
『

( 9 5 ) 畢 界 滑 息

日

本

私

港

拳
骨

(

第
二

十
一

同
大
骨
)

本
大
食
は

､

昭

和
三

十
三

年
四

月

八
･

九
の

両
日

早
稲
田

大
草
で

開
催

さ

れ

た
｡

秋
の

大
食
は

神
戸
大
挙
で

開
催
の

改
定

｡

第
一

日

午
前
は

､

民
法
部
曾
と

商
法
部

合
と

､

に

分
れ

て
､

自
由
論
題
で

次
の

報
告
が

行
わ

れ

た
｡

(

民
迭
部
合

)

一

､

慣
習
法
と

囲
家
法

-
入

合
樺
理

論
の

再
槍
討
を

中
心
に

1

鵬
敦

猷

渡
遠
洋
三

氏

二
､

現
代
刑
法
理

論
(

目

的
的
行
為
論

)

と

民

法
に

お

け

る

違
法

･

責

任
理

論

枇

敦
猷

薮

重

夫
氏

(

商
法
都
合

)

一

､

手
形
法
上
い

わ

ゆ
る

悪
意
の

抗
将
に

つ

い

て

1
-
ダ

ス

タ

フ

･

シ

ュ

タ

ン

ツ

ル

の

所

詮
を

基

鮎
と

し

て

-

朗
央
鞭

高
窪

利
一

氏

二
､

哀
義
書
香
代
理
人

制
度
に

つ

い

て

諾
新

竹
内
敏
夫
氏

渡
退
助
教
授
は

､

民
法
上

慣
習
に

従
う
こ

と

を

要
請
さ

れ
て

い

る

入

合

樺
に

つ

い

て

の

茸
態
調
査
の

結
果
に

基
き

､

従
来
の

民
法
教
科
書
の

説
明

す
る

入

合
理

論
は

､

徳
川
時
代
の

入

骨
樺
の

章
魚
の

反
映
で

あ
っ

て
､

今

ヽ

ヽ

日
の

入

禽
樺
は

､

そ

の

後
の

慣
習
法

秩
序
自
倍
の

内
部
的
欒
化

､

慣
習
法

秩
序
と

国
家
法
秩
序
と
の

矛

盾
･

封
抗
に

よ

る

欒
化

､

を

蒙
っ

て

い

る

こ

ヽ

ヽ

ヽ

と
､

お

よ

び
､

政
治
的
勝

利
を

獲
得
し
た

囲
財
法

･

園
林
法

･

地

自
法
等

の

行
政
法
的
規
制
と

入

合
の

賓
態
(

=

そ
の

反
映
た

る
べ

き

民
法
理

論
)

と
の

ギ
ャ

ッ

プ
､

を

指
摘
し
､

民
法
理

論
の

側
か

ら

更
に

研
究
を

深
め

る

べ

き

問
題
鮎
と

そ
の

方
法
論
に

言
及
さ

れ

た
｡

薮
助
教

授
は

､

濁
逸
刑
法
学
者
に

よ

り

説
か

れ
､

わ

が

国
刑
法
畢
界
で

も

数
年
来
論
議
さ

れ

て

い

る

目

的
的
行
為
理

論
の

､

ニ

ッ

パ

ー

ダ

イ
に

よ

る

民
法
の

違
法

･

着
任
領

域
へ

の

導
入
の

試
み

と
､

こ

れ
に

反

封
す
る

判

例
･

畢
説
を

紹
介
さ

れ
､

こ

の

試
み

に

封
し
､

半
ば

同
情
的
半
ば

批
判
的

見
解
を

述
べ

ら

れ

た
｡

質
疑
を

通
じ
て

の

禽
員
の

意
見
は

､

民
･

刑
両
法

の

規
制
の

封
象

･

目

的
の

差
等
か

ら
､

香
定
的
見
解
が

強
か

っ

た
｡

高
窪
氏
は

､

手
形

一

七

但
､

一

九
Ⅱ

と
､

一

〇
但

､

一

六
Ⅱ

但
と
の

重

過
失
の

必

要
性
の

有
無
等
に

つ

き
､

シ

ュ

タ

ン

ツ

ル

の

見

解
を

手
掛

り

に
､

夫
々

に

つ

き

場
合
を

分
け

て
､

認
定
の

基
準
と

重

過
失
の

必

要
性
の

有
無
と

を

説
か

れ
た

｡

竹
内
教
授
は

､

米
国
に

お

け

る

名
義
書
香
代
理

制
度
と

､

わ
が

国
に

お

け
る

同
制
度
の

採
用
の

経
緯

･

現
状
と
を

説
明
し
､

わ
が

国
で

の

問
題
鮎

に

言
及
さ

れ

た
｡

同
日

午
後
の

民
商
落
合
同
部
合
で

は
､

一

､

原
子
力
災
害
と

損
首
筋
償

二
､

古
典
的
法
人

理

論
の

再

検
討

-
サ

ヴ
ィ

ニ

ー

お

よ

び

イ
エ

リ

ン

次
の

報
告
が

行
わ

れ

た
｡

組

敷

加
藤

一

郎
氏

グ

を

中
心

と

し
て

1

鯛
単

軌

頑
地

俊
雄
氏

加
藤
教
授
は

､

原
子

力
施
設
の

設
置
に

伴
い

生

ず
る

ふ
も

し

れ

な
い

損

舶
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嘗
の

特
殊
性
と

､

そ
の

賠
償
の

取
扱
に

つ

き
､

諸

外

国
の

最

近
の

法
律

(

案
)

と

文
麒
を

手
掛
り

に
､

主
と
し

て

民

法
の

領
域
内
で

の

問
題
鮎
を

指
示

し
て

､

同
氏
の

見
解
を

述
べ

ら

れ
た

｡

両
地

教
授
は

､

サ

ブ
ィ

ニ

㌧

イ
ェ

リ

ン

グ

の

古
典
的
法
人

理

論
を

封

象
と

し

て
､

そ

れ
を

､

畢
に

白
己

完
結
的
論
理

髄
系
と

し

て

で

は

な

く
､

夫
々

の

時
代
の

現
貴
社
合
に

上
り

構
造

規
定
を

受
け
つ

ゝ

､

逆
に

そ

れ

が

封
象
の

再
生

産
の

た

め
に

媒
介
的
機
能
を

営
む

､

と
い

う
相
互

作
用
の

連

績
的
過
程
と

し

て

の

学
説
史
的
畿
展
の

う
え

に
､

夫
々

の

占
め
る

べ

き

位

置
づ

け

(

寄
輿

･

映
陥
)

を

す
る

こ

と
に

よ

り
､

そ
の

成
立

･

機
能

･

嶺

展
に

関
す
る

経
験
科
畢
的
客
観
法
則
を

解
明

し
ょ

う
と

さ

れ

た
｡

第
二

日

は
､

正

午
か

ら
の

絶
食
お

よ

び

懇
親
合
を

は

さ

ん

で
､

午
前
午

後
を

通
じ

て
､

『

法
人
論
に

つ

い

て
』

の

民

商
法
合
同
部
合
の

シ

ン

ポ

ジ

ウ

ム

に

あ
て

ら

れ

た
｡

午
前
は

左

記
テ

ー

マ

で

畢
説
の

紹
介

･

問
題
鮎
の

指

摘
を

圭
と

す
る

報
告
が

行
わ

れ
､

午
後
は
こ

れ

に

基
き

自
由
討
論
が

な

さ

れ
た

｡

一

､

箕
慧

組
北

鰍

服

業
三

氏

二
､

機
関
論

紺

猷

石
本
雅
男
氏

服
部
教
授
は

､

濁
逸
の

扶
式
物
権
説

･

債
権
説
お

よ

び

両
者
を
吸

収
し

た

社
員
樺
論
の

畢
説
的
系
譜
を

､

現
今
の

社
員
樺
論
争
ま
で

た

ど

り
､

通

説
的
な

社
員
樺
論
の

立

場
で

の

わ
が

現
行
株
式
食
紅
法
の

諸
規
定
の

解
揮

が

技
巧
的
構
成
に

過
ぎ

､

ま
た

既
に

破

綻
を

爽

し

て

い

る

鮎
を

も

指

摘

し
､

こ

れ
に

代
る

株
式
債
権
説

･

株
式
禽
政

財
国

論
も

解
繹
論
と

し
て

は

無
理
が

あ

る

と

し
て

､

抹
式
合
祀
は

社
圃
よ

り

財
圃
に

近
い

第
三
の

範
疇

と

し
て

把
握
さ

る

ぺ

し
､

と

し
､

そ
の

具
饅
駒
内
容
の

槍
紆
は

今
後
に

魂

甜

さ

れ

た
｡

石
本
教
授
は

､

近
代
法
人

理

論
の

始
租
と
さ

れ

る
サ

ブ
ィ

ニ

ー

の

法
人

論
を

､

ギ

ー

ル

ケ
の

こ

れ
に

封
す
る

批
判
は

的
外
れ
で

あ

り
､

か

つ

そ
の

理

論
は

現
賓
紅
曾
の

擬
制
的
把
握
に

基
く

と
し

て

排
斥
し

な
が

ら
､

詳
論

し
､

解
渾
撃
と

し
て

賓
在
説
を

と

る

か

擬
制
説
を

と

る

か

は
､

現
賓
社
食

の

封
象
圃
髄
の

生

け
る

賓
態
が

ど
の

記
に

適
す
る

構
造
を

有
す
る

か
に

よ

っ

て

決
定
さ

れ

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
､
･

と

論
結
し
､

法
人
の

行
為
能
力
･

不

法
行
為
能
力

･

法
人
の

理

事
は

代
表
者
か

代
理

人
か

等
の

鮎
に

つ

き
､

南
方
の

立
場
か

ら

問
題
鮎
を

指
摘
さ

れ
た

｡

午
後
の

自
由
討
論
で

は
､

先
ず
服
部
教
授
の

報
告
を

め

ぐ
っ

て
､

桧
田

博
士
が

自
説
を

補
強
さ

れ
､

こ

れ
に

対
す
る

鈴
木
教
授
の

質
問
を

契
機
に

両
者
の

間
に

烈
し
い

應
酬
が

な

さ

れ
､

更
に

､

財
圃
粛
を

と

る

八

木
教

授

が
､

再
度
に

亙
っ

て

そ
の

見
解
を

述
べ

ら

れ

た
｡

し
か

し

括
顧
な

討

論
に

も
か

か

わ

ら

ず
､

服
部
教
授
に

よ
っ

て

な

さ

れ

た

賓
定
諸
規
定
に

印
し

た

ヽ

ヽ

ヽ

諸
批
判
に

､

各
々

の

(

殊
に

通
説
の
)

立

場
か

ら

統
一

的
説
明

を

輿
え

て

答
え

る

と
い

う
鮎
ま

で

は

討
論
は

及
ば

な
か

っ

た
｡

次
の

石
本
教
授
の

報
告
を

め

ぐ
っ

て

の

討
論
で

は
､

川
島
教
授
が

方
法

論
に

つ

い

て

石
本
教
授
の

所
説
に

賛
成
さ

れ
､

ま
た

来
栖
教
授
が

ギ

ー

ル

ケ
の

理

論
に

つ

い

て

の

疑
問
を

表
明
づ

れ

た
｡

稔
り

葺
か

な

収
穫
は

､

か

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

く
て

得
ら

れ

た

右
の

方
法
論
に
■
よ

り
､

今
後
な

さ

れ
る

べ

き

現
在
の

諸
国

髄
の

生

け
る

賓
態
の

正

確
な

調
査

･

把
握

､

お

よ

び

そ
の

成
果
の

法
律
学

ヽ

ヽ

上
の

解
繹
論
的
構
成
の

次
元
へ

の

止

揚
､

と

い

う
よ

り

困

難
な

作
業
を

な

し

と

げ
て

の

み
も

た

ら

さ

れ

る

で

あ

ろ

う
｡

さ

れ

ば
､

我

妻
理

事
長
か



ら
､

最
後
の

討
論
者
で

あ
る

衆
栖
教

授
に

､

次
回
の

犬
舎
で

､

恐
ら

く
は

こ

の

鮎
の

解
決
な

く
し

て

は

十

分
な

解
明
の

得
ら

れ

な
い

で

あ

ろ

う
『

法

人
の

代
表
者
と

代
理

人
の

関
係
に

つ

い

て
』

の

研
究
報
告
を
お

願
い

し
て

】一
層
の

費
展
を

次
同
大
曾
に

期
し
っ

1

､

本
大
食
は

幕
を

閉
じ

た
｡

(

一

橋
大

畢
助

手
･

好

美

清

光
)

∂7




