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国
際
法
に

お

け
る

囲
続
地
の

通
行
権
の

問
題

井

上

孝

子

飛
び

領
土

は
そ

れ

自
身
特
殊
な

存
在
で

あ
る

の

で
､

従
来
こ

れ

に

対

す

る

国
際
染
上
の

本
格
的
研
究
は

十

分
に

行
わ

れ

て

い

な
い

｡

即
ち

挿
e

打
r

C

巴
d

d

が

僅
か

の

関
心

を

示
し

､

最
近

で

は

通
行

権
事

件
に

閲
し

､

国
際
司

法
裁
判
所
に

お

け
る

審
理
の

た

め

に

行
わ

れ
た

研

究
の

他
は

､

句

駕
→

p

ロ
､

河
巴
○

ロ

が

小

論
文
に

お

い

て

論
じ
て

い

る

程
度
で

あ

る
｡

し

か

し

飛
び

領
土
に

対

す
る

主
権
の

帰
属
お

よ

び

そ
の

囲
続
地
に

お

け
る

通
行
権
の

問

題
は

､

国
際
裁
判
の

争
点
と

な

り
､

ま

た
､

深
刻
な

外
交
問
題
の

対

象
と

な
っ

て

い

る
｡

こ

の

よ

う
な

飛
び

債
土

を

め

ぐ

る

国
境
地
の

通
行
権
の

法

理

を
一

般
国
際
法
と

の

関
連
に

お

い

て

考
察
す
る

と

き
､

そ
の

意
義
は
地

域
的
な

も
の

に

と

ど
ま

ら
な
い

｡

そ
こ

に

含
ま

れ

る

権
利
義
務
関
係
は

､

国
際

共
同
社
会
の

存
在
を

前
線
と
し

て
■
い

る

と

同
時
に

､

ま

た

初

歩
的
段

階
に

あ

る

国
際
共
同
社
会
迭
の

発
展
を

助
長
す
る

基
礎
で

あ
る

と

考
え

ら

れ

る
｡

本
稿
で

は
､

飛
び

領
土

と

囲
繰
地

を

定
義
し

､

と

く
に

国
際
法
に

お

け

る

園
続
地
の

通
行
権
に

関
す
る

問
題
点
を

指
摘
し

た
い

と

思
う

｡

l

飛
び

領
土

と

囲
境
地

こ

こ

で

囲
境
地

(

国
)

と
ほ

､

国
際
法
に

お

け

る

飛
び

領
土
に

対

応
す

る

も
の

と

限
定
す
る

｡

現
実
に

世
界
中
三

十
余
力

所
に

お

い

て
､

国
家
が

舶

飛
び

領
土

を

有
し

て

い

る

事
実
が

存
在
し

､

し

か

も

そ

れ

ら
の

う
ち
の

い

(

1
)

く
つ

か

は
､

国

際
判
例
の

対

象
と

な

り
､

芸
Q

訂
莞

と
い

う
呼
称
を

与

え

ら
れ

て

い

る

こ

と

か

ら
､

そ
の

特
有
な

現
象
に

国
際
法
上
の

地

位
を

与
え

て

考
察
す
る

こ

と

ほ

妥
当
で

あ

ろ

う
｡

あ
る

国
の

領
土
の

分

離
し

た

部
分
が

全
く
他
国
に

よ

り

囲
繰
さ

れ

て

お

り
､

こ

れ

を

通
過
し

な

け

れ

ば

本
国
と
の

交
通
が

出
来
な
い

地

理

的
状
態

に

あ
る

も
の

を

国
際
法
上

飛
び

領
土
屯

営
訂
e
Q

と
い

う
｡

あ

る

国
の

領
土

が

全
部
他
国
の

領
土
に

囲
ま

れ

て

い

る

瘍
合
は

､

そ
の

現
象
面
の

類
似
性

に

も

拘
ら

ず
､

飛
び

領
土

と
い

う
術
語
の

中
に

は

含
め

な
い

｡

た

と

え

ば

サ
ン

･

マ

リ

ノ

や

ヴ
ァ

チ

カ

ン

市
国
ほ

､

陸
の

孤
島
的
存
在
で

あ
る

こ

と

に

お
い

て
､

飛
び

領
土
と

似
た

健
棒
を

も
っ

て

い

る
こ

と

は

認
め

ら
れ

る

け

れ

ど

も
､

こ

れ

ら
は

国
家
の

分
離
し

た

部
分
で

は

な
い

か

ら
､

飛
び

領

土
そ
の

も
の

で

は

な
い

｡

同
様
の

理

由
に

よ

り
､

ポ

リ

プ
ィ

ア
､

ス

イ
ス

､

オ

ー

ス

ト

リ

ア
､

ネ
パ

ー

ル

､

ブ
ー

タ
ン

等
の

よ

う
に

複
数
国
家
に

囲
ま

れ

て

海
へ

の

直
接
の

通
路
を

も
っ

て

い

な
い

国
ほ

､

陸
地
に

囲
ま
れ

た

国

訂
芦
札
･

訂
Q

計

乱

亀
邑
缶

と

呼
ば

れ
る

が
､

飛
び

領
土
の

カ

テ
ゴ

リ

ー

に

は

は

い

ら

な
い

｡

従
っ

て

こ

の

よ

う
な

国
に

閲
し
､

こ

れ

を

取
り

囲
む

国
と

は

〝

国
縫
関
係
に

あ
る
″

と
い

う
こ

と

は

で

き

る

が
､

後
者
に

困
窮
地

(

国
)

(

2
)

と
い

う

術
語
ほ

適
用
さ

れ

な
い

の

で

あ
る

｡

こ

の

よ

う
な

飛
び

領
土
と

国
縫
地

(

国
)

の

現

象
は

､

国
際
社
会
に

ど

の

よ

う
に

分
布
し
て

い

る

の

で

あ

ろ

う
か

｡

飛
び

領
土

は

近

代
諸
国
家
成

立

後
に

､

新
に

出
現
し
た

現
象
で

は

な
く

､

そ

れ

以

前
に

お
い

て

も

既
に

そ
の

形
態
ほ
み

ら

れ
た

の

で

あ

る
｡

と

く
に

神
聖
ロ

ー

マ

帝
国
に

お
い

て



数
多
く
存
在
し

た

が
､

近

代
国
家
の

出
現
に

伴
い

､

国
境
画
定
が

厳
密
化

し
､

そ

れ

ら

の

多
く
ほ

国
家
の

統
治
上
の

考
慮
か

ら
､

囲
続
地

頭
へ

の

併

(

3
)

(

4
)

合
､

交

換
ま
た

は

売
買

､

飛
び

領
土
の

本
国
が

国
境
地
を

併
合
す
る
.

こ

と

(

5
〕

(

6

)

に

よ

る

間
接
的
な

吸
収

､

或
ほ

､

逆
に

放
棄
と
い

う
過
程
を

辿
っ

て

消
滅

し
て

い

る
｡

し
か

し

な

が

ら

囲
境
地

国
へ

の

併

合
､

放
棄
の

不

可
能
な

場

合
も

多
く

､

現
存
す
る

飛
び

領
土
は

決
し

て

過

去
の

遺
物
的
存
在
で

は

な

い

｡

民
族
の

集
団
的
特
性
に

本
国
の

政
治

･

経
済

､

軍
事
上
の

必

要
性
ボ

結
び
つ

い

て
､

そ
の

存
続
が

要
請
さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

現

存
す
る

主

( 55 ) 研 究 ノ
ー

ト

飛

｡£βZ慧)

土

l雫如 伽 γ αZ賢l琵紬莞れ男紬男
ダ

ダ

ー

邦

ス

ス

ス

･

ド

レノ

ン

ン

ギ

連

ン

ガ

ラ

ラ

″

ア

ィ

ィ

ヲ

㌧
ノ

オ

オ

ペ

南

ス

ス

フ

ポ

イ

一
一

ダ

国

ツ

ア

ン

ド

ギ

ギ

ン

リ

イ

イ

ル

ル

ヲ

夕

べ

ベ

ベ

オ

英

ド

イ

ス

イ

βααγヱe一ヱ) ㍑e

月ααγヱβ一月βγf 叩

_
βααγヱβ- 肋 ぶ∫α加

_βα ぶね～α几d

β滋g右乃g βれ

C b m p も0 几β

エZ乞γ乞α

肋 β九≠αg

* Ⅰ, C . J . 月 紺 d右几 ダg
,
0 γαZ A 叩

≠ m ¢れf ∫
,

加 β≠ m β凡才タ
`
C αぷさ

C o れβ8 γ孔i 几♂ 月右g加 〆 ア血∫ぷα ダβ ク℡βγ 血 di ∽

･
乃γ 門 加 r y

1 9 60
,

V O l . 1
,
3 . 参 照 .

な

飛
び

領
土
に

は

上

図
の

よ

う
な

も
の

が

あ
る

｡

こ

の

ほ

か

b

已

阜

き
笥
?
ゝ
卓

乳
丸

は

法
律
的
に

ほ

イ
ン

ド

を

囲
続
地

国
と

す
る

ポ
ル

ト

ガ
ル

の

飛
び

領
土
で

あ
る

が
､

一

九
五

四

年
八

月
以

来
､

イ
ン

ド

に

よ

り

完
全
接
収
さ

れ

て

い

る
｡

米

英
仏
の

共
同
管
理

下
に

在
る

西
ベ

ル

リ

ン

ほ
､

法
律
的
に

は

ま
だ

確
実
に

は

言
え

な
い

が
､

事
実
上
ド

イ

ツ

連
邦
共
和
国
の

飛
び

領
土
の

観
を

呈

し

て

い

る
｡

こ

れ

ら
の

飛
び

領
土
ほ

､

そ

れ

に

対

す
る

領
土

主

権
の

帰
属
す
る

本
国

掛
已

9
邑

邑
に

と
っ

て

は

国
家

領
域
の

一

部
で

あ

り
(

困
鏡
地

国

払

琵

b

ぎ
Q

訂
e

P

邑

や

第
三

国
に

と
っ

て

ほ

外
国
領
土
で

あ

る

こ

と

か

ら

次
の

よ

う
な

法
律
問
題
が

生

じ

る
｡

即
ち

㈲

飛
び

領
土
に

対

す
る

主
権
の

帰
属

､

仙

困
続
地

の

通

行
権
の

法
理
に

関
す
る

も
の

で

あ
る

｡

こ

こ

で

の

中
心

的
課
題
は

㈲
で

あ

る

か

ら
､

㈲
に

関
し
て

ほ
､

飛
び

領
土
の

主
権
の

帰
属

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

お

よ
び

国
境
の

画
定
ほ

､

原
則
と

し

て

そ
の

本
国
と

国
縫
地

国
と
の

間
の

(

7
)

条
約
に

よ

り
､

詳
細
明

確
に

な
さ

れ

る

と
い

う
こ

と

を

指
摘
す
る

に

と

ど

め

よ

う
｡

飛
び

領
土
の

存
在
は

､

そ
の

囲
続
地

国
の

領
域
に

お

け
る

人
お
よ

び

物

の

通

行
の

問
題
と

切
り

離
し
て

考
え

る

こ

と

は

不

可

能
で

あ
る

｡

事
実

､

(

8
)

飛
び

領
土
の

多
く

は

面
積
に

お
い

て

狭
隆
で

あ

り
､

少
な

く
と

も

本
国
と

の

交
通
を

欠
い

て

は

生

存
し

得
な
い

｡

圃
続
地

国

を

通
過
す
る

必

要
性
は

､

飛
び

領
土
の

存
在
自
体
に

か

か

わ

る

だ

け
に

､

他
の

一

般
国
際
法
上
の

通

行
権
の

問
題
に

比

較
し

て
､

よ

り

切

実
な

も
の

と

な
る

｡

し

か

し

な

が

ら

一

般
に

あ
る

国
の

国
民

は

許
可
な

く
他
国
の

領
域
を

通
行
す
る

権
利
を

有

(

9
)

し
て

い

な
い

こ

と

は
､

国
際
法
上
の

慣
例
で

あ
る

｡

従
っ

て

囲
続
地

の

通

行
権
ほ

､

飛
び

領
土
の

要
求
す
る

強
度
の

通

行
の

必
要
性
を

認
め
つ

つ

も
､

鮎

｢
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困
続
地

国
の

領
土

主

権
■の
尊
重

と
､

本
国
と
の

間
に

お

け
る

〝

誠
実
の

原

則
″

の

条
件
を

考

慮
し

て

行
使
さ

れ
る
ぺ

き

も
の

で

あ

る
｡

国

際
法
に

お

け
る

囲
繰
地
の

通
行
権
に

つ

い

て

他
の

一

般
国

際
法
上
の

そ

れ

と

ど
の

程
度
に

共
通
し
て

お
り

､

ま
た

如
何
な
る

特
異
性
を

も
っ

て

い

る

か

と
い

う
こ

と

を

明

ら
か

に

し

な
が

ら

そ

の

間
題
点
を

指
摘
し

た
い

と

思
う

｡

こ

の

よ

う
な

観
点
に

た

つ

と

き
､

そ

れ

は

以

下
の

よ

う
に

集
約

で

き

よ

う
′｡

(

1
)

国

境
地
区

(

-
･

C
･

ナ
〉

-

漂
β

､

通

行

権

事

件
(

-
.

C
.

1
一

}

-

漂
N

-

-

漂
○
)

｡

(

2
)

吋
.

河
邑
○

ロ

は

サ

ン

･

マ

リ

ノ

や

ヴ
ァ

チ

カ

ン

市

国

の

例

を

河
e

E

は

ポ

リ

プ
ィ

ア

の

例

を

飛

び

領

土

に

含
め

て

い

る
｡

C
.

q
O
-

i

5 .

e
→

句

告
宗
ロ

は
こ

れ

む
の

例

が

よ

り

鋭
角
的

な

囲

続

関

係
の

問
題

点
を

捷
供
す
る

で

あ

ろ

う

が

真
の

飛

び

領
土
で

は

な
い

と
い

う
｡

(

3
)

一

八

六

六

年
八

月
､

パ

パ

リ

ヤ

の

飛

び

領
土

2
已

乱
Q
→

㌧

が

プ

ロ

シ

ャ

に

併

合
さ

れ

た

例

や
､

一

九
五

〇

年
五

月
二

十
日

､

フ

ラ

ン

ス

の

飛
び

領
土

q

訂
さ

計
3
岩
笥
1

が

イ

ン

ド

に

併
合
さ

れ

た

例
が

あ
る

｡

(

4
)

一

八

四
四

年
十

一

月

二

十

八

日
､

ト

き
q

≠

芭
.

昏
恕ヾ
冨
}

ト
缶

叫

灯

篭

S
Q

ト
､

ゝ

ミ
叶

1

計

ざ
ト
P

如
R

､
邑
軋

邑
申

請

国
間
に

飛

び

領
土
を

相
互

交
換
す
る

条

約
が

締
結
さ

れ

た
｡

(

5
)

オ

ラ

ン

ダ

が

ト
軋

3■
ひ
Q

≦
-

q

地

方

を

領
有

し

て
､

一

♂

邑
Q

如
Q

旨

無
尽
訂
声

一

芸
等
乱

等
の

飛

び

領
土

を

本

国

領
土
に

吸

収

さ

せ

た

例
が

あ
る

｡

(

6
)

プ

ロ

シ

ャ

は
一

八
一

五

年
九

月

二

十

二

日
､

ワ

イ
マ

ー

ル

に

あ

る

飛
び

領
土

を
､

同

年
九

月
二

十
三

日
､

同

じ

く

ワ

イ
マ

ー

ル

に

あ

滞

る

へ

.ァ

セ

ン

を

放

棄
す

る

こ

と

を

約
束
し

た
｡

(

7
)

国

境
地

区

(

-
.

C
一

ナ

知
名
弓
ぎ
〉

-

凛
や

一

等
.

N

N

-

-
N

N

N
)

｡

(

8
)

溜
弓
訂
▲

出
ぎ

富
･(
㍗
N

山

村

日
印

-

冒
○

>
)

)

ト

ぎ
訂

(

-

N

灯

篭

-

0

0

0

>
)

T

b
p

争
恥

(

ご
付

目
柑

)
}

き
笥
?
ゝ
e

乳
恥

(

畠
○

対

日
N

)

｡

(

9
)

声

｢
出

巨
t

e
･

召
琶
ど
､

さ
l

悪
乱
Q

き

も

ヽ

ゴ
d
さ

邑

訂

b
邑

笥
･

声

邑
軋

3
已

ト
P

弓
､

-

3
Q

Q
r
Q

託

已

哲
Y

Q

訂

ぎ
ー

諾
00

-
-

ま
¢

も
.

山

-

か
t

2

通

行
権
の

法
的
根
拠

第
一

の

問
題
は

､

■
囲
辟
地
の

通
行
権
の

法
的
根
拠
は

何
か

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

一

般
国

際
法
上

､

通
行
の

自
由
の

原
理

が

確
立

し

て

い

る

か

香
か

と
い

ぅ
点
心

っ

い

て
､

平
時
に

お

け
る

無
害
航
行
権
は

別
と

し
て

､

現
在
の

と

こ

ろ
こ

れ

を

肯
定
す
る

に

た

る

証
拠
は

不
十

分
で

あ

る
｡

国
際
水
路
に

関

す
る

法
に

関
し
て

は
､

匹
P

已
2
り

教
授
が

指
摘
す
る

よ

う
に

､

｢

戦
時
に

お

(

1
)

け

る

水

路
の

自
由
航
行
は

確
認
さ

れ

て

い

な
い
+

の

で

あ
る

｡

陸
上
に

お

け

る

通

行
権
は

､

そ
れ

を

認
め
る

国
家
間
の

個
別
条

約
が

存
在
す
る

と

き

は

じ

め
て

具
体
的
な
も

の

と

な
る

｡

一

九
五

八

年
､

ジ

ュ

ネ
ー

ブ

で

採
択

さ

れ

た

海
洋
法
に

関
す
る

四
つ

の

条
約
の

う
ち
の

一

つ

､

(

公

海
に

関

す

る

条

約
)

は
､

非
沿
岸
国
は

､

そ

れ

自
身
と

公

海
と
の

間
に

介
在
す
る

国

に

お

け

る

通
過
を

道
義
的
に

請
求
す
る
こ

と

は

認
め

ら

れ

る

が
､

法
律
上

の

権
利
は

､

特
別
の

外
交
々

渉
に

よ

る

協
定
(

相

互

主

義
に

基
く
)

に

従

(

2
)

う
ぺ

き

で

あ

る

と

定
め
て

い

る
｡

(

3
)

こ

れ
に

対

し
､

囲
鏡
地
の

通
行
権
ほ

､

慣
習
国
際

法
上

確
立
し
て

お

り
､

+



( 5 7 ) 研 究 ノ
ー

ト

か
つ

文
明

.国
が

認
め

た

法
の

一

般
原
則
の

一

つ

で

あ

る

と

考
え

ら

れ
る

｡

通
行
権
事
件
に

お

い

て

反
対

意
.

見
を

述
べ

た

A

ヨ
ビ

P

已
･

q
g

O

ロ

が

主

張
す
る

よ

う
に

､

歴
史
に

知
ら

れ

た

現

存
す
る

す
べ

て

の

飛
び

領
土

は
､

常
に

明
示

的
に

､

ま

た

ほ
､

黙
示

的
に

､

通
行

権
を

享
有
し

て

お

り
､

こ

の

よ

う
な

権
利
を

も

た

な
い

飛
び

領
土

を

見
出
す
こ

と

は

不

可
能
で

あ

る
｡

即
ち

飛
び

領
土

は
.

必

然
的
に

そ

れ
に

対
す
る

統
治

畑
淵
能
を

果
す
た

め
に

､

そ

こ

へ

通
行
す
る

権
利
を

前
捷
と

し

て

い

る

の

で

あ

る
. ｡

同
事
件
に

お
い

て

ポ
ル

ト

ガ
ル

の

通

行
権
の

請
求
ほ

､

国

際
条
約

､

地

方
的
及
び

国
際
的
慣
習
並
び

に

文
明
国
が

認
め

た

法
の

一

般
原
則
に

基
く

も
の

で

あ
っ

た
｡

し
か

し

国
際
司

法
裁
判
所
ほ

､

二

国
間
の

特
別
慣

行
が

形
成
さ

れ
て

い

る

こ

と

に

よ
っ

て
､

ポ
ル

ト

ガ
ル

の

飛
び

領
土

間
の

制
限

さ

れ

た

通
行
権
の

存
在
を

確
認
し

た

け

れ

ど

も
､

一

般
に

慣
習
国
際

法
上

及
び

文
明
国
が

認
め
た

法
の

一

般
原
則
上

そ

れ

が

確
立
し

て

い

る

か

香
か

(

占
)

に

つ

い

て

は

議
論
の

必

要
性
を

認
め

な
か

っ

た
｡

裁
判
所
は

争
点
を

出
来

る

だ

け

狭
め

る

と
い

う
今
や
そ

の

特
徴
と

な
っ

て

い

る

方

法
に

従
っ

た
の

で

あ

る
｡

ポ
ル

ト

ガ
ル

政
府
の

要
請
に

基
い

て

な
さ

れ

た
､

呂
P

卵

押
F
e
i

n
∽
t

e
i

β

(

6
)

教
授
の

各
国
の

国
内
法
に

お

け
る

田
続
地
の

通
行
権
に

関
す
る

比

較
研
究

は

注
目
に

価
す
る

｡

教
授
に

よ

れ

ば
､

調
査
の

対

象
と

さ

れ

た

六

十
一

カ

国
の

中
五

十
九
カ

国
の

国
内
法
制
度
ほ

明
ら
か

に

強
制
的
通
行
権
を

承
認

し

て

い

る
の

で

あ

る
｡

残
り
の

二

つ

の

法
制
度
に

お

い

て
､

強
制

的
な

通

行
権
は

基
本
的
か
つ

重

要
な
承
認
さ

れ

た
一

般
原
理

か

ら

導
か

れ

得
る

と

さ

れ

て

い

る
｡

即
ち

｢

通
行
権
は
ボ

ル

ト
■ガ

ル

が

イ
ン

ド

に

対
し

て

請
求

し

た

意
味
に

お
い

て
､

通
常
す
べ

て

の

国
の

国
内
法
に

お
い

て

承
認
さ

れ

た

法
の

一

般
原
則
に

堅
固
な

基
礎
を

も

ち
､

し

か

も
こ

の

普
遍
的
な

承
認

ほ

国
際
法
を

含
む

す
べ

て

の

法
制
度
に

底
流
す
る

正

義
の

思
想
の

表
現
で

あ

る

と
い

う
主
張
を

正

当
化
す
る

も

の

で

あ

る
｡

こ

の

承
認
の

普
遍
性
こ

(

7
)

そ

は

注
目
す
べ

き

も
の

で

あ

る
+

と
｡

各
国
の

国
内
法
上

の

囲
続
地
の

通

行
権
ほ

､

そ
の

根
拠
に

お

い

て
､

土

地

所
有
権
の

内
容
の

限
界
と

し

て

み

な

さ

れ

る

場
合
や

､

単
に

相
隣
関
係
と

し
て

､

或
ほ

飛
び

地

の

所
有
権
の

構
成
部
分
を

な

す
必

要
な

道
の

権

利

萱
叶

§
q

と
し

て
､

ま
た

は
､

必

要

性
の

理

由
か

ら
､

時
効
及
び

譲
与
に

附
随
す
る

当
事
者
の

意
図
に

含
有
さ

れ

魂
役
権

寧
冨
き

邑
と

し
で

認
め

ら
れ

る

場
合
等
細
か

な

差
異
が

み

ら

れ

る
｡

し

か

し

強
制
的
な

通
行
権
が

香
定
さ

れ
､

或
は

そ
の

存
在
に

対

(

9
)

し

て

憩
の

あ

る

懐

疑
が

も
た

れ
て

い

る

制
度
は

見
出
さ

れ

な
い

｡

こ

の

よ

う
に

飛
び

領
土
を

め

ぐ
る

囲
鏡
地

の

通
行
権
ほ

､

慣
習
国
際
法

上

確
立

し
て

い

る

の

み

な

ら

ず
､

そ

の

原
理

ほ
､

各
国
の

国
内

法
に

共
通

に

認
め

ら

れ

て

い

る

の

で

あ
る

｡

即
ち
そ

れ

は

国
際
法

･

国
内
法
共
に

有

効
な

原
則
で

あ
る

｡

従
っ

て

田
続
地

の

通
行
権
ほ

､

飛
び

領
土

或
は

飛
び

地

が

存
在
す
る

限
り

､

明
示

的
な

合
意
が

な

く
と

も

そ

こ

に

含
有
さ

れ

る

と

考
え

る
こ

と

が
で

き
る

｡

そ

れ
は

他
人
の

所
有
す
る

土

地
を

通
る
こ

と

な

く
し

て

は
､

接
近

不

可
能
な

状
態
に

あ
る

土
地

に
､

行
使
し

得
る

法
的

能
力
を

も
つ

人
に

対

し
て

､

通
行
権
を

認
め

る
こ

と

が

論
理

的
か
つ

実
際

上

の

必

然
性
で

あ

る
こ

と
か

ら

要
請
さ

れ
る

文
明

国
が

認
め

た

法
の

一

般

原
則
の

一

つ

で

あ

る
｡

国
際
司
法
裁
判
所
規
程
三

十
八

条
一

項
C

号
に

お

け
る

文
明

国
が

認
め

た

法
の

一

般
原
則
は
二

つ

の

機
能
を

も
っ

て

い

る
｡

そ

の
一

つ

は

条
約

､

国
際
慣
習
に

つ

ぐ

第
三

の

独
自
の

法
源
と

し

て

で

あ

り
､

他
の

一

つ

は

国
内
迭

･

国
際
法
共
に

作
用
し
て

い

る

原
理

を

意
味
し

+三
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文
明

人
の

法
意
識
に

等
し

く

根
ざ

す
と
こ

ろ
の

裁
判
官
の

思
考
を

導
く
上

で

中
心

的
な

も
の

と

し

て

果
す
役
割
で

あ
る

｡

こ

の

意
味
に

お

い

て

囲
続

地

の

通
行
権
は

､

国
際

慣
習
の

一

つ

で

あ
る

と

同
時
に

文
明
国
が

認
め

た

法
の

一

般
原
則
の

第
二

の

機
能
の

具
体
的
な

例
を

示
す
も

の

で

あ

る

と
い

え
よ

う
｡

(

1
)

河
.

戸

出
p

吐
い

e

→
}

へ

叫

さ
Q

ト
P

琶

Q

ヽ

+

ぎ
訂

⊇
監
軋

3
已

き
訂

7

琶
や

篭
､

-

-

宗
♪

や
ー

∞

加
･

(

2
)

(

公

海
に

関
す

る

条
約
)

二

条
･

三

条
･

四

条
｡

P

W
.

出
○

弓
e
t
t

〉

へ

づ

訂

ト
P

∈

♪
､

叶

訂
h

訂

P

√

-

心

示
叫

､

匂

p
.

ヒ

l
い

N
一

(

3
)

ト

ぎ
旨

や

b
P

弓
訂

-
如
町

見

違

の

特
別

の

地

位
は

､

ナ

ポ
レ

オ

ン

や
､

ヒ

ッ

ト

ラ

ー

の

如
き

侵
略
者
に
.
よ
っ

て

も

細
続
的
に

認
め

ら

れ
て

お

り
､

彼
等
は

､

飛

び

領
土
に

含
有
さ

れ
た

通

行

権
は

､

占

領
軍
と

い

え

ど

も
+

尊
重

し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

と

考
え

た
の

で

あ

る
｡

C
一

D
よ

U
-

す
ー

e
→

句
P

∃
P
日

∴
h

邑
恥

3
6
叶

訂
さ
白
､～

由
ぎ
Q

訂
e

空

白
→

邑

註
Q

の
串
Q

邑
3

且
っ

哲
邑
巾

哲
⊇
鞋
ざ

哲
也

√

-
●

C
●

｢

P
-

-

沢
山

.

p
.

山

○

ヰ
.

(

4
)

通

行

権
事
件

-
･

C
･

l
･

知

名
胃
ぎ
}

-

宗
○

∵

9

∞

升

(

5
)

賢
乱

J

p

9

£
-
全

T

･

(

6
)

通

行

権

事

件

-
.

C
,

-
◆

岳
畏
熟
さ

篭
-

9
･

已

ゝ
→

q
g

き

き
ぎ

b
含
ま

き
箋

r

ぎ
ー

漂
○

-

.p
や

ご
中

一
記
㍗

(

7
)

&
軋

早

p
.

ロ
戸

(

8
)

日

本
･

韓
国

･

グ
ェ

ネ
ズ

エ

ラ
､

及

び
一

九

四

八

年
の

新
エ

ジ

プ

ト

の

法

典

に

お

い

て

は

土

地

所

有
権
の

内

容
の

限

界
と

し
て

み

な

さ

れ

て

い

る
｡

オ

ラ

ン

ダ

や

ブ

ラ

ジ

ル

の

法

典
に

お
い

て

は
､

単
に

朋

相
隣

関

係
の

権

利

義
務
に

関

す
る

草
に

お

い

て

取

扱
わ

れ

て

い

る
｡

ド

イ

ツ
⊥

ギ
リ

シ

ャ

･

ス

イ
ス

･

ト

ル

コ

･

コ

ス

タ

リ

カ

の

法

典
に

お

い

て

は
､

必

要
な

道
の

権
利

誉
訂
e

遥

と

し

て

飛
び

領
土
の

所
有

権
の

構

成

部

分

と

み

な
さ

れ
て

い

る
｡

フ

ラ

ン

ス

･

ベ

ル

ギ
ー

･

ア

ル

ゼ

ン

チ

ン

そ

の

他
二

十
カ

国
の

法

典
で

は
､

港
秩

序
が

飛

び

地

と

な
っ

て

い

る
一

定
の

土

地
の

所
有

者
の

た

め

に
､

他
の

一

定

の

土

地

に

課
し

て

い

る

と
こ

ろ
の

地

役

権

昌
詫
言

3
叶

と

し

て
､

取

扱

わ

れ

て

い

る
｡

英
米
法

諸

国
に

お

い

て

は

必

要
性
の

理

由
か

ら
､

時
効
及

び

譲
与

に

附
随
す

る

当

事
者
の

意
図
に

含
有
さ

れ

る

地

役
権

昌
詮
･

∋

3
叶

と

し

て

認

め

ら

れ

て

い

る
｡

1
.

C
.

-
.

h
〕

訂
昏
札

ぎ
顎

-

亀
戸

-

-

漂
○

〉

p

ワ

ロ
ー

ー
記
♪

及

び

A
七

勺
e

ロ

巴
的

-

-
仇

.

C
.

D
､

○
-

才
訂
H

句
P

∃
P

臼
†

勺

や
Q

鞋
.

}

(

9
)

但
し

ソ

連
に

お

い

て

は

革
命
政

府
に

よ

り
土

地

整
理

が

行

わ

れ

た
こ

と

に

よ

り
､

一

九
一

七

年
以

前
に

は

存

在
し

た

帯
状

地
･

混

合

地
は

消

滅
し

て

お

り
､

現

在
こ

れ
に

関
す
る

規
定
は

な
い

｡

3

通
行
権
の

行
使
と

国
縫
地

国
の

統
制

第
二

の

問
題
ほ

､

通
行
権
の

行
使
に

お

け

る

囲
続
地

国
の

領
土

主
権
の

尊
重
に

関
す
る

も
の

で

あ

㌃
｡

通

行
権
の

行
使
ほ

囲
鏡
地

国
の

統
制
下
に

置
か

れ

る

が
､

そ

の

す
べ

て

の

主
体
に

対
し

て
一

律
に

は

認
め

ら

れ

な
い

の

が

慣

行
で

あ

る
｡

.
人
の

通

行
に

関
し
て

､

私
人
及
び

文
官
と

軍
隊
と
の

間
で

差
異
が
み

ら

れ

る
｡

私
人

及
び

文
官
の

通
行
権
ほ

､

囲
続
地

国
の

統
制
に

従
う
こ

と

を

+
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条
件
と

し

て
､

条
約
上

の

明

示
的
な

規
定
及
び

事
前
の

許
可
を

要
す
る
こ

と

な

く
一

般
に

認
め

ら

れ

て

い

る
｡

た

と

え

ば

ト

ぎ
訂

に

お
い

て

ほ
､

そ
の

国
境
線
で

多
く
の

税
関
吏
と

警
官
が

絶
え

間
な

く
監
視
を

行
っ

て

い

る

が
､

血
中

白
己
?

出
ぎ
叶

Q

q

に

お
い

て

は
､

そ

の

国
境
で

人
々

は
パ

ス

ポ
ー

ト
の

提
一

諸
要
求
さ

れ
る
｡

と
も

な

く
､

｡

れ

は

第
三

国
人
に

対
し

て

も

同

様
で

あ

る
｡

こ

れ
に

対
し

､

軍
隊
の

通
過
に

関
し
て

は
､

問
題
ほ

複
雑

と

な

る
｡

そ

れ

が

必

要
と

さ

れ
る

の

は
､

飛
び

領
土

内
で

暴
動
が

起
っ

た

時
に

､

そ
の

鎮

圧
と

住
民
の

安
全
保

護
の

た

め

に
､

本
国
の

軍
隊
を

出
動

す
る

場
合
で

あ

る
｡

フ

ラ
ン

ス

政

府
は

領
土

内
の

ト

ぎ
訂

へ

通
ず
る

鉄

道
に

お
い

て
､

ス

ペ

イ
ン

の

軍
隊
が

通
過
す
る
こ

と

に

対

し

て
､

如
何
な

(

2
)

る

反
対

も

し

な
い

｡

し
か

し
一

般
的
に

は

軍
隊
が

通

過
す
る

場
合
は

､

囲

(

3
)

続
地

国
の

事
前
の

許
可
を

要
す
る

も
の

■と

さ

れ

て

い

る
｡

こ

れ

は

困
続
地

国
の

安
全
に

か

か

わ

る

事
象
で

あ
る

こ

と

か

ら
､

そ

の

統
制
上

の

要
請
で

あ

る

が
､

ち

な

み

に

通
行

権
事
件
で

ほ
､

軍
隊
及
び

武
装

警
察
の

通
行
権

ほ

否
認
さ

れ

て

い

る
｡

こ

の

事
件
に

お
い

て
､

W
e
】

-

-

n

瞥
O

n

河

毛
〉

A
?

日
巴
-

d
-

亡
g
O

ロ
､

S
-

→

勺
e

3
y

m

す
①

n

d
①
1

は
､

裁
判
所
が

香

認

し

た

カ

テ
ゴ

リ

ー

の

通
行
権
も

認
め

ら

れ

る
ぺ

き

で

あ

る

と
い

う
反
対

意
見
を

述

べ

た
｡

と

く
に

.
S
i

l

勺
e

言
叫

晋
e

n

d
e

→

は

内
部
秩
序
の

維
持
は

主
権
行

為
の

基
本
的
な

面
で

あ

る
こ

と
､

そ

し

て

も

し

も

通

行
権
が

非

武
装
の

文

官
を

除
く

す
べ

て

の

ポ
ル

ト

ガ
ル

の

政
府

機
関
(

警
察
力
)

に

対

し
､

拒
香

さ

れ
た

な

ら
ば

､

飛
び

領
土
に

お

け

る

秩
序
の

維
持
は

不

可

能
で

あ

ろ

う

(

4
)

と

主

張
し

た
｡

A
→

日
P

日

干
q
g
O

β

は
､

権
利
の

行
使
に

認
可

を

要
す

る

と
い

う
の

は
､

そ
の

権
利
が

存
在
し

な
い

と

い

う
こ

と

を

意
味
す
る
の

で

は

な

く
､

反
対

に
､

そ

れ

ほ

し

ば

し

ば

権
利
の

存
在
を

意
味
す
る

と

し

て

次
の

よ

う
に

い

う
｡

｢

許
可
は

権
利
を

創
造
し

な
い

｡

そ

れ

は

単
に

権
利

の

行
使
を

可

能
に

す
る
の

み
で

あ

る

…
:

イ
ン

ド

は

各
々

の

認
可
の

要
求

に

対
し

､

誠
実
に

且
つ

そ

の

よ

う
な

通
行
の

目
的
の

み
を

正

当
に

考
慮
し

て

処
理

す
る

義
務
が

あ

る
｡

先
認
可

ゃ
ぎ

･

ゝ

邑
ぎ
→
丸

邑
旨
さ

の

手
続
は

(

5
)

通
行
権
の

存
在
と

完
全
に

一

致
し

て

い

る
｡

+

と
｡

物
の

通
行
に

関
し

て

も
､

人
の

通
行
の

易
合
と

同
様
に

､

一

般
貨
物
と

兵
器

･

弾
薬
を

含
む

軍
需
物
資
と

秒

間
で

区
別
さ

れ

て

統
制
が

な

さ

れ
て

い

る
｡

一

般
貨
物
に

つ

い

て

は
､

関
税
関
係
が

問
題
と

な

る
｡

た

と

え

ば

b
P

弓
訂
･

出
ぎ
叶

毒

で

は
､

ベ

ル

ギ

ー

本
国
か

ら

輸
送
さ

れ

る

貨
物
は

オ

ラ

ン

ダ

の

関
税
統
制
に

は

従
わ

な
い

と
い

う
の

が

古
く
か

ら

確
立
さ

れ

た

慣

習
で

あ

り
､

そ

れ

ほ

ま

た
一

八

四
二

年
十

一

月
五

日
の

条
約
に

よ
っ

て

確

認
さ

れ

て

い

る
｡

し

か

し
ベ

ル

ギ

ー

以

外
か

ら

輸
送
さ

れ

る

項
物
に

対
し

て

は
､

関
税
が

賦
課
さ

れ

る
の

で

艶
｡

兵

学
弾
薬
を

含
む

軍
需
物
資

の

通
行
に

つ

い

て

は
､

軍
隊
の

場
合
と

同
様
に

､

条
約
の

明
示
的
規
定
に

よ

る

か
､

ま

た

は

囲
繰
地

国
に

よ

る

事
前
の

許
可
を

前
提
と

し
て

認
め

ら

れ
る

｡

通
行
権
事
件
に

お
い

て
､

一

般
貨
物
の

通

行
権
は

認
め

ら

れ

た
が

､

兵
器

･

弾
薬
を

含
む

軍
需
物
資
の

そ

れ

は

否
認
さ

れ
て

い

る
｡

こ

の

カ

テ

ゴ

リ

ー

に

つ

い

て

も
､

W
巴
】
-

β
粥

冒
n

R

暮
)

A
1

2
巴
-

テ
ロ

笥
ロ

〉

∽
-

→

吋
e

言
叫

晋
e

日

計
→

ほ
､

先
の

軍
隊

･

武
装

警
察
の

通
行
権
に

対

す

る

と

同
様
の

反
対

意
見
を

示

し
て

い

る
｡

以

上

述
べ

た

圃
境
地
の

通
行
権
の

主
体
に

よ

る

統
制
上

の

区

別

ほ
､

一

般
国
際
法
上
の

通

行
権
の

場
合
に

も

共
通
し
て

み

い

だ

さ

れ

る
｡

即
ち
い

ず
れ

に

お

い

て

も
､

通
行
権
の

行
使
は

､

通
過
国
の

領
土

主
権
の

存
在
と

そ

の

経
済
上

及
び

国
防
上
の

必

要
を

無
視
で

き

な
い

の

で

あ
る

｡

こ

の

よ

ぅ9

■

1

し
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ぅ
な

通
行
権
ほ

､

一

八

四

四

年
､

女
王

法
律
顧
問
の

ロ

&
琶
口

博
士

が
､

(

ァ

)

評
言
言

川
の

航
行
権
に

関
し

て

述
べ

た

よ

う
に

､

そ
の

領
域
国
の

意
思
に

反
し
て

強
行
さ

れ
る
ぺ

き
で

ほ

な
い

権
利
即
ち

不

完
全

な

権
利

軋
→

竜
也

忌
Q
へ

喜
監

で

あ

る

と
い

え
よ

う
｡

つ

ま

り

国
際
法
に

お

け
る

通
行
権
は

､

そ

の

行
使
が

認
め

ら

れ
る

場
合
に

は
､

そ
れ

を

要
求
す
る

国
の

理
の

あ

る

必

要
性
と
そ

れ

を

受
け
入

れ

る

国
の

領
土

主
権
の

発
現
と

し

て

の

統
制
を

共

に

バ

ラ
ン

ス

邑

せ

る

権
利
義
務
関
係
で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

国
家
関
係
ほ

､

不

信
と

力
の

支
配
す
る

国

際
環
境
に

お
い

て

は

実
現
し

難
い

も
の

で

あ
る

｡

し

か

し

ま

た
､

こ

の

国
際
環
境
を

創
り

だ

す
も

の

は

国
家
自
身
に

他
な

ら

な
い

佃

国
家
は

相
互
に

､

個
人

間
に

お

け
る

と

同
様
に

､

常
に

ル

ー

ル

を

守
る

と
い

う
意
息
を

持
ち

続
け
る

努
力
を

す
る
こ

と
が

す
べ

て

の

第
一

歩

と

な

る

の

で

あ
る

｡

(

1
)

C
･

D
､

○
-

i

息
卑

句
P

∃

呂
も
や

邑
.

-

p
p
.

N

謡
-
旨
〇

.

(

2
)

勺
･

押
邑
○

臼
-

占
琵

b

ぎ
Q

訂

蓋
√

ゝ

≦
岩
音
仏

字
§
Q

重
訂
.

こ
設
00

ー

p
-

-

¢
N

.

(

3
)

C
･

q
O
-

i

5 .

e

→

句
P

日

昌
-

竜
.

邑
.

}

p

ワ

旨
山

-
山

O

N
.

(

4
)

H
･

C

こ
.

知

名

烹
句
.

､

-

芸
○

､

p

-

O

P

(

5
)

鼓
チ
p
.

00

汁

(

6
)

C
･

q
O
-

r
ユ
e

l

句
p

∃
P
ロ

}

竜
.

邑
一

､

胃
.

い

0

0

-
小

声

(

7
)

寧
口

宅
P
i

J

h

b
亀
等
き

邑
3
已

卜

蔓

音
邑
3
ユ

ー

設
¢

-

書
㌣

-
,

p
.

い

○
∞

.

(

一

.
九

六

八

年
三

月

現

在
､

一

橋
大

学
大

学
院
学
生
)
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