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２  論 文 の 要 約  

（ １ ）  問 題 の 背 景 と 所 在 ／ 本 稿 の 射 程 ・ 目 的 の 要 約  

  日 本 の 戦 後 憲 法 学 に お い て 、 〝 国 家 〟 は 、 成 文 （ 成 典 ） 憲 法 の 対 象― な か ん ず く 、 そ の 規 律 対 象 ― と

し て の み 把 握 さ れ 、 し か も 、 国 家 に 関 す る 積 極 的 な 考 察 は ほ と ん ど 放 逐 さ れ て き た 。 本 研 究 は 、 そ の よ う

な 事 情 を 問 題 視 し た 上 で 、 成 文 （ 成 典 ） 憲 法 が そ の 規 律 対 象 で あ る 個 別 ・ 具 体 的 な 国 家 を 前 提 と し て 形 成

さ れ る こ と を 重 視 し て い る 。  

こ の よ う な 問 題 意 識 の 下 に 、 本 稿 の 射 程 ・ 目 的 は 、 成 文 （ 成 典 ） 憲 法 の 前 提 と し て の 国 家 を 考 察 す る 視

座 を 提 供 し 、 あ る い は 、 成 文 （ 成 典 ） 憲 法 条 規 の 解 釈 指 針 と す べ き 個 別 ・ 具 体 的 な 国 家 像 を 探 求 あ る い は

形 成 す る た め の 基 礎 理 論 的 枠 組 み の 構 築 を 目 指 す こ と に 据 え ら れ る 。  

（ ２ ）  本 稿 各 章 の 要 約  

序 章 に お い て は 、 第 １ 章 以 下 の 論 述 に 必 要 な 、 以 上 ２ （ １ ） に 要 約 し た 「 問 題 設 定 と 展 開 予 告 」 が 示 さ

れ る 。 そ の 上 で 、 第 １ 章 以 下 に お い て は 、 お お む ね 次 に 示 す よ う な 課 題 と そ れ に 対 す る 回 答 に 関 す る 論 述

が 展 開 さ れ る こ と に な る 。  

第 １ 章 は 、 「 国 家 の 前 憲 法 性 と 〝 法 学 的 ビ ッ グ バ ン 〟 の 不 存 在 」 と 題 さ れ る 。 成 文 （ 成 典 ） 憲 法 の 解 釈 指

針 に 据 え ら れ る べ き 特 定 の 個 別 ・ 具 体 的 な 国 家 像 の 探 求 は 、 国 家 の 憲 法 に 対 す る 後 置 性 と い う 観 念 を 反 証

す る こ と か ら 開 始 さ れ な け れ ば な ら な い だ ろ う 。 憲 法 に 対 す る 国 家 の 後 置 性 と い う 観 念 の 反 証 に は 、 当 然

に 国 家 の 前 憲 法 性 の 論 証 が 要 求 さ れ る 。  

国 家 の 前 憲 法 性 に つ い て は 、 ① Ve rf a s s u n g/ C o n stit uti o n の 言 語 概 念 的 検 証 、 ② 国 家 の 法 人 性 検 証 、 ③ 憲

法 の 主 題 検 証 の 三 局 面 か ら 論 証 を 行 う こ と が で き た 。  

第 ２ 章 は 、 「 〝 継 受 の 憲 法 理 論 〟 と 国 家 構 造 に お け る 連 続 性 メ ル ク マ ー ル 」 と 題 さ れ る 。 第 １ 章 に お け る

国 家 の 前 憲 法 性 の 論 証 に 関 連 し て 、 〝 国 家 ― 憲 法 〟 の 関 係 が 、 ― 元 来 の 〝 規 律 主 体 と し て の 憲 法 と 規 律 客

体 と し て の 国 家 〟 と い う 理 解 か ら ― ど の よ う な も の に 改 め ら れ る べ き で あ る の か も 示 さ れ な け れ ば な ら



な い 。  

こ の 点 に つ い て は 、 イ ー ゼ ン ゼ ー の 唱 え る 〝 継 受 の 憲 法 理 論 〟 を 提 示 す る こ と に よ っ て 、 そ の 回 答 と し

た 。 こ の ほ か 、 い く つ か の 諸 憲 法 の 条 文 を 参 照 し な が ら 、 ド イ ツ の （ 連 邦 ） 参 議 院 制 度 を 概 観 す る こ と に

よ っ て 、 そ し て 、 ― 補 論 的 に ― ス ペ イ ン の 国 王 及 び 国 会 の 関 係 を 概 観 す る こ と に よ っ て 、 国 家 の 連 続 性

メ ル ク マ ー ル の 例 証 と し た 。  

第 ３ 章 は 、 「 法 人 意 思 と 法 人 機 関 意 思 」 と 題 さ れ る 。 特 定 の 個 別 ・ 具 体 的 な 国 家 像 を 〝 描 く 〟 と い う 場 合

に 、 何 を 基 に し て 描 く の か ― モ テ ィ ー フ や 画 材 に 相 当 す る も の は 何 で あ る の か ― 、 そ う し た 〝 国 家 〟 像 は 、

何 ら か の ― 自 然 人 が 就 任 す る こ と に な る ― 〝 国 家 機 関 〟 の 意 思 と は 異 な る の か 、 と い う 問 題 も 検 討 さ れ

な け れ ば な ら な い 。  

こ の 点 に つ い て は 、 法 人 実 在 説 の 妥 当 性 を 示 す こ と に よ っ て 、 第 １ 章 に お い て み た 国 家 の 法 人 性 検 証 に

よ る 国 家 の 前 憲 法 性 の 論 証 を 補 強 し た 。 ま た 、 国 家 法 人 そ れ 自 体 と 国 家 機 関 と の 関 係 を め ぐ っ て 、 両 者 の

意 思 は 同 一 の も の で は な い こ と を 示 す と と も に 、 国 家 法 人 意 思 は 、 前 憲 法 的 な る も の と し て の 国 家 と 規 範

的 な る も の と し て の 憲 法 と の 相 互 補 完 的 な 営 み に お い て 見 出 さ れ る べ き だ と し た 。 要 す る に 、 国 家 （ 組 織

体 ） の 特 殊 性 は 、 国 家 法 人 意 思 と し て 表 出 し 、 か か る 意 思 の 導 出 過 程 に は 、 前 憲 法 的 国 家 像 と 憲 法 的 国 家

像 の 双 方 が 欠 か せ な い と い う こ と で あ っ た 。  

第 ４ 章 は 、 「 国 家 の 本 質 を め ぐ る 三 理 論 の 素 描 と 比 較 」 と 題 さ れ る 。 国 家 本 質 論 の 理 論 史 に お い て は 、 個

別 ・ 具 体 的 国 家 を 把 握 す る に は 、 国 家 有 機 体 説 が 有 用 と さ れ て い る が 、 そ の 趣 旨 を い く つ か の 諸 点 か ら 確

認 す る 必 要 も あ ろ う 。 さ ら に は 、 国 家 法 人 説 の 台 頭 と と も に 放 逐 さ れ て き た 国 家 有 機 体 説 が 、 国 家 法 人 説

と ど の よ う な 関 係 に あ る の か も 、 検 討 さ れ る べ き で あ ろ う 。  

こ の 点 に つ い て は 、 国 家 法 人 説 に お け る 人 格 の 理 解 に つ い て 、 本 稿 の 立 場 に 適 合 的 な 方 向 に 、 一 定 の 修

正 を 加 え た 。 そ れ と と も に 、 国 家 有 機 体 説 の 特 徴 の 一 つ で あ る 、 構 成 員 か ら 独 立 し た 国 家 意 思 を 認 め る と

い う 立 場 は 、 本 稿 が 第 ３ 章 に お い て 措 定 し た 〝 国 家 法 人 意 思 〟 に お お む ね 符 合 す る と い う こ と が で き る 旨

を 示 す こ と が で き た 。  

第 ５ 章 は 、 「 〝 憲 法 の 前 提 条 件 〟 と そ の 諸 例 」 と 題 さ れ る 。 現 実 に 存 在 す る 個 別 ・ 具 体 的 国 家 を 前 提 と し

た 成 文 （ 成 典 ） 憲 法 理 解 を 深 め る た め に 、 〝 憲 法 の 前 提 条 件 〟 と い う 理 論 枠 組 み を 、 そ れ に 対 す る 批 判 と

と も に 紹 介 し 、 い く つ か の 分 析 を 施 し た い 。 そ の な か で は 、 成 文 （ 成 典 ） 憲 法 の 内 部 に お け る 規 律 と 外 部

に お け る 諸 存 在 と の 関 係 を 明 ら か に す る こ と も 求 め ら れ よ う 。  

こ の 点 に つ い て は 、 法 が 妥 当 性 （ G elt u n g ） ・ 実 効 性 （ Wi r k s a m k eit ） の あ る 実 定 法 （ p o siti v e s R e c ht ）

と し て 現 実 化 さ れ る に は 、 権 力 性 と い う 形 式 的 側 面 の み な ら ず 、 法 内 容 に 対 す る 当 該 国 家 の 歴 史 的 ・ 現 実

的 条 件 づ け が 必 要 に な る 旨 の 評 価 を 導 い た 。 ま た 、 そ の よ う な 歴 史 的 ・ 現 実 的 条 件 づ け の 要 素 と な る 個 別 ・

具 体 的 国 家 像 あ る い は 国 民 像 は 、 個 々 の 国 家 ・ 国 民 共 同 体 に よ っ て 異 な り 、 そ の こ と は 個 々 の 国 家 の 成 文

（ 成 典 ） 憲 法 が 前 提 と す る 諸 存 在 も ま た 異 な る こ と を 意 味 す る と の 結 論 を 得 た 。  

第 ６ 章 は 、 「 法 服 従 義 務 ・ 憲 法 服 従 義 務 ・ 憲 法 尊 重 擁 護 義 務 」 と 題 さ れ る 。 国 家 像 を 中 心 と し た そ の よ う

な 諸 々 の 成 文 （ 成 典 ） 憲 法 外 部 の 諸 存 在 あ る い は 前 憲 法 的 諸 存 在 を い か に し て 保 護 し 得 る の か に つ い て 、

一 定 の 回 答 を 与 え た い 。 こ れ は 、 〝 広 い 意 味 で の 憲 法 〟 の 〝 広 い 意 味 で の 憲 法 保 障 〟 と し て も 位 置 付 け ら

れ る も の と 考 え て い る 。  

こ の 点 に つ い て は 、 法 服 従 義 務 の 論 理 を 素 材 と し て 、 新 た に 〝 憲 法 服 従 義 務 〟 の 論 理 を 再 構 成 し 、 こ れ

は 日 本 の 現 行 憲 法 9 9 条 に お け る 憲 法 尊 重 擁 護 義 務 及 び 同 条 に つ い て の 解 釈 帰 結 の 欠 陥 を 補 完 し 得 る も の と

し て 機 能 す る 可 能 性 を 示 す も の で あ る と し た 。  

終 章 に お い て は 、 各 章 の 論 述 を 振 り 返 る と と も に 、 本 稿 全 体 と し て の 結 論 を 示 し た 上 で 、 論 じ 尽 く せ な

か っ た 諸 課 題 の う ち 、 そ の 主 要 な も の を 確 認 す る 。  

（ ３ ）  終 章 に お け る 本 稿 全 体 の 結 論 の 要 約  

終 章 に 示 さ れ る 本 稿 全 体 の 結 論 は 、 二 つ の 内 容 に よ っ て 構 成 さ れ 、 そ れ ら は 、 そ れ ぞ れ 「 ⅰ  憲 法 領 域

に お け る 不 文 法 源 」 「 ⅱ  法 生 成 と 服 従 の 調 達 」 と 題 さ れ る 。  

ⅰ  不 文 法 秩 序 の 存 在 肯 定 は 、 成 文 （ 成 典 ） 憲 法 体 制 に お い て も 、 憲 法 領 域 に お い て 最 も よ く 妥 当 し 得

る も の と な る し 、 不 文 法 は 、 成 文 （ 成 典 ） 憲 法 の 解 釈 指 針 と し て 機 能 し 得 る の で あ る 。 成 文 （ 成 典 ） 憲 法

の 解 釈 と し て 個 別 具 体 的 国 家 の 国 家 像 を 描 く 際 に 、 こ の よ う な 成 文 （ 成 典 ） 憲 法 の 解 釈 指 針 と な り う る よ

う な 不 文 法 秩 序 の 一 部 を 、 本 稿 全 体 に わ た っ て 、 〝 前 憲 法 的 国 家 （ ・ 諸 存 在 ） 〟 あ る い は 、 〝 前 憲 法 的 な

る も の と し て の 国 家 〟 な ど と 称 し て き た 。 こ れ は 、 一 定 程 度 同 一 の 地 理 的 領 域 に お い て 、 事 実 上 存 在 し て

き た 国 家 （ 及 び そ の 構 造 ） 、 あ る い は 、 歴 史 上 存 在 す る 複 数 の 成 文 （ 成 典 ） 憲 法 に よ っ て 規 律 さ れ て き た 国



家 （ 及 び そ の 構 造 ） を 意 味 し て い る 。 そ れ ら に は 、 最 大 公 約 数 的 な 一 定 の 共 通 性 を 見 出 し う る 。 そ う し た

共 通 性 に 、 本 稿 で は 、 当 該 国 家 （ に お け る 国 家 構 造 ） の 特 殊 性 を 認 め 、 か つ 、 国 家 と し て の 連 続 性 ・ 同 一

性 の 指 標 を 求 め て き た 。 ま た 、 成 文 （ 成 典 ） 憲 法 に は 、 か よ う な 特 殊 性 を 継 受 す る 機 能 が あ る 旨 も 指 摘 し 、

い く つ か の 例 証 も 試 み た 。  

さ ら に 、 か か る 特 殊 性 は 、 目 下 の 国 家 機 関 の 意 思 あ る い は 国 家 機 関 に 就 任 す る 自 然 人 の 意 思 と は 別 個 に

成 立 し う る 、 ― 国 家 の 法 人 的 局 面 に 照 準 を 据 え た と き に は ― い わ ば 〝 国 家 法 人 意 思 〝 と で も 称 す る こ と

が で き る と も 論 じ た 。 加 え て 、 こ の よ う な 発 想 は 、 国 家 有 機 体 説 に お い て 、 構 成 員 か ら は 独 立 し た 国 家 意

思 の 存 在 を 認 め る 論 理 に 、 親 和 性 を 有 す る こ と も 確 認 さ れ た 。  

ⅱ  法 の 現 実 化 ― 妥 当 性 （ G elt u n g ） と 実 効 性 （ Wir k s a m k eit ） を 備 え る た め の ― の 段 階 は 、 〝 国 家

機 関 の 服 従 → 国 家 機 関 に よ る 解 釈 ・ 適 用 → 被 治 者 の 服 従 〟 と い う 図 式 と し て 描 く こ と が で き る 。  

こ の と き 、 国 法 の 現 実 化 の 手 段 と な る 最 も 端 的 な 形 式 は 、 物 理 的 強 制 で あ る 。 し か し 、 国 法 に 付 与 さ れ

た 権 力 性 が 服 従 を 目 指 し て い る の で あ れ ば 、 法 内 容 を 服 従 者 に お い て 受 容 し 易 い も の と し て 生 成 す る 必 要

が あ る 。  

し か も 、 法 規 律 が 抽 象 的 で あ る ほ ど に 不 文 法 の 領 域 は 拡 大 し 、 憲 法 領 域 に お い て 最 大 値 を 示 す 。 し て み

る と 、 憲 法 学 に お い て は 不 文 法 源 の 役 割 は 小 さ く な い 。 も っ と も 、 法 治 国 家 と し て は 、 そ の こ と の み を た

よ り に し て 、 法 内 容 を 服 従 者 に お い て 受 容 し や す い も の と し て 際 限 な く 再 生 成 す る こ と が 許 容 さ れ る も の

で は な い 。  

だ が 、 国 家 機 関 は 、 多 様 な 条 文 解 釈 の 幅 の 中 で 適 用 す べ き 解 釈 帰 結 を 随 意 に 選 択 す べ き で は な か ろ う 。

そ も そ も 国 家 機 関 は 、 法 内 容 を 服 従 者 に お い て 受 容 し や す い も の と し て 再 生 成 す る と い う 要 請 を 果 た す べ

き な の で あ る か ら 、 当 該 法 の 適 用 さ れ 得 る 国 家 な い し 国 民 共 同 体 に お け る 特 殊 性 を 考 慮 し た 解 釈 帰 結 を 選

択 す べ き こ と に な る 。 し た が っ て 、 当 該 法 の 適 用 さ れ る 国 家 ・ 国 民 共 同 体 に お け る 歴 史 的 ・ 現 実 的 な 条 件

を 考 慮 し た 法 解 釈 に よ っ て 法 を 運 用 ・ 適 用 す る こ と が 、 法 の 服 従 を よ り 獲 得 し や す い 土 壌 を 形 成 す る こ と

に な る 。 結 果 と し て 、 そ う し た 法 内 容 に 実 定 法 と し て の 妥 当 性 と 実 効 性 が 与 え ら れ る の で あ る 。  

そ の よ う に し て 与 え ら れ る 法 解 釈 の 帰 結 、 あ る い は 、 そ の 根 拠 と な る 前 憲 法 的 諸 存 在 を 保 護 す る た め に 、

本 稿 で は 、 す べ て の 国 家 構 成 員 を そ の 対 象 と し 得 る 〝 憲 法 服 従 義 務 〟 の 理 論 構 築 を 企 て た の で あ っ た 。  

＊ ＊ ＊ ＊ ＊  

最 後 に 、 改 め て よ り 巨 視 的 に 各 章 を 振 り 返 え れ ば 、 第 １ 章 ・ 第 ２ 章 に お い て は 、 本 稿 全 体 の 目 的 ・ 射 程

の 一 つ と し た 「 〝 規 律 主 体 と し て の 憲 法 と 規 律 客 体 と し て の 国 家 〟 観 の 部 分 的 克 服 」 が 行 わ れ た 。 そ し て 、

そ れ ら を 前 提 と し つ つ 、 本 稿 全 体 の も う 一 つ の 目 的 ・ 射 程 で あ る 「 特 定 の 個 別 ・ 具 体 的 な 国 家 像 の 探 求 あ

る い は 形 成 を 行 う 手 前 ま で の 、 そ こ に 向 け ら れ る 基 礎 理 論 的 枠 組 み の 構 築 」 に つ い て は 、 第 ３ 章 以 下 、 第

６ 章 に 至 る ま で の 展 開 に お い て 述 べ た の で あ っ た 。  

以  上  

 


