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（ 論 文 内 容 の 要 旨 ）  
 
 本 論 文 は 、 権 力 分 立 の 一 断 面 と し て の 立 法 手 続 に 着 目 し 、 こ の 手 続 準 則 を 多

く 定 め 、 政 府 提 出 法 案 の 提 出 手 続 に 関 し て も 準 則 を 定 め て い る フ ラ ン ス 憲 法 の

知 見 を 活 か し て 新 た な 解 釈 論 を 提 示 し 、 従 来 の 「 立 法 手 続 と 司 法 審 査 」 と い う

問 題 領 域 を 再 構 成 し よ う と す る も の で あ る 。  
 本 論 文 は 、 コ ン セ イ ユ ・ デ タ へ の 諮 問 手 続 を 検 討 す る 第 1 部 、 閣 議 決 定 の 問

題 を 取 り 扱 う 第 2 部 、 内 閣 修 正 案 の 提 出 手 続 を 論 ず る 第 3 部 、 そ し て 日 本 に お

け る 内 閣 提 出 法 案 及 び 内 閣 修 正 手 続 に 対 す る 司 法 審 査 の 可 能 性 を 検 討 す る 第 4
部 と い う 四 部 構 成 を と っ て い る 。  
 第 1 部 「 政 府 提 出 法 律 案 の 諮 問 手 続 ― ― そ の 憲 法 的 位 置 付 け 」 は 、 政 府 提 出

法 律 案 の コ ン セ イ ユ・デ タ へ の 諮 問 手 続 に 関 す る 2 0 0 3 年 憲 法 院 判 決 の 検 討 を 主

眼 と す る が 、 そ の 判 決 の 意 味 を 探 る た め に 、 ま ず 、 フ ラ ン ス 公 法 に お け る コ ン

セ イ ユ ・ デ タ 意 見 の 位 置 づ け を 明 ら か に し 、 憲 法 適 合 性 、 法 適 合 性 及 び 時 宜 性

を 考 慮 し て 表 明 さ れ る こ と 、 単 に 諮 問 的 価 値 し か 有 せ ず 、 政 府 を 拘 束 し な い こ

と 、ま た 、政 府 の み に 宛 て ら れ 公 表 さ れ な い こ と な ど を 指 摘 す る（ 第 1 章 ）。そ

し て 、 コ ン セ イ ユ ・ デ タ 判 例 に 見 ら れ る 「 共 同 行 為 者 理 論 」 ― ― コ ン セ イ ユ ・

デ タ は 命 令 制 定 に お い て 政 府 と の 共 同 行 為 者 で あ る と す る 考 え 方 ― ― に つ い て

詳 細 に 検 討 し た 後 （ 第 2 章 ）、 2 0 0 3 年 憲 法 院 判 決 は 、 コ ン セ イ ユ ・ デ タ 判 例 を

踏 襲 す る も の で は な く 、 す べ て の 政 府 提 出 法 案 に つ い て の 政 府 へ の 意 見 付 与 者

と し て 捉 え て い る と 結 論 づ け る 。  
 第 2 部 「 政 府 提 出 法 律 案 の 閣 議 決 定 と 閣 議 運 営 方 法 」 は 、 ま ず 、 フ ラ ン ス 公

法 に お け る 閣 議 に つ い て 、 そ の 運 用 ・ 権 能 ・ 決 定 方 法 な ど を 検 討 し 、 閣 議 決 定

は フ ラ ン ス 公 法 上 の 執 行 的 決 定 を 構 成 し な い こ と を 明 ら か に し た 後 （ 第 1 章 ）、 
政 府 提 出 法 案 を 閣 議 決 定 す る 際 の 運 営 方 法 に 対 す る 憲 法 院 の 統 制 を 検 討 し 、 政

府 提 出 法 案 に つ い て の 閣 議 決 定 に 対 す る 裁 判 的 統 制 は 、 執 行 府 の 自 律 権 を 尊 重

し た 最 小 限 度 の も の に す ぎ な い と 結 論 づ け る （ 第 2 章 ）。  
 第 3 部 は 、「 内 閣 修 正 案 の 手 続 的 規 律 」を 検 討 す る 。す な わ ち 、フ ラ ン ス 憲 法

4 4 条 は 、内 閣 に 修 正 案 提 出 権（ 修 正 権 ）を 付 与 し て い る が 、 3 9 条 の 政 府 提 出 法

案 の 提 出 手 続 と は 異 な り 、 内 閣 修 正 案 の 提 出 手 続 に つ い て 何 ら 定 め て い な い 。

そ こ で 内 閣 修 正 案 は 、 3 9 条 の 手 続 が 課 せ ら れ る の か 、 ま た 、 ど の よ う な 独 自 の

手 続 的 規 律 に 服 す る の か が 問 題 と す る が 、 こ う し た 内 閣 修 正 案 の 提 出 手 続 に 対

す る 憲 法 院 の 統 制 の あ り 方 を 検 討 す る の が 、 第 3 部 で あ る 。 こ こ で は 、 ま ず 、

フ ラ ン ス 憲 法 史 に お け る 法 案 修 正 権 の 憲 法 的 位 置 づ け と そ の 提 出 手 続 を 明 ら か

に し た 後（ 第 1 章 ）、現 行 憲 法 に お い て 憲 法 院 が 修 正 案 の 提 出 手 続 を ど の よ う に

統 制 し て い る か を 同 院 判 例 に 即 し て 検 討 し 、 憲 法 院 は 、 当 初 、 合 同 同 数 委 員 会

後 の 内 閣 修 正 案 を 統 制 す る た め 、 ま た 、 内 閣 に よ る 修 正 案 の 手 続 的 濫 用 を 回 避

す る た め に 、「 内 在 す る 限 界 」と い う 曖 昧 な 基 準 を 作 り 出 し た が 、や が て そ の「 内

在 す る 限 界 」 を 放 棄 し 、 代 わ っ て 両 議 院 で 可 決 さ れ た 文 言 は 修 正 し え な い と す

る「 漏 斗 準 則 」及 び 法 律 案 の 目 的 と の 関 連 性 を 要 求 す る「 目 的 と の 関 連 性 準 則 」 
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を 用 い る こ と に よ り 、 内 閣 に よ る 修 正 案 の 手 続 的 濫 用 を 防 ご う と し て い る と 結

論 付 け る （ 第 2 章 ）。  
第 4 部「 日 本 に お け る 法 律 案 提 出 手 続 と 手 続 統 制 ― ―「 立 法 手 続 と 司 法 審 査 」

の 問 題 の 再 構 成 」 は 、 フ ラ ン ス 法 の 検 討 か ら 得 ら れ た 知 見 を 活 か し て 、 日 本 に

お け る 内 閣 提 出 法 案 の 提 出 手 続 及 び 内 閣 修 正 手 続 に 対 す る 司 法 審 査 の 可 能 性 を

検 討 し 、 新 た な 解 釈 論 を 試 み る も の で あ る 。 こ こ で は 、 ま ず 、 従 来 の 憲 法 学 に

お け る 「 立 法 手 続 と 司 法 審 査 」 の 議 論 は 「 議 院 で の 審 議 ・ 議 決 手 続 」 を 前 提 と

し て い た こ と を 指 摘 す る と と も に 、 い わ ゆ る 国 民 投 票 法 律 案 不 受 理 訴 訟 を 検 討

し 、「 議 院 で の 審 議・議 決 手 続 」は 憲 法 典 に よ っ て 規 律 さ れ て い る の に 対 し 、「 議

員 提 出 法 律 案 の 提 出 手 続 」 は 憲 法 典 に よ っ て 何 ら 規 律 さ れ て い な い 以 上 、 よ り

広 く 議 院 自 律 権 が 認 め ら れ る べ き も の と 結 論 付 け る （ 第 1 章 ）。  
 そ し て 、 本 件 不 受 理 訴 訟 に よ っ て 提 示 さ れ る も う 一 つ の 課 題 ― ― 議 院 で の 審

議 以 前 の 手 続 と し て の 内 閣 提 出 法 案 の 提 出 手 続 の 司 法 審 査 と い う 問 題 ― ― を 取

り 上 げ 、 内 閣 提 出 法 案 の 提 出 手 続 に 対 す る 司 法 審 査 は 可 能 か と い う 問 題 を 検 討

し て 、 フ ラ ン ス に お い て 憲 法 院 が 、 憲 法 典 違 反 だ け で な く 憲 法 附 属 法 違 反 に つ

い て も 立 法 手 続 の 統 制 を 行 っ て い る こ と に 鑑 み 、 日 本 に お い て も 、 内 閣 法 や 国

会 法 な ど の 憲 法 附 属 法 に よ っ て 規 定 さ れ て い る 内 閣 提 出 法 案 提 出 手 続 や 内 閣 修

正 手 続 に 対 す る 司 法 審 査 は 可 能 で は な い か と 結 論 す る （ 第 2 章 ）。  
 さ ら に 、 憲 法 附 属 法 所 定 の 内 閣 提 出 法 案 の 提 出 手 続 を 明 ら か に し 、 こ れ に 対

す る 法 制 局 に よ る 審 査 の 法 的 性 質 を 検 討 し た 上 で 、 ① 内 閣 は 閣 議 に お い て 法 制

局 審 査 を 経 た 法 案 に 一 定 の 修 正 を 行 う こ と は 可 能 だ が 、 そ の 修 正 が 新 し い 問 題

を 生 み 出 す と き は 、 改 め て 法 制 局 の 審 査 を 経 な け れ ば な ら ず 、 閣 議 決 定 で の 修

正 が 新 し い 問 題 を 生 み 出 し て い る に も か か わ ら ず 、 法 制 局 の 新 た な 審 査 を 経 て

い な い 場 合 は 立 法 手 続 違 反 と の 評 価 を 受 け る 、 ② 閣 議 決 定 に お い て 要 求 さ れ る

の は 内 閣 総 理 大 臣 に よ る 主 宰 の み で あ っ て 、 こ の 総 理 大 臣 に よ る 主 宰 は 、 そ の

押 印 に よ っ て 証 明 さ れ 、 総 理 大 臣 の 押 印 を 欠 く と き は 、 そ の 成 立 し た 法 律 は 立

法 手 続 違 反 と さ れ る 、 ③ 内 閣 修 正 手 続 に つ い て 、 内 閣 修 正 を 議 院 が 承 諾 す る 基

準 は 国 会 法 や 議 院 規 則 で 何 ら 定 め ら れ て い な い が 、 フ ラ ン ス の 「 目 的 と の 関 連

性 準 則 」 を 参 考 に す る と 、 議 院 が 「 目 的 と の 関 連 性 」 が な い と 判 断 し た と き は

議 院 は 承 諾 し て は な ら ず 、 こ れ へ の 違 背 は 立 法 手 続 違 反 と さ れ る な ど と し て 、

法 案 提 出 手 続 に 関 す る 具 体 的 な 憲 法 解 釈 論 が 試 論 的 に 提 示 さ れ る （ 第 3 章 ）。  
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（ 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 ）  
 
 本 論 文 は 、 憲 法 学 上 の 一 つ の 焦 点 で あ る 「 立 法 手 続 と 司 法 審 査 」 の 関 係 に つ

い て 、 法 律 案 が 議 会 に 提 出 さ れ た 後 の 審 議 ・ 議 決 手 続 の み な ら ず 、 議 会 提 出 以

前 の 手 続 に 対 す る 審 査 可 能 性 を も 考 慮 し た 視 点 を 取 り 入 れ る こ と で 、 総 合 的 に

再 検 討 し よ う と す る 意 欲 的 な 試 み で あ る 。  
 従 来 の 学 説 が 、 立 法 手 続 の 合 憲 性 ・ 適 法 性 と い う 問 題 で 念 頭 に 置 い て き た の

は 、 警 察 法 改 正 無 効 事 件 で 会 期 延 長 の 議 決 が 争 わ れ た 如 く 議 院 の 審 議 ・ 議 決 手

続 で あ っ た が 、 国 民 投 票 法 案 不 受 理 訴 訟 で は そ れ 以 前 の 段 階 で あ る 議 員 に よ る

法 案 提 出 手 続 が 問 題 視 さ れ 、 議 院 審 議 以 前 の 手 続 に 対 す る 司 法 審 査 の 可 否 が 議

論 さ れ た 。こ の 訴 訟 は 、や は り 議 院 審 議 以 前 の 段 階 で あ る 内 閣 提 出 法 案（ 閣 法 ）

の 提 出 手 続 に も 審 査 が 及 ぶ か と い う 別 の 問 題 を も 提 示 す る が 、 そ の 手 続 は 内 閣

法 ・ 内 閣 法 制 局 設 置 法 で 、 内 閣 修 正 は 国 会 法 で 定 め ら れ 、 従 来 、 こ う し た 憲 法

附 属 法 に 関 す る 具 体 的 な 憲 法 解 釈 論 は 乏 し い 。  
 本 論 文 の 第 一 の 特 長 は 、 こ う し た 問 題 意 識 か ら 閣 法 提 出 手 続 へ の 司 法 審 査 の

可 能 性 を も 検 討 す る こ と に よ り 、 国 会 提 出 の 事 前 ・ 事 後 の 問 題 を 立 法 手 続 と し

て 統 一 的 に 取 り 扱 う 視 点 を も た ら し 、 従 来 の 立 法 手 続 と 司 法 審 査 と い う 問 題 領

域 を 再 構 成 す る こ と に あ る 程 度 成 功 し た 点 に あ る 。 し か も 、 そ の 際 、 現 行 フ ラ

ン ス 憲 法 が 、 立 法 手 続 一 般 に 関 す る 準 則 を 多 く 定 め 、 政 府 提 出 法 案 に つ い て も

手 続 準 則 を 定 め て い る こ と 、 こ れ に よ り 憲 法 院 は 、 法 律 の 内 容 の 合 憲 性 だ け で

な く 、 そ の 制 定 手 続 の 合 憲 性 ・ 適 法 性 を も 審 査 す る こ と に 着 目 し て 詳 細 な 検 討

を 行 っ て い る 。 わ が 学 界 に フ ラ ン ス 憲 法 院 判 例 の 紹 介 は 多 い が 、 立 法 手 続 全 般

と の 関 係 を 討 究 し た 論 考 は 乏 し く 、 本 論 文 は 、 そ の 意 味 で 有 益 な 比 較 法 的 分 析

を 提 供 す る も の と し て 評 価 で き 、 こ こ に 第 二 の 特 長 を 見 出 し う る 。  
 も ち ろ ん 、 一 方 で 立 法 手 続 を 標 榜 す る 割 に は 、 憲 法 院 又 は 裁 判 機 関 と の 関 係

に 多 く の 論 述 が 当 て ら れ 、 議 会 内 手 続 の 検 討 や 議 会 側 の 視 点 が 弱 い と の 印 象 を

拭 い が た い 。 ま た 、 憲 法 論 と し て 必 要 な 実 質 的 議 論 が 少 な く 、 日 本 法 へ の 示 唆

も わ が 実 定 憲 法 ・ 政 治 制 度 と の 接 点 が 十 分 論 証 さ れ て い な い な ど 、 幾 つ か の 課

題 や 難 点 を 指 摘 し う る 。  
 と は い え 、 本 論 文 は 、 議 院 の 審 議 ・ 議 決 段 階 の み な ら ず 、 そ れ 以 前 の 段 階 と

し て の 閣 法 提 出 手 続 に 対 す る 司 法 審 査 の 可 能 性 を も 探 る こ と を 通 し て 、 立 法 手

続 と 司 法 審 査 と い う 問 題 領 域 に 包 括 的 で 統 一 的 な 視 点 を 提 示 し 、 そ の 再 構 成 を

試 み た こ と は 、 高 く 評 価 さ れ る べ き で あ る 。 ま た 、 本 論 文 が 立 法 手 続 に 着 目 し

た の は 、 立 法 手 続 の 問 題 が 憲 法 学 に お け る よ り 大 き な 課 題 で あ る 権 力 分 立 原 理

の 理 解 に も 大 き く 関 わ る か ら で あ り 、 本 論 文 は 、 権 力 分 立 を 捉 え る た め の 一 つ

の 新 た な 視 点 を も 提 示 し え た と 言 え よ う 。  
 以 上 の 理 由 に よ り 、 本 論 文 は 博 士 （ 法 学 ） の 学 位 を 授 与 す る に 相 応 し い も

の と 認 め ら れ る 。 な お 、 平 成 2 1 年 2 月 1 6 日 に 調 査 委 員 3 名 が 論 文 内 容 と そ れ

に 関 連 し た 試 問 を 行 っ た 結 果 、 合 格 と 認 め た 。  

 


