡

殊
に

博
士

が

文
の

簡
潔
を

計
り

､

戦
争
を

哉
､

船
舶
を

胎
､

法
理

を

理
､

状
態
を

状
と
の

如
く
に

省
略
し

､

用
語
の

簡
易
化
を

提
唱
せ

ら

れ

て

居
る

が
､

一

漁
法

禅
家
が

漢
語
的
術
語

を
用
ひ

過
ぎ
る

弊
が

あ

り
､

廣

く

学
界
の

反

省
の

経
と

す
べ

き

も

の

と

恩
ふ

｡

併
し

博
士

自
ら
の

文

章

は
､

其
の

流
暢
な
る

に

拘
ら

ず
､

其
の

辞
句
は

必
ず

し

も
平

妨
で
は

な
い

｡

文

部
省
所
定
の

標
準
漢
字
制
限
の

主

善
か

ら

謂
へ

ば

更
に

ま

だ

博
士

自
身

の
､

王

張
せ

ら

れ
る

簡
易
化
を

徹
底
す
べ

き
で

な
か

ら

う
か

｡

序
言
だ

け
か

ら

も
､

■
蛮
巻
の

裡
に

起
坐
し

､

先
師
の

易
賀

後
､

ノ

ー

ト

を

鞭
に

収
め

､

細

警
揉
閑

､

櫛
風
沐
雨
等
の

如
き
熟
語
を

見
出
す

｡

論
文
の

用
語
の

簡

易
化
は

今
後
ま

す
ノ
＼
緊
要
に

し

て
､

博
士
の

主
張

に

全
幅
に

賛
成
す
る

が

故
に

､

反
つ

て

立
に

博
士
の

文
章
に

就
い

て
一

言

し

た

次
第
で

あ
る

｡

終
り

に

信
夫
博
士

が
一

橋
と

国
係
次
い

勤
を

指
摘
し

て

置
き
た
い

｡

博

士

は
■一

時
畢
生
時
代
に

高
商
に

籍
を

置
き

､

一

橋
の

撃
舎
に

勉
強
せ

ら

れ

た

事
が

為
り

､

商
大
に

ほ

極
め

て

好
意
を

寄
せ

ら

れ
て

屠
る

｡

殊
に

敵

中

村
進
午

博
士

と

ほ

親
交
厚
く

､

博
士

の

国
際
法
上

の

業
績
に

就
い

て

も
本

著
に

言
及
し

､

『

一

橋
論
叢
』

昭
和
十
四

年
十
二

月

窮
所
載
の

中
村
先
生

の

追

悼
の

拙
文

が

そ
の

ま

ま

韓
鼓
さ

れ
て

居
る

｡

更
に

私
の

ボ
ン

バ

ー

ド

マ

ン

の

謬
語

｢

轟
撃
+

の

提
唱
に

就
い

て

も
賛
意
を

表
せ

ら

れ
､

後
進
を

誘
導
す
る
に

も
留
意
せ

ら

れ
る

事
に

感
謝
し

て

潤

筆
す
る

｡

書

評

■

森

田

優

三

者

『

統
､

計

撃

汎

論
』

.

伊
大

知

良
太
郎

名
著

｢

統
計
憎
論
+

(

昭

和
七

彗

を

損
出
し

に

｢

物
憤
指
数
の

理

論

と

茸
際
+

(

昭
和

十

年
)

､

｢

物
債
欒

動
の

測
定
+

(

昭

和
十

五

年
)

と
一

作
毎
に

我
邦
統
計
墨

界
の

指
導
的

水
準
を

高
め

来
つ

た

筆
者
ほ

､

裁
に

叉

幾
多
の

療
色
を

も
つ

本
吉
を

新
経
済
畢
全

集
中
の

一

巻
と

し
て

完
成
さ
れ

た
｡

統
計
畢
を

以
て

純
然
た

る

方
法

撃
と

す
る

著
者
の

根
本
的
立

場
ほ

､

す
で

に

｢

概
論
+

の

中
に

明
確
に

打
出
さ

れ
て

ゐ

た
の

で

あ
る
が

､

他
の

.

質
鰹
撃
と

結
び
つ

く
こ

と

に

よ
つ

て

の

み

茸
質
的
車

展
を

な
し

う
る

方
法

奥

本
来
の

性
格
は

､

筆
者
の

物
償
指
数
論

･

人
口

緯
計
詭
其

他
に

於
け
る

多
年
の

譲
菩
を

吸

収
綜
合
す
る

こ

と

に

よ
つ

て
､

滋
に

美
事
な
る
｢

汎
論
+

一

巻
を

結
質
せ

し

め

た
の

で

あ
る

｡

本
吉
の

結
構
は

､

先
づ

緒
論
に

於
て

簡
計
畢
の

中
心

概
念
た

る
｢

統
計
+

嘉
一

節
)

と
､

耗
計
を

し

て

統

計
た

ら

し

め

る

基
礎
と

し
て

の
･

｢

株
計
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