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一

橋

漁

業

第
二

十
七

春

希
三

戟

●

憲

法

改

正

の

限

界

j 抑∂

市

原

昌

三

郎

日

本
国
寮
法
の

制
定
が

膏
膚

望
芸
の

､

同

意

法
務
七
十

三

保
の

事

績
に

よ

る

改
正

と

さ

れ

た
が

ら
､

形

式
的
に

も

全

條
文
が

全

く
一

新
さ

れ

た
ば

か

り
で

た

く
､

内
容

的
に

も
､

全

面
的

､

根
本
的
欒
更
で

あ
つ

て
､

そ

こ

に

何
等
の

津
的
連
績
性

を

認
め
え

な

い

と

こ

ろ

か

ら
､

膏
帝
国
藩
政
第
七

十

三

條
の

解
繹
を

め

ぐ
り

､

療
法
改
正

櫨
の

限
界

が

論
議
さ

れ
､

一

般
に

膏
帝
国

葉
酸
第
七

十
三

條
が

新
窯
港
制

定
の

法
的
根
接
た
り

え

な

い

と

壬

張
さ

れ

空
…

望
芸
の

記

憶
に

新
億

と

こ

ろ
で

あ

告

以

下
､

私
が

論
ず
る

の

は

意
蕗
改

溝
の

添
的
限
界
の

問
題

､

即
ち

､

例
へ

ぼ
､

日

本
国

意
津
第
九

十
大

條
に

定
め

ら

れ

皇
買
改
正

手

鏡
を

ふ

め

ば
､

白
木
国

憲
法
の

中
の

如

何
た

る

規
定
を

も

そ
の

封

象
と
た

し
､

＼

如
何
な

る

内
容
の

改
正

も

可

能
か

､

或
ひ

は
､

そ
こ

に

何

で

等
か

の

限
界
が

あ

る

か
､

叉

あ

る

と

す
れ

ば
､

.
そ
れ

は

何
か

と
■
い

ふ

問

題
で

あ
る

｡

(

鞋

こ

憲
法
改
正
は

清
官
教
授
の

眈
に

指
摘
せ

る

如
く

､

｢

国

儀

饅
系
に

於

け

る

憲
法
の

意
義
の

重

要
性
に

照

ら

し

て
､

お

よ

そ

図
法
の

制
定

又

は

改
正
の

う
ち

､

健
二

次
的
且
っ

､

最
も

基

本
的
た

意

義
を

も

ち
､

憲
法
制
定
論

､

塞
法

改
正

論
は

国

法
創

設

論
､

国
法

動
態
論
の

出

費
鮎
で

あ

り
､

大
前
捷
で

あ
る

｡

+
｡

私
が

こ

ゝ

で

こ

.の

問
題
を

取

上

げ
て

考
察
す
る

に

昔
つ

て

は

決
し
て

､

そ

れ

に

確
定
的
た

結
論
を

輿

ー

ト

臣

⊥

ヤ
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)

へ

よ

う

と

す
る

の

で

も
た

く
､

叉

更
に

は

日

本
国

憲
法
自
饅
の

問
題
と
し

て

之

を

取

上
げ

､

日

本
国
憲
法
に

於
け

る

憲
法
改
正
の

限
界
を

論
じ

ょ

う

と

す
る

の

で

も
な

い
｡

ロ
ハ

､

こ

の

間
題
を

論
ず
る

に

首
つ

て
､

解
決
を

迫
ら

れ

る

問

題
の

所

奄

鮎
を

指
摘
す
る

と

共
に

､

を

れ

＼

ら
の

問

題
に

で

き

う
れ

ば
一

應
の

整
理

を

輿
へ

､

今

後
の

私
の

研

究
の

基

礎
を

築
か

ん

と

す
る

も
の

に

外
な

ら

な
い

｡

放
て

､

畢
詮
上

､

こ

の

楼
た

憲
法
改
正

作
用
の

限
界
に

関
し

て
､

三
つ

の

立

場
が

取

ら

れ
て

衆
た
こ

と
は

清
宮
教
授
に

よ

り

照

介
さ

れ

(

鼓
ニ

)

た

所
で

あ

る
｡

帥
ち

､

(

こ

憲
法
改
正

作
用

竺
律
無
制
限
に

安
定
法
上
の

作
用
た

り

と

す
る

G
･

A

冒
g
t

N
､

(

二
)

憲
汲

改
正

作
用

は

全
て

起
算
定
法

的
作
用
で

あ

る

と

す
る

拙

古

記
打
F
p

邑
､

(

三
)

憲
法

改
正

作
凧
に

区

別
､

限
界

を

設

け
る

詮
､

c
.

哲
F

㌢
i

t

t

(

註
三
)

が

之
で

あ

る
｡

以

下
､

私

は

前
述
の

様
な

意
固
の

下
に

､

憲
法
改
正

行
為
と

国
際
法

､

愚
艶
改
正

行
昏
と

取
木
規
鞄

､

巌

準
改
正

行

革
L

自
然

法
､

と

い

ふ

三

つ

の

敬
鮎

か

ら

憲

法
改
正

行
為
の

問
題
を

鼓
つ

て

行
く

｡

(

鼓

こ

清
官
教

授
｢

悪
法

改

正

行

焦
+

野

村

教
授
濃

厚

祝

賀

公

韓
政

治

静

集

(

鼓
二

)

同

右

四

-
ニ

ー

貫

(

撃
ニ

)

何
､

畢
詮
の

應

介
と

し

て

は

芦
J

･

A
r

邑
丸
い

雷
管
持

昌
一

ぎ
碁
F
O

ロ

血

暫

く
e

旨
∽
∽

旨
内

払

邑
寛

呂
粥

臼
P
ロ

ビ

d
¢
り

W
e
i

ヨ
P
r

e
り

声
0
小

臣
笥
0

旨
P

設

計
粥
-

-

諾
N

が

あ
る

が
､

断
片
的
で

詳
細
を

快

く
｡

】

薫
迭
改
正

行
為
と

国
際

法
(

註
一

)

J

国

際
法
と

塞
法
改
正

行

為
と
の

関
係

､

即
ち

､

寮
法

改
正

に

勤
し

て

国

際
法
が

何
等
か

の

限

界
と

放

る

も
の

か

ど

う

か

と
■い

ふ

問
題
は

､

如

意
法

改

正
の

限

界
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三
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印

一

般
的
に

国
際
法
と

国
内
浩
の

問

題
と
し

て

取

扱

語
る

｡

｡

の

問

題
を

め

ぐ
る

従
衆
の

撃
詮
の

封

書
省

み
､

そ
の

個

這
つ

い

て

論

.
鮒

ず
サ

言
と

は
､

常
面
の

主

題
と
は

一

膳
離
れ
る

し
､

叉

そ
の

飴
裕
も

輿
へ

ら

れ
て

ゐ

な
い

｡

こ

1

で

ほ
こ

の

主

題
と

開
係
す
る

.
限
り

に

於

て

の

み
､

そ

れ

ら
の

論
争
に

ふ

れ
る

こ

と
に

止

め

る
｡

ケ

ル

ゼ

ン

に

於
け

る

国
際

法
と

国
内

法
と
の

二

元

論
的
構
成
は

､

国

際
法

と

圏
内
注
が

共
に

法
と

し
て

認
識
さ

れ
る

と
い

ふ

こ

と
､

そ

の

こ

と
か

ら

常
然
要
請
さ

れ

る

認
識
論
的
意

味
.

に

於
け

る

統
一

で

あ
つ

て
､

そ
の

故
に

彼
に

あ

つ

て

は

｢

国

際
法
優

位
+

の

仮
設
も

､

も

｢

国
内
法

優
位
+

の

偶

語
も

共
に

欝
識

論
的
借
詮
で

あ
り

､

法

律
的
に

は

両

者
は

同

等
の

腐
倍
を

も
つ

｡

従
つ

て

こ

の

何
れ

を

選
ぶ

か

は

認
識
者
又
■

は

評
慣
者
の

起
法

律
的
た

倫
理

的
敢

治

的
な

理

由
に

基
い

て

の

み

決

定
さ

れ

る

こ

と

と

空々
｡

国
際
法

優
位
論
は

国
内
法

優

位

論
に

比

し

て

多

く
の

添
律
的
関
係
を

通
常
に

把
屈

す
る

事
が

で

督

る

こ

と

は

否

定
で

き

た
い

が
､

発
天

的
な

法

律
的
所

輿
と
い

ふ

楼
た

も

の

は

全

く

存
在
せ

ず
､

全
て

の

法
は

特
定
の

模
本
的
仮
詮
の

設

定
に

よ

り

始
め
て

安
定
的
に

創
造
さ

れ

る

の

で

あ
る

か

ら
､

国
際
津
優
位

(

醸
二

)

構
成
が

経
腰
に

照

ら

し

て

必
.

然
的
漑

選
揮
さ

れ

る

と
い

ふ

こ

と

は

あ
り

え

な
い

｡

之
に

勤
し

て

横
田

教
授
は

｢

両

者
の

関
係
の

純
粋
に

論
理

的
に

可

能
な

構
成
は
二

つ

に

瞑
ら

れ

ず
､

認
識
宝

飯
は

自
由
に

ど
の

様
た

構

成
を

も

定
立

し

う

る
｡

併
乍
ら

､

こ

れ
ら
の

諸
構
成
は

本
質
に

あ
て
1
利
率
約
傾

攣
あ
る

三
れ

鞍
任

意
に

筆
立

さ

れ

た

構
成
が

ど

れ

む

直
ち

に

正

常
な

構
成
で

あ
る

と
は

言
へ

た

い
｡

科
畢
的
侭
詮
は

料

率
に

輿
へ

ら

れ
み

二

切
の

封

象
を

統
一

的
に

理

解
さ

せ

る

為
の

仮
詮

的
命
題
で

軋

り
､

一

切
の

封

象
を

統
一

的
に

理

解
さ

せ

る

所
に

､

倣
詮
の

機
能
が

あ
る

｡

そ

れ

故
､

こ

れ

ら

諸
構
成
に

封

し
て

取

捨
選
持

す
べ

き

規
準
は

輿
へ

.
ら

れ

た

国
際

法
と

国
内

法
と
の

法
的
諸
性
腎
で

あ
り

､

何
れ
の

構
成
が

国
際
法
と

園
内

放
と
の

法
的

諸
性

質
を

居
盾

(

註
三
)

た

く

統
一

的
に

説
明

し

う

る

か

で

あ

る
｡

+

と

言
ふ

意

味
の
■
こ

と

を

論
じ

､

国
際
法

優

位
構
成
こ

そ
が

こ

の

意

味
に

於
て

正

常
た

仮
設
で

､
.
L

卜

h

}
㌧

㌧

′
+

､



(

註
円
)

あ

る

と

し
､

｢

国
際
法

優

位
理

論
は

国
際
法
と

国
内

法
と
の

暫
定
駄

掛
園
像

を

そ

の

隆
に

露
語
し

た

も
の

で

あ

る
+

と

速
. べ

て

ゐ

る
｡

又

ヴ
.
ア

ル

ツ

も

論
理

的
に

可

能
た

理

論
的
諸

横
風
を

汝

律
的
経

験
に

照

ら

し

て

判
断
す
る
.｡

そ

し

て

｢

国

際
法

と

国
内

法

と
の

関
係
の

正

確
た

理

論

的
構
成
を

得
は

ぅ

と

す
る

努
力
の

成
果
を

遠

敷
す
る

と

き

は

従
爽
の
､
二
光

的
構
成
と
二

元

附
構
成
と
の

根
本
的
郵

立

に

於

け

る

激
し

い

論
争
が

､

論
争

q
封

象
外

的
確
な

表

現

と

之

に

関
係

す
る

賓
詮
的
な

革
質
の

厳
密
た

許
慣

に

依
つ

て
､

其
の

本
来
の

意

味
を

失

･

は

な

け

れ

ば

た

ら

な
い

こ

と

を

知

る
｡

何
と
な

れ
ぼ

､

賓
際
的
に

問
題
と

な

る

論
争
の

分
野
は

､

今
日

に

於
て

は
､

一

切
ゐ

慎
重

な

埋

設

に

よ
り
､

そ

れ
人

＼
に

多

少
の

こ

エ

ア

ン

ス

の

差

異
は

あ

る

に

せ

よ
､

本
質

的
に

は

疑

問
の

飴
地
の

た

い

申
立

地

帯
と

し

て

承

認
さ

れ
て

ゐ

ろ

か

ら

で

鳩
首

表
.

際
潜
の

法
律
的
性

質
国
際
法
違
反
.

町
園
内
放

町
安

蔦
性
｢

囲
際

嘩
叫

書
.の

原
則

的
な

聞
打
化
)

｡

論
争
心

算
際

的
た

結
果
や

寄
算
よ

り

も

寧
ろ

構
成
や

名

辞
に

国
保
し

て

ゐ

る
｡

そ

れ

に

も

拘
ら

ず
激
し

い

論
争
が

嶺
け

ら

れ

る

の

は
､

特
定
の

構
成
町

(

鼓
五
)

背
後
に

は

特
定
の

政

治

的
要
望
が

除
夜
さ

れ
て

ゐ

る

と
い

ふ

事

賓
に

因

る

の

で

あ

る
｡

+

と

述
べ

■
て

ゐ

る
｡

雨
着
は

そ
の

表
現
に

於
て

多

少
の

相

異
は

あ

る

が
､

共
に

､

図
際
法

と

国
内

法

と
の

関
係
を

如
何
に

構
成
す
る

か

は
､

畢
な

る

認
識
論

的
意

味
か

ら

決
定
さ

れ
て

は

な

ち
た

い

と
い

ふ

こ

と
を

示

す
も
の

で

あ

る
｡

一
横
田

教
授
に

よ

れ

ぼ
､

科

挙
的
侭
詮
は

そ

の

料

率
に

輿
へ

ら

(

註
六
)

れ

た

封

象
を

統
一

的
に

理

解
せ

し

め

う
る

限
り

､

仮
設
と

し

て

の

機
能
を

も

ち
､

正

常
性

を

主

張
し

う
る
. ｡

と
さ

れ

る
｡

そ

れ

故
､

も

し

所

輿
の

封

象
が

可

攣
的
な

も
の

で

あ
る

場

合
に

は
､

所

輿
の

封

象
の

欒
化
に

件
ひ

､

個
詮
の

正

常
性
は

問
題
と

な

る
｡

即
ち

､

所

輿
の

封

薮
が

も
は

や

そ
の

仮
詮
を

以
て

し
て

は

統
+

的
に

詮
明

さ

れ
え

な

い

.こ

と
に

た

れ

ば
､

そ

の

儀
り

に

於
て

､

そ
の

儀
詮
は

仮
設
と

し

て

の

機
能
を

有
し

た

く

な
り

､

仮
設
自
膿
も

欒
更
を

駄
俵
な

く

さ

れ

る
｡

逆
に

封

象
が

仮
設
に

よ

り

欒
吏

を

う

け
､

偏
詮
の

命

ず
る

所

に

従
ひ

､

'

J

惨
正
を

う

け

る

と

す
る

こ

と

は

以

上
の

こ

と
か

ら

し

て

倣
詮
の

本
質
に

相

反
す
る

も
の

で

あ

る
｡

儀
詮
か

ら

新

興
の

封

象
が

制
約
さ

れ

る

初

産
法

改
正

の

限

界



一

橋

論

叢

第
二

十
七

巷

第
三

壊

36

･
の

で

は

た

く
､

封

象
に

よ
り

條
詮
が

制
約
き
れ
■
る

｡

従
つ

て

妄
の

償
詮
を

月
ら

設

定
し
て

､

そ
｡

か

ら

出

饅
し

て

逆
に

所

輿
の

全

対

象

糾

を

仮
設
に

適
合
せ

し

め
て

構
成
す
る

が

如
き

ほ

簡
さ

れ
た

い
｡

こ

の

こ

L

は

嘗
面
の

課

題
で

あ
る

､

国
際
法
と

国
内

法
と
の

関
係
の

構
成

に

つ

い

て

皇
口

へ

る
｡

自
ら

設

定
し

た
一

重
の

理

論
的

構
成
か

ら

逆
に

金

賞
定
法
の

せ
界
を

構
成
し

ょ

う
と

試
み
る

こ

L

は

許
さ

れ

な
い

. ｡

そ

れ

故
｢

国
際
法
と

国
内
法
と
の

関
係
と

し
て

国

際
法

優

位
構
成
が

所

輿
の

封

桑
と
の

閲
聯
か

ら

正

常
た

構
成
と
さ

れ

た

と
し

.て

も
､

そ

こ

か
■
ら

逆
に

､

営
然
に

､

国
際
法
が

全

て

の

国
内
法
に

封
し
て

､

恰
も

､

一

国
家
内
の

憲
法
と

他
の

法
形

式
と
の

間
に

於

け

る

が

如
き

関

係
k

あ

る

こ

と

を

導
き

出

す
こ

ど

ほ

許
さ
れ

な

い
｡

こ

の

こ

と

は

横
田

教
授
も

亦
､

｢

国
際
法
が

上

位
に

立
つ

と

言
つ

て

斗
必

ず
し

も

周

際
法
の

全

部
が

国
内

法
の

上

位
に

立
つ

と
い

ふ

わ

け
で

は

な
い
｡

国

際
法
の

う

ち
で

､

諸
国
の

国
内
法
の

教
カ

を

そ
れ

ぞ

れ
の

国
で

認
め

る

規

則
が

国
内
法
の

上
に

立
つ

わ

け
で

あ
る

｡

･そ
の

外
の

国

際
法
の

規
則
は

､

直
接
に

国
内
法
の

上

に

立
つ

わ

け
で

は

な

い
｡

こ

れ

ら
の

規
則
は

､

園
内
駄
と

卒

列

し

た

闘
係
に

あ
る

と

言
へ

よ

う
+

し

か

し
､

右
の

よ

う

に
､

国
内

法
の

教
カ
に

関
す
る

国
際
法
の

規
則
が

園
内

添
の

上

に

立

ち
､

こ

の

規
則
と

他
の

国
際
港
の

規
則
と

を

合
せ

て

国

際
法
の

仝

鰹
を

構
成
す
る

か

ら
､

仝

鮭
と

し
て

見
れ

■
ば

､

国
際
港
が

■(
託
七
)

国
内
法
の

上

に

立
つ

こ

と

に

な

る
｡

国
際
法
が

国
内
法
の

上

空
且

つ

と

言
う
の

は
､

こ

の

意

味
に

於
て

ゞ

あ

る
｡

+

と

言
ひ

､

｢

圃
際
法
と

園
内

港
の

関
係
に

つ

い

て

ほ
､

既
に

述
べ

た

梗
に

､

畢
詮
が

分
れ

て

ゐ

る
｡

し

か
し

､

い

づ

れ

に

し

て

も
､

国
際
法
が

国
内
法
上
で

数
カ

I

(

詫
八
)

を

有
す
る

に

仕
､

明

示

的
ま

た

僧

獣
示

的
に

そ
の

こ

と

を

国
内

綾
上
で

認
め

ら

れ
て

ゐ

た

く
て

は

た

ら

な

い
｡

+

と

述
べ

て

認
め

て

ゐ

る

所
で
.

を

る
｡

安
井

郁
氏
も

亦
､

｢

国
際
法
単
に

於

け

る

苗
俸
よ

り

離
れ

て

国
際
法

的
規

資
を

直
税
す
る

人
は

､

第
一

に

国

際
法

と

国
内
法
と

が

相
互

香
淀
の

関
係

空
且

つ

も
の

で

は

な

く
､

一

定
の

法

律
的
闊
係
に

於
て

結

合
さ

れ
て

ゐ

る

こ

七

を
､

第
二

に

国

際
法
は

少

く

と

も

そ

(

註
九
)

.
あ

最
上

端
に

於
て

国
家
の

書
法
の

上

に

出

る
ナ
+

上

を
､

周
際
法

傍
聴
論
者
と

輿
に

詔
め
る

で

為

ち
う

｡

禰
者
が

優
に

成
る

程
度
の

席

令
廟

.
1

-
し

卜

し

､

.｢

し

r



係
に

あ
り

､

又

国
際
法
が

園
内
故
に

封
し

て

眈
に

或
る

程

度
に

於
て

優

位
す
る

こ

と
､

は

藤
資
で

あ

る
｡

問

艶
と

な
る

の

瀬

現

代
に

放
け

る

(

註
一

〇
)

そ
の

程
度
の

確
定
で

あ

る
+

､

｢

排
撃

さ

る

べ

軋

は
､

国
際
法

優
位
構
成
そ
の

も
■の

で

は

な

く
､

其
の

無
制

限
な

蹟
大
で

あ

る
｡

国
際
法
が

■

.

国
内

法
に

勤
し

て

優
位
た

る

こ

と

は

季
び

え

な

い
々

問
題
は

そ
心

意

義
及

び

限
界
で

あ

る
｡

其
の

意

義
が

通
常
に

把

捉
さ

れ
､

且
つ

そ
の

限
界
が

厳
密
に

守
ら

れ

る

限
り

､

国
際
法

優

位
構
成
は

国
際
法
の
一

敗
理

論
を

建
設

す
る

た

め
の

立

場
と
し

て

充
分
の

債
倍
を

も
つ

も
の

(

賢
一

一

)

で

あ

る
+

と
し

て

こ

の

こ

と

を

主

張

し
て

ゐ

る
｡

一

純

粋
に

法

論
理

的
に

雨
着
の

関

係
を

考
察
す
む

限
り

､

少

く

と
も

規
範
論
理

的
に

は

国
際
法
の

国
内
法
に

封

す
る

優
位
は

否

定
し

え

な

い

と

思

は

れ
る

｡

併
乍
ら

､

こ

ゝ

で

問
題
と

す
る

の

は

安
定

的
な

両

者
の

関
係
で

滴

る
｡

徹
底

的
な

国

際
法
優
位
構
成

-
を

れ
は

周
際

法
上
の

規

準
に

従
つ

て

従
巌
的
な

国
内

法
秩
序
の

成
立

及

び

安
富
性
を

決

定
し

､

′

従
つ

て

国
内

法
秩
序
を

国
際
法

秩
序
の

部
分
法
秩
序
と

し
て

委
任

す
る

世
界

法
秩
序
を

必

然
的
に

意

味
す
る

に

至

る

-
が

主

張
し

う

る

為
に

は
､

先
づ

何
よ

り

も

先
に

､

国
際
法
社
食
の

構
造

そ
の

も
の

ゝ

分
析
が

必

要
で

あ
り

､

そ
の

儀
果

､

国
際
法
政
令
が

個
別
的
国
家
を

そ
の

部
分
的
社
食

-
従
つ

て

周
家
の

主

権
が

放
棄
さ

れ
､

偲
も

一

国
家

内
に

於
け

る

地

方
公

共

圃
饅
の

如
き

立

場
に

立
つ

ー
と

す
る

〓
ノ

の

世
界

法
敵
倉
.と
し
て

確
定
さ

れ
て

ゐ

る

こ

と
が

要
請
さ

れ

か

の

で

は

あ

る

ま
い

か
｡

換
言
す
れ

ぼ

国
際
社
食
が

､

個
別

的
国
家
間
の

囲
係

に

す
▼ぜ

ず
､

眞
の

意
味
で

の

一

つ

の

社
食
を

形

成
す
る

に

到
ら

な
い

限
り

､

国
際
法

も

亦
､

本
質
的
に

は

個
別

的
国

家
間
の

関
係
の

法
に

す
ぎ

な
い

で

濁

ら

う
｡

即
ち

､

国
家
の

性
質
の

根
本
的
欒
更
に

よ

る

国
際
法

社
食
の

眞
秒

社
食
と

し
て

の

成
立

､

即
ち

､

単
純
な

融
合
に

止
ま

ら

ぬ

政

治

的
た

圃

鰻
の

確
立
が

な

く
し
て

は

徹
底
的
た

国
際
法

優
位
論
ほ

主

張

し

え

た
い

も
の

と

思
は

れ

る
｡

こ

の

様
に

法
と

社
食
と
の

関
係
を

考
へ

る

こ

と

に

倒
し
て

は

よ

り

立

許

入
つ

た

理

論
的
基

準
つ

け

を

必

要
と

す
る

が

こ

こ

で

は

ふ

れ

た

い
｡

.

釦∂

憲
法

改
正
の

限

界



8
【

J

れT

-_
て

一

橋

裔

叢

第
二

十
七

春

希
三

凍

結
局

､

私

は
､

国
際
法

と

国

内

法
と

■
の

安
定
的
た

関
係
は

､

囲
際
法

的
規

賓
の

分
析
の

結
果

､

決

定
さ

れ

る
■べ

居

で

あ
り

､

そ
の

為
に

は

国
際
法

社
食
の

構
造
の

分
析
こ

そ

が

最
も

重

要
な

意

味
を

も
つ

も
の

と

考
へ

る
｡

ヴ
ア

ル

ツ

は

既
達
の

如
き

立

場
斡
ら
国

際
法
の

国
内
法
に

封
す
る

法

律
的
た

作
用
の

性
質
及
び

程
度
を

問
題
と

し
､

国
際

法
の

国
内
津

に

射
す
る

原
則
的
な

優

位
が

認
め
ら

れ

る

と
し
て

も
､

こ

の

こ

と

か

ら

直
ち
に

こ

の

軌
題
に

封

す
る

解
答
を

導
き

出

す
こ

と

は

で

き

な

い
､

之
は

具
健
的
に

経

験
し

う

る

国
内
法

上
の

確
定
的
た

慣
行
に

よ

つ

て

明

ら

か

に

さ

れ

な

け

れ

ぼ

な

ら

な

い

と

し
､

之

を

主

要
た

国
内
法
秩

序
に

於
て

検
討
し

､

｢

国
際
法
違
反
の

国
内
法
を

定
立

す

る

こ

と

が
､

国
際
法

上
の

不

法

行

為
の

一

で

あ

る

こ

と

は

疑
の

飴
地
が

た
い
｡

被
寄
国
は

加
害
国
の

国
際
責
任
を

間
ふ
こ

と
が

で

き

る
｡

国
際
責
任
の

解
除
の

為
に

は

幾
多
の

方
法
が

認
め

ら

れ

て

ゐ

る
｡

注
意

す
べ

き

ほ

如
何
凍
る

場
合
に

も

国
際
法

違
反
の

国
内

法
は

直

接
に

は

国
内

法
上
の

行
為
に

よ

つ

て

の

み
､

排
除
さ

れ

る

こ

と
で

あ
る

｡

国

内
法

は

国
際
法
に

よ

つ

て

直
壕
に

無
数
と

さ

れ

る

こ

と

は

な
い
｡

国
際
法
の

安
常
の

態
様
の

特
性
は

こ

ゝ

に

示

さ

れ

て

ゐ

る
｡

国
際
法
は

諸
国
内

注
釈
序
の

上
に

立
つ

も
の

で

あ

る

が
､

其
の

直

接
の

作
用
は

園
内

汝
萩
序
に

基
い

て

安
富
す
る

法
律
規
範
の

範
囲
内
に

及
ぷ
.

て

と

は

た

い

(

鞋
一

ニ

)

の

で

あ

る
+

｢

国

際
法
が

算
定
的
た

拘
束
力
を

濁
す
る

法

律
規

範
の

複
合
懐
と

し

て

存
在

す
る

こ

と

は

靡
が

な

い
｡

こ

の

国
際
法
は

原
則

と

し

て

国
家
に

向
け

ら
れ

て

か

る
｡

少

ぐ

せ
も

通

常
の

場
合
に

は

個
人
に

対
し

て

直

贋
に

安
督
す
る

こ

と

は

な
い

｡

国
際
法
と

個
人
と
の

聞
に

は

直
接
に

拘
束
す
る

国

内

法
が

介
入

す
る
｡

国
際
法
は

之
に

よ

つ

て

個
人
の

特
定
の

欺
態
ヤ

行
為
に

関
係
し

､

現

賓
の

世
界

と
の

緯

(

註
】

三
)

合
を

保
つ

て

ゐ

る
｡

国
際
法
の

法
律
的
特

質
は

其
の

現

在
の

状
態
に

放
て

ほ

国
内

法
に

よ

る

間

接
化

に

存

す
る

の

で

あ

る
｡

+

と

要
約
し

て

ゐ

る
｡

′

か

く
て

我
々

は

国
際
法

的
硯

賓
の

検
討
に

立

入
る

の

で

あ
■
る

が
､

そ

の

際
､

注

意

す
べ

き

こ

と

は
､

■
個

別

的
圃
家
の

嘗
定
法
の

検
討
は

､

必 β

､

ゝ

′
汁
八

.
.山車

こ

■
.
弓

ヽ

一
√

巨
..
■仙



そ

れ

が

国
際
法
に

対

す
る

国
内
法
の

関
係
の
一

般
的
傾
向
を

示

唆
す
る

意

味
は

も

ち

う
る

が
､

個
別

的
国
家
の

法
に

於
て
｢

か

く
か

く
と

■

規

定
さ

れ
て

ゐ

る

か

ら

と
し

て
､

そ
こ

か

ら

直
ち

に

両

者
の

開
係
に

対

す
る

何
れ

か

の

結

論
を

ひ

き

出

す
こ

と
は

安
督
と
は

云
へ

ず
､

か

か

る

態
度
は

眈
に

そ
の

根
本
に

於
て

国
内

法
優

位
構
成
を

認
め
る

者
と
云

は

ぎ

る

を

得
な
い

も
の

で

あ
り

､

仮
令

､

そ
の

算
定
法
上

､

囲

■
際
港
優

位
の

立

場
が

探
ら

れ

て

ゐ

た

と

し
て

も
､

そ

れ

は

国
内

法
の

そ
の

様
た

規
定
自
髄
に

よ

つ

て

基

礎
づ

け
ら

れ
､

認
め

ら

れ

た

も
の

で

あ
つ

て
､

そ
の

規
定
の

廃
止
は

督
然

､

そ
の

立

場
を

香

寿
す
る

に

至
る

場

合
を

も

考
へ

う

る
｡

そ

れ

望
昌

は
ゞ

国
内
法
の

国
際
法
擾

位

.

を

認
め

る

創

設

的
規
定
に

す
ぎ
な

い

と
も

主

張
し

う

る
｡

そ

れ
が

､

創

設

的
規
定
か

､

戎
ひ

は

宣
言

的
規
定
か

は

結
局

､

国
際
法

社
食
の

分
析
か

ら

始
め

た

け

れ

ば

な

ら

な
い

､

L

と

言
ふ
こ

と

で

あ
る
｡

か

1

る

留
保
を

患
い

た

後
､

一

應
個
別

的
国
家
の

之
に

封

す
る

態
度
を

検
討
す
る

と
､

漸
次

､

特
に

第
二

次
大

戦
を

契
機
と
し

て

国
際

法

社
食
の

眞
の

法
国

醸
と

し

て

の

確
立
へ

の

努
力
が

窺
れ
る

｡

即
ち

､

ボ

ン

農
法

第
二

五

僕
､

フ

ラ

ン

ス

恵
法
第
二

六

條
､

イ

タ

リ

ア

素

法

第
一

〇

傑
は

明
ら

か

に

国
内

法
に

■
封

す
る

国

際
法
の

優
位
を

認
め

､

又

ボ

ン

薫
法

務
上
四

俵
､

フ

ラ

ン

ス

蕎
法

前
文

､

イ

タ

リ

ア

青
法

第

二
條
は

仮
令

､

卒

和

的
な

秩
序
の

防
禦
又

は

維
持
の

為
に

の

み

な

さ

れ

る

と

限
定
さ

れ
､

叉
､

ボ

ン

意
法
の

場
合
を

除
き

､

.
相

互

主

義
を

條
件

と

す
る

に

せ

ミ

主

権
の

制

警
認
瀕

､

函
際
法

軽
骨
の

頚
展

､

表
立
に

蔓
竺
歩
を

漂
た

も
の

と

繋
㌍
又

､

是

､

園
意
法
に

つ

い

で

も
多

数
説
は

国
際
法
の

優

位
を

主

張

す
る

｡

併
乍
ら

､

既
に

述
べ

た

如
く

､

.
ノ
こ

の

事

か

ら

直
ち
に

国
際

法
優

位
論
が

硯

賓
的
た

基

盤
を

完
全
に

確
保

し

た

と

望
一一口
へ

た

い

も
の

が

あ

る

の

で

は

な

か

ら

う

か
｡

何
故
た

ら

ぽ
､

少

数
の

個
別

的
国
家
の

か

1

る

賓
定
法

的
規
定
は

倫
､

国
際
法

社
食
そ

れ

白
鍵
の

成
熱
な
■
く

し

～

/

3 9

て

は
+

普
該
国
家

自
饉
に

ょ

る

制
限
と
し

て

傭
､

国
内

法
優

位
横
磯

へ

の

逆
樽
を

も

意

味
し

う

る

か

ら
で

あ

る
｡

.
国
際
港

擾
僅
が

其
の

意

劇

フ

意
溝

改
正

の

限

界

ト

､
･

ね
5

転

準′'
二号二′

聖･
ナ



｢

橋

静

叢

第
二

十
七

春

希
三

戟

40

味
で

確
立
さ

れ

う

る

に

は
､

国
際
法

敢
合
白
煙
の

そ

れ
に

相

應
し

た

基

盤
の

成
立
が

転
封

的
要

件

と

な
る

か

ら
で

あ
る

｡

さ

う

し

た

規

賓

的
基

盤
が

確
保

さ

れ

る

限
り

､

個
別

的
国
儀
の

国
内

法
的
規
定
如

何
に

関
係
な

く
､

園
際
法

優
位
ほ

成
立

し
､

そ

れ

ら
の

規
定
は

単
に

そ

.
の

宣
言

的
規
定
に

す

ぎ
た

く
た

つ

て

了
ふ
｡

か

ゝ

る

意

味
で

次
に

国
際
法

祀
倉
白
煙
の

検
討
に

移
ら

た

け

れ

ぼ

な

ら
た

い
｡

併
乍
ら

､

私

は

こ

1

で

は
こ

の

篤
の

充

分
な

準
備
も

な

い
｡

そ

れ

故
､

そ
の

為
に

一

番
重

要
た

意

味
を

も
つ

も
の

と

思
は

れ

る

周
際

聯
合
憲
章
に

一

瞥
を

輿
へ

か

に

止

め

る
｡

国
際
法
融
合
が

異
に

一

つ

の

社
食
と
し

て

確
立
し

､

統
一

髄
と

し
て

の

資
賢
を

得
､

畢
た
る

社
食
で

は

た

く
､

一

つ

の

政

治

的
園
建
た

り

う
る

為
に

は
､

先
づ

､

共
同
の

目

的
.

を

む

ち
､

そ

れ
に

基
い

て

共
同
の

行

動
を

と

り
､

又

そ
の

為
の

組

織
を

も

た
ね

ば

た

ら

な
い

ヱ

と

ど

は

言
ふ

迄
も

な
い

｡

更
に

国

際

法
社
食
の

粗
放
化
の

為
に

は

国

際
港
圏

髄
の

メ

ン

バ

ー

全
て

の

粗
放
化
が

必

要
で

あ

そ

そ
の

意

味
で

､

特
に

大
国
の

参
加
は

重
大
た

る

條
件
で

あ
る
｡

然
る

に
､

国
際
聯
合
ほ

共
同
目

的
と

し
て

､

平

和
と

安
全
の

維
持

､

諸
国
家

間
の

友
好
閲

_

係
の

促
選

､

国
際
協
力
の

達

成
､

因
原
活

動
の

中

心

形

成
(

一

條
)

を

も

ち
､

こ

の

共
同

目

的
灯

向
び

共
同

行
為
が

と

ら

れ

う

る

為
の

組

織

と

し

て

の

囲
聯
は

キ

み

軍
要

機
関
と

し
て

､

絶
食

､

安
全

保

障
理

事

合
､

■
経

韓
社
食
領
事
合

､

信
託

統
治
理

事
合

､

国
際
司

港
裁

列
所

､

事
務

局
を

常
設
機
関
と

し
て

有
し

､

-

そ

の

目

的
達
成
の

為
に

張

力
な

行

動
を

と

り

え
､

又

大

国
の

全

て

と

世
界
の

殆

ん

ど
の

国
が

加

入
し

て

ゐ

る

郵
が

相

営
高
度
の

国
際
法

周
饅
の

成
立
を

意
味
す
る

｡

又

聯
合
は

､

決
定
に

多

数
決
の

原
則
を

廉
く

採
用

し
､

し

か

も
､

そ
の

中

に

は

安
全

保

博
理

事

合
の

決
定
の

よ

う
に

拘
束
力
を

有
す
る

も
の

が

あ
る

｡

歯
ち

聯
合
囲
は

自
己
の

意
志
に

反
し
て

そ
の

決

定
の

承
認

､

費
施
を

強

制
さ

れ
る

｡

こ

の

意

味
′に

於
て

ほ

国
家
は

も

は

や
主

権
を

有

す
る

と

望
ロ

ヘ

た
い

こ

と
ゝ

た

り
､

国
際
法

優

位
の

基
盤
を
捷

供

す
ノ

る

も
の

と
た

る
｡

β0 ∂

乍

て

√

わ
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併
乍
ら

､

一

方
､

右
の

如
き

拘
束

､

張

籾
は

一

.
定
の

範
囲
に

限
ら

れ
､

決
し
て

全

面

的
な

も
の

で

は

な
い

こ

と
､

更
に

は

脛
逸
の

自
由

の

認
め

ら

れ

る

こ

と

は

賓
際
上
の

勢
力
関
係
か

ら

か

な

り

制
約
さ

れ
る

L

望
一口
へ

､

て

の

強

制
､

拘
束
を

弱
く

す
る

も
の

で

あ
る

こ

と
､

又
､

安
全

保

障
理

事
倉
の

議
決

方
法
は

手

鏡
事
項

以

外

は
､

全
て

の

常
任
理

事

国
を

含
む
七

理

事
国
の

賛
成
投

票
に

よ

つ

て

決

定
さ

れ

る

こ

と
(

二

七

條
)

と

た
つ

て

ゐ

る

こ

と

は

常
任
理

事
国
は

自
己

豊
彗
心

に

反
し
て

､

親

御
､

拘
束
を
う

け
る

こ

と

が

た
い

と

言
ふ

意

味
で

備

こ

の

範
囲
で

ま

権
の

制
限
を

う

け
る

こ

と
の

た
■い

こ

と
は

可

成
り

重

要
な

問

題
を

含
む

も
の

と

言
へ

る
｡

●

･
以

上
､

例
示

的
に

雨
着
の

関
係
決

定
に

必

要
と

さ

れ

る

国
際
法

社
食
分
析
の

一

断
面
に

ふ

れ
て

見
た

｡

こ

ゝ

か

ら

そ
の

結
論
を

び

き

だ

す
に

は

飴
り

に

も

貧
窮
た

資
料
し

か

手
が

け

ず
､

そ
の

方
法

論
的
根
接
収

も

備
一

層
深
い

検
討
を

要
す
る

鮎
が

多
い

七
思

ふ
｡

そ

れ

故
､

こ

ゝ

か

ら

儲
論
を

出

サ
こ

と

は

本
稿
の

目

的
で

も

な
い

し
､

さ

け
ら

れ

ね

ば

た

ら

な

い

と

思

ふ
｡

占
ハ

､

敢
へ

て

言
へ

ぼ

国
際
洛

違
反
の

周

内
法

､

従
つ

て

文

意
法
改
正

行
萬
が

首
然
国
内
法

的
に

木
可

能
と

言
ふ

こ

と

は
､

営
該
国
家
の

明

示

的
規
定
の

な
い

限
り

､

現

段

階
に

於

て

は

主

張
さ

れ
え

た

い

と

思
ふ
｡

国
際
法
と

国
内

法
が
+

一

国
内
港
秩
序
に

於
け

る

と

全

く

同

様
た

上

下
の

段

階
を

構
成
す
る

為
に

は

国

際
添

社
食
と

国
家
と
の

開
傾
が

仝

髄
と

部
分
と
の

関
係
に

資
質

的
に

あ

る
■こ

と

を

要
し

､

言
は
ぐ

二

つ

の

世
界
法
に

迄
国

際
法
が

構
成
さ

(

註
一

五
)

れ

な
い

限
り

､

国

際
法
と

国
内
法
と
皿

間
に

は

何
棟
田

教
授
も

指
摘

す
る

如

く

相

封

的
区

別
が

存
在
し

､

国
際
法
は

国
内
法
に

優
位
し

駁

-

が

ら

も
､

そ
の

直
接
的
安
営
性
は

£

張
し

え

ず
国
内
添
は

国
際
法
に

ょ

や

首
然

､

直
接
的
に

無
数
と
さ

れ
る

こ

せ
は

あ
り

え

な
い

と

思
ふ
｡

(

註

こ

ワ

ル

タ

ー
･

イ
エ

リ

ネ
ッ

ク

は

憲
法

制
定
の

他

律
的

制
限
と

し

て

国

際
港

を

あ

げ

｢

有
名
な
ワ

イ

マ

ト

ル

憲
法

第
四

健
の

ク

一

般
的

に

承

認

き

れ

た

国
際

港
の

改

列
は

ド

イ
ツ

国
法
の

拘
束
的

な

成
案

と

し

て

の

衆
力
を

有

す
る
ク

と

い

ふ

原

則

は

憲

嶺

制

定

者
が

自

由
に

慶
理

し

う

る

自

律
的

な

故

に

す

ぎ

な
い

も
の

で

あ
り

､

そ

れ

は

ド

イ

ツ

に

射
す
る

他

律
的

な

劫

範
群
と

し

て

の

国
際
港
の

衆
力

と

は

何

等

嗣
係
の

な
い

も
の

で

あ

る
｡

そ

一■

憲

法

改

正
の

限
界

β0 9
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㌃

′蛇
∵
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.一∴
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4 2

∵
痛

論

叢

第
二

十
七

巷

第
三

凍

れ

放

そ

れ

を

削
除
し

て

了
つ

て

も
ド

イ
ツ

は

国

際
法

的

に

は

伶
､

国
際
港

塊

範
に

拘
束
き

れ
､

意
洩

制
定
の

場

合
に

も

亦
､

拘
束
さ

れ
る
｡

例
へ

ば

ロ

カ

ル

ノ

條
約

､

.
又

は
､

之
と

同

様
な

倹
約
に

違

反
す
る

憲
港

改

正

ほ

全
て

国
際
法

的
に

許

さ

れ

な
い

+

と

い

ふ

意
味
の

こ

と

を

述
べ

て

ゐ

る

の

も
､

こ

申

開
題
を

一

つ

の

親
鮎
か

ら

考
案
し

た

も
の

と

言
へ

る
｡

郎
ち

､

国

際

彗
退

舟
の

意
港

改
正

は

国

軒

埠
的

に

は

許

き

れ

な
い

と

す
る

鮎
で

､

覿
廃
尚

の

憲
港
に

警
J

る

健
位
が

主

筆
さ

れ

て

ゐ
か
｡

併
乍

ら

そ

れ
に

頼
い

て

｢

国

際
籠
の

違

反
の

寮
港

改

正

も

ド

イ

ツ

の

国
民

､

官
磨

､

裁
判

所
に

と

つ

て

は

拘
束
的
で

あ
り

一､

闊

際
裁
判

斬
､

国
際
連

盟

埋

草

骨
に

と
つ

て

は

無

数

で

あ

る

に

す
ぎ

な
い

+

と

言
つ

て

ゐ

る

の

は

そ

の

鮎
で

国

際
溝

蓮

尿
の

域
内

韓
の

園
内

海
上

で

の

妥

首

位

を

認

め

て

い

る
■
も
の

と

言
へ

る
｡

W
巳
t

e
→

甘
-

巳

ロ
e

打
…

G

蒜
日

誌
n

(

訂
り

づ
e

誌
p
∽

岩
口

内

品
e

芳
t

N

叩
e

ぎ
ロ

甲

-

諾
-

班
.

h

-
叫

.

(

撃
一

)

C
･

P

宅
巳
N

こ
1

崇
e
l

琵
E

旨
卜

竺

邑
…
岳

声
e

邑
こ
琵

.

■
弊

誌
-

声
蓼
腰

､

苦

丈

は

安

井

郁
｢

国
際

港
と

国

内

巷
と

の

朗

係
の

再
槍
討
+

国

家
草
食

雑
誌

､

第
四

十

八

冬
草

十

競

八

九

貢
に

よ

る
｡

βJ O

(

註
三
〕

(

註

四
〕

(

註
五
)

(

註

六
}

(

証

七
〕

(

鼓

八
)

〔

註

九
)

(

註
一

〇
)

(

註
一

こ

(

鼓
二

二

)

横
田

教

授

｢

国

際
故
の

基
礎

理

論
+

昭
二

四

年
一

二
ニ

ー
一

一

四

貫
｡

横
田

教

授

｢

純
粋

法

畢
の

賓
際
的

磯
部
+

国
家
拳
骨

雑
誌

第
四

七

食

第
七

餅
｡

〇
･.

A
.

W
巴
N

山

戸

P

〇
.

㌍

N

聖
T

-
N

a

横
田

教
授

､

｢

基
礎

理

論
+

二
四

貫
｡

同

右
､

一

二

田

-
｢

二

五

貫
｡

同

右
､

一

二

六

貢
｡

安

井
郁

｢

間

際
港

匪
位

諭
の

現

代

的

意
義
+

国

際

故

外
交

類
語

第
三

〇

春

希
九

鋸

八

六

八

貫
｡

同

右

八

七

九

貫
｡

安

井
｢

閣

際
嶺

醍

系
の

理

論

的

構
成
+

法

華
腐
食

発
話

第
五

一

巻

第
六

凍
一

一

五

四

貫
｡

安

井
｢

ヴ

ア

ル

ツ

忙

よ

る

国

際
港

優
位

構
成
の

修
正
+

国

家
草

食

雑
誌

第
四

九

巻

草
一

二

凍

二
ハ

五

二

頁

蓼

珊
｡

→

■

.
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三

.‥
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一



(

鼓

二
ニ

)

同

右

二
ハ

五

三

貴

蓼
應

｡

(

証
一

四
)

横
田

教
授
｢

基

礎
理

論
+

ほ
こ

の

間
題
に

つ

い

て

可

成
り

精

細
な

研

究
を

行
つ

て

ゐ

る
｡

一

一

七

1
一

九

四

京
｡

(

註
一

五
)

同

右
､

一

二

五

貫
｡

′

こ

憲
法
改
正

行
為

も
根
本
規

摩

､

成
文

憲
法
上
の

憲
法

改

正

規
定
に

い

う

憲
法
と

は
一

鰹
何

か
?

印
ち

､

憲
法

改

正

作
用
の

封

象
た
る

べ

き

憲
法
と

は

何
を

指
す
の

か
｡

そ

れ
が

資
質
的
意

義
に

放
け

る

憲
法

を

指
す
の

か
､

或
び

は

又
､

形

式
的
意

義
に

於
け

る

層
法

を

指
す
の

か
ゞ

､

先
づ

問
題
と

さ

れ
る

｡

.
併
乍
ら

､

そ

れ
が

矧

武

的
意
義
灯

放

け

有
意
韓
即
ち

成
文
意
法

｢
寮
法
典
を

指
す

q
と

は

争
の

な

い

断

と

さ

れ
て

ゐ
.
る

｡

そ

れ

た

ら

ば

成
文

憲
汝
上
の

僕
項

全
て

が

こ

の

意
味
に

於

け

る

書
法
改
正

行
為
の

封

象
た
り

う

る

か

と
い

ふ
こ

と

が

次
の

間

題
と

た

る
｡

】

つ

の

法
規

範
が

存
在

す
る

為
に

は
､

そ
の

規

範
を

定
立

す
る

権
能
あ
る

も
の

が

既
に

存
哀
し

た

け

れ

ぼ

た
ら
.

な
い

.

さ

う
し
て

､

法

定
虹
者
の

法

定
立
の

権
限
及
び

手

績
の

根
本
を

規
定
す
る

規
範
は

､

法

論
理

的
忙

､

右
の

定
立

者
に

ま

つ

て

定
立

さ

れ
る

規
範
よ

り

も

上

位
段

階
ゐ

規
範
で

あ
る

こ

と

を

必

要
と

し
､

そ
の

結
果

､

瞥
空
止

者
は

､

自
分
自
身
の

法

定
立

権
能
及
び

事

績
の

根
本
を

自
ら

規
定
す
る

こ

と

は

法
論
理

的
に

は

不
可

能
で

あ

る
｡

こ

の

こ

と

は
､

メ

ル

ク

ル

･

ケ

ル

ゼ

ン

に

ょ

り

主
張

さ

れ

た

法

段

階
詮
の

明

ら

か
に

す
る

所
で

あ

る
｡

こ

れ
に

よ

れ

ぽ
､

国
法

秩
序
は

一

つ

の

段

階
膚

造
を

構
成
し

､

上

位
の

法

規
範
は

下

位
の

法

規
範
の

安

常
性
の

淵
漁
と

な
り

､

下

級
の

法
規

範
は

上

級
の

法
規
範
に

そ

の

教
カ
の

棍
壊
を

仰
い

で

ゐ

る

の

で

あ

り
へ

叉

下

級
の

法

規
範
は

上

教
の

法
洩

範
の

委

任
に

基
い

て

4 3

の

み

創
設

さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

意
珠

改
正

の

限

界

岩上J



4
､

4

一

橋

静

叢

∴
第
二

十
七

感

弟
三

裁

こ

の

楼

晶
法

驚
の

霞
を

下

位
の

法
規
乾
か

i
位
の

法

規

範
へ

と

沸
つ

て

憲
法
■
に

警
た

時
､

霊
竺
の

段

階
構
造
の

中
で

出

如
何
な
る

地

位
を

占
め

る

か
｡

も
し

憲
法
以

上
の

上

位
法
規

範
が

な

く
､

窯
接
が

国
法

秩
序
の

最
高
段

階
に

あ

る

法
規

範
だ

と

す
れ

ば
､

そ
の

最
高
法

規

範
た
る

寮
法
の

改
正
は

い

か

た

る

法
的
意
味
を

も

ち

う

る

か
｡

そ

れ

牲

も

は

や

捻
的
虹

望
息

昧
づ

け

え

な
い

､

.

苛
呵
耳
弼

頑
越

的
Y

｡

革
命
的
行
藤
崎
外
患
む

恋
い

こ

と
と
■怒

.

つ
.
勺
レ
卦

ふ
d

､

ケ

ル

ゼ

ン

に

よ

れ

ば
､

囲
迭
秩
序
の

段
階
を

下

位
法

規
範
か

ら

逆
に

上

位
法

規

範
へ

と

上

昇
し
て

行
く

と
､

′
最
後
に

は
､

憲
法
の

段

階

を

も
の

り

こ

え

て
､

そ
の

法
秩
序
に

属
す
る

全
て

の

法

規
範
の

創
設
の

淵
源
と

た

り
+

全
て

の

法
規

範
の

教
カ
を

棍
接
づ

け
て

ゐ

る

と
こ

ろ
の

､

憲
法

以

上
の

最
高
規
範
と

し
て

の

彼
の

所

謂

蚕
本
規
艶
+

に

到
達
す
る
｡

こ

の

最
高
規

範
は

算
定
法

的
意

味
の

憲
法
七

封
し

て

■

▲

.

(

註
一

)

｢

法
論
理

的
意

味
に

於

け

る

憲
法
+

と

し
て

､

前
者
か

ら

区

別
さ

れ

る
｡

更
に

､

上

に

述
. べ

た

如
ぺ

､

滴
塊

錦
町
設
定
を

魂

賓
一
利
叫
抄

.

畔
上
功
の

法

規
嘩
で

か
り

､

■
こ

の

法
規

範
虹

鍬
■

つ

で

酪
定
さ

れ

た

す
の

峠
下
紋
跡

痕
現
醸
で
卦
.
な

む

ず
れ

ば
､

意
法

改
正
規

発
む

卑
の

佃
=

､

叫
東
風

艶
現
有
ば

上

級
披
粁

紆
L
■

下
級

乾
瓢

観
と

町

軌
夙
に

あ

㌔

憲
治

現
題

魂
宛
拭

撃
取

他
疎

意
蕗
規
定
に

封

し
て

上

位
町
段

曙
紅
.

叡
.

軒

法
規
範
と

言
は

な

け

れ

ぽ

な

ら

な
い

｡

か

く
て

､

根
本
規
範

､

憲
汝

改
正

規
定

､

と

奄

句
僧
の

帯
域

碧
疋

と

は

上

下
の

段

階
的
層
成
考
た

ず
d

:

む
ゝ

な

を
杏
打

暫
薦
韓

慧
魂
麺
咄

彗
惑
韓
改

吏

層
的
に

=

咤

根
本
規

窮
忙

邁
反
せ

ぎ
､
為

盛
り

､

′
い
･
か

悪
意

韓
規
崇

苛
1
萄
叫
鄭

感
〕

蔀
鼠

ギ

患
可
喝

桑
｡

.

そ

れ

た

ら

ば

根
本
規

範
と

は
何
か
｡

ゲ

ル

ゼ

ン

に

ょ

れ

ば

根
本
規
範
は

全
て

の

算
定
法

規

範
の

前
提

た
る

規
範
で

あ
る

か

ら
､

そ

れ

自

(

註
三
)

身
は

算
定
法
秩
序
の

外
に

立
つ

規
範
で

あ
り

､

算
定
法
に

よ

り

単
に

前
捷

さ

れ

る

所
の

規

範
で

あ

る
｡

こ

れ

を

法

創

設
の

立

場
か

ら

見
れ

(

註
四
)

ぼ
､

そ

れ

は
一

軒
の

算
定
法

規
範
の

創
設

作
用
の

淵
汲
を

な

す
も
の

で

あ
り

､

国
法
秩
序
に

於
け

る

法
定
立
の

最
高

権
威
を

確
立

し
､

そ

T
､

､

.

一

.書

.+

▲

ア



の

委

任
の

下
に

全

て

の

法

規

範
が

段

階
的
順
序
を

迫
つ

て

定
立
さ

れ

る
｡

即
ち

始
薗
的
に

法

規
範
を

定
立

す
る

所
の

機
関
を

設

定
す
る

所

.

の

規
範
で

あ
る
｡

ケ

ル

ゼ

ン

た

於
て

は
､

法
の

■
規

範
饅
系
ほ

､

そ
の

安
富
性
ほ

そ

の

内

容
に

基

く
も
の

で

は
.

た
く

､

い

か

た

る

任

意
の

内
容
で

も

津
の

内

′
容
で

あ
り

う
る

｡

い

か

革
る

人
の

行

動
で

あ
つ

て

も
､

そ

れ

自
身
と

し
て

､

そ
の

内
容
の

た
め

に
､

法

規

範
と

な
り

え

な
い

も
の

ほ

た

い
｡

あ
る

規
粗
が

法
規
範
と
し
て

､

山

冨
㌻
る

の

は
､

常
に

､

び

と
り

､

軒
れ
が

特
に

一

定
し

た

方
法
で

成
立

し
､

特

竺
窟
し

た

規
肝
に

従

写
琴
荒

さ

れ
､

特
殊
の

方

法
に

従
つ

て

定

誓
潔
こ

と
に

基

止
法

富
丁

纂
定
放

そ
て

〆
み

､

..
印

ち

考
立

さ

れ

蛋
卜
し
.

で

√

頑
初
雪
賞
す
召

｡

こ

ゝ

に
､

準
の

安
昔
性
が

内
容

に

葺
き
､

.

青
.崎
ゞ

上

級
規
範
か

▲

ら

演
繹
的
に
.

下

故
規
範
が
血

背
部

出
奉
れ

遜
嘩
の

如
牽

魂
組

頭
飛
出
ゐ
･

責
.

が

各

号

後
者
に

於
て

時
特
殊
的
な

鴻
の

が

表
的
た

も
の

ゝ

中
に

含
ま

れ
て

ゐ

る

様
に

､

道

時
の

多

数
の

規

範
が

眈
に

そ
の

根
本
規

範
の

ヰ
に

含
ま

れ
て

ゐ

る

と
い

う
こ

と
､

従
つ

て
､

思

考
作
用
に

よ

つ

て
､

即
ち

､

十
股
的
な

も
の

か

ら
､

.

特
殊
的
怨

む
の

へ

.町

推
理
灯

よ

ク

て
､

一

切
の

特
殊
的
な

道

徳
現

象
が

十

野
的
嶽

根
本
規

範
か
‥
ら

導
き

出

さ
れ
る

｡

こ

の

場

合
､

根
本
規
範
は

箕

質

的
､

静
的
な

性
格
を

有
す
な

｡

之

に

反

し

て
､

賓
岩

的
紙

筒
磯

嘩
の

頑
補
規
範
崎
法

礫
横
序
の

規
範
が

竜
れ

に

礎
つ

七
■
設
定
さ

れ

る

頻

本
,

＼
規
則

′

呵
他
な
･
ら

嘆
い
■｡

即
ち

､

彗
叫

寿
臥

板
木

的
樺
威

要
件
嶽

措
窟
に

他
な

ぃ

た
い
｡

そ

れ
は

泰
績
可
搬

翠
鮮
で

あ
り

､

重
し
形

式

門

.

動

的
性

格
を

有

す
る

｡

こ

の

境

木
規

範
か

ら
､

法
律
傍
系
の

個
々

の

規
範
が

論
理

的
に

演

繹
さ

れ

う
る

の

で

は

た

く
､

特
別
の

定
立

行

為

に

羊
つ

て

設
定
さ

れ
な

け

れ
ば

た

ら

ぬ
｡

こ

の

定
立

行
倉
は

思

考
行

為
で

は

な

く
て

､

意
思

行

禽
で

あ

る
川

こ

の

鮎
に

於
て

､

又
､

ケ

ル

ゼ

ン

は

算
定
法
と

所

謂

自
然
法
の

本
質
的
た

差

異
が

あ

る

と

す
る

｡

即
ち

､

自
然

法
の

規

範
は

道
徳
の

規

範
の

如
く

､

直
産
的
で

あ
る

と

3

4 5

さ

れ

を

棍
本
規

範
か

ら

楓
繹
さ

れ
る

｡

こ

の

叔
本
規
範
は

､

そ
の

内
容
が

紳
の

意

思
､

自
然

､

碗
解
理

性

か

ら

流
れ

出

た

も
の

で

あ
る

と

■
以

蕎
韓

改
正
の

限

界
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一
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静
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故

4 6
.

言
ふ
.

て

と
に

ょ

つ

て
､

直
謹
的
で

あ

各

と

さ

れ

る

か

ら

で

警
句

｡

か

く
て
■､

外
れ

讃
-

吋

鵡
げ
を

根
本
魂
醜
拭

始

源
的
駄

紆
患

晩
絡
む

設
定
す

･

を

楓
酪
で

あ

り
､

む
の

恵
取
ナ
る

虎
は

見
形
式

吋
手
.

執

的
た

む
の

で

を
つ

て
､

下

位
段
階
の

法
規

範
の

さ

円
容

的
､

壷
質

的
な

考

斗
の

を

意
想
さ

せ

る

も

あ

比
叡

腐
食
ま

れ

て
■
掛

軸
い
古

か
ゝ

る

板

(

証
六
)

本
規

範
の

前
提
の

下
に

憲
法

(

ケ

ル

ゼ

ン

に

於
け

る

翼
疋

法

的
意

味
七

於

け
る

憲
法
)

が

算
定
法
上
の

最
高
段
階
を

な

し
て

ゐ

る
｡

こ
■一
の

憲
法
の

本
質
的
機
能
は

一

般
的
の
.
法
の

設

定

i
法
律
の

制
定
(

立

法
)

-
の

機
関
と

手

嶺
と

を

規
定
す
る

こ

と
に

あ
■

る
｡

た
ゞ

し
､

憲
法
は

牌
束
の

法

律
心

内

容
を

定
め

る

こ

と
が

で

き

る
｡

即
ち

､

そ

れ
■
に

基
づ
い

て

設

定
さ

れ

る

規

範
の

内
容
を

漣
規
律
す
る

こ

と
が

で

き

る

の

で

あ
る

｡

之
を

要
す
る

に

根
本
規
範
の

段
階
.に

於
で

は

規

範
内

容
の

規
律
と

言
ふ

こ
■

と
は

全

賂
隈
艶
L

恕

む

ず
､

始
漁

的
法
創

設

機
関
の

設

定
す

る

所
が

､

を
の

内

容
の

如
何
を

開
は

ず
法

規

範
と
た

り
､

算
定
法
的
意
味
め

寮
抵
の

段

階
に

於
て
.

始
め
て

規
範
内
容
の

規
律
と

言
ふ

こ

と

■
が

始
ま
る

｡

即
ち

､

規

艶

吋
容
の

静
的

､

演
繹
的
展
.

閑
臥

こ

の

段
階
打

於
て

基

礎
づ

け

ら

れ

る
.の

で

あ

る
｡

憲
汝
の

規
範
内
容

は

棍
本
規

範
に

よ

り

任
意
に

言
は

ゞ

動
的
に

定
立

さ

れ
る
｡

か

ぺ
て

根
本
規
範
違
反
の

憲

法
と
い

ふ

こ

と

は

内
容

的
な

も
の

と

し
て

は

こ

の

場

合
考

え

ら

れ
ザ
㌧

只

単
に

､

手

績
的

､

形

式

的
た

面
に

於
て

の

み

問
題
と

さ

れ

る

に

す
ぎ

な
い
｡

そ

れ

故
､

こ
■の
･
立
場
に

.

立
.り

殴
り

､

■
痕
本
規

雛
了

紐

基
ぎ

､

､

.
如
何
な

る

任

意
の

村
容

を

も
つ

規

範
も

そ
の

車
穎

､

形
武
む
ふ

む

隈

㌔
定
立

さ

れ
う
る

ご

と
ゝ

な

㌔

景
法

改
正

は

ゃ
の

■
範
囲
で

無
制
限
.

に

オ
静
と

㌣

れ
か

に

至

る
.

ロ

(

鼓
七
)

之
に

反
し

て
､

根
本
規

範
自

性
の

中
に

一

定
の

資
質
的

､

内
容
的
た

規
範
内

容

が

含
ま

れ
て

ゐ

る

と

言
ふ

立

場
に

立
て

ぽ
､

単
に

事

績

的
､

形
式

的
た

制
限
の

み

た

ら

ず
､

資
質
的

､

内
容

的
限
界
が

憲
法

改
正

作
用
に

封
し
て

置
か

れ

る
.

こ

と
ゝ

な

る
｡

そ
の

場
合
に

は
､

こ

■
ヽ

βJ 壬
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の

根
本
規
範
か

ら
■
下

位
段

階
の

規
範

､

従
つ

て

軍
疋

法

的
愚
昧
の

農
法
も

亦
､

儲
艶

的
に

演
繹
さ

れ
る

こ

と

と
た

り
､

そ

の

根
本
鼠

艶
の

規
定
す
る

規
範
内

容
に

矛

盾
す
る

内
容

を

も
つ

下

位
規

範
の

安
富
性
は

否
定
さ

れ
る

｡

か

く
て

こ

の

範
囲
に

於
て

､

寮
法
改
正

作
用
も

亦

限
界
づ

け

ら

れ

る

ゝ

こ

と

と
な

る
｡

一

カ

ー

ル

･

シ

ュ

ミ

ッ

ト

は

国
家
の

窯
法
に

関
し

て

絶
封

的
た

憲
法

概
念
と

相

封

的
憲
漁
概

念
の

霞

別
を

明

ら

か

に

す
る
｡

前
者
ほ

第
一

に
､

国
家
と

呼
ば

れ

る

政

治

的
賢

一

饅
の

存
在

権
態
の

仝

饅
を

､

第
二

に

は

国
家
に

関
す
る

最
高
且
つ

最
後
の

諸
規
範
の

統
一

的
仝

健
を

意
味
す
る
｡

之
は

｢

農
法
+

そ

の

も
の

で

あ

る
｡

後
者
は

､

特
殊
の

性
質
を

有
す
る

法

律
的
個
別

的
規
定
の

多

数
を

意
味
す
る

｡

之
は

前

(

註
八
)

者
に

封
し
て

ほ

†

憲
法
律
+

と

呼

ば

れ

る
｡

そ

し
て

一

切
の

憲
法

律
は

､

こ

の

憲
法
切

基

礎
の

上
に

安
督
し

､

従
つ

て

必

ず
憲
法
を

前
捷

一

と

す
る

｡

之
に

反
し
て

､

憲
法
の

重
富
性
を

基

礎
づ

け

る

も
の

は
､

も
は

や
､

･
い

か

な

る

規
範
で

も

な

く
､

憲
法

を

定
立

す
る

朗
の

政

治

的
の

意

志
で

卒
る

｡

換
言
す
れ

ぼ

｢

書
法
制
定
権
力
+

を

掌
握

す
る

者
の

寄
算
上
の

政

治

的
決
定
が

､

国

表
の

統
一

の

根
本
状
態
を

定
め

､

従
つ

て

憲
法
を

基

礎
づ

け

る

の

で

あ

る
｡

か

ゝ

る

憲
法

と

憲
法
律
と
の

区

別

及
び

憲
法

制
定
権
力
と

寮
法

律
上

輿
へ

ら

れ

た

寮
法
改
正

構

L
の

直

別
か

ら
､

●

彼
は

憲
法
の

攻

撃
に

つ

い

て
､

憲
法

改
正

と

は

｢

仝

建
と
し

て

の

憲
法
の

同
一

性

及

び

楷

績
性

が

紆
持
さ

れ

る

と
の

前

提
の

下
に

､

一

.
つ

又

は

数
多
の

意
法

律
的
規

定
を

他
の

憲
法

簡
的
瀧
定
に

よ

つ

て

代

置
せ

し

め

る

こ

と
を

意
味
す
る

｡

従
つ

て

憲
法
改
正

(

鼓
九
)

の

樟
能
は

､

〝

憲
法
″

を

維
持
し

た

が

ら

憲
法
律
的
な

規
定
拓

愛
東

､

附
加

､

.
補
充

､

剖
除
そ

の

他
を

加
へ

る

こ

と
+

を

意

味
す
る

と

な

し
､

現

存
の

ク

憲
法
ク

を

そ

の

基

礎
と

た
つ

て

い

る

憲
法

制
立

樺
九
と
同

時
に

排
除

訂
汁

気
t
山

呵
e

n

す
る

寮
法
靡
棄

ノ
｢

付

注
p

設
亡
白
粥

笥
の

7

2 .

旨
t

亡

題
-

現

存
の

憲
法
を

そ
の

基

礎
と
た

つ

て

い

る

憲
法

制
定
権
は

そ
の

僅
々

維
捧
し

た

ザ

ら

排
除
す
る

憲
法

排
除
く
･

訂
∽

㌢
i

g
ゴ
ロ
的

､

(

註
一

〇
)

4 7.

文

意
法

被

禦
く
.

賢

邑
官
e

旨
呂
g

､

憲
法

停
止

く
.

岩

層
邑
呂

等
か

ら

唇

別
す
る

｡

二

奮
法

改

正
の

限

界

βJ .う
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∴

ノ

一

橋

論

叢

第
二

十

七

琴

第
三

凍

ケ

ル

ゼ

ン

に

於
て

は

根

本
規

範

1
憲
法
(

算
定
法
的
意

味
の

憲
法
)

の

開

係
は

何
等

､

内
容

的
展
開
の

意

味
を

軋

溌

な
い

故
に

根

本

貌
範
に

封

す
る

憲
法
の

関

係
は

単
に

事

績
的

･

形

式

的
に

の

み

利
敵
さ

れ
る

に

す
ぎ

な
い
｡

之
に

反
し
て

シ

ュ

ミ

ツ

ー

に

於
て

ほ

塞
法
制

(

註
一

一

)

定
格

-
憲
法

-
憲
法

律
の

関
係
と

た

り
､

憲
法
改
正
の

問
題
は

､

こ

の

中
､

寮

港

-
嵩
法

線
の

段

階
に

於
て

論
ぜ

ら

を

問

題
と
な

る
｡

を

こ

に

憲
法
改
正
の

限
界

に

つ

い

て
､

単
な

る

手

旗
的

､

.
形

式
的
に

止
ま

ら

ぬ

内
容

的
､

資
質

的
要

素
が
､

■
ケ

ル

ゼ

ン

の

場

合
と

臭

っ

て
､

問
題
と

さ

れ

る

可

能
性
が

あ

る
｡

賓
際
上
シ

ュ

ミ

ッ

ー

の

述
べ

た

改
正
の

限
界
も
こ

の

こ

と

を

裏

書
す
る

も
の

が

あ
る

勺

併
し

､

昔
々

は
､

只
､

梅
本
規
範
に

一

定
の

具
佳
的
内
容
を

考
へ

る

か

ど

う

か

に

よ

り

改
正
の

限
界
が

異
り

う

る

と

と
､

及
び

､

具

饅

的
内
容

を

考
へ

る

考
へ

方
個

所

謂
､

自
然

法
を

認
め

る

立

場

竺
且

つ

竜
の

で

あ

る

こ

と

を

指
摘
す
れ

ば

足
り

る
｡

.加

近

代
の

成
文

意
法
は

必

ず
し

も

論
理

的
に

法
段

階
詮
の

設
建
し

た

如
き

段

階
的
構
造
を

厳
密
に

取
つ

て

は

ゐ

な
い

｡

却
ち

､

資
質
的
意

義
の

寮
法
と
形

式
的
意

義
の

憲
法
と
の

直

別
が

な
.
さ

れ

る

如

く
､

或
ひ

は

そ
の

規
定
の

政

治

的
軍
安
佐
に

ょ

り
､

或
は

そ
の

他
何
等
か

の

事
情
に

よ

り

形
式
上

､

成
文
塞
法
に

入
れ

ら

れ
て

ゐ

る

條
項

も

あ

る

如
く

､

更
に

成
文

意
法
内
部
に

於
て

鰻

系
的
意
義
を

異
に

す
る

規
範

を

見
出

す
こ

と
が

で

あ

る
｡

こ

1

に

憲
法
改
正
の

限
界
の

問

題
の

費
生

す
る

理

由
溺

あ
る

｡

即
ち

､

シ

ュ

､
､

､

て
は

憲
法

と

意
法

律
が

共

に

同
一

成
文
案
法

内
に

併
存
し

形

式

的
に

は

恰
も

そ
の

間
に

何
等
の

相

異
も

な
い

が

本
質
的
に

は

上

下
の

段

階
に

配
列

さ

れ

る

べ

き

條
項

(

註

〓
】

)

が

併
存

す
る

と
い

ふ
こ

と
が

見
出

さ

れ

る

と

主

張
し

､

そ

こ

か

ら

憲
法

改
正
の

限
界
を

論
ず
る

の

で

あ
か
｡

∵

意
港
畢
上

､

資
質
的

患
義
の

憲
法
と

形

式

的
意

義
の

憲
法

を

囁

別
し

､

前
者
は

内
容

的
な

面
か

ら

汝

規
範
を

観
察
す

■
る

の

に

反
し

､

後

者
は

内
容
ほ

間
は

ず
そ
の

法
形

式
の

面
か

ら
､

定
立
の

鳥
特
定
の

事

績
を

要
す
る

法

規
艶
を

指

す
も
の

と

さ

れ
る
1

こ

の
･
こ

と
は

内
容

的
､

資
質

的
に

は

憲
法

規
範
た
る

も
の

が
､

形

式

的
に

は

必

ず
し

も

憲
法
た

る

法
形

式
を

と

ら

ず
､

文

通
に

膠

式
上

意
法
と

さ

れ

る

法

規

範
は

βJ∂

賢
フ

ブ
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内
容

的
に

は

必

ず
し

も

意
法

規
範
で

な
い

こ

と
を

示

す
も
の

で

あ

る
｡

そ

れ

故
資
質
的
意

義
に

於
け

る

憲
法
が

形

式
上

は

法
律
と

し
て

存

泰

す
る

場
合
が

あ

り

シ

る
｡

こ

の

場
合

､

憲
法

(

成
文

憲
法
)

の

中
に

更
に

. そ

の

内

容
か

ら

し

て

醸

系
的
意

義
を

異
に

す
る

法

規
範
が

併

有
し

て

ゐ

る

こ

と
を

指
摘
し

､

そ
こ

か

ら

書
法

改
正
の

限
界
を

論
じ

た

上

衆
の

議
論
か

ら

す
れ

ば
､

常
然

､

営
該
法

律
に

つ

い

て

は

他
の

も
の

か

ら

国

別

し
て

取

扱
は

れ

ね
ぼ

な

ら

た
い

こ

と
ゝ

た

る
｡

こ

の

場

合
に

は

そ
の

罷
別
を

否
定
す
る

と

す
れ

ぼ
､

そ

れ
は

如
何
な

る

意

味
に

於
て

説
明

さ

れ

う
る

か
｡

栽
は

結
局

､

意
法

に

つ

い

て

の

み
､

か

1

る

直

別
を

設
け

る

こ

と

は
､

主

権
者
(

憲
法

制
定
権
者

､

始
漁

(

註
一

三
)

的
法
創
設

者
)

の

萬
能
に

封
す
る

何
等
か

の

チ

三
7

ク

を

考
へ

る

自
然

法

思

想
に

基

く
も
の

で

あ

り
､

自
然
法

思

想
の

憲
法

解
繹
妃

及

ぼ

(

箕

∵

四
)

す
影

響
の

一

つ

に

外

な
ら

な

い

も
の

と

考
へ

る
｡

か

く
て

吾
々

は

更
に

､

自
然
法
と

憲
法
改

正

行
為
と
の

闊
聯
を

考
察
し

な

け

れ

ぼ

な
ら

た
い
伯

一

(

鼓

こ

内
¢
-

仏

B
-

ロ
”

A
-
-

叫
0

日
e
i

臼
e

哲
p
p
t

巴
e

F

ぷ

坪

N

畠

(

撃
〇

こ

の

こ

と

は
､

根

本
親

範
の

制
約

を

も

排
除

す
る

と

い

ふ

窓
疲

に

於
て

ゞ

は

な

く
､

又

そ

の

意
味
で

成

窒
芸
内

部
に

そ

の

改

欒
が

根

本
劫

範
の

改

欒
を

必
魚

的

に

伴
ふ

耗
な

法

劫

範
が

あ

る

場

合
に

は
､

そ

れ

が

改
正

の

封

象
た

り

え

な
い

こ

と

望
口

ふ

迄

も

な
い

｡

現
そ

れ

は
､

そ

の

規

定

の

改

葬
が

根

本
洩

範
の

改

欒
を

必

飴

的
に

伴
ふ

如
き

内

容

を
､

も
つ

て

い

た

急
に

す
ぎ

ず
､

成

文

憲
法

全

産
が

改
正

の

野

象
た

り

う

る

こ

と

は
こ

の

こ

と

に

よ

つ

て

は

放
し

て

否

定
さ

れ
る

も
の

で

は

な
い

｡

(

註

三
)

内
e
-

旨
P
"

P

P
.

〇
.

声

N

日

記
一

(

註
四
)

内
e
-

仏

e

ロ
”

P

p
･

〇
.

}

S
.

N

会
.

(

註
五
)

内
e
-

給
口
小

河
e
i

日
e

河
e

各

邑
e

F
e

+
諾
ヰ

ヽ

揖
田

教
授
軍

書
一

〇

三

賞
以

下

意
韓

改
正

の

限

界

βノア



八

U

-

ヽ
一

(

詮

六
)

(

社
七
)

(

註

八
)

(

鼓

九
)

(

註
一

〇
)

〔

鼓
一

一

)

一

膝
.
論

叢

算
二

十
七

各

軍
二

晩

同

右
一

一

九

貫

こ

の

場
合
に

は
こ

の

根

本

洩

範
な
る

語
を

用
ふ

る

こ

と

自

腹
不

適

嘗
で

あ

り
､

そ

こ

に

は

自

給

故

が

認

め

ら
れ

て

ゐ

る

の

で

あ
る
｡

〔

S

臣

邑
琵

く
宍

許
諾
ゴ

ロ

的

各
ロ

F
【

0
}

-

記
00

叩

巴
♪

叩

ご

声

一

望
a

こ

∽
.

-

○

山
.

}

げ
i

チ
∽

.

遥
～
ご
N

◆

シ

ュ

ミ

ッ

ト

が

く
.

･
く
の

邑
c

F

ど
口

内

と

く
.

訂
邑

計
呂
g

と

を

直

別
し

て

取

放
つ

て

ゐ

る

の

は

憲

法

制

定
樺
と

〝

憲
法
〝

. と

の

間
に

差

βノダ

一

異
の

あ
る

こ

と
を

示

す
｡

(

註
一

二

)

警
F

邑
什

ご

P

2

0
●

班
･

N

山

1
N

A
･

(

註

≡
一

)

か

1

る

思

想
は

英

米
法

に

於

け
る

法

優
位

(

鎮

支
配
)

の

思

想
と

そ

の

思

想

的

淵
甑
を

同

じ

く

す
る
｡

(

鼓
一

四
)

田

上

教
授
｢

憲
港

停
滞
の

白

銀

法

的

色

彩
+

各
点

商
大

研

究

年

報
法

華
併

究

撃
二

義
昭

九

年

参
照

三

貴
法
改
正

行
為
と

自
然
法

前
節
に

於
て

述
べ

た

如
く

､

ケ

ル

ゼ

ン

に

於
て

は
､

根
本
規
範
は

単
に

殆
濠
的
な

添
創
設

機
関
を

設

定
す
る

規

範
に

す
ぎ

ず
､

何
等
の

資
質

的
た
.
規
範
内
容
を

も

前

提
し
て

ゐ

た

い

か

ら
､

算
定
法
は

板
木
規
範
灯

定
め

ら

れ

た

規

範
設

定
行

為
に

基
き

､

資
質

的
､

内

容

的
制

約
を

う

け

る

こ

と
な

く

任

意
に

定
立

さ

れ

る

こ

と

と

な
る

｡

こ

の

こ

と

は

寮
法

制
定

､

寮
法
改
正

に

つ

い

て

も

全

く

同

様
で

あ
り

､

従
つ

て

憲
法
改

正
の

限
界
は

単
に

､

根
本
規

範
に

ょ

る

形

式
的

､

手

績
的
ち
限
界
に

止
･
る

｡

ケ

ル

ゼ

ン

は
一

般
に

算
定
法

秩
序
の

安
首
位
を

基

礎
づ

け

る

起
算
定
法
的
な

法
を

自
然
箆
と

呼

び
､

算
定
法

秩
序
の

安
首
性
の

棍
嬢
の

問
題
を

自
然
法
畢

的
問
題
と

し
て

排
斥
し

､

こ

れ
は



習

15

安
定
法

秩
序
を

抱
封

的
慣

値
内

容

を

も
つ

正

義
的
秩
序
に

欒

質
せ

し

め

る

読
み

で

あ
る

と

し

て

ゐ

る
｡

そ

れ

故
､

ケ

ル

ゼ

ン

に

あ
ゃ

て

は

起
算
定

添
的
た

法
と

し

て

の

自
然
法

を

法
畢
の

範
囲

内
か
ら

追
放

す
る

こ

と
に

よ

り
､

無
内
容

な

根
本
規
範
を

最
高
規
範
と
し
て

､

そ

こ

か

ら

算
定
法

秩
序
の

安
常
性
を

確
保

し

た

麓
､

本
衆

､

算
定
法

秩
序
の

中

少

く

上
も

根
本

規
範

-
算
定
法

的
意

味
の

憲
法
の

問
紅

は

内

容

的
た

連
関
は

見
ら

れ

な
い

こ

と
ゝ

た

る
の

で

あ
る

｡

(

註

一
)

之
に

反
し

て
､

起

因
豪

的
起
算
定

法

的
た

法
を

想
定
す
る

限
り

､

そ
こ

に

内

容

的
た

聯
開
を

生

じ
､

下

位
規
範
の

上

位
規
範
に

封

す
る

関
係
は

､

単
な

る

形
式

的
､

手

積
的
た

制
約
を

う

け
る

丈
で

は

な

く
､

資
質
的

､

内
容

的
に

も

制
約
さ

れ
ワ

ヲ
+

と
1

な

る
｡

従
つ

て

憲
法

改
正

に

普
つ

■
て

も
､

形
式

的
､

手

緯
的
に

は

適
法
で

あ
つ

て

も

資
質

的
､

内
容

的
に

違
法
と
さ

れ
う

る

可

能
性
を

生

ず
る

の

で

あ

る
｡

こ

こ

に

憲
法

改
正
の

限
界
に

つ

い

て

相

異
つ

た

二

つ

の

立

場
が

生

ず
る

｡

普
遍

安
雷
的
た

眞
理

を

求
め
て

や

ま

ぬ

人

間
の

理

性
は

生
々

流
韓
す
る

深

安
の

彼
方
に

転
封

不

欒
の

存
在
を

求
め

ん

と

す
る

｡

こ

の

傾

向
は

添
の

分
野
に

於
て

も

同

様
で
+

人
ほ

抱
え

ず
普
遍
の

法
を

求
め

て

爽

た
｡

か

ゝ

る

思

想
は

既
に

古
く

､

そ
の

起

滋

は

遠
く

ギ
リ

シ

ャ

ノ

の

昔
紅

迄

潮
る

こ

と
が

で

き

る
｡

ピ

タ

ゴ

ラ

ス

は

正

義
を

以
て

自
然
に

基

く
も
の

で

あ
つ

て
､

人
定
的
な

も
の

で

ほ

な

く
､

人
の

主

観
的

判
断
や

好
悪
を

超
越
し
て

厳
存
す
る

も
の

で

な

け

れ

ぽ

な
ら

ぬ

と
し

て

ゐ

た
｡

併
乍
ら

､

か

ゝ

る

法

!
自
然
法

1
は

度
々

自

然
科

単

に

於

け

る

自
然
法

則
と

､

そ
の

普
遍

安
常
性
の

要

請
か

ら
､

比

較
さ

れ
る

が
､

安
際
は

人

類
の

世
界

叡
､

信
念
に

す
ぎ

な

い

の

で

あ
つ

て
､

.

そ

の

故
に

又
､

そ

の

具

鰻
的
内
容

は

歴

史
的
た

ら

ざ

る

を

得
ず

､

時
代
に

よ

り

人
に

ょ

つ

て

種
･々

の

相

異
が

存
在
し
て

ゐ

た
｡

今
､

こ

1

で

そ
の

個
々

の

も
の

に

ふ

れ

る

こ

と

は

し

な
い

が
､

苗
代

哲

単
に

あ
つ

て

は
一

般
に

自
然
の

理

絵
の

人

間
融

合
の

準
則
と

し
て

現

れ

た

も

p

の

と

考
へ

ら

れ
､

中
世
に

至

オ
や

､

キ

リ

ス

ー

教
神
輿
と

結
合
し

､

国
家

的
法
の

上
に

あ

る
､

人
類
の

心

に

刻
印

さ

れ

何
人
に

も

知
ら

れ

別

塞
法

改

革
の

限

界



ワ
ん5

】

橋

論

叢

第
二

十
七

春

草
三

旗

た
､

紳
に

よ

り

定
め

ら

れ

た

添
と

し

て
､

或
ほ

そ

れ
に

ょ

つ

て

人
類
が

繭
の

永
遠

な

る

せ
界

計

主
に

参
興
す
る

自

然
的
道
徳
律
と

し

て

考

甜り
～

へ

ら

れ

る

に

至
つ

た
｡

東
栄
時

代
咤
入

や
で

計
然
艶

郵
性

耐
疎

埠
風
ど

赫

琴
的
方

嘩
か

む

解
放
さ
.

れ
ヾ

個
人

主

義
に

立
脚
し

､

合
理

主

義

虹

よ

り

拾

諭
さ

れ
る

に

到
.つ
.

た
｡

か

く
て

､

そ

の

自

然
法

論
に

所

謂

｢

自
然
+

と

は

｢

人
間
自

然
の

本
性
+

を

意
味
し

､

そ

し

て
､

そ

の

｢

人
間

自
然
の

本
性
+

を

如
何
に

解
す
る

か

に

基
づ

き
､

一

方
の

極

端
に

任
す
る

グ
ロ

-

チ

ウ

ス

と
ホ

タ

ブ

ス

の

自
然
法

論
が

成
立
し

､

か

か

る

両
極

端
の

間
に

諸
々

の

ニ

ュ

ア

ン

ス

を

も
つ

自
然
放
論
が

主

張
さ

れ

た
｡

右
の

様
に

針
鰍

法
の

具
鰹

的
内
容

は
､

を

の

時
代
そ
の

人
､

園
に

よ

り

租

具
す
る

に

せ

よ
､

｢

斬
れ

ら

は

共
に

､

算
定
港

と

異
り

､

い

か

た

る

権
力
者
の

意
志
に

ょ

つ

て

も

破
る

こ

と
の

で

普

な
い

も
の

と

さ

れ
､

そ
の

意

味
に

於
て

､

自
然

法
は

国
家
及
び

国
法
に

論
理

的
に

先

行
し

､

そ

れ

を

基

礎
づ

け

る

も
の
■■
魯

あ

り
､

鄭
感
出

違
反
の

算
定
法
昧

碧
打

撃

的
打

は

無

数
と

一

誌
転
け

れ

ぽ

恵
を
な
い

と
い

ふ

意

味
を

t
■

も
つ

､

こ

の

こ

と

は
全

て

の

自
然
法

論
に

於
て

殆

ん

ど

共
通
で

あ

つ

た
｡

か

く
て

主

権
が

自
然

法
の

限
界
を

超
え

る

と
き

は

主

権
の

蟄
動

は

無
数
と

さ

れ
､

そ
の

定
立

す
る

法

は

何
等
拘
束
力
を

有
せ

ず
､

自
然

法
に

よ

る

主

権
の

法
的
拘
束
が

承
認
さ

れ

た
｡

一

日

本
国
憲
法

､

前
文
第

一

段

は

｢

そ

も

′

～
国
政
は

､

国
民
の

蕨
粛
た

信
託
に

よ

る

も
の
■
で

あ
つ

て
､

そ
の

権
威
は

国
民

に

由

来
し

､

そ

の

権
力
は

国
民
の

代
表
者
が

こ

れ

を

行
使
し

､

を

の

栢
利
は

国
民
が

之
を

享
受
す
る
+

と

い

う

民
主

壬
義
の

政

治

理

念
を

掲
げ

､

｢

こ

れ

は

人
類
普
通
の

原
理

で

あ

り
､

こ

の

憲
法

は
､

か
ゝ

る

原
理
に

基

く
も
の

で

あ

る
+

と
し

て
､

か

ゝ

る

国
民
亜

樟
主

義
は

人

類
普
遍
の

原
理
で

あ
つ

て

日

本
国
憲
法
も

亦
､

こ

の

原
理

を

基

礎
と

す
る

も
の

で

あ
り

､

そ
の

意

味
で

又
､

日

本
国

寮
迭
の

成
立

､

通
用

を

歳
接
づ

け
､

論
理

的
に

憲
法
に

先
行
し

､

し

か

も
､

憲
津
の

上
位
に

任
す
る

も
の

で

あ
る

と

し
､

こ

の

原

理
に

反
す
る

〓

切
の

憲
法

､

法
令

､

及
び

詔
勅
を

折
除

す
る
+

こ

と
を
出

塁
口

心

て

ゐ

る
｡

更
に

前
文

璧
頭
は

｢

政
治

道
徳
の

法
則
は

､

■
普
遍

的
な

も
の
+

で

居

る

と

し
､

題

乍
イ
､



家
的
利
己

主

義
の

立

歩
か

ら
､

他
国
を

無
税
す
る

こ

と

は
こ

の

普
遍

的
政

治
道
徳
に

反

す
る

も
の

で

あ

る

こ

と
を

言
明
し
て

ゐ

る
｡

文
一

憲
法

第

〓

條
が

基

本
的
入
植
を

以
て

侵
す
こ

と
.

の

で

き

な
い

｢

永

久
の

権
利
+

と
し
て

現

在
の

み

た

ら

ず

将
来
の

国
民
に

も

輿
へ

て

ゐ

(

註
二
)

る

と

と

は
､

/

か

ゝ

る

基

本
的
入
植
の

基
礎
に

永

久

不

襲
の

自
然
法
が

存
在

す
る

こ

と

を

前
掟
と
し

て

ゐ

る

も
の

で

あ

る
｡

司
れ

ら
.
は

何
れ

も

国

然
淡
の

宣
言
的
凍

寒
と

解
す
べ

ぐ
､

.
射

撃
的
鑑
定
と

解
さ
.

れ
て

.

は

な

ら

な
.

V ､

｡

そ

し
て

元

来
､

白
然
法

は

客
観
的

た

普
遍

安
富
性

を

も
つ

も
の

で

あ
り

､

論
理

的
に

は

安
定
浩
及
び

国
家
に

先
行
す
る

も
の

で

あ

る

か

ら
､

そ

の

意

味
で

､

前
文

第
一

段
が

▼

憲
法

改
正

樟
を

も

制
限
し

て

ゐ

る

の

は

畢
収

注

意

的
た

意
味
し
か

も

た
な
い

も
の

と

解
さ

れ

た

け

れ

ぼ
た

ら

な
い

と
さ

れ

る
｡

併
乍
ら

､

か
ゝ

る

見
解
は

資
琵
主

義
の

立

場
か

ら

は

否

定
さ

れ

た

け

れ

ぼ

な

ら

な
い
｡

野
ち

､

′

そ

の

立

場
か

ら

す
れ

ぼ
､

∵
か

ゝ

る

規

定

の

存
在
す
る

限
り

に

放
て

､

そ

れ
ら

は

普
遍

的
で

あ

り
､

永

久

的
な
の

で

あ
つ

て
､

か

ゝ

る

規
定
を

改
正

す
れ

ば
､

も

は

や
､

永

久

的
で

(

鞋
三
)

も
､

普
遍
的
で

も

た
心

い
■
し
か

も
｢

句
れ
.
ら

を
改
題

す
各
ノ

訂
吋
患
路

上

町

家
法
改
正

車

線
払

基
ぐ

殴
り

可

能
で

あ
▲
郵
こ
..
と

:

斗
怒

る
｡

か

く

し
て

､

･
こ

ゝ

に

自
然
法
と

算
定
法
と
を

明

確
に

直
別

し
､

雨
着

時
共
に

規
範
健
系
と
し

て

は
､

を
の

規
範
の

淵
源

､

安
普
の

態
様

､

虚
系
構
成
の

方
法
に

於
て

､

根
本
的
に

異
り

､

そ
れ

政
商
者
は

同

時
に

同
一

封

象
に

封
し

て

安
督
す
る

こ

と

は

論
理

的
に

不

可

能
で

あ

る

と

し
､

又

自
然
法

規
範
の

中

に

算
定
法
設

定
の

委
任
を

規
定
す
る

も
の

が

あ

る

と

す
る

こ

と
は

自
然
法
と

算
定
法
の

性

質
か

ら

し
て

不

可

(

註
四
)

能
で

あ

る

と

し
て

自
然
法
を

法

畢
的
思

惟
か

ら

追
放

す
る

ケ

ル

ゼ

ン

等
と
の

封

決

を

迫
ら

れ
る

｡

こ

ゐ

問
題
に

答
へ

る

為
に

は
､

結
局
虻

於
て

ケ

ル

ゼ

ン

の

哲
拳
的
立

場
た

る

新
カ

ン

一

重

義
と
の

封
決
を

必

要
と

す
る

｡

即
も
よ

り

詳

し

く

言
へ

ぼ
､

営
為
と

存
在
を

峻
別

す
る

規
範
論
理

主

義
､

更
に

は

認
識
の

封
象
は

認
識
の

方
法
に

ょ
つ

て

規
定
さ

れ

る

と

し
､

法
畢
の

一
⊥

由

方
法
に

よ

つ

て

認
識
さ

れ
る

も
の

は
､

び

と
り

法
で

の

み

曽
ソ

う

る

と

す
る

浩
一

元

主

義
の

基

礎
と

禁
ノ

て

ゐ

る

方
法

萬
能
の

思

想
に

封

㍊

意
港

改
正

の

限

界



一

席

論

叢

葬
二

十
七

春

希
三

水

3 4

す
る

批
剣
が

要
求
さ

れ

る

わ

け
で

あ

る
｡

併
乍
ら

､

そ

れ

は

将
束
の

研

究
に

委

ね
､

本
稿
で

は

そ
の

必

要
性
の

指
摘
に

止

め

る
｡

只
こ

ゝ

で

一

つ

注

意

す
べ

奮

は

法
は

決

し
て

､

道
徳

､

政

治
と

明

確
に

区

別

さ

れ
る

も
の

で

は

た

く

し

て
､

法

は

道
徳
や

政

治
と

不

可

分
に

結
び

つ

い

て

ゐ

る
｡

を

れ

故
､

封

象
た
る

法
を

道
徳
や

政

治
の

資
餞
的
契
機
か

ら

切
離
し

､

之
を

只

畢
に

法

L
し

て

の

み

考
察
す
る

､

と
い

ふ

能
度
は

､

か

え

つ

て

法
の

資
在
の

姿
を

見
失
ふ

結
果
に

立

ち

至

る

も
の

で

あ
る

､

こ

の

鮎
は

彼
の

理

論
の

中

心
を

な

し
て

ゐ

る

根

本
規

範
の

本
質
を

つ

き

つ

め
て

行
く

時
､

極

め
て

明

白
で

あ
る

｡

尾

高
教
授
は

こ

の

鮎
に

閲
し

､

算
定
法
規

範
が

他
の

規
範
に

よ

つ

て

制

.

約
さ

れ
て

ゐ

る

と
い

ケ
こ

と
に

は
､

二

つ

の

意
味
が

あ

る
､

第
一

に
､

そ

れ
ほ

､

｢

上

位
段

階
の

規
範
+

に

ょ

つ

て

制
約
さ

れ
て

ゐ

る
｡

第
二

､

親

御
規
範
と
し

て

の

法

規
は

､

を

れ

に

先

行
す
る

｢

融
合
規
範
+

に
.

よ

つ

て

制
約
さ

れ
る
｡

し

か

る

に
､

棍

本
規

範
は

､

無
被
制

約
の

規
範
で

あ

る

か

ら

し
て

､

.

そ
の

本
質
上

､

政
令
規
範
で

あ
つ

て
へ

猥

勧
規

範
で

は

な
い
｡

従
つ

て

純
粋
法

畢
の

立

場
か

ら

す
れ

ぽ
､

蔵
本
規

範
は

港
規
範
で

は

な
い

他
の

性
質
の

規

範
で

あ
る
｡

し
か

も
ケ

ル

ゼ

ン

が

叔
本
規
範
の

例
と

し
て

あ

げ
て

ゐ

る

命

題
は

明
ら

か

に

】

つ

の

｢

政

治

的
+

卑
規
範
で

あ

る
｡

故
に

全
て

の

法
は

政

治
の

下

に

敦
カ
を

も
つ

こ

と

と
た

り
､

法
の

中

か

ら
一

切
の

倫
理

的
､

政
治

的
要
素
を

排
除
し

ょ

う

と

し

た

純
粋
法

畢
の

企

固
は

根
抵
か

ら

崩
壊
せ

ざ

る

を

得
な
い
｡

更
に

根
本
規

範
の

欒
化

を

生

ず
る

革
命
の

場
合

を

考
え

て

見
れ

ぽ
､

根
本
規
範
が

そ

れ

以

上
の

別
の

規

範
の

御
約
の

下

に

置
か

れ
て

ゐ

る

の

で

な

い

以

上
､

そ
の

欒
化
は
ロ
ハ

､

｢

資
力
+

に

よ

つ

て

生

ず
る

も
の

と
し

て

説
明
さ

れ

た

け

れ

ぼ

た

ら

た
い
｡

か

く
て

ケ

ル

ゼ

ン

自

身
も

最
後
に
､
は

境
木
規
範
を

｢

資
力
か

ら

法
へ

の

(

註
五
)

韓
化
+

の

韓
轍
器
と

認
め

ざ

る

を

得
な

か

つ

た
｡

と

述
べ

て

ゐ

る
の

は

こ

の

こ

と

を

極
め
て

明

確
に

示

す
も
の

で

あ

る
｡

(

註

こ

猥

本
裁

範
に

一

定
の

内

容
を

預

定
す
る

立

場
が

本
衆

は

白

銀

法
を

想

定
す
る

立

場
で

あ
る

こ

と

は

上

に

感
べ

た

所
で

為
る

｡

(

詮
二

)

田

中

新
太
郎

博
士

｢

新
意
港
に

於
け

る

普

遍

人

類

的

原
理
+

季
刊

珪

律
畢
弟
三

春

昭
二

三

岩ββ



f

､ F

＼

【

ヽ
)5

射
り
〟

(

註
一

ニ

)

佐
々

木

博
士

｢

日

本
国
憲
法

静
+

昭
二

四

二

八

七

貫

(

註

四
)

ロ

臣
旨
ロ

∵
ロ

i

O

首
i

-

0
∽

○

号
芳
F
O

ロ

G

2

邑
品
e

ロ

争
胃

冨
t

宍

喜
冨

-

O

F
¢

告
白

d
O
∽

声
e

邑
∽

匂
○

箕
‡
芦
亡
∽

こ
浩
玩
･

(

鼓
五
)

尾
高
教
授
｢

法

曹
畢
概
静
+

昭
二

四

二

七

大

-
二

七

九

貫

繹

以

上
､

憲
法

改
正

行
為
の

法
的
限
界
の

問
題
に

閲
し

､

特
に

重

要
と

息

は

れ

る

三

鮎
を

取

上

げ
､

そ
の

間

題
蘇
の

指
摘
を

行
つ

て

来
た

の

で

あ

る

が
､

こ

の

間
題
は

以

上
の

三

鮎
に

限
る

の

で

は

た

く
､

更
に

､

改

正

條
項
の

改
正
の

も
つ

法
的
意

味
､

改
正
の

手

績
､

形

式
の

問
題

､

不

可

欒
條
項
の

改

正
の

問
題
等

､

興
味
あ

る

多

く
の

も
の

が

竣
さ

れ
て

ゐ

る
｡

(

謹

こ

ワ

ル

タ

ー
･

イ
エ

リ

ネ
ヲ

ク

の

指
摘
す
る

如
く

､

憲
法

改
正
の

合
法

性
の

問
題
は

国
威
の

限
界
の

問
題
の

最
終
的
論
鮎
で

あ
り

､

行
政

の

合
法
性

､

立

迭
の

合
憲
性
の

思

想
と

共
に

法
治

国
思

想
の

蟄
展
と

解
さ

れ
る

｡

こ

の

意
味
に

於
て

､

文

意
法

改

正
の

限
界
の

問

題
は

自

然
法

思

想
に

基

礎
を

有
す
る

と

言
へ

る
｡

(

社

こ

弓
,

甘
-
-
i

日
付

打
-

曾
昌
苫
ロ

∽
･

-

～
♪

㌦

意
溝

改
正
の

限

界

一

′
し




