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け

る

聴

入
の

国
民

経
済
弥

影
替
に

蹄

す
る

論

争
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乗
数
方

為
に

お
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襲

他

と

誘

登
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海
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作
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と

を

浪

岡

し
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ゐ

ら

れ
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の

で

は

む

.

る

ま
い

か
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Ⅰ
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る
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そ

れ
か

ら

仰
､

榊
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引
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も
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な

け

れ

ば

な
ら

な
い

｡

ス

ト

ル
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双
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ふ
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均

等

的

増

大
は
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メ

ッ

ツ

ラ
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基

本
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程
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に
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け

る

パ
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む
し

ろ

外

資
流

入
に

基
く

所
得
と

誘

尊

的

輸
入
を

問
題
と

し

て

を

り
､

ブ

キ

ヤ

ナ

ン

は
こ

れ
を

批
■
列
し

て

外

資
の

生

産
的

穀
果
を

検
討

す
べ

き

こ

と

を

親
潮

し
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る
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大

卒
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▲ 専

一

ポ

ツ

ダ

ム

宣
言
の

受

諾
以

来
､

-

モ
+

に

三

星

霜
､

敗
戦
国
日

本
の

そ

の

攻
の

欒
化

は
､

資
に

驚
く
べ

㌢
も
の

が

あ
る

｡

終
戦
曽
時
を

同
顕
す
る

と
､

全
く
今
昔
の

感
に

堪
へ

な

小
｡

私
は
､

太
平

洋
戦
寧
の

最
後
の

ヰ
を

､

大

陸
､

主

と

し
て

上

海
に

居
つ

た

空
｡

､

僕
戦
時
の

我
が

国
際
法
学

界
の

状

態
を

､

よ

く

知
つ

て

居
な

い
｡

昭

和
二

十

年
の

五

月
未
に

上

海
を

田
老
し

て
､

青
島
を

経
由

し
､

北
京
に

滞
在
し

､

よ

う
や

く
朝

鮮

準
瞬
を

渡
つ

て
､

内
地
に

斉
し

た

の

が
､

七

月
宋

､

初
め

て

東
京

に

入
つ

た

の

は
､

八

王

子

茎

葉
の

翌
日

の

八

月
一

日

で

あ
つ

た
｡

も

は

や

こ

れ

以

上

戟
ひ

得
な

い

と

は

知
つ

て

居
て

も
､

終
戦
の

詔
勅
せ

弄
し
た

と

ヰ
は

､

大
な

る

衝
撃
で

あ

づ

た
｡

野
合
国
軍
の

日

本
占
領
が

始
ま
つ

た

ば

か

り

の

八

月
下

旬
の

一

日
■､

国
際

法
拳

骨
の

中
堅
幹
矧
が

､

紳
田
の

畢
土

倉
館
に

集
ま
っ

て
､

▲.
日

本
及
び

畢
合
の

将
来
に

就
い

て
､

懇
談
し

た
こ

と

が

あ
つ

た
｡

終
戦
に

伴

ふ

拳
骨
の

研
究
渡
御
の

再
粗
繰
を

行
つ
.
た

外
に

､

敗
戦
国
の

地
位
に

封
す

主知

レ
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汁
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事

丁
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母

▼巧

手

争

ど

滝

泰

∴
斗

l
′

勺

ノ

る

忌

悍
の

な
い

意
見
の

交
換
を

行
つ

た
｡

太
平

洋
哉
雫
中
に

､

我
が

畢

界

の

す
■べ

て

が
､

軍

国
調
に

塗
り

つ

ぶ
さ

れ

て

居
た
こ

と

は
､

確
か
で

あ
つ

て

国
際
法
拳
骨
が

､

瀾
噂
遼
行
に

向
つ

て
､

精
神
的
に

審
興
し

た

こ

と

も
､

ま

た

革
賛
で

あ
る

｡

大
東
亜

国
際
法
叢
膚
の

公
刊
は

､

そ
の

儀
時
の

事
業
の

一

ツ

で

あ
り

､

す
べ

て

が

す
べ

て

ま

で

観
念

論
に

堕
し
た

と

は

冨

は

な
い

が
､

と

か

く
規
賓
に

流
さ

れ
す

ぎ
た
こ

と

は

寧
ひ

得
な
い
■｡

終
戦

後
の

国
際
津
学

界
の

仕
凛
は

､

先
づ

戦

時
色
を

沸
拭
し

､

開
か

れ

た

伍
界

の

窓
を

通
し
て

､

草
間
の

国
際
的
水

準
へ

の
､

復
辟
を
は

か

る
こ

と
で

あ

つ

た
｡

終
戦
後
の

日

本
全

鰻
は

､

混
乱
と

低
迷
と
の

限
り

を

蓋
し
た

が
､

聾
者

ほ

必

ず
し
も

､

か
1

る

世
相
に

捲
き
込
ま

れ

て

し

ま
つ

た
の

で

は

な

い
｡

"

今
か

ら

考
へ

て
､

日

本
の

行
く
手
を

そ

う
誤
つ

て

克
透
し

た

も
の

と

も
､

ナ

､

恩
は

れ

な
い

｡

各
人
が

常
時
そ

れ
ぞ
れ

過
去
に

封
す
る

批
判
と

､

帯
来
に

射
す
る

検
討
と

を

行
つ

■た
｡

こ

の

反
省
は

国
際
捷
畢
界
に

も

存
し

た
こ

L

で
､

徹
底
的
な

辞
謹
津
的
否
定
が

､

婿
衆
の

賛
展
の

た

め

に
､

是
非
必
要

で

あ
つ

た

わ

け
で

あ
る

｡

併
し

､

こ

の

反

省
は

遣
憾
乍
ら

徹
底
し

て
■
は

賓

行
ぎ

れ
な

か
つ

た
｡

眼
前
の

事
象
は

､

襲
樽
極
ま

り

な
く

､

日

本
の

占
領

と

管
理

､

戟
寧
犯
罪

､

賠
償
と

返
還

､

吏
ら

に
､

世
界
平

和

横
構
の

躍
進

な

ど
､

多
く
の

問
題
は

国
際
泣
翠
者
を

簸
り

た

て

て

や

ま

な
い

｡

学
界
の

復
活
は

､

先
づ

時
事

解
題

､

国
際
車

情
の

解
介
か

ら

始
ま
っ

た
｡

戟

華
甲

の

封
米
思
想
戦
の

チ

ャ

ン

ピ

オ

ン

の

一

人
が

､

八

月
十

五

日

を

境
に

､

百

八

十

産
の
■
轄
換
を

な
し

､

世
界
平

和

蓮
勤
の

宜
停
者
に

化

し

た
こ

と

な

ど

は
､

こ
の

間
の

出
来
ご

と

で

あ
る

｡

ま

た

わ

れ
一

人
罪
な
し

と

し

て
､

敬
/

.
孝

界

潜

息｢

勝
者
で

あ
る

か
の

如
き

､

勢
の
■
あ
る

評
論
を

物
す
る

も
の

も

輩
出
し
た

｡

国
際
法
挙
が

､

現
賓
の

国
際

闘
怖
を

取
扱
ふ

も
′

の

で

あ
る

以
上

､

こ

の

現

象
ほ

止

む
を

得
な

い

こ

と
で

あ
ら

う
が

､

日

本
人
の

国
民
性
を

端
的
に

射

ち

田
し
た

も
の

と

も

見
ら

れ

る
の

で

あ
る

｡

､

一
■

〓

､
敵
昏
の

歴

史
的
環
賛
が

､

拳
闘
の

方

向
を

決
定

す

る
と

言
は

れ
る

が
､

廟
際
法
学
の

在
り

方
は

､

確
か

に
､

国
際
敵
禽
の

規
賛
に

よ

つ

て
､

支
配

さ

れ
る

､

第
二

次

世
界
大
戦
に

よ
つ

て
､

国
際

法
は

い

ろ
い

ろ

な

襲
化
を

受
け
た

｡

こ

れ

は
､

国
際
法
の

基
礎
に

あ
る

国
際
関
係

そ
の

も
の

､

国
際
･

社
脅
そ
の

も
の

が
､

大
き
な

欒
化

を

受
け
た

賃
め

で

あ
る

｡

今
次
大
戦
の

,

結

果
と

し
て

､

′
退

園
支
配
の

新
し
い

国
際
紅
昏
の

鮭
制
が

形

成
さ

れ
よ

う
t

と

し
て

屠
る

｡

｡

の

欒
化

は
､

国
際
社
食
の

僧
迫

の

頂
命
的
な

襲

撃
し

あ

る
心

従
つ

て

国
際
穀
倉
を

損
得
1

ェ
+

き
た

国
際
法
も

､

板
木
的
な

襲
化
を

受
け

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

強
国
の

世
界
支
配
の

饅
制
が

､

戦
後
の

国
際

法
撃
の

在
り

方
を

､

方
向
づ

け
て

居
る

と

恩
は

れ
る

｡

■
戦
後
の

国
際
祀
禽
の

新
し
■

い

動
向
は

､

従
来
の

努
力

均
衡
の

耽

愚
か

ら
､

階
層
的
秩
序
の

樹
立
へ

と

移
行
し
て

陰
る

｡

勢
力
均

衡
切

法
理

は
､

多
元

的
打

国
家
の

瞥
立
を

認
め

､

平

面
的
な

奥
約
敵
禽
を

構
成
せ

し

め

る
｡

勢

力
均
衡
の

法
理

は
､

従

前
の

国
際
法
の

基
本
的
原
野

で

あ
つ

て
､

複
数
の

国
家
の

制
度

∽
什

p

邑
〔

コ
･

晋
芝
〔

ヨ

の

上
に

打
ち

立
て

ら

れ

た

も
の

で

あ

■
る

｡

こ

れ
に

労
し
て

､

階
層
の

法
理

は
､

■
頭
象
の

協
動
を
､

は

か

り
､

目
的

の

世
界
に

向
つ

て

統
合
す

る

所
の

立

健
的
な

制
度
社
昏
で

あ
る

｡

強

国
の

βJ
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1

丸

ー

軋

論

叢

■
簾
二

十

壷

竺
･

表
■･

地
位
め

鮭
倒
的
な

優
越
は
+

世
界
構
造
を

､

ピ

ラ

ミ

ッ

ト

的
な

曙
屠
に

､

な
し
つ

ゝ

あ
る
の

で

あ
る

｡

従
つ

て

今
日

の

国
際
法
は

､

こ

の

国
際
社
食

の

階
層
的
組
織
の

形

鼠
原
理
で

な

廿

れ
ば
な

ら
ず

､

こ

れ
は

､

と

鴻

も

な

ほ

さ

ず
､

新
し
.
い

世
界
平
和

機
構
た
る

国
際
連
合
の

態
理
で

あ
巧

｡

由
際
連
合
の

基

哀
的
寮

麺
は

､

固
傾

馨
の

隋
宙

晶
な

組

織
化

や
ぁ

る
｡

こ

ゝ

で

国
際
法
は

､

白
か

ら
に

そ
の

目
的
の

あ
る
こ

と

を

知
つ

た
｡

-

国

際
融
合
の

階
層
的
な

組
織
化
は

､

菅
然
に

従

前
の

国
際
法
の

鼓
舞
を

欒

革
せ

ず
に

は

置
か

な

い
｡

少
く
と

も

取
木
的
な

償
正

を

施
づ

な
け

れ

ば
な

ら

な

く
な
つ

た

と

言
は

ね

ば

な

ら

な
い

｡

均

衡
の

国
際
珪
は

､

国
家
の

主

権
か

ら

出
費
し

､

国
家
の

意
志
の

至

高
性
を

系
め

､

■
合
患
は

拘
束
す

る
の

契
約
的
な

構
造
を
と
つ

て

や
た

｡

階
層
の

国
際
汲
は

､

諸
国
家
の

世
界
計

革
宅
C

ユ
β

]

昔
日

已

甘
へ

の

参
加

鐘
制
を
作

り
､

国
家
の

職
分

を

尊
ん

で
､

統
一

的
な
制
度
の

形
成
を

主

張

す

る
｡

従
つ

て

階
層
の

周
際
津
は

､

先
づ

■
諸
国
家
の

国
家
主

権
を

制
限
し

､

一

面
に

お

い

て

図
僚
組
織
を

張
化

す
る

と

共
に

､

他
面
に

お

い

て

個
人
の

国
家
よ

り
の

解
放
を

は

か

る
｡

国

際

連
合

亡

2 .

冒
d

宅

邑
｡

ロ
ロ

は
､

構
成
諸
国
に

協
動
の

義
務
を

課
し

､

そ
の

諸
国
の

行
動
を

静
和
す

る

中
核

麓
を

形
成
す

る
と

共
に

､

基
本
的
人

権
の

国
際

申
な

確
課
を

な

す
勅
で

､

階
層
の

津
理
に

立
脚
す
る

も

の

で

あ

る
｡

か
1

る

国
際
鉦
脅
の

原
理

的
解
剖
は

､

■
政
治
学
者
や

哲
厚
着
打

課

題
と

し

て

攻
上

げ
ち

れ

た

が
､

ま

た

我
が

国
際
法
学
者
の

取
扱
は

ね

ば
な

ら

ぬ

問
題
で

あ
り

､

そ
の

立
脚
蔚
を

徹
底
的
に

検
討
し
て

始
め

て
､

新
し

い

国

､

際
沫
の

掌
た

出
立
が

行
ほ

れ

得
る

も
の

で

あ
る

｡

今
日
め

吾
人
ほ

､

準

界
の

基
本
的
動
向
に

野
し

て
､

限
を

餌
ぢ
る

ご

と

を

往
な
い

の

で

あ
る
｡

･

三

わ
が

国
の

国
際
連
合
の

研

究
は
+

童

㍉
し

で

連
合

恵
章
の

注
穿
に

堕
し
J

啓
蒙
的
な

も
の

が

多
い
｡

太
平

洋
戦
寧
の

娼
凍
中
か

ら

も
､

す
で

に

米
英
■

の

戦
後
案
の

研
究
を

行
つ

て

き
た

折
で

､

先
づ

か
1

る

努
力
が

舞
茸
し
て

孝
義
さ

れ

た
｡

横
田

喜
三

郎

博
士
の

『

国
際
聯
合
卜
研
究
と

解
説
』

(

国

民

大

孝
女

庫
)

の

如
き
は

､

正

に

そ
の

ト

ッ

プ

を

切
つ

た

も

の

で
､

そ
の
､

後
に

出
だ

外
務
省
の

芳
賀
四

郎
君
の

『

国
際
連
合
入

門
』

ほ

連
令
恵

葦
の

逐
條
的
解
説
で

､

壷
合
の

普
及
の

た

め

に

貢
献
す
る

こ

と

は

多
大
で

あ
ら

ぅ
｡

田

岡
長

一

博
士

の

『

国
際
聯
合

憲
章
』

(

が

語

霹
)

も
､

憲
章
の

解

読
と

し

て

極
め
て

有
力
な

文
献
と

な
つ

て

居
る

｡

そ
の

中
で

､

国
際

連
合

の

津
理

キ

取

木
的
に

究
明
し

㌢
フ

と

努
め

た

研
究
と

し
て

､

横
田

睾
二

助
博
士
の

『

国
際
連
合
の

研
究
』

並

び
に

田

畑
茂
二

郎
教
授
の

『

国
家
平

等
戟
念
の

韓
換
』

の

二

幸
が

注
目
さ.

れ

る
｡

前
者
は

､

連
合
の

特
色
と

し

て
､

強
力
な

戦
争
防
止

方
法

､

主
つ

の

理

事

昏
の

設

軍

安
全
保
障
理

事

倉
の

優
越

､

多

数
決
の

原
則
の

採
用

∵
地
域
主

義
の

考
慮
の

五

見
を

奉
げ

て
､

違
令
仁

よ

る

国
際
赦
倉
の

組
儲
北
を

記
述
し

た
｡

径
者
は

戦
時
中
に

行
つ

た

国
際
社

禽
の

解
剖
の

研
究
を

盆
刊
し

た

鴻
の

で
､

直
凄
に

は

国
際

連
合
を

額
放
つ

た

も

の

で

は

な
い

が
､

国
際
祉
昏
の

構
造
の

襲
化
と

国
家

平

等
と

の

関
連
を

説
い

て
､

階
層
の

国
際
法
理

を

明
際

な

ら

し

め

て

居

る
｡

横
田

博
士

は
､

国
際
的
属
童

主

義
の

立

場
よ

り
､

国
家
平

等
権
を
一

療
肯
定
し

､

こ

れ
を

多
数
決
の

原
理
で

統
合
し

､

国
際
国

際
の

意
志

を

形

β倉
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叱
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槌

丁

三
､

言

･
■ ｢

わ
嘗
･
阜

草

す

二

■魯

′

成
し

よ

う
と

す
る

人
と
の

主

菜

は

特
に

『

国

際

的
民

主

主

義
』

四

三

貫
､

七

三

革
に

或
は

れ

で

居
各

が
､

後

述
の

『

国

際
法
』

新
版
八

三

貴
で

は

改

詮

き

れ
た

ら

し

い

)

▲｡

横
田

博
士

が
､

国
際
的

民
主
士

義
を

奉
じ

､

国
家

の

平

等
権
を
主

張
さ

れ

る

て

と

巧
■■
連
合

璧
早

第
二

俸
第

一

項
切

成
文
的

取
汝
が

あ
る

け
れ
ど

も
､

薗
際
社
食
の

規
賛
的
構
成
原
題

と

し
て

は

役
立

た

ず
､

こ

の

黙
は

､

連
合
に

平

和
的
襲
更
の

規
定

を

醜
く

と

七
て

､

連

今

璽
早
第

十
四

條
初

演
走

を

軽
祝
さ

れ
た

こ

ト

と

共
に

､

博
士

の

立

論
の

難
■

戟
と

考
へ

ら

れ

る
｡

私
は

周
際
連
合
の

精
神
は

､

草
展
と

進
歩
と

に

在
■れ

､

連
合
憲
章
第
十

四

傭
が

連
盟
規
約
第
十

九

條
の

窺
定

よ

り

も

劣
つ

て

居
る

と
は

考
へ

な

い

(
『

法

律
文

化
』

本
年

八

月

靡
の

拙
文

蓼
脛
)

｡

横
田

博
士

の

主

張
は

､

簡
潔
平

明
で

あ
り

､

従
つ

て

大
上

段
か

ら

き
め

つ

け

る

研
が

.

あ
り

.

そ
わ

た

め

息
は

ぬ

無
理
が

生
じ

で

く
る
の
■
は

止

む

を

待
な

い
｡

■
こ

れ
に

撃
し

て

田

畑
教
援

蒜
理

は
‥

精
細
で

､

▼
■

眉
唾
曾

窟
蓮
臥
静

夜

に

伴
つ

て
､

国
家
の

平

等
権
の

質
的
な

輯
換
を

は

か
つ

た

戟
に

お

い

て
､

遠
か

七

進
歩
的
で

あ
つ

た
｡

し

か

し
､

■
両
署
共
に

､

基
本
的
人
権
宣
言
を

正

し

く

国
際
連
合
の

法
理
と

し

て
攻
上

げ
て

居
な
い

｡

個
人
の

国
船

津
上

の

地
位
は

､

.
今
日

改
め

て

再
吟
味
す
る

必

要
が
･
あ

り
､

私
は

｢

国
際
人

権

葺
き
の

一

文
を

『

国
際
法
外
交
難
詰
』

第
四
七

巻
第

丁
二

親
に

婆
表

し

て
､

こ
の

間
竜
の

究
明
を

行
つ

た
｡

r

今
同
横
田
博
士

は
､

有
斐
闇
全
書
の

一

篤
と

し
て

､

『

国
際
法
』

(

新
版
)

･

を

印
行
し

た
｡

弟
二

次

世
界
大

戦
の

音
響
に

よ
つ

て
､

国
際

法
が

大
欒
化

を

受
け
た

が
､

-

芸
国
際
祀
昏
の

階
層
化
の

線
に

泊
つ

て
､

根
本
的
な

修

正

を

行
ひ

､

新
し
い

国
際
法
の

日

本
版
を

由
来

せ

し

め

た
｡

同
著
の

､

単

身

滑

息

_

∵
号

号

■■.
.

㌣

声

▼

㌫

妄

困
瞭
園
鮭
の

強

軍

国
家

童
擢
の

否

琴
交

通
権
の

改

革

鴎
内
事

項
の

栢
小

､

戦
雫
の

犯
罪
化
な

ど
､

そ
の

修
正
の

幅
は

廣
い

も
の

で

あ
り

､

行

文
も

例
の

如
く
明
快
で

､

ア

ッ

プ
･

ト
･

デ
イ

ト

の

テ

㌢
ス

ト

で

あ
る

と

椎
茸
す
る

に

足
る

｡

最
近
に

支
正

雄

教
授
が

､

国
際
法
博
義
要
項
第

一

■
分

ぞ
し
て

､

『

国

際
津
の

理

念
と

歴

史
』

の
一

本
を

会
刊
し
た

｡

一

文
教

授
は
日

本
の

モ

ー

ア

又
は
シ

ュ

ト

ル

ッ

ブ

で

あ
つ

て
､

よ

く
先
例
学
説
を

岨

囁
集
成
し

､

大

陸
よ
止

復
員
後
の

同
君
の

意

気
を

示
し
た

貯
蓄
で

ぁ
る
｡

但
し

健
釆
は
ア

ン

チ

ロ

ブ

チ
の

流
を

酌
ん

で
､

精
々

保
守
的

傾
向
が

あ

そ
+

と
は

寧
は

れ

な

い
｡

一

四

散
守
犯

罪
人
打

裁
舛
周
題

犠

今
次
大

戦
に

件
つ

て

愚
つ

た

国
際
法
問

題
の

筆
覇
に

掲
げ
ら

る
べ

き

問
題
で

あ
ゎ

､

侵
略
的
戦
寧
を

国
際
犯
罪
と

な

し
､

国
際
社
脅
の

組
織
化
の

立

場
か

ら
､

戦
争
を

国
際
珪
の

領
域
か

ら

舘
逐
し

よ

う
と

試
み

る

儲
に

於
て

､

国
際
法
の

全
饅
弄
灯

根
本
的
な

襲
葺

を

き
た

す
も
の

と

看
倣
さ

ヤ
Q

｡

横
田

博
士

ほ
ヾ

最
も

厳
正

に

敬
啓
の

犯

罪
化
を

ガ
讃
し

､

そ
の

主

張

を

経
め

て
､

『

哉
寧
犯
罪
論
』

の
一

∴

本

を
公

刊

し

た
｡

博
士

は
､

国
際
連
盟
の

成
立

以

後
に

於
け
る

世
界
の

平

和
連
動
に

注
目

し
､

戦
寧
の

違
法
性
を

説
き

､

更
ら

に

そ
打

犯
罪
性
を

強
調
し

､

戦

寧
の

追
放
を

■呼
競
す

告

博
士

の

警
口

は

旗
峨
鮮
明
で

､

■
新
憲
法

第
九

膝

の

戦
争
抱
棄
の

窺
定
の

産
許
論
と

等
し

く
､

立
論
の

純
粋
性

を
表
示
し
て

居
る

｡

博
士

の

銭
論
は

､

世
界
的
人
道
主

義
の

立
場

ゎ
ら

､

敢
へ

て

些

細

β3



ヽ

ふ

. ユ

､

､
■寸

■モ

l

一

橋

論

叢

第
二

十
二

春

希
一

･

二

報

■

な

沫
技

術
を

無
成
し

､

寧
ろ

成
津
論

-

品
e

-

P

ど

よ

り
も

立
法
論

-

e

的
e

㌔

漕
ぎ
せ

な

し

て
､

壷
後
沫

e

粥
■

盲
t

賢
｡

･ -

冒
さ
ヘ

音
志
さ

れ

る

如
き
調
子
で

あ
る

｡

戦
寧
犯
罪
者
の

裁
判
に

儲
し
て

ほ
､

す
で

に
､

情

報
や

資
料
に

就
い

て
､

多
く
の

文
献
を

得
て

居
る
■｡

早
大
の

儲
究
曾
(

大
.

渡
､

一

叉
､

入

江
､

水

田
､

江

家
)

の

諸
教
授
執

筆
の

『

極
東
国
際
軍
事

裁
判
研

究
』

も

刊
行
者

れ
て

居

告

こ

の

間
に

在
つ

て

梼
田

博
士
の

労
作

は
l

長
滝

鮭
釆
的
で

あ
り

､

文
一

貴
し
た

主
張

が

盛
ら

れ
て

居
る

｡

そ

れ

だ
け
に

畢
界
で

鶉

問
題
の

艶
象
と

な
つ

た
｡

私
は
■

『

国
際

津
外
交
殊
誌
』

第
四

七

巻
第

一

競
に

於
て

､

田
畑
教
授
は

『

季

刊
津
律
畢
』

第
四

既
に

於

て
､

そ
れ
ぞ
れ

書
評
の

輩
を
執
つ

た
｡

横
田

博
士

は
､

従
来
よ

㌣
ケ

ル

ヤ
シ

一打

純
粋
経
年
撃
に

属
し

､

厳
格
に

認
識
と

判
断
と
の

音
別
を
な

し
て

き
た

｡

■
然
か

る

に

今
頭
賛
の

国
際
法
の

叢

論
と

し
て

､

■
哉
寧
の

犯
罪
性
を

β壬

常
置
す
る
こ

と

は
､

そ
の

立

場
を

捨
て

た
こ

と
に

な
り

､

経
書
謹
主

義
を

寧
見

た

立

論
と

な

ら

ざ
る
を

得
な

い
｡

合
意
は

拘
束
す
る

召
C

t

p

岩
邑

苦
言

呂
臣

の

基
本
命
題
の

上
に

立
つ

純
粋
沫
畢
で

は
■､

創
患
期
の

法
王

論
と
は

な
ら

な

い

こ

と

は

明
白

で

あ
る

｡

期
せ

ず
し
て

私
も

田

畑
氏
も

共

に
て
ー

〕

の

鮎
を

棺
桶
し

た
の

で

あ
つ

た
｡

田

岡
博
士

も
､

極
め
て

現
宴
的

な

立

場
を

固
守
し

､

『

新
生
』

昭

和
一

二

年
六

月
既
に

■『

戦
犯
裁
判
に

つ

い

で
し

二
文
を

賛
美
し

､

戦
寧
の

瀧
罪
化
の

主

張
に

封
じ
て

懐
疑
的
な

意
見

■
を

吐

露
し

た
｡

今
春
の

国
際
法
拳
骨
第
五

十

周
年

記
念
犬

舎
に

於
て

､

横
♂

田
田

岡
の

両
博
士

が

激
し
い

論
寧
を

交
へ

､

注
目
を

惹
い

た
｡

･

五

聯
合
国
軍
の

巳

猪
に

翳
す
る

占
領
及
び

管
理
必

津
的

性
質
の

簡

明
は

､

終
戦
後
の

撃
界
の

一

つ

の

大
き
な

テ

ー

マ

で

あ

つ

た
｡

『

津
辞
時
報
』

第

一

七

巻
七

既
に

∵
松
下
正

桑
氏
が

｢

保
障
占
領
の

世
界
史
的
意
義
+

を

書

き
､

『

国
際

津
外
交
耗
誌
』

第
四

五

巻

て

二

合
併
競
に

､

安
井
郁
教
授
は

｢

聯
合
国
の

日

本
占

領
の

本
質
+

を

著
し

､

私
も

『

国
際
凍
外
交
鮭
諒
+

第

堅
ハ

筆
二

既
に

､

｢

休
戦
條
約
と

構
和

供
約
と

の

関
係
+

を

賛
美
し
て

､

ポ
ツ

ダ

ム

宣
言
受

諾
後
の

敗
戦
国
の

地
位
に

就
い

て

の

究
明
を

行
つ

た
｡

そ
の

中

最
も

組
織
的
な

研
究
は

､

東
京

大
挙
に

於
け
る

日

本
管
理

沫
令
研

究
禽
の

事

業
で

､

既
に

そ
の

冒
H

本
管
理

渡
合
研

究
』

は
二

十

筋

以
上

に

到
り

､

そ

の

成
果
は

剖

旦
夕

べ

き
も

の

が

あ
る
り

而
か

し
て

､

そ
の

放
論

的
部
分
は

､

横
田

喜
三

郎

博
士

編
著
を

以
て

『

聯
合
図
の

日

本
管
理
』

の

一

本
と

し
て

公
刊
さ

れ
､

一

般
の

需
要
に

蔭
じ
て

､

啓
蒙
的
な

役
割
を

果

し

て

居
る

｡

賠
償
及

び

返
還

lに

就
い

て

も
､

国
際
法
上

よ

う

吟
味
す
べ

き
問
題
が

あ

る
｡

占
領
軍
賓
に

就
い

て

も

津
的
検
討
を

要
す
る

と

息
は

れ
る

｡

私
は

､

戦
時
中
に

大
陸
に

於
け

る

敬
重
塵
理
の

研

究
を

行
つ

て

居

た

の

で

あ

る

が
､

『

国
際

法
外
交
蕉
誌
』

第
四

五

巻
五

､

六

合
併
既
に

｢

戦
撃
と

私
有
財

華
の

一

文
を

褒
美
し
た

｡

埴
田

舞
姫

博
士

は

｢

賂
戦
後
に

於
け
イ

甘

在
華

-

日

本
樺
益
の

虞
塾

と

そ
の
■
清
爽
+

.
の

論
議
を

､

『

国
際
法
外
交
雄
誌
+

第
四

五

巻
第

二
､

一

二

合
併
競
に

載
せ

､

更
ら

に

こ

れ

を

近
刊
の

『

日

華
凌

捗
史
』

に

再
録
し

た
｡

賠
償
問
題
は

､

経
済
間

撃
と

し
て

頭
か
ら

捨
て

去

る
こ

と

な

く
､

国
際
泣
畢
上
か

ら

も
こ

れ

を

瀬
上

げ
る
べ

き
で

あ
ら

う
｡
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