
《

研

究
ノ

ー

ト
》

文
明
国
が

認
め

た

法
の

一

般
原
則

井

上

孝

子

l

国
際
司
法
裁
判
所
規

彗
一

十
八

条
一

項

鮎
に

規

誉
れ

て

い

る

と

こ

㌶

絹
桝

開
場
帥

貼
網
棚

碩
㍑
㍑

関
帥
硝
醐
鮒

的
に

異
な

る

点
を

分
類
す
る

と

次
の

よ

う
に

な

る

で

あ

ろ

う
｡

l

∽

自
然
法
上
の

原
則
(

条
理
･

法
の

格
言
･

法
の

解
釈
上
の

尿

(

8
)

理
を

含
む
)

(

4
)

( 7 1 ) 研 究 ノ ー ト

㈹

国
際
法
上

の
一

般
原
則

㈹

国
内
実
定
法
上
の

原
則
(

私
法
上
の

原
則
に

限
定
す
る

も
の

(

5
)

と
と

く
に

そ

れ

に

限
定
し

な
い

も

の

と

が

あ

る
)

2

同
条
二

項
に

い

う
｢

衡
平
及
び

善
+

は
､

文
明
国
が

認
め

た

法
の

(

6
)

一

般
原
則
の

ア

ン

チ

テ
ー

ゼ

で

あ

る
か

香
か

こ

れ

ら
の

う
ち

､

そ

の

い

ず
れ

の

立

場
を

と
る

に

せ

よ
､

次
の

よ

う
な

そ
の

ア

プ
ロ

ー

チ

の

方
法
に

つ

い

て

ほ
､

支
持
し

難
い

の

で

あ

る
｡

そ
の

第
一

は
､

視
点
を

国
際
訴
訟
の

面
に

の

み

置
い

て

解

釈
が

な
さ

れ

る

場
合
で

あ

る
｡

文
明
国
が

認
め
た

法
の

一

般
原
則
の

主
要
な

役
割
は

､

今
日

､

こ

と

に

第
二

次
世

界
大
戦
後
に

顧
著
と

な
っ

た

条
約
化
の

傾
向
が

み

ら

れ

な
か

っ

た

以

前
の

国
際
関
係
に

お

い

て

は
､

国
際
訴
訟
と
い

う
舞

台
の

み
に

お

い

て

演
じ

ら

れ

て

い

た

と
い

っ

て

も

過
言
で

は

な
い

で

あ

ろ

う
｡

国
際
司
法
裁
判
所
の

前
身
た

る

常
設
国

際
司
法
裁

判
所
現
潅
が

採
択

さ

れ

る

以

前
か

ら
､

仲
裁
裁
判
所
に

お
い

て
､

一

般
に

承
認
さ

れ
た

法
涙

別
に

従
っ

て

裁
判
す
る

例
は

多
く
み

ら

れ

た
｡

こ

の

点
に

つ

い

て
､

ラ

ウ

タ
ー

パ

ク

ト

は
､

十
九
世
紀
後
半
に

優
勢
と

な
っ

た

実
証
主
義
に

仕
え

る

諸
学
者
を

非
難
し
て

､

彼
等
は

､

条
約

､

国
際
慣
習
を

も
っ

て
､

国
際
法

体

系
が

自
己

充
足
的
な

も
の

で

あ

る

と

考
え

て

い

る

け

れ

ど

も
､

そ
の

よ

う
な

態
度
は

､

国
際
法
の

父
と
い

わ

れ

る

グ
ロ

チ

ウ

ス

を

は

じ

め

ゲ
ン

チ

リ

等
の

初
期
の

学
者
の

諸
説
に

お

い

て

も
､

ま

た

仲
裁
裁
判
に

お
い

て

も
､

(

7
)

実
際
に

と

ら
れ

て

い

な
い

こ

と

を

指
摘
し

た
｡

彼
は

､

条
約

､

国
際
慣
習

が
､

国
際
法
の

主
要
な

法

源
で

あ
る

こ

と
を

認
め
な

が

ら
も

､

そ

れ

ら
の

み
で

は

不

完
全
で

あ

る
こ

と

及
び

裁
判
不

能

(

ロ
○

ロ

⊥
i

宅
e

古

を

さ

け

る

た

め
に

､

そ
の

欠
け
て

い

る

部
分
に

私
法
の

原
理
を

類
推
適
用
し

た

仲
裁

裁
判
の

諸

例
を

審
か

に

し
､

国
際
法
の

枠
を

拡
ぐ
ぺ

き
こ

と

を

強
く

主

張

(

8
)

し

て

い

る
｡

そ
の

よ

う
な

時
代
に

あ
っ

て

ほ
､

彼
の

主
張
し

た

よ

う
に

､

文
明
国
が

認
め
た

法
の

一

般
原
則
は

､

多
く
の

場
合
に

実
質
的
に

私
法
の

原
理
と

同

様
の

も
の

で

あ
っ

た

と

考
え

ら

れ

よ

う
｡

し
か

し

現
在
は

､

国

際
法
の

伝
統
的
な

領
域
に

お

い

て

は
､

慣
習
法
の

条
約
化
と
い

う
､

又

伝

統
的
な

領
域
を

越
え

る

新
し
い

分
野
に

お
い

て

は
､

国
内
法
の

国
際
法
典

化
と
い

う

傾
向
が

題
著
に

み

ら
れ

る
｡

逆
に

条
約
が

先
に

決
ま

り
､

後
か

那
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ら

国
内
法
化
す

る

と
い

う
､

い

わ

ゆ

る
パ

イ
ロ

ブ

ト

条
約
(

例
え

ば

著
作

権
･

隣
接
権
に

関
す
る
)

の

例
も

多
い

｡

こ

の

よ

う
な

条
約
化
の

傾
向
は

､

国
際
訴
訟
外
の

通
商
関
係
や

､

普
遍
性
を

も
っ

た

人
権
関
係
の

領
域
に

お

い

て

顕
著
で

あ

り
､

今
後
そ
の

傾
向
は

､

拡
大
し

て

い

く
と

予
想
さ

れ
る

｡

そ
こ

に

お
い

て

は
､

国
内
の

公
法
や

私
法
の

原
理

が
､

区

別
さ

れ

る

こ

と

な

く

導
入
さ

れ
て

い

る

の

で

あ

る
｡

視
点
を

国
際
訴
訟
の

み

に

お
い

て
､

文
明
国
が

認
め
た

法
の

一

般
原

則
の

内
容
を

国
内
法
そ

れ

も

と

く
に

私
法

の

原
理
で

あ

る

と

す
る

ラ

ウ

タ

ー
パ

ノ
い
の

見
解
は

､

現

実
に

は

適
合
し

な

く
な
っ

た

と
い

わ

な

け

れ
ば

な

ら
な
い

｡

そ

の

第
二

は
､

現
行
の

国
際
司
法
裁
判
所
規
寒
に

お

け
る

､

文
明

国
が

認
め

た

法
の

一

般
原
則
を

解
釈
す
る

上
で

､

そ
の

前
身
の

常
設
国
際
司
法

裁
判
所
規
潅
に

そ

れ

が

採
用
さ

れ

る
に

至
る

ま
で

の

紆
余
曲
折
の

交

渉
過

頼
を

歴
史
的
に

研
究
し
､

そ
の

中
か

ら

具
体
的
内
容
を

引
き

出
す
に

と

ど

ま
っ

て

い

る

態
度
で

れ

硝
｡

こ

の

解
釈
に

従
え

ば
､

文
明
国
が

認

莞
法

の
一

般
原

則
は

､

一

種
の

実
定
法
規
で

あ
っ

て
､

各
国
国
内
法
制
に

共
通

に

採
用
さ

れ
た

も

の

を
い

う
の

で

あ

る
｡

イ

ク
リ

ー

民
法

典
の

前
提

規
定

に

い

う
､

｢

法
の

一

般
原
則
+

や
､

一

九
〇
七

年
の

国

際
捕
獲

審

検

所

設

置
に

関
す

る

条
約
七

真
一

項
に

い

う
､

｢

法
及
び

衡
平
の

一

般

原

則
+

の

(

11
)

よ

う
な

も
の

で

は

な
い

と

さ

れ

る
｡

確
か

に

文
明
国
が

認
め

た

法
の

一

般

原
則
が

､

裁
判
所
規
潅
と
い

う
一

般

条
約
に

規
定
さ

れ

た
こ

と

は
､

画

期

的
な

出
来
事
で

あ

り
､

そ

の

プ
ロ

セ

ス

自
身
の

研
究
も

意
義
の

あ

る
こ

と

で

あ

ろ

う
｡

し

か

し

文
明
国
が

認
め

た

法
の

一

般
原

則
と
い

う
も
の

が

固

定
的
な

も

の

で

あ

る

と
し
､

そ

の

研
究
成
果
を

そ
の

ま

ま

適
用
す

る
こ

と

ほ
､

国
内
法
及
び

国
際
法
の

規
定
内
容
が

相
互
に

浸
透
し

て

拡
大
し

て

い

る

今
日

に

お
い

て

は
､

至
当
で

は

な
い

｡

重

要

至
と
は

､

そ
こ

か

ら

そ

加

の

具
体

的
内
容
が

何
で

あ
る

か

を

引
き

出
そ

う
と

す
る

こ

と

よ

り

は
､

文

明
国
が

認
め
た

法
の

一

般
原
則
の

内
容
決
定
が

如
何
に

困
難
で

あ
っ

た
か

､

如
何
に

多
様
な

考
え

方
が

可
能
で

あ

る
か

を

知
る

こ

と

で

あ

ろ

う
と

思
わ

れ
る

｡

要
す
る

に

こ

れ

ま
で

文
明

国
が

認
め

た

法
の

一

般
原
則
が

そ
の

役
割
を

果
し

て

き

た

場
は

､

主
に

国
際
裁
判
所
で

あ
っ

た

こ

と

は

認
め

ら

れ

る

が
､

そ

れ
の

み
に

限
定
し

て
､

そ
の

内
容
を

把
握
す
る

の

は

妥
当
で

ほ

な

く
､

国
際
訴
訟
外
に

お

け

る

役
割
を

考
慮
し

て

然
る
べ

き

で

あ

る

と

考
え

る
｡

Ⅱ

文
明

国
が

認
め

た

法
の

一

般
原
則
が

如
何
な

る

内
容

･

性
質
を

も
っ

て

い

る
か

に

つ

い

て

考
察
す

る
の

に

先
立

ち
､

次
の

点
が

注
意
さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら
な
い

｡

す
な

わ

ち

国
際
司
法
裁
判
所
規

準
二

十
八

条
一

項
e

号
に

お

け
る

そ
の

二

つ

の

機
能
に

つ

い

て

で

あ

る
｡

第
一

の

機
能
は

､

a

号
の

条
約
及
び
b

号
の

国
際
慣
習
と

ほ

区

別
さ

れ

る

と
こ

ろ

の

実
質
法

規
と

し

て

の

存
在
で

あ

る
｡

こ

れ

は

条
約
及
び

国
際

慣
習
が

通
用
さ

れ

得
な
い

場
合
に

､

頼
ら
れ

る
ぺ

き

第
三
の

法
渡
た
る

こ

と

を

意
味
す

る
｡

三

十
八

条
の

規
定
は

､

国
際
司
法
裁
判
所
に

付
託
さ

れ

た

紛
争
に

つ

き
､

裁
判
官
が

国
際
法
に

従
っ

て

解
決
す
る

こ

と

を

榛
利
と

し
､

又
そ

れ

を

義
務
付
け
て

い

る
｡

同
時
に

そ

れ

は
､

紛
争
当

事
国
に

対

し
､

国
際
法
以

外
の

基

準
(

政
治
的
考
慮
や

好
意
感
情
等
)

に

よ
っ

て

為

さ

れ

た

判
決
に

従
う
義
務
は

な
い

こ

と

を

示

し

て

い

る
｡

こ

の

解
釈
は

､

へ

′

､

-

V

′
■
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あ

く
ま

で

第
一

項
の

規
定
自
体
か

ら

出
て

く
る

も
の

で

あ
っ

て
､

第
二

項

(

こ

の

規
定
は

当
事
者
の

合
意
が

あ

る

と

き

は
､

裁
判
所
が

衡
平
及
び

善

に

基
い

て

裁
判
を

す
る

権
利
を

害
す
る

も

の

で

は

な
い

)

の

反
対

解
釈
か

ら

引
き

出
さ

れ

る

の

で

は

な
い

｡

た

だ

こ

の

規
定
に

よ
っ

て
､

第
一

の

機

能
は

､

そ

れ

が

本
質
的
に

包

含
す
る

内
容
よ

り

は

狭
め

ら

れ
る

可
能
性
が

生
じ

る
｡

従
っ

て

こ

こ

に

い

う
｢

衡
平
及
び

善
+

は
､

法
の

ア

ン

チ

テ
ー

ゼ

で

は

な

く
､

本
質
的
に

は

第
一

項
C

号
の

文
明
国
が

認
め
た

法
の

一

般

原
則
の

カ

テ
ゴ

リ

ー

に

は
い

る

も

の

と

考
え

る
｡

第
二

項
の

規
定
は

､

国

際
社
会
の

現
実
の

な

せ
る

政
治
的
な

妥
協
の

産
物
で

あ

ろ

う
と

思
わ

れ
る

｡

す
な

わ

ち
こ

れ

は
､

規
寒
締
約
国
が

裁
判
所
に

対

し

て
､

そ
の

適
用
す
べ

き

実
質
法
規
に

関
し

て

行
な

う
制
限
で

あ

る

と

解
釈
さ

れ

得
る

｡

規
程
締

約
国
が

裁
判
当
事
国
と

な
っ

た

場
合

､

｢

衡
平
及
び

善
+

の

よ

う

な

具

体

性
を

欠
く
法
原
理

を

実
質
法
規
と

す
る

と

こ

ろ

の

判
決
を

無
条
件
に

認
め

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

と

す

れ
ば

､

国
家
利
益
と
い

う

見
地
か

ら
､

白
国
に

不

利
な

結
果
を

甘
受
せ

ざ
る

を

得
な
い

と
い

う
可
能
性
が

あ

る
｡

こ

の

こ

と

を

虞
れ

､

諸
国
は

､

こ

れ

を
と

く
に

当
事
国
の

合
意
を

ま
つ

ぺ

き

準
則

と

し

た

の

で

あ

る
｡

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
寒
の

制
定
に

至
る

経
緯
か

(

u
)

ら
､

こ

の

よ

う
な

結
論
が

導
き

出
さ

れ

る
｡

こ

こ

に

い

う
｢

衡

平

及
び

善
+

と

は
､

国
内
法
上
の

条
理
に

相
当
す
る

も

の

で

あ
る

と

思
わ

れ

る
｡

第
二

の

機
能
は

､

国
内
法
及
び

国
際
法
に

共
に

作
用
す
る

原
理
と

し

て

の

存
在
で

あ

る
｡

ピ

ン

チ

ェ

ン

が

指
摘
す

る

よ

う
に

､

規
程
文
言
の

｢

文

明
国
が

認
め

た
+

の

意
味
す
る

と
こ

ろ

は
､

｢

文
明

人
が

認
め

た
+

と

解

釈
す
る
の

が

婁
当
の

よ

う
に

思

わ

れ

る
｡

す

な

わ

ち

ゝ

訂
託

3
匂

は
､

(

1 3
)

哲
邑
筏

と

い

う
よ

り
は

､

h

甘

竜
訂
匂

の

意
味
で

あ
る

｡

又
｢

汰
の

一

般
原

ル

ー

ル

ブ

y
ソ

ア

ブ

ル

則
+

は
､

規
則
で

は

な

く
て

､

原
理
で

あ
る

｡

そ

れ

が

法
の

原
理

で

あ

る

限
り
に

お
い

て
､

そ

れ

ら
の

す
べ

て

が
､

国
内
法
の

み

或
は

国
際
法
の

み

に

作
用
す
る

と
い

う
論
理

ほ

生

じ

な
い

｡

確
か

に

そ

の

構
造
上

の

差
異
か

ら
､

国
際
社
会
と

国
内
社
会
に

共
通
に

妥
当
す
る

法
原
理
と
い

え

ど

も
､

そ
の

客
体
を

異
に

す

る

場
合
が

多
い

｡

又

分
権
的
な

国
際
社
会
と

集
権
的

な

国
内
社
会
と

は
､

各
々

法
の

形
成
通
番

､

執
行

､

特
に

強
制
の

手
段
を

異
に

し
て

い

る
｡

し

か

し
こ

れ

ら
の

差
異
に

も

拘
ら

ず
､

国
際
法

､

国
内

法
共
に

同
一

の

原
理

が

作
用
し

て

い

る

事
実
は

香
走
出
来
な
い

｡

た

と

え

ば

世
界
人

権
宣
言
に

お

け

る

規
定
の

多
く
は

､

各
国
の

憲
法
上

の

基
本
的

(

u
)

人

権
の

内
容
と

類
似
し

て

い

る
｡

規
定
上
の

細
か

な

文
言
の

差
異
は

あ
る

け

れ

ど
も

､

人
間
ほ

個
人
と

し

て

尊
厳
を

も
つ

ぺ

き

で

あ

る

と
い

う
原
理

に

お
い

て

ほ

共
通
し
て

い

る

の

で

あ

る
｡

文
明
国
に

共

通

な

法
の

中
の

或
る

原
理

-
そ

れ

を

仮
に

A

と

し
よ

う

-
が

､

条
約
P

に

盛
り

込
ま

れ
て

､

規
定
ガ

と

な

る

と

す
る

｡

国
際
法
上

､

ま

ず
そ

の

条
約
P
の

規
定

且

は
､

規
定
三

十
八

条
一

項
a

号
に

い

う
｢

条
約
+

の

カ

テ
ゴ

リ

ー

に

属

す
る

こ

と

は

認
め

ら

れ

る
｡

し
か

し

そ

れ

と

同
時
に

も

と

の

原
理

A

自
身

は
､

e

号
の

中
に

お
い

て

も

依
然
と

し

て

含
有
さ

れ

る

の

で

あ
る

｡

原
理

A

か

ら

規
定
∬

な

る

も

の

が

生

み

出
さ

れ

て

も
､

A

は
､

国
内
法
上

共
通

な

原
理
と

し

て

作
用
す
る
こ

と
に

変
り
は

な
い

｡

こ

の

点
に

つ

い

て

次
の

よ

う
に

考
え

る

学
者
は

少
く

な
い

｡

文
明
国
に

共
通
な

法
の

一

般
原
則
の

一

つ

が
､

国
際
関
係
に

お

い

て
､

虔
重
ね

て

具
体

的
に

用
い

ら

れ
る

よ

う

に

な

る

と
､

そ

れ

は

や
が

て

国
際
慣
習
に

な
っ

て

し

ま

う
｡

従
っ

て

文
明

国
が

認
め

た

法
の
一

般
原
則
は

､

常
に

国
内
法
上
の

原
則
で

細
る

と

し

て
､

9

そ

れ

を

国
際
洪
の

姐
上
に

の

せ

る

こ

と

を

香
足
す
る
の

で

あ
る

｡

し

か

し

甜
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こ

の

よ

う
に

法
の

適
用
の

根
拠
に

の

み

着
目
し
た

考
え

方
は

､

次
の

理
由

に

よ
っ

て

賛
同
し

難
い

｡

国
際
法
と

国
内
法
は

､

法
の

原
理

に

関
し
て

は
､

常
に

双

方
か

ら

影
響
し

合
い

､

国
内
法
の

原
理
が

国
際
法
関
係
に

適
用
さ

れ

る
の

み

な

ら

ず
､

今
日

で

は
､

条
約
や

国
際
慣
習
が

逆
に

各
国
国
内
法

を

形
成
せ

し

め
､

そ

の

結
果

､

そ

れ

ら

は

実
定
的
な

国
際
法
及
び

国
内
法

を

共
に

包
含
す
る

法
の

一

般
原
則
と

な

る

例
は

多
い

｡

法
の

原
理
に

関
し

て

国
際
法
と

国
内
法
と
の

交

流
地

帯
が

生

ま
れ

て

い

る

と
い

え
る

の

で

あ

る
｡

文
明
国
が

認
め

た

法
の

一

般
原
則
の

第
二

の

機
能
か

ら

み
る

内
容
は

､

固
定
し

た

不

変
の

も

の

で

ほ

な
い

の

で

あ
る

か

ら
､

動

態
的
に

捉
え
る
べ

き
で

あ

ろ

う
｡

Ⅲ

以
上
の

よ

う
な

そ

の

二

つ

の

機
能
を
ふ

ま

え

た

上

で
､

文
明
国
が

認
め

た

法
の

一

般
原
則
が

､

具
体
的
に

如
何
な

る

内
容
か

ら

構
成
さ

れ

て

い

る

か

を

論
じ

た
い

と

思
う

｡

す
で

に

言
及
し

た
こ

と
で

あ
る

が
､

国
際
法
と

国
内
法
は

､

法
の

通
用
の

根
拠
と
い

う
面
に

つ

い

て

の

み
い

え
ば

､

対

外

法
と

対

内
法
と
い

う
よ

う
に

二

元
的
に

峻
別
さ

れ

る
で

あ
ろ

う
が

､

法
規

の

内
容
そ

れ

白
身
ほ

､

相
互
に

交
錯
し

た

面
が

多
く

､

今
後
と

も

そ

の

傾

向
は

強
ま

る

と

考
え

ら

れ
る

｡

そ

こ

で

法
秩
序
と
い

う
も
の

を

考
え

る

と

き
､

単
に

国
内
法
の

立
湯
か

ら
の

み

或
は

国
際
法
の

立

場
か

ら

の

み
一

方

的
に

捉
え

る

の

で

は
､

不

十
分
で

あ

る

と

思
わ

れ
る

｡

法
の

原
理

の

内

容

を

中
心

と

し

て

(

法
の

適
用
の

根
拠
は

一

応
別
と
し

て
)

､

鳥

敵

国

的
に

法
秩
序
を

観
る

と
､

次
の

よ

う
な

囲
が

可
能
と

な
る

｡

こ

れ

ら

叩
甲
m
に

含
ま
れ

る

内
容
を

説
明
す
る

と

次
の

与
つ

に

な

る
｡

〕

〕

ヽ

■
ノ

A

B

C

〔

′
-

■

ヽ

〔

囲

国

閻

階国

叫

.
絢

国
際

慣
習

〉

/

/

/

/
一

〇

〇

〇

〇

∴

∴

∴

国

内
一

ト
法

＼
規

法内国
一

]払
に

属
す
る

と

考
え

畑り
〟

る

の

は
､

各
国
国
内
法

上
､

共
通
な

原

則
で

あ

り
､

し

か

も

条
約

･

国

際
慣
習
の

規
定
の

内
容

に

そ

れ

ら
の

諸
原
則
が

明
確
に

浸
透
し

て

い

る

も

の

が

含
ま

れ

る
｡

た

と

え

ば

条
約
に

お

け
る

代
表
的
な

例
は

､

世
界

人
権
宜
言
の

基
本
的
人

権
の

原
則
が

挙
げ

ら

れ

る
｡

特
殊
な

例
で

あ

る

が
､

確
立
し

た

国
際
慣
習
で

あ

り
､

し

か

も

各
国

(

畑
)

国
内
法
上

共
通
な

原

則
と

み

ら

れ
る

も

の

に

囲
鏡
地

の

通
行
権
が

あ
る

｡

｢

衡
平
+

(

ぷ
邑
首
)

と
い

う
の

は
､

ハ

ド

ソ

ン

を

は

じ

め

と

し

て
､

ラ

ウ

タ
ー

バ

ク

＼

フ

リ

ー

ド
マ

ン

等
が

認
め

る

よ

う
に

､

国
際
法
の
一

部

と

な
っ

て

い

る

の

で
､

こ

の

カ

テ
ゴ

リ

ー

に

は
い

る

で

あ

ろ

う
｡

但
し
こ

の

場
合

､

法
創
造
を

意
味
す
る

｢

衡
平
及
び

善
+

と

は

異
な
る

も
の

で

あ

(

17
)

る
｡

又
｢

義
務
違
反
に

対
す
る

賠
償
責
任
+

ほ
､

国
際
判

例
に

お

い

て

も

確
認
さ

れ

て

い

る
よ

う
に

､

｢

…
･

=

い

か

な

る

約
定
違
反

も
､

賠

償

す
る

義
務
を

伴
う
こ

と
ほ

､

国
際
法
の

原
則
で

あ

り
､

法
の

一

般
原

則
で

さ

え

(

18
)

あ

る
･

…
･

+

か

ら
､

こ

こ

に

含
ま

れ

る

で

あ

ろ

う
｡

そ
の

他
｢

既
刊
事
項

の

原
則
+

､

｢

当
事
者
平
等
の

原
則
+

及
び

｢

何
人
も

自
己
が

関
係
す
る

事

件
に

お
い

て

ほ
､

裁
判
官
た

り

得
な
い
+

等
と
い

う
諸
原
則
が

､

こ

こ

に

へ

一

も

ー

′
i
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お
い

て

認
め

ら

れ
る

で

あ

ろ

う
｡

し
か

し
こ

の

カ

テ
ゴ

リ

ー

に

含
ま

れ
る

も

の

の

中
で

､

｢

誠
実
の

原
則
+

(

ど

喜

ゝ
計
凸

こ

そ

は
､

お

そ

ら

く

最

も

重

要
な

意
味
を

も
つ

で

あ

ろ

う
と

思
わ

れ
る
■｡

す
べ

て

の

条
約
法
は

､

そ

れ

に

か

か

っ

て

お

り
､

又

国
際
慣
習
を

そ
の

法
的
義
務
の

概
念
を
こ

わ

す
こ

と

な

く
､

変
化
す
る

必

要
性
に

適
用
し

て

い

く
た

め

に

は
､

そ

れ

を

条
件
と

す
る

｡

誠
実
の

広
汎
な

義
務
な

く
し

て

は
､

法
の

新
世

界
の

概
念

(

旭
)

は
､

危
険
な

幻

想
で

し
か

な
い

の

で

あ

る
｡

次
に

阿
に

属
す
る

と

考
え

ら
れ

る

の

は
､

各
国
国
内
法
に

共
通
な

原
理

で

あ

る

が
､

ま

だ

明
確
に

条
約
や

国
際
慣
習
に

浸
透
し
て

い

る

と

は
い

え

な
い

法
原
理

を
い

う
｡

す
な

わ

ち

叫
に

属
す

る

可
能

性
は

も
つ

の

で

あ

る

]

[

が
､

現
時
点
で

は
､

持
と

は

独
立
し

た

存
在
で

あ

る
｡

こ

れ
は

､

条
約

､

国
際
慣
習
に

つ

ぐ

第
三

の

国
際
法
の

法
源
た

る

実
質
法

規
を

提
供
す
る

｡

国
際
司
法
裁
判
所
規
程
三

十
八

条
二

項
に

い

う
｢

衡
平
及
び

善
+

は
､

｢

条

理
+

と

解
さ

れ
､

こ

の

中
に

含
ま

れ
る

と

思
わ

れ

る
｡

更
に

重

要
な
の

は
､

現
在
の

と

こ

ろ
､

ま
だ

国
際
関
係
に

表
わ

れ
て

こ

な
い

が
､

将
来
適
用
さ

れ

る

可
能
性
の

あ

る
､

各
国

国
内
法
上
の

共
通
規
則
が

含
ま

れ

る
こ

と
で

あ
る

｡

最
後
に

m
の

カ

テ
ゴ

リ

ー

に

属
す
る

の

は
､

主
と

し

て

条
約
が

形
成
さ

れ
た

後
に

､

そ

れ

ら
が

国
内
法
に

影

響
を

与
え

､

各
国
国
内
法
の

共
通

原

]

則
と

な
っ

た

も
の

で

あ

る
｡

こ

れ

は
､

ち
上

う
ど
A

の

グ

ル

ー

プ

と

は
､

[

逆
の

方
向
を
と

る
｡

条
約
と

し

て

挙
げ

ら

れ
る

の

は
､

ジ

ュ

ネ

ー

ブ

四

条

約
(

赤
十
字
条
約
)
､

奴
隷
貿
易
の

禁
止
に

関
す
る

条

約
､

ジ
ェ

ノ

サ

イ

ド

条
約

､

ガ

ッ

ト

及
び

著
作
権

､

隣
接
権
に

関
す
る

条
約
等
で

あ

る
｡

文
明
国
が

認
め

た

法
の

一

般
原

則
の

も
つ

､

第
一

の

機
能

､

す
な

わ

ち
､

条
約
及
び

国
際
慣
習
か

ら

独
立
し

た

第
三

の

実
質
的
な

国
際
法
の

法
渡
た

る

こ

と

は
､

別
の

カ

テ
ゴ

リ

ー

に

お
い

て

果
さ

れ

る
ひ

第
二

の

機
能
で

あ

[

]

る
､

国
内
法
と

国
際
法
に

共
に

作
用
す

る

法
原
理
た

る

こ

と

は
､

担
及
び

m
と

阿
の

中
の

一

部
(

各
国
国
内
法
の

共
通
な

原
則
で

あ
っ

て

も
､

条
約

上
の

通
用
の

根

拠
も

な

く
､

国
際
関
係
に

ま

だ

表
わ

れ
て

こ

な
い

も

の

を

除
く
)

に

お
い

て

果
さ

れ
る

の

で

あ

る
｡

凹
､

呵

阿
の

分
類
の

中
に

､

具
体
的
に

含
ま

れ

る

内
容
は

､

任
意
に

い

く
つ

か

の

例
を

挙
げ
た

の

で

あ

っ

て
､

網
羅
的
な

列
挙
で

は

な
い

こ

と

を

付
言
し

て

お

き

た
い

｡

(

1
)

第
三

十
八

条

｢

裁
判
の

基

準
+

ュ

裁
判
所
は

､

付

託
さ

れ

る

紛

争
を

国

際
法

に

従
っ

て

裁
判

す

る

こ

と

を

任

務
と

し
､

次
の

も
の

を

適
用

す
る

｡

乱

一

般
又

は

特
別
の

国

際

条
約
で

係
争
国
が

明
ら

か

に

認

め
た

規

則
を

確
立

し

て

い

る

も
の

｡

h

法

と
し

て

認
め

ら

れ

た
一

般

慣
行
の

証

拠
と

し
て

の

国
際

慣

習
｡

仁

文

明

国
が

認
め

た

法

の
一

般
庶

則
｡

&

法

則
決

定
の

補

助
手

段

と

し
て

の

裁
判
上
の

判
決

及
び

諸

国

の

最
も

優
秀

な

法

学
者
の

学

説
｡

但

し
､

第
五

十

九

条
の

規
定

に

従

う
こ

と

を

条

件
と

す

る
｡

2

こ

の

規

定

は
､

当

事
者
の

合

意
が

あ

る

と

き

は
､

裁
判

所
が

衡
平

及

び

善
に

基
い

て

裁

判

す
る

権

限

を

害

す

る

も
の

で

は

な

ヽ

0

ヽ
u

(

2
)

諸

学

説
に

つ

い

て

は
､

川
上

敬

遠

｢

法

の
一

般

原

則
の

意
義
及

イ

⊥

び

性

質
+

｢

現

代

国

際
法
の

課

題
+

｢

鹿
田

先

生

還

暦
記

念
論

文

集
+

以



一 橋論叢 第六 十 三 巻 第 二 号 ( 7 6 )

に

お

い

て

詳

細
に

示

さ

れ
て

い

る
｡

(

3
)

ス

ビ

ロ

ブ

ー

ロ

ス

は
､

こ

の

立

場
を

と

る

と

さ

れ

て

い

る
｡

田

畑

茂
二

郎
｢

国

際
法
1
+

｢

法

律

学

全

集
+

一

〇

四
ペ

ー

ジ
｡

し

か

し
ス

ビ

ロ

ブ

ー

ロ

ス

は

｢

法

の

一

般
原

則
+

が

実

定

法
上

の

原

即
で

あ

る

か

自

然

法
上

の

原

則
で

あ

る

か

は
､

分

類
の

問

題
で

あ

る

と

も

述
べ

て

い

る
｡

:

叫

ま
弓
訂

思
3

争
已
包

乱
宮

卦
l

Q

キ

ぎ
訂
→
→

告
罠
Q

芦

已

七

邑
叫

訂
｡

､

-

冨
ひ

ー

や

訟
.

(

4
)

A
ロ

邑
O
t
t
-

㌔
9
弓
2
札
b

争

邑

溝
等

邑
札

3
已
Q
｡

-

等

邑
･

､

-

記
♪

や
ー

ー

♪

H

き

邑
-

㌣

､

■

ト
P

叶

監
Q

｢

訂

q
恥

乱
言
訂

(

ぎ

也

言
乳
句

ぎ
首
｢

さ

邑
3
已

､

､

-

小
-

軋

g
軋

･

(
-

巴
〔
y

や
N

訟

乳

や

岩
谷

§

H

苧

倉
0

日

∵
へ

り
声
色

勺

笥
ヨ

S
…
叶

Q

茎
ま

烏
丸

邑
等

ざ
託
Q

芦

已

音
わ

託
Q

㌔

(
-

記
○

-
志
)

-

-

窒
山

､

や

巴
-

.

(

5
)

哲
コ
ー

p

p
-

へ

､

ト
向

学

邑
乱

臣

.

首
笥

訂
訂

3
邑
叫

0

3

白
～

軋
Q

監
邑
莞
う

邑
3

冨

盲
已

鼓
､

､

-

山
h

こ
g
乳

･

(

-

巴
○

)
､

や

い

箪
に

お

い

て
､

｢

法

の
一

般
原

則
は

､

諸

国
の

実
定

法
に

含
ま

れ

て

い

る

原

則
で

あ
る

と

さ

れ

て

い

る
｡

ラ

ウ

タ

ー

バ

ク

ー

は
､

ミ

お
一
札

喜
､
訂

訂
さ

旨
賀
1

霊
的

串

邑
P

邑
蚤
監

烏
丸

邑
等

表
替
さ

已

訂

ミ
√

-

や

N

J

や

巴

に

お

い

て

は
､

法
の

一

般
原

則
は

､

私

法

上
の

原

則
で

あ

る

と

し
､

こ

ヨ
､Q

盲
莞

昏
さ

亀

訂
宅

許

さ
缶

蔓
Q

⊇
邑
3
已

富
ヨ
ヨ

§
昔

｡

こ
巴
い

､

や

ー

一

山

に

お

い

て

は
､

公

法

上
の

一

般
原

則
､

希
言

､

法

学

上

の

原

則
も

含
ま

れ

か

と

し
て

い

る
｡

(

6
)

ラ

ウ

タ

ー

パ

ク

ト

は
､

｡

ヨ
､b

乱
恥

邑
竜

→

莞
ミ

ミ
斗

邑
等

喜
･

罫
書

:
e
e

ざ
叶

訂
一

己
等

喜
賢
芦

已

署

弓
叶

｡
､

【

ま
00

や

N

-

い

に

お

い

て
､

又
ハ

ド

ソ

ン

は
､

｢

ミ

ュ

ー

ズ

河
+

事
件
の

個

別

意

見

に

お

い

て
､

衡
平

と

善
を

文

明

国
が

認

め

た

法
の

一

般
虎

児
と

は

別

の

も
の

と

βり
〟

し

て

い

る
｡

(

7
)

P
P

已
e

8
p
O

ぎ
｡

字
音
p

訂

訂
∈

篭

弓
Q

e

§
乱

§
已
Q

思
Q
b

モ
ー

ぎ
訂
→

さ

邑
訂
芦

已

訂
弓

｡

こ
浩
叫

.

(

8
)

同

前
書

及

び

:

叫

声
Q

＼

ぎ
邑
音
声

ミ

訂
宅

訂
叶

訂

芝
電
さ

守

叶

訂
さ

已
Q

Q

ヨ
ヨ
g

さ
丸

首
〉

､

-

-

諾
ぃ

.

(

9
)

W
･

守
-

e

か

m
賀
n

-

｡

9
§
思

羞
b

寺
宝

叶

弓
也

阜

芝
電

邑
軋

○

藍
叫

ぎ
ぢ

､

､

こ
芸
♪

や
一

声
但
し
､

ラ

ウ

タ

ー

パ

ク

ト

は
､

注
(

5
)

が

示

す
よ

う
に

､

私

法
が

主

体
で

あ

る

が

公

法

上
の

も
の

も

含
む

と
い

ぅ

考

え
を

後
に

も
つ

よ

う

に

な
つ

て

い

る

よ

う
で

あ
る

｡

(

1 0
)

田

岡
良

一

｢

国

際

法

Ⅲ
+

｢

法

律

学

全

集
+

ニ
ー

三

ユ
ニ

四

ペ

ー

ジ
｡

(

1 1
)

同

前
書

｡

(

ピ

望
ロ

C

訂
n

g
)

;

屯

き
笥
已

笥
訂
Q

首
訂
句

阜

訂
ミ

e

竜
L

盲
乱

ぎ

琵
琶

き
ぎ
喜
:
Q

､
弓
訂

§
札

芝
ぎ
声

已

ユ
ー

諾
ぃ

-

や

N

汁

(

1 3
)

同

前
書

｡

(

1 4
)

同

宣

言
は

､

十
四

条
の

｢

庇

護

権
+

に

関

す
る

規
定
を

除
い

て

は
､

各

国
の

憲
法

の

基
本

的

人

権
の

条
項
に

等
し
い

内

容
を

も
っ

て

い

る
｡

(

ュ5
)

横

田

喜
三

郎

｢

国

際
法
の

基

礎
理

論
+

二

四

五

!
一

一

五
一

ペ

ー

ジ
｡

(

1 6
)

井
上

孝

子

｢

国

際
法

に

お

け

る

四

境

地

の

通

行

権
の

問

題
+

｢

一

橋
論
叢
+

第
六

〇

巻

第
一

号

五

四

～

六

〇
ペ

ー

ジ
｡

(

1 7
)

b
軋

害
一

ま
3

阜

書
写

寸
Q

き

ミ
岩

旨
訂

莞
Q

､

哲
→

訂
句

主
♪

八

一

ー

＼)



i

ミ

三

L

ぎ
.

3
.

(
-

巴
○

)

や

ヨ
.

に

お

け

る

ハ

ド
ソ

ン

の

個
別

的

見

解
｡

ラ

ウ

タ

＼
ハ

タ

ト

も

こ

の

見

解
に

従
っ

て

い

る
｡

ミ

づ
計
Q

乱

等
乳

竜
･

ヨ

き
外

見
軋

邑
等
さ

已
許
さ

已

訂
弓

ざ

さ
Q

ぎ
訂

⊇
邑
訂
邑
Q

Q

弓
叶

㍉

-

巴
00

､

や

N
-

山
.

(

1 8
)

〔

辞
Q

づ

臥
∈

h

ざ
Q

首
｢

唱

昌
監

ヽ

5

哲
3 .

篭

皇
♪
L

ぎ

+
P

や

N

や
.

(

1 9
)

W
.

1
e

ロ

打
e
仏

∵
■

ト
中

毒

許

さ
也

§
己
乱

Q

O

き
3

§
署

｡
】

-

宗
叫

や

N

い
･

(

国

際
商

科
大

学

専
任
講
師
)

( 77 ) 研 究 ノ ー ト

βJ 3




