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ボ

ン

基
本
法
に

於
け
る

法
律
の

留
保

田

村

昭

三

郎

は

じ

め
に

(

1
)

｢

憲
法
ほ

滅
び

る
､

行
政
法
は

存
続
す
る
+

と
い

う
オ

フ

ト

ー
･

マ

イ

ヤ

ー

の

よ

く

引
用
さ

れ
る

言
葉
は

､

ワ

イ
マ

ー

ル

憲
法
の

下
で

は

確
か

に

通
用
性
を

有
し
て

い

る
か

に

思
わ

れ

た

が
､

行
政
法
の

一

般
的
憲
法
依
存

性
を

特
徴
と

し
､

行
政
法
が
｢

具
体

化
さ

れ

た

憲
法
+

と

呼
ば

れ
る

に

至
っ

た

が
ン

基
本
法
の

下
で

は
､

一

層
限
ら
れ

た

通

用

性
し

か

有
し

得
な

い
｡

今
や

ド

イ

ツ

行
政
法

学
に

支
配
的
地

位
を

占
め

て

き

た
マ

イ
ヤ

ー

体
系
の

(

2
)

み

な

ら

ず
､

ド

イ

ツ

行
政
法
の

伝
来
の

全
体
系
が

動

揺
し
､

根
本
的
な

再

検
討
を

加
え

ら

れ
つ

つ

あ

る
｡

就
中

､

こ

れ

迄
ド

イ

ツ

行
政
法
学
の

扇
の

要
と

さ
れ

て

き

た

｢

法

律
に

よ

る

行

政
+

の

原
理

(

G

2
n

計
巳
N

計
→

的
e

邑
N

邑
空
g
e

ロ

く

寛
弓
已
t

亡

5

巴
､

特
に

｢

法
律
の

留

保
+

(

弓
0

旨
e
･

F
已
什

d
e

∽

G
e

等
t
N

e

∽
)

の

理

論
は

､

給
付
行
政
の

増
大

な

ど

の

現

代
的

問
題
と

も

関
連
し

て
､

甚
し
い

学
説
の

対

立

を

招
く

に

至
っ

て

い

る
｡

以

下
､

こ

れ
に

つ

い

て

概
観
し

､

現
代
の

動
向

を

明
ら

か

に

し

て

み

た
い

と

田

㌣
つ

｡

一

留
保
理

論
と

そ
の

問
題
点

オ
･

マ

イ

ヤ

ー

に

よ

れ

ば

｢

法
律
の

支

配
+

(

H
e

巧
芳
F

監
t

計
∽

G
2
･

(

3
)

s

e

t
N

e
S

)

は
､

法
律
の

法
規
創
造
力

･

法
律
の

優
勝

性
･

法
律
の

留

保
の

(

4
)

三

原
則
か

ら

成
る

｡

法
律
の

法
規
創
造
力
は

､

法
律
の

支
配
の

直
接
的
内

容
を

明
ら

か

に

す
る

も
の

で

あ
り

､

国
会
の

制
定
す

る

法
律
の

み

が

原
則

と

し

て

法
規
(

河
e

O

F
t

設
賢
且

を

定
立

す
る

効
力
を

も
つ

こ

と

を

意
味
す

る
｡

そ

し

て

法
律
の

優
勝
性
(

く
○

∃
2
-

粥

計
s

G
e

岩
t

N

e
∽

)

が
､

行
政
権

の

意
思
表
示

､

即
ち

命
令
及
び

処
分
が

迭
律
に

抵

触
し

得
な
い

と
い

う
原

則
を

意
味
す
る
の

に

対

し
､

法
律
の

留
保
は

､

特
別
の

対

象
領
域
に

於
て

行
政

権
の

独
立
の

発
動
を

許
さ

な
い

こ

と
､

即
ち

法
律
が

必

要
で

あ

り
､

法
律
の

根
拠
を

欠
く

場
合
に

は

行
政

権
の

行
為
が

違
法
と

な

る

と
い

う

虎

則
を

意
味
す
る

｡

オ
･

マ

イ
ヤ

ー

の

法
律
の

留
保
を

数
行
し

､

ボ
ン

基
本
法
に

於
け

る

問

題
点

を

指
摘
し
て

み

ょ

う
｡

第
一

に
､

行
政
権
は

司
法
権
と

異
な

り
､

必

ず
し

も

法
律
の

根
拠
を

要

せ

ず
､

｢

そ

れ

自
体
自
由
(

2
-

S
-

｡

F

符
e
-

)

で

あ

る
｡

彼
は

自
ら
の

カ
で

(

呂
S

e

打
ロ
e

→

牢
1

監
t

)

活
動
す
る
の

で

あ

り
､

法
律
に

基
づ

い

て

活

動

(

5
)

す
る

の

で

ほ

な
い

+

｡

そ

し

て
､

特
定
の

領
域
に

関
し
て

こ

の

行
政
権
の

独

立
的

行
動
を

排
除
す
る

こ

と

が

法
律
の

留
保
な
の

で

あ
る

｡

第
二

に
､

留

保
は

基
本

権
及
重
自
由
及
び

財
産
条
項
に

よ
っ

て

詳
細
に

限
定
さ

れ

る
｡

そ

し

て

｢

こ

の

留
保
は

､

諾
意
法
に

於
て

種
々

の

方
法
で

述
べ

ら

れ

て

い

る
｡

そ
の

古
典
的
な

形
式
は

､

所
謂
基
本
権
又

は

自
由
権
を

掲
げ
る

こ

と

で

あ

り
､

そ

れ

に

よ
っ

て

国
民
は

人
身
の

自
由
及
び

財
産
権
の

不

可
侵
そ
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の

他
の

諸
権
利
が

､

法
律
に

よ

る

又

は

法

律
に

基
づ

く
こ

れ

ら
の

事
項
に

つ

い

て

も

行
わ

れ

る

侵
害
の

明
示

又
は

黙
示
の

留
保
で

も
っ

て

保
障
さ

れ

(

6
)

る
+

と

あ

る

通

り
､

留
保
事
項
と

さ

れ

た
の

は

主
と

し
て

憲
法
に

規
定
さ

れ

た

｢

自

由
権
的
基
本
権
+

で

あ
っ

た
｡

尚
､

ボ

ン

基
本
法
で

は
､

基
本

権
は

行
政
権
の

み

な

ら

ず
､

立

法
権
を

も

拘
束
す
る

(

一

条
)

｡

第
三

に
､

法
律
の

留
保
の

理

論
は

､

オ
･

マ

イ

ヤ

ー

に

よ
る

F
･

Ⅴ

･

マ

ル

テ

ィ

ツ

ア

の

思
想
と
二

重
の

法
律
概
念
の

理

論
と
の

綜
合
の

試
み

か

ら

生

ま

れ

た
｡

即
ち

彼
は

法
律
概
念
を

立

憲
主
義
の

憲
法
国
家
の

特
別
の

法
制

度
と

(

7
)

し

て

示

し
､

｢

形
式
的
+

意
義
の

法

律
･

一

般
的
抽
象
的

法

規
･

法

律
の

留
保
と

い

う
概
念
を

綜
合
し

ょ

う
と

し

た
｡

三

つ

の

要
素
は

す
ぺ

て

『

法

律
』

概
念
に

於
て

止

揚
さ

れ
､

相
互
に

関
連
づ

け

ら
れ

て

い

る
｡

オ
･

マ

イ
ヤ

ー

の

こ

の

理

論
は

､

ア

ン

シ

ュ

γ

ツ

の

法
規
概
念
(

自

由
と

財
産
の

侵
害
)

と

結
び
つ

け

ら

れ
､

更
に

ト

マ

の

法
規
概
念
(

自

由

と

財
産
を

侵

害
す
る
一

般

的

抽
象
的

規
範
)

な

ど

各
種
の

法

規

概

念
を

包

摂
さ

れ
ハ

『

法
律
の

留
保
と

は
､

法
規
即
ち

実
質
的
意
義
の

法

律
を

､

形
式
的
意
義

の

法
律
で

あ

る

議
会
制
定
法
の

手
に

留
保
す
る

こ

と

で

あ
る
』

と
い

う
伝

来
の

留

保
理

論
の

公
式
と

し
て

､

現
在
に

至

る

迄
通

説
的
地

歩
を

占
め

て

き

た

の

で

あ

る
｡

第
四
に

､

法
律
の

留
保
は

国
民

と

国
家
の

一

般
権
力
関

係
(

一

般

統

治

関

係
)

に

於
て

だ

け

通
用
す

る
｡

特
別
権
力
関

係
(

訂
∽
･

〇

n
d
e

言
∽

G
2

弓
巴
t

詔
旨
巴
t

2 .

∽

Y

例
え

ば

官
吏
の

勤
務
関
係
や

営
造

物

利
用
関
係
な

ど

は

法
律
の

留
保
か

ら

除
か

れ

る
｡

即
ち

特
別

権
力

関
係

は
､

直
接
法
律
に

基
づ

き
､

或
は

特
別
権
力
関
係
に

入
る
べ

き

者
の

同

意

又
は

受
諾
に

基
づ

い

て

成
立

す
る

の

で

あ
る

が
､

そ
の

内
部
で

は

行
政
権

が

自
由
な

活
動
韻
域
を

も

ち
､

権
力
服
従

者
は

強
い

包
括
的
服
従

義
務
を

負
う

｡

そ

し
て

､

そ
こ

に

は

法
規
も

行
政

行
為
も

存
在
し

な
い

｡

ボ
ン

基

本
法
の

下
で

は
､

こ

の

特
別
権
力
関
係
理

論
に

君

主

と

そ

の

行

政

府
の

｢

家
産
+

の

要
素
が

残
存
し

て

い

る

と

し

て

反
省
再
検
討
が

加
え

ら
れ

､

法

律
の

留
保
が

特
別

権
力
関
係
の

内
部
に

も

通
用
す
る

か

ど

う
か

の

問
題

が

論
議
の

対

象
と

な
っ

た
｡

そ
こ

で

ほ

行
政
裁
判
に

於
け
る

概
括
条
項
の

採
用
に

伴
う

特
別
権
力

関
係
に

於
け
る

権
利
保
護
の

問
題
並

に

特
別
権
力

(

8
)

関
係
と

基
本
権
と

の

関
係
が

論
点

と
さ

れ
､

学
説
は

行
政

権
の

活
動
領
域

を

狭
く

解
す
る

傾
向
に

あ

る
｡

第
五
に

､

負
担
賦
課
的
な

行
政
行

為
は

法

律
の

留
保
に

属
す
る

が
､

逆
に

行
政
権
が

国

民

に

利
益

(

く
○

ユ
e

ご
)

を

与
え
る

場
合
に

は

法
律
の

留
保
は

問
題
と

は

な

ら

ず
､

行
政
権
は

他
に

法

律
の

規
定
が

な
い

限
り

､

白
由
に

国
民
に

対

し

権
利
を

賦
与

し

義
務
を

免

ず
る

こ

と

が
で

き

る
｡

近

時
､

国
家
の

経
済
干
渉
が

増
加
し

国
家
的
給
付

が

著
し

く

増
大
す
る

に

及
ん

で

行
政

機
能
に

も

変
化
を

窟
し

た
｡

フ

ォ

ル

ス

ト
ホ

ー

フ

は
こ

れ
に

対

応
し

て

｢

給
付

行

政
+

(

F
e
-

各
日
ロ

g
S

く
e

→

弓
巴
･

t

仁

n

巴
､

即
ち

｢

生

活
手
段
の

供
給
+

(

ロ
P
∽

e
i

臼

望
-

○
→

琶
r
一

習
)

と

い

う

新

し

い

概
念
を

導
入

し
た

｡

も
っ

と

も

こ

れ

に

よ
っ

て

マ

イ

ヤ

ー

体
系
は

殆

(

9
)

ん

ど

毀
損
さ
れ

て

い

な

い
｡

ボ
ン

基
本
法
の

下
で

の

法
律
の

留
保
の

理

論

で

は

『

給
付
行
政
』

の

問
題
に

論
議
が

集
中
し

､

侵
害
的
行
為
で

あ

る

と

｢

利
益
賦
与

的
行
為
+

で

あ

る

と

を

問
わ

ず
､

お

よ

そ
一

切

の

行
政

活
動

は

す
ぺ

て

法
律
の

根
拠
が

必

要
で

あ

る

と

主
張
し
､

或
は

留
保
領
域
を

給

付
行
政
に

も

拡
張
す
べ

き

で

あ

る

と

主
張
す
る

､

所
謂
｢

全
部
留
保

説
+

(

10
)

(

→
O
t

巴
d

d
サ
b

邑
F

巴
t
)

が

登
場
し

､

伝
来
の

理

論
を

｢

侵
害

留
保

説
+

(

申
ど
的

ユ

穿

召
サ
b
e

F

巴
t
)

と

呼
び

対

立
す
る

に

至
っ

て

い

る
｡
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〓

全

部
留
保

全
部
留
保
論
は

､

主
と

し

て

民

主
的
憲
法
構
造

論
並
に

社
会
的
法
治
国

条
項
(

二

〇

条
一

項
･

二

八

条
一

項
一

段
)

を

論
拠
と

し

て

主
張
さ

れ

る
｡

前

者
は

､

行
政
の

法
律
に

拘
束
さ

れ

な

い

自

由
な

情
動
領
域
と

い

う
観
念

は
､

君
主
と

そ
の

行
政
府
が

絶
対

主

義
の

権
能
の

一

部
を

救
い

だ

し

た

と

こ

ろ
の

立

憲
君
主
政
か

ら

生
じ

た

も
の

で

あ

る

か

ら
､

現
代
の

議
会
民

主

政
の

国
家
に

於
て

は

採
用
で

き

ず
､

す
べ

て

の

行
政
活
動
は

最
高
の

国
家

機
関
と

し

て

の

選
挙
さ

れ
た

議
会
に

よ
っ

て

正

当
化
さ

れ

ね

ば

な

ら
ぬ

､

と

説
明

す
る

｡

ま

た

後
者
は

､

今
日
の

社
会
国
家
に

於
る

国
民

に

と
っ

て

生

活
必

需
的
国
家

給
付
へ

の

依
存
は

､

一

九
世
紀
の

国
民
に

対

す
る

自
由

と

財
産
の

侵
害
と

全
く

同
様
に

彼
等
の

自
由
の

侵
害
を

意
味
す
る

｡

そ

れ

故
に

斯
る

国
家
的
給
付

の

拒
否
或
は

競
争
者
へ

の

給
付
の

是
認
は

侵
害
に

等
し

い

負
担
を

意
味
し
､

そ

れ

に

は

法
律
の

根
拠
が

必

要
で

あ

る
｡

更
に

平
等
及
び

正

義
の

原
理

を

実
現
し

､

且
つ

そ
の

場
合
に

種
々

の

利
益

集

団

の

複
数
利
益

を

相
互

に

調
整
す
る

こ

と

は

立

法
者
の

責
務
で

あ
っ

て

行
政

(

1 1
)

は

そ

れ

を

す
る

立
場
に

は

な

い
､

と

説
明

す

る
｡

何
よ

り

も

先
ず

､

全
部
留
保
の

｢

法
律
通
合
性
原
理
+

に

つ

い

て

の

優

れ

た

体
系
書
で

あ

り
､

マ

イ

ヤ

ー

体
系
に

根
本
的
な

批
判
を

加
え

､

そ

の

(

12
)

解
体
を

迫
る

イ
エ

ッ

シ

ュ

の

著
作
が

挙
げ

ら

れ

ね

ば

な

ら
ぬ

｡

イ
エ

ッ

シ

ュ

ほ

｢

法
律
に

よ

る

行
政
の

原
理
は

憲
法
構
造
に

機
能
的
に

依
存
し
て

い

る

こ

と
､

そ

れ

故
に

憲
法
構
造
の

変
更
に

ょ
っ

て

法
律
に

よ

る

行
政
の

原

理
そ

の

も

の

も

ま

た

変
更
さ

れ
ね

ば

な

ら
ぬ
+

と

い

う
方

法
論
的
仮
説
を

た
て

､

立

憲
君
主
政
と

ボ
ン

基
本
法
の

志
法
構
造
の

変
更
を

明
ら

か

に

し

(

lB
)

よ

う
と

す
る

｡

法
律
に

よ

る

行
政
の

原
理
は

立

憲
君
主
政
の

下
で

成
立

し

1 0ウ
～

た

も
の

で

あ

る
｡

そ

の

憲

法
構
造

は

君
主
政
原
理

に

基

礎
を

有
し

て

お

り
､

こ

れ

か

ら

導
き

出
さ

れ

る

最
も

重

要
な

作
用
は

権
限
推
定
が

君
主
と

そ
の

行
政
府
の

た

め

に

存
在
す
る

と

い

う
こ

と

で

あ
る

｡

次
に

立

憲
君
主

改
憲
法
は

確
固
と

し
た

二

元
論
に

た
っ

て

い

る
｡

即
ち

君
主
と

議
会
と

い

う
二

つ

の

直
接
的
第

一

次

横
関
が

相
互
に

対

立
し
て

い

た
｡

君
主
は

執
行

権
の

独
占
的
な

主
人
で

あ
っ

た
｡

国
民
は

議
会
の

立

法
に

よ
っ

て

自
由
と

財
産
を

擁
護
し

得
た

が
､

議
会
の

立

法
の

外
に

は

君

主
の

行
攻
府
の

無
制

限
な

法
が

残
っ

て

い

た
｡

斯
る

立
憲
君
主
政
の

憲
法
構
造
は

､

国
民

主
権

と

い

う
一

元
的
な

民

主
故
に

た
つ

ボ
ン

基
本
法
に

於
て

は

決
定
的
に

変
更

し
た

｡

こ

の

変
更
は

前
述
の

方
法
論
的
仮
説
と

一

致
し

て

法
律
に

よ

る

行

政
の

原
理

の

内
容
的
変
更
に

導
か

ざ

る

を

得
な
い

｡

憲
法
構
造
の

最
も

重

要
な

変
更
は

議
会
が

最
高
の

国
家

機
関
で

あ
る

と
い

う
点
で

あ

る
｡

今
や

行
政
府
は

憲
法
上

制
限
さ

れ

て

い

る

の

で

は

な

く
て

､

そ

の

全
権
力
を

憲

法
に

よ
っ

て

は

じ

め

て

享
受
す
る

の

で

あ

る
｡

従
っ

て

行
政
は

今
日

真
正

の

執
行
権
力
に

な
っ

て

し

ま
っ

た

の

で

あ

り
､

憲
法
白
身
が

充
分
な

権
限

を

与

え
て

い

な
い

限
り

そ

の

す
べ

て

の

行
動

形
式
は

議
会
の

授
権
に

依
存

し

て

い

る
｡

即
ち

あ

ら
ゆ

る

行
政
機
能
に

つ

い

て

法

律
の

全
部
留
保
が

存

在
す
る
の

で

あ

る
｡

イ
エ

ッ

シ

ュ

は

以
上

の

見
地

か

ら
､

国
家
の

給
付
と

授
益
並

に

特
別
権
力
関
係
の

領
域
に

於
て

も

留
保
原
理

が

原
則
と

し
て

行

わ

れ

る

と

い

う
こ

と

を

主
張
す
る

｡

し
か

し

こ

の

よ

う
に

全

部
留
保
を

徹

底
さ

せ

る

と
､

『

法

律
』

の

授
権
を

欠
く

行
政
処
分
は

す
ぺ

て

違
法

と

さ

れ
る

こ

と

に

な

り
､

現
在

行
わ

れ
て

い

る

膨
大
な

国
家
的
給
付
の

大
部
分

を

違
法
と

せ

ね

ば

な

ら

ず
､

従
っ

て

こ

の

難
点
を

避
け
る

た

め

に

議
会
の
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｢

授
権
+

の

留
保
を

法
律
の

留
保
と

同
一

視
し

､

正

式
の

法
律
の

な
か

に

予
算
法
を

含
め

､

更
に

慣
習
故
に

よ

る

授
権
を

過
渡
期
の

間
一

時
的
に

正

式
の

法
律
に

よ

る

授
権
の

代
り

を

さ

せ

る
の

で

あ

る
｡

イ
エ

ア

シ
ュ

の

全

部
留
保
理

論
は

西
ド

イ

ツ

で

大
き

な

反

響
を

呼
ん

だ
が

､

そ
の

理

論
の

部

分
的
是
認
は

別
と

し

て
､

全
面

的
追
随

者
は

見
出
し

得
な
い

｡

三

全
部
留
保
批
判

(

1 4
)

全
部
留
保
に

対

す
る

批
判
は

､

先
ず
権
力
分
立

論
か

ら

な

さ

れ

る
｡

イ

エ

ッ

シ
ュ

の

い

う
憲

法
構
造
の

変
更
か

ら

は

全
く

同
様
に

､

そ
の

反
対
の

帰
結
が

導
き

出
さ

れ

る
｡

即
ち

帝
政
は

最
早

議
会
の

影
響
の

外
で

君
主
の

｢

家
産
+

と

し

て

存
在
す
る
の

で

は

な

く
て

､

議
会
の

中
か

ら

形
成
一

さ

れ

た

議
会
の

政

府
に

よ
っ

て

支
配
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

今
や

行
政
も

ま
た

間

接
的
に

民
主

的
に

正

当
化
さ

れ
て

い

る

の

だ

か

ら
､

行
政
の

一

定
の

自
主

独
立

性
に

対

す
る

民

主
的
観
点
か

ら
の

疑
念
は

存
在
し

な
い

｡

更
に

､

基

本
法
は

選

挙
さ

れ

た

議
会
の

無
制
限
な

支
配
権
力
を

前
提
と

す
る

完
全
な

(
t

O

邑
)

民

主
政
を

認
め
て

い

る

と

は

考
え

ら

れ

な

い

｡

基
本
法
二

〇
条

二

項
は

｢

国
民
+

は

行
政
府
の

領
域
で

は

直
接

｢

執
行
権
+

の

機
関
に

よ

っ

て

そ
の

国
権
を

行
使
す
る

の

で

あ
っ

て
､

立

法
府
を

越
え
て

間
接
的
に

(

15
)

の

み

行

使
す
る

の

で

は

な
い

｡

次
に

､

議
会
の

能
力
的
限
界
と

い

う
観
点

か

ら
､

イ
エ

ツ

シ

ュ

の

言
う
よ

う
に

議
会
が

そ
の

種
類
を

問
わ

ず
す
べ

て

の

行
政
活
動
に

形
式
的
法
律
の

根
拠
を

提
供
せ

ね

ば

な

ら
ぬ

と

し

た

ら
､

議
会
は

不

当
な

要
求
を

さ

れ

る

こ

と

に

な

ろ

う
と
い

う
批
判
が

加
え

ら

れ

る
｡

レ

ル

ヒ

エ

は

議
会
の

酷
使
に

反
対

し
､

行
政
府
の

裁
量
の

自
由
ほ

国

家
行
政
に

と
っ

て

の

み

な

ら

ず
､

何
よ

り

も

先
ず
国
民
に

と
っ

て

不

可
欠

で

あ

る
｡

何
故
な

ら

弾
力
性
に

よ
っ

て

の

み

個
々

の

場
合
の

正

義
が

保
障

さ

れ
､

即
ち

事
件
の

個
性
が

感

得
さ

れ
､

そ

れ
に

よ
っ

て

国
家
作
用
の

最

も

経
済
的
な
(

琶
F
O

ロ
2

邑
∽
t

)

形
態
或
は

国
家
的
配
分
の

適
当
な

形
式
を

(

16
)

見
出
し

得
る
か

ら
で

あ
る

､

と

い

う
｡

伝
来
の

留
保
理

論
を

最
も

熱
心
に

基

礎
づ

け
よ

う
と

試
み

た

の

は
､

独

(

17
)

白
の

行
政
国
家

論
を

称
え

る
ベ

ー

タ
ー

ズ

で

あ

る
｡

彼
は

権
力
分
立

か

ら

の

論
拠
に

加
え

て
､

更
に

､

行
政
を

議
会
の

単
な
る

執
行
機
関
の

地

位
に

下
げ
る

こ

と

は
､

歴
史
的
沿
革
に

反
す
る

の

み

な
ら

ず
､

職
業
官
吏
制
度

(

出
e

2
訝

訂
P

2
t

e

ま
仁

日
)

の

存
在
の

由
来
と

是
認
(

三

三

条
四

･

五

項
)

に

反
す
る

｡

公
益
に

関
す
る

豊
富
な

個
々

の

現
象
及
び

即
座
の

必

要
性
ほ

立

法
者
の

可
能
性
の

外
に

あ

り
､

白
由
な

行
政
の

広
い

領
域
に

属
す
る

｡

国
家
目

的
を

毎
日

活
動
的
に

追
及
し

て

行
く

の

は

行

政
の

義
務
で

あ
る

｡

基
本
法
下

で

今
日

行
政
の

膨
大
な

部
分
が

法
律
の

授
権
な

し
に

行
わ

れ

て

い

る

と
い

う

事
実
は

通
説
の

是
認
を

証
明
し

て

い

る
｡

全
部
留
保
論
者
の

意
図

は

法
律
の

肥
大
と

一

般
条
項
へ

の

逃
避
に

終
る
だ

ろ

う
､

と

い

う
｡

し

か

し

｢

法
治
国
家
は

市
民
を

悪
意
的
加
害
的
侵
害
か

ら

保
護
す
る

が
､

行
政
官
庁
の

秩
序
づ

け
､

形
成
し

､

給
付
す
る

活
動
を

立

法
者
に

従

属
さ

(

18
)

せ

な
い

だ

ろ

う
…
‥

+

と

い

う
見
解
に

ほ

疑
い

が

あ
る

｡

四

留
保
理

論
の

修
正

最
後
に

留
保
理

論
の

部
分
的
修
正

及
び

全
部
留
保
と
の

折
裳
を

目

指
す

理

論
に

つ

い

て

み

て

み

よ

う
｡

(

19
)

プ

リ

ン

ガ

ー

は
､

伝

来
の

留
保
理

論
の

部
分
的
修
正

､

例
え

ば

法
律
の

†

⊥

留
保
を

一

定
の

強
度
に

負
担
を

負
わ
せ

る

非
侵
害

行
為
に

慎
重
に

拡
張
す

以
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る

こ

と

に

は

反
対

し

な
い

が
､

全

部
留
保
に

は

賛
成
で

き

な
い

と
い

う
立

場
を

と

る
｡

彼
は

､

全
部
留
保
論
者
が

社
会
的
汝
治
国
家
を

論
拠
と

し

て

説
く

よ

う

に
､

生

活
必

需
品
の

給
付
の

拒
否

或
は

競
争
者
に

対

す
る

給
付

の

賦
与
が

侵
害
に

等
し
い

負
担
を

意
味
す
る

と
い

う
こ

と
は

確
か

に

認
め

ら

れ

る

が
､

そ
こ

か

ら

染
律
の

留
保
の

必

然
性
を

導
き

出
す
こ

と
は

､

不

要
な

物
と

一

緒
に

大
切

な

物
を
も

捨
て

去
る

こ

と
に

な

る

と

し
て

法
律
の

留
保
の

拡
張
に

反
対

す
る

｡

な
ぜ

な

ら
､

行
政
は

斯
る

法
律
の

留
保
の

結

果
､

複
雑
な

議
会
の

手
続
に

よ
っ

て

法
律
の

授
権
が

な

さ

れ

る

迄
給
付
を

必

要
と

す
る

国
民
の

生

存
的
危
機
を

傍
観
し

て

い

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

こ

と

に

な

る

か

ら

で

あ

る
｡

全
部
留
保
に

よ

る

非
常
に

広
大
な

法
律
の

留
保

は
､

個
人
か

ら

行
政
に

よ

る

事
実
上
の

給
付
賦
与
の

機
会
を

奪
う
の

み

な

ら

ず
､

同
時
に

裁
判
所
に

よ

る

保
護
の

機
会
を
も

奪
う
こ

と

に

な

る
で

あ

ろ

う
｡

な

ぜ

な

ら
､

給
付
を

賦
与
す
る

立

法
或
は

給
付
を

な

す
権
能
を

授

権
す
る

立

法
の

不

作
為
に

対

し
て

は
､

如
何
な
る

法
的
保

護
も

存
在
し

な

い

か

ら
で

あ

る
｡

そ

こ

で

彼
ほ

､

給
付
者
と

し
て

の

行
政
の

権
力
の

制
限

は

他
の

方

法
､

就
中

､

給
付
の

是
認
或
は

拒
否
を

｢

行
政
行
為
+

と

し

て

構
成
し

､

そ

れ

を

基
本
権
の

拘
束
の

下
に

お

き
､

行
政
裁
判
所
の

統
制
に

親
し

ま
せ

る

こ

と

に

よ
っ

て

達
成
さ

れ
る

と

し
て

､

少
く

と

も

法
律
に

よ

る

規
定
が

な
さ

れ

る

迄
の

暫
定
的
な

保
障
と

し
て

は

そ

れ

で

充
分
で

あ

る

(

鮒
)

と

す
る

｡

テ
ィ

ー

メ

は
､

イ
エ

γ

シ

ュ

の

憲
法
構
造
論
的
方

法
か

ら

す
る

留
保
理

(

2 1
)

論
と
の

折
衷
を

試
み

る
｡

彼
は

伝
来
の

留
保
理

論
は

立
憲
主
義
国
家
に

於

て

成
立

し
た

も
の

で

あ
る

と

い

う
点
か

ら

出
発
す
る

｡

当
時
の

権
力
分
立

の

シ

ュ

ー

マ

に

於
て

は

議
会
は

最
高
機
関
で

ほ

な

く
､

君
主
と
そ

の

行
政

府
並

に

そ

れ
に

従
属
す
る

行
政
だ

け
が

国
家
の

運

命
の

方

向

を

決

定
し

出9
～

た
｡

し

か

し
､

斯
る

憲
法
構
造

は

今
日

全
く

変
更
し
た

｡

ボ
ン

基
本
法
は

権
力
分
立

と

同
時
に

議
会
民

主
政
を

も

採
用
し
た

｡

政
府
は

議
会
に

責
任

を

負
い

､

議
会
の

多
数
が

正

当
と

考
え

る

よ

う
に

政
策
を

導
か

ね

ば

な

ら

ぬ
｡

即
ち

議
会
は

政

治
的
額
導
機
能
を

有
す

る

の

で

あ

る
｡

国
家
慣
行

上
､

政
府
は

重

要
な

政
治
的
処
分
を

な

す

前
に

議
会
或
は

議
会
の

委
員
会

と

恒
常
的

接
触
を

保
ち

､

他
方

､

議
会
は

そ
の

解
決
が

行
政
府
の

責
務
で

あ

る

と
こ

ろ
の

多
数
の

問
題
に

法
律
の

形
式
を

と

ら

ぬ

決

意
を

表

明

す

る
｡

そ

れ

は

経
済
政
策
的
及
び

社
会
政
策
的
な

も
の

に

も

当
て

は

ま

る
｡

ま

た
､

憲

法
条
文
に

於
て

も
､

五

九

条
二

項
ほ

政
治
的
関
係
を

規
律
す
る

(

2 2

)

条
約
に

つ

い

て

議

会
の

同
意
の

必

要
を

規
定
し

て

い

る
｡

即
ち

議
会
は

単

な

る

立

法
者
の

役
割
り
を

脱
し

､

政
治
的
帝
導
機
関
と
い

う
地

位
を

保
持

し

た

の

で

あ

る
｡

議
会
と

政
府
の

こ

の

関
係
か

ら

み

て
､

自
由
と

財
産
の

侵
害
だ

け

に

限
ら

れ

た

伝
来
の

留
保
理

論
は

最
早

固
持
さ

れ

得
な
い

の

で

あ

る
｡

し

か

し

議
会
の

政
治
的
鮮
導
機
能
は

イ
エ

γ

シ

ュ

の

主
張
す
る

よ

う

な

絶
対

的
な

も
の

で

ほ

な
い

｡

基
本
法
は

議
会
に

政
治

的
領
域
に

つ

い

て

の

支
配
を

与

え

て

ほ
い

る

が
､

統
治
と

行
政
の

完
全
な

従
属

性
を

与

え

て

い

る

の

で

は

滋
い

｡

テ
ィ

ー

メ

は

結
論
と

し

て
､

問
題
の

解
決
は

個
別

化
さ
れ

ね

ば

な

ら

ぬ

と

し
､

こ

れ

迄
法
律
の

留
保
か

ら

除
か

れ
て

い

た

広

い

領
域
ほ

､

最
早
無
造
作
に

立

法
者
の

規
定
か

ら

除
か

れ

る

こ

と

は

な
か

ろ

う
し
､

ま

た

政
治
的
に

重

要
で

な
い

一

定
の

法
律
関
係
は

､

一

般
的
規

範
化
に

よ

る

そ

の

形
式
に

於
て

も
､

尚
､

行
政
府
に

保
留
さ

れ

た

権

利
と

み

な
さ

れ

て

も

宣
し

か

ろ

う
､

と

主
張
す
る

の

で

あ

る
｡

呵
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結

語

以

上
､

ボ
ン

基
本
法
に

於
け

る

法

律
の

留
保
を

概
観
し

て

み

る

と
､

そ

れ
が

甚
だ
し

い

混
乱
の

様
相
を

呈

し
て

い

る

こ

と
が

明
ら

か

に

な

る
｡

先

ず
､

伝
来
の

留
保
理

論
が

通
説
的
地

位
を

占
め

て

い

る

と

言
わ

れ

る
が

､

基
本
権
が

行
政
権
の

み

な

ら

ず
立
法
権
を
も

拘
束
す
る

に

至
っ

た

今
日

､

そ
れ

は

立

憲
君

主
政
及
び
ワ

イ
マ

ー

ル

憲
法
の

下
で

の

理

論
と

は

本
質
的

基
盤
を

異
に

す

る

も
の

で

あ

る
｡

ま

た

全
部
留
保
論
も

法
治
主

義
の

徹
底

に

急
な

あ

ま

り
､

現
状
を

把
握
し

得
ず

､

立

法
権
に

よ

る

自
由
権
の

侵
害

の

問

題
に

は

充
分
に

答
え
て

い

な
い

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

従
っ

て

基
本
権

の

保

障
の

徹
底
並
に

権
力
分
立
と

議
院
内
閣
制

併
用
と
い

う
ボ
ン

基
本
法

の

特
色
を

生
か

し
て

再
構
成
を

試
み

よ

う
と

す

る

留
保
理

論
の

修
正
が

注

目
さ

れ
ね

ば

な

ら
ぬ

と

思
う

｡

修
正

は

裁
判
所
と

議
会
の

二

つ

の

方
向

か

ら

な
さ

れ

つ

つ

あ

る
｡

そ

の
一

は
､

自
由
権
の

保
障
に

加
え

て

社
会
権
の

保
障
乃

至

給
付
行
政
に

於
け

る

権
利
保
護
が

考
慮
さ

れ

て

い

る
こ

と
｡

そ

し
て

そ

れ

を

行
政
裁
判
所
の

権
利
保
護
の

問
題
に

し

よ

う
と

す

る

傾
向
で

あ

り
､

そ

の

二

は
､

国
民
の

意
思
を
で

き
る

だ

け

議
会
に

反

映

せ

し
め

る

こ

と

に

よ
っ

て
､

即
ち

議
会
の

政

治
的
額
導
機
能
を

認
め

､

立

法
権
と

行

政
権
と
の

協
力
関
係
と

緊
張
関
係
に

よ
っ

て
､

給
付

行
政

､

特
別

権
力
関

係
な

ど
の

問
題
を

流
動
的
に

解
決
し

て

行
こ

う
と

す
る

傾
向
で

あ

る
｡

付

記

こ

の

小

論
の

作

成
に

際
し
て

は
､

田

上

穣
治
先

生

を

は

じ

め
､

市

原

昌
三

郎
先

生
､

杉
原

泰
雄

先

生
か

ら

多
く

の

御
教

示

を
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｡
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