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国
有
化
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外
国
人
財
産
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ー

第
二

次
大
戦
後

､

国
際
社
会
に

お
い

て

は
､

特
に

後
進
資
本
主
義
諸
国

を

中
心

と

し

て
､

外
国
人

財
産
に

対

す
る

収
用
或
い

は

国
有
化
等
の

問
題

が
一

般
的
に

見
ら

れ

る

よ

う
に

な
っ

た
｡

こ

れ

は

現

象
面
か

ら

考
え

る

な

ら

ば
､

第
二

次
大
戦
直
後
の

東
欧
諸
国
に

お

け

る

産

業
､

農
地
の

国
有
化

か

ら

イ
ラ
ン

の

石
油
企
業
国
有
化

､

エ

ジ

プ

ト

の

ス

エ

ズ

運
河

国
有
化

､

更
に

イ
ン

ド

ネ
シ

ア
､

キ
ュ

ー

バ
､

セ

イ
ロ

ン

等
､

現
在
に

至
る

迄
の

二

五
の

ケ
ー

ス

と

し
て

存
在
し

て

い

る
｡

し
か

し

そ
の

背
後
に

は
､

第
一

次

大
戦
前
迄
の

､

資
本
主
義
体
制
を

基
調
と

す
る

西
欧
の

近

代
国
家
を

類
型

と

し

た

同

質
性
の

上
に

築
き

あ

げ

ら

れ

た

国
際
社
会
が

､

そ

の

後
二

つ

の

要
因

､

す
な

わ

ち
ソ

連
を

は

じ
め

と

す
る

社
会
主
義
諸
国
の

加
入
及

び

主

と

し

て

第
二

次

大
戦
後
の

旧

植
民
地

諸
国
の

独
立
に

よ

る

多
数
新
興
諸

国

の

加
入
と

い

う
二

つ

の

軸
を

中
心
に

､

臭
っ

た

価
値
体
系
か

ら
の

挑
戦
を

受
け
る

様
に

な

り
､

国
際
淡
白
体

､

そ

の

妥
当
性
を

問
題
と

さ

れ
る

よ

う

に

な
っ

た

と

い

う
背
景
が

存
在
し
て

い

る
｡

こ

れ

ら

第
二

次
大
戦
後
の

国
有
化
を

､

そ

の

内
容
或
は

補
償
問
題
等
か

ら

検
許
し
た

易

今

次
の

如
き

侵
向
が

見
ら
れ

る
｡

す
な

わ

ち
､

最
近
の

国
有
化
は

､

ス

エ

ズ

運
河

国
有
化
の

頃
迄
は

経
済
的
原
因
が

強
調
さ

れ
､

そ

の

補
償
問
題
も

比

較
的
短
期
の

う
ち
に

解
決
さ

れ
て

い

た
が

､

一

九
五

八

年
の

人
ン

ド

ネ
シ

ア

国
有
化
以

降
､

若
干
の

例
外
を

除
い

て
､

■
国
有
化

の

傾
向
は

政

治
的

､

民

族
主
義
的
意
図
に

よ

る

も

の

が

多
く

な

り
､

そ

れ

に

伴
っ

て

補
償
問
題
の

解
決
が

非
常
に

難
し

く
な

っ

て

き

て

い

る

こ

と
で

あ
る

｡

こ

の

場
合
特
に

問
題
と

な

る

の

は
､

国
有
化
を

行
な

う
国
と

､

そ

れ
に

よ
っ

て

影
響
を

受
け
る

国
と
の

､

そ

れ

ぞ

れ
の

外
国
人

財
産
に

対
す

る

考

え

方
､

或
は

外
国
人

財
産
保
護
に

関
す
る

現

実
と

原
則
論
と
の

間
の

ギ
ャ

γ

プ

が

次

第
に

乗
離

傾
向

を

示

し
て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

例
え

ば
､

一

九

四

〇
年
に

メ

キ
シ

コ

が

石
油
企
業
を

国
有
化
し

た

際
､

当
時
の

米
国
務
長

官
ハ

ル

は
､

ワ

シ

ン

ト
ン

駐
在
メ

キ

シ

コ

大
使
宛
の

覚
え

書
の

中
で

之
に

抗
議
し

｢

米
国
は

主
権
国
家
が

公
の

目
的
の

為
に

財
産
を

収
用
す
る

権
利

を

持
つ

こ

と
を

認
め

て

い

る
｡

し

か

し
､

収
用
の

権
利
は

十
分
に

し
て

実

効

的
か
つ

迅
速
な

補
償
を

な

す
義
務
と

結
び

つ

い

て

居
り

､

そ

れ

を

条
件

と

し
て

い

る
｡

収
用
の

合
法
性
も

実
際
に

こ

の

要
件
の

遵
守
に

か

か
っ

て

(

1

)

い

る
｡

+

と

述
べ

た
｡

一

方
､

一

九
六
三

年
に

セ

イ
ロ

ン

が

行
な

っ

た

石

油
企
業
国
有
化
の

際
､

米
国
政
府
は

､

｢

米
国
は
セ

イ
ロ

ン

が

主

権

国

家

と

し

て

私
有

財
産
を

国
有
化
す
る

権
利
を

か

つ

て

争
っ

た

事
が

な

く
､

又

こ

こ

で

争
わ

ん

と

す
る

も
の

で

も

な

い
｡

し

か

し

な
が

ら
､

こ

れ

ら
の

資

産
が

外
国
人

或
い

は

外
国
会
社
に

属
す
る

場
合
に

は
､

国
際
法
に

託
て

迅
速

､

十
分
か

つ

実
効
的
補
償
が

必

要
で

あ

る
｡

+

と

抗
議
し
て

い

る
｡

国
有
化
に

際
し

て

米
国
政
府
が

行
な
っ

た
こ

の

二

つ

の

抗
議
の

内
容
を
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検
討
し

た

場
合

､

我
々

は

そ

れ

ら
の

内
容
の

完
全
な

る

同
一

性
に

気
が

つ

く
の

で

あ
る

｡

つ

ま

り

国
際
社
会
の

情
勢
が

変
化
し

､

外

国
人

財
産
に

対

す
る

侵
害
方
法
も

､

そ
の

内
容
も

変
化
し

た

時
に

あ
っ

て
､

国
有
化
の

要

件
に

対
す
る

米
国
政
府
の

態
度
は

､

二

十
数
年
前
の

そ

れ

と

同
じ

も
の

で

あ

り
､

い

さ

さ

か

も

現
状
に

歩
み

寄
る

勢
力
が

な

さ

れ
て

い

な
い

の

で

あ

る
｡

こ

の

様
に

し

て

外
国
人

財
産
の

理

論
と

実
行
に

関
し
て

は
､

混
乱
状

態
に

あ

る

の

が

国
際
珪
の

現
状
で

あ
る

｡

そ

し

て

社
会
主
義
諸
国
或
い

は

後
進
資
本
主

義
諸
国
が

現
行
国

賢
体
系
の

中
で

問
題
と

す
る

最
大
の

焦

点
も

亦
､

こ

の

外
国
人

私
有
財
産
の

保
護
を

基
調

と

し

た

国
家
責
任
の

原

(

息
)

則
な

の

で

あ

る
｡

論
議
を

進
め
る

に

当
っ

て
､

ま

ず
主

権
国
家
が

外
国
人
財
産
を

も

含
め

て
､

一

般
に

私
有
財
産
に

対
し

て

侵
害
行
為
を

行
な
い

う
る

か

香
か

と
い

う
問
題
が

あ
る

が
､

こ

の

点
に

関
し
て

は

学
説
上
で

も

或
い

は

国
家
の

実

行
の

上

で

も

国
家
が

外
国
人

財
産
に

侵
害
を

加
え
る

こ

と

自
体
を

否
定
し

(

4
)

た

も
の

は

殆
ん

ど

な

く
､

国
際
法
上

一

般
に

国
家
は

そ

の

領
域
内
に

あ
る

外
国
人

財
産
に

対

し
､

収
用
或
い

ほ

国
有
化
等
の

措
置
を

採
る

権
利
を

持

つ

こ

と

自
体
は

承
認
さ

れ

て

い

る
｡

問
題
は
こ

の

場
合
の

要
件
で

あ
る

｡

一

つ

は
こ

の

国
家
に

よ

る

外
国
人

財
産
収
用
行
為
が

ど
の

よ

う
な

状
況
の

下
で

認
め

ら
れ

る

も
の

で

あ
る

か

と
い

う
こ

と
､

い

ま
一

つ

は

外
国
人

財

産
の

安
全
を

保
障
す
る

為
に

従

来
欧
米
諸
国
に

よ
っ

て

主
張
さ
れ

て

き

た

〝

迅
速

､

十
分
か

つ

実
効
的
″

な

補
償
が

必

要
で

あ

る

と
い

う
原
則
が

､

そ
の

ま

ま

普
遍
的
な

国

際
法
上
の

原
則
と

し

て

認
め

ら

れ
る

か

香
か

と
い

う
事
で

あ
る

｡

こ

れ

ら
の

問
題
を

検
討
す
る

為
の

一

つ

の

手
段
と

し

て
､

本
ノ

ー

ト

に

お
い

て

ほ
､

主

と
し

て

嶺
者
の

問
題

､

す

な

わ

ち

補
償
を

め

ぐ
る

欧
米
諸

国
の

伝
統
的
見
解
に

焦
点
を

あ

て
､

国
際
法
の

有
す
る

歴
史

甜
一

.⊥

的
性
格
か

ら
､

そ

の

変
質
過
程
を

追
っ

て

行
き

た
い

と

考
え
る

｡

〓

先
ず
最
初
に

外
国
人

財
産
に

対

す
る

収
用
の

歴
史
を

簡
単
に

た

ど
っ

て

み
ょ

う
｡

外
国
人
の

私
有
財
産
に

関
す
る

歴
史
的
変
遷
過
程
は

､

ギ

リ

シ

ア
･

ロ

ー

マ

時
代
に

ま
で

遡
る

こ

と
が

可
能
で

あ

る
｡

古
代
に

お

い

て

外
人
は

一

(

5
)

般
に

法
の

保
護
の

対

象
の

外
に

置
か

れ

て

お

り
､

外
人

財
産
の

相
互

侵
害

と

い

う

形
に

お
い

て
､

当
時
の

国
家
相
互

間
の

平
等
性
が

保
た

れ

て

い

た

の

で

あ

る
｡

外
人

私
有
財
産
尊
重
の

概
念
と

､

そ

れ

を

背
景
と

す
る

収
用

の

理

論
が

形
成
さ

れ

た

の

ほ

中
世
以

降
の

事
で

あ

る
｡

中
世
に

お
い

て

こ

れ

ら
の

概
念
や

理

論
が

展
開
し

た

原
因
と

し
て

は
､

対

内
的
な

主
権
理

論

の

面
と

､

対

外
的
な

貿
易
上
の

必

要
と
に

基
づ

く

国
家
慣
行
か

ら
の

影
響

の

二

つ

が

考
え

ら

れ

る
｡

対

内

的
な

原
因
と

し

て

は
､

当

時
絶
対

主
義
の

下
に

国
家
の

中
央
集
権
的
支
配
が

ほ
ぼ

完
成
し

､

国
家
の

領
域
主
権
に

基

く

財
産
権
(

外

人

財
産
を

も

含
む
)

の

処
分
が

可
能
に

な
っ

た
か

ら
で

あ

り
､

更
に

こ

の

時
期
に

属
人

法
か

ら

属
地

法
へ

の

転
換
が

行
な
わ

れ

た

結

果
､

外
人
は

在
住
す
る

国
の

国
内
法
に

従
う
よ

う
に

な

り
､

こ

れ

が

国
民

と

本
国
と

を

結
ぶ

紐
帯
と

し
て

の

国
籍
の

概
念
及
び

外
交
保
護
制
度
の

未

発
達
と

あ
い

ま
っ

て
､

そ
の

地

に

存
在
す
る

外
人
の

財
産
が

収
用
を

甘
受

(

6
)

す
る

に

至
っ

た

と
い

う
理

由
が

考
え

ら

れ

る
｡

し
か

し
こ

の

収
用
権
も

絶

対

的
､

オ

ー

ル

マ

イ

テ
ィ

な
も

の

で

は

な

く
､

国
家
は

外
人
の

既
得
権
に

対

し
て

ほ

言
∽

訂

0

害
∽

P
､

例
え

ば

刑

罰
と

し
て

の

財
産
没
収
或
い

は

公

少

ヰ

γ

′

.
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益
の

必

要
性
等
を

理

由
と

し
て

の

み
､

侵
害
を

加
え
る

こ

と
が

出
来
た

の

(

7
)

で

あ

る
｡

こ

の

様
に

し
て

､

主
権
を

一

方
に

お
い

て

あ

ら

ゆ
る

実
定
法
に

上

位
す
る

も
の

と

し
て

把
え

､

他
方
に

お

い

て

主

権
を

自
然
法
の

ル

ー

ル

に

従
い

､

又

拘
束
さ

れ
る

も
の

で

あ

る

と

し

た
､

中
世
に

お

け
る

主
権
の

二

重

性
の

中
に

､

収
用
の

際
の

補
償
の

根
拠
と

な
っ

た

既
得
権
尊
重
の

理

(

8
)

論
の

萌
芽
が

認
め

ら

れ
る

の

で

あ

る
｡

一

方
対

外
的
な

面
か

ら
は

商
業
の

発
達
と
い

う

要
因
が

考
え

ら
れ

る
｡

中
世
も

末
期
に

近
づ

く

と
､

外
人

財
産
の

取
扱
い

に

関
す
る

相
互

主
義
政

策
と

呼
ば

れ
る

新
し
い

方
法
が

生

ま

れ

た
｡

こ

れ

は

商
業

､

貿
易
の

発
展

に

伴
っ

て
､

国
家
間
の

交
流
が

盛
ん

に

な

り
､

各
国
の

商
人

間
の

取
引
が

発
達
す
る

に

つ

れ
て

､

彼
等
の

間
で

そ

の

財
産
を

保
護
し
て

も

ら
い

た
い

と

い

う

要
求
が

起
り

､

又

各
国
と

も

自
国
内
に

来
る

外
国
人
に

対
し

貿
易

の

促
進

､

重

商
主
義
に

基
く

外
貨
消
費
の

奨
励
等
の

見
地
か

ら
､

外
人

財

(

9
)

産
に

対

す
る

差
別
待
遇
を

免
除
す
る

様
に

な

り
､

両
者
の

利
害
は
ロ

ー

マ

時
代

､

封
建
時
代
と

続
い

た

外
人
財
産
の

相
互

侵
害
と
い

う
慣
行
か

ら
､

外
国
商
人
の

財
産
の

相
互

保
護
と

い

う
相
互

主

義
に

転
換
す
る

こ

と

に

よ

り

充
た

さ

れ

て

い

っ

た
の

で

あ
る

｡

以

来
こ

の

外

国
人

財
産
尊
重
の

傾
向
は

､

各
国
間
の

条
約
或
い

は

国
内

立

法
等
に

よ
っ

て

推
進
さ

れ
て

い

っ

た
｡

私
有
財
産
を

保
障
し

た

多
く
の

明
文
規
定
の

中
で

最
初
の

も
の

は
､

一

七

七
六

年
の

ヴ
ァ

ー

ジ
ニ

ア

権
利

事
典
及
び

こ

れ

を

具
体
化
し

た

米
国
の

各
州
憲
法
で

あ

り
､

こ

れ

ら
は

一

七

八

八

年
の

ア

メ

リ

カ

合
衆
国
憲
法
と

し
て

集
大
成
さ

れ

た
｡

同
意
法
修

正

第
五

条
は

〝

正

当
な
る

法
の

手
続
に

よ

ら

ず
に

､

生

命
､

自
由
又

は

財
産
を

奪
わ

れ

る

こ

と

は

な
い

｡

ま
た

正

当
な

賠
償
な

し
に

､

私
有
財
産
を

公
共
の

用

途
の

た

め

に
､

徴
収
さ

れ

る

こ

と

は

な
い

｡

″

(

10
)

と

規
定
す
る

｡

し

か

し

私
有

財
産
の

保
護
に

関
し

て
､

立

法
面
か

ら
一

時
期
を

劃
し

た

も

の

は
､

一

七

八

九

年
の

フ

ラ
ン

ス

人

権

宣
言
で

あ
ろ

う
｡

同
宣
言
第

一

七

条
は

〝

所
有
権
は

一

つ

の

不

可
侵
で

神
聖
な

権
利
で

あ
る

か

ら
､

何
人

も

適

法
に

認
め

ら

れ

た

公

共
の

必

要
が

明

白
に

そ
れ

を

要
求
し

､

か

つ

正

当
で

事
前
の

補
償
を

な

す
と
い

う
条
件
の

下
で

な

け
れ

ば
､

そ

の

権
利
を

奪
わ

る
べ

き

で

な
い

｡

〃
(

n
)

と

宣
言
し
て

い

る
｡

こ

の

宜
言
の

歴
史
的
意
義
は

､

財
産
収
用
の

条
件
と

し

て
､

適
法
に

定

め

ら

れ

て

い

る

公
益
の

必

要
が

あ

る

こ

と

及
び

事
前
に

補
償
が

支
払
わ

れ

る

こ

と
の

二

点
を

定
め

て
､

国
家
の

収
用
権
に

制

約
を

加
え

た

点
で

あ

(

12
)

る
｡

過

去
の

国
際
法
に

お

い

て
､

収
用

等
の

私
有
財
産
に

対
す

る

侵
害
過

程
に

お
い

て

問
題
と
さ

れ

た

点
は

､

私
有
財
産
を

取
得
す
る

国
家

権
力
の

存
在

､

或
い

は

権
力
の

源
泉
に

に

あ
っ

た
の

で

は

な

く
､

国
家

権
力
の

行

使
方
法
自
体
に

問
題
が

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

私
権
に

関
し

て

法
が

求
め

た

も
の

は

権
力
の

許
可
に

関
す
る

も

の

で

は

な

く
､

権
力
の

限
界
を

明

ら
か

(

13
)

に

す
る

こ

と
で

あ
っ

た
｡

収
用
条
件
を

明

確
化
し
た

人

権

宣
言

第
一

七

条

の

価
値
も

ま

た

そ
こ

に

か

か

っ

て

い

る
｡

そ

の

後
一

九

世
紀
以

来
､

合
衆
国
憲
法
と

同
様
の

財
産
権
保
護
の

規
定

を

含
ん

だ

多
く
の

国
々

の

憲
法
が

成
立

す

る

に

至
っ

た
｡

現
在

､

四

五

以

ィ

.⊥

上
の

成
文
憲
法
が

､

財
産
は

公
益

以

外
の

目

的
及
び

補
償
の

支
払
な

し
に

J O
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と

れ

を

取
得
す

る

こ

と
ほ

出
来
ず

､

補
償
は

一

般
に

事
前
に

支
払
わ

れ
､

(

1 4
)

そ

の

額
は

司

法
的
裁
定
に

服
す
る

旨
の

規
定
を

有
し
て

い

る
｡

こ

の

よ

う
に

し
て

､

一

八

世
紀
に

外

国
人

私
有
財
産
尊
重
の

概
念
が

ほ

ぼ

確
立
し

､

一

九
世
紀
以

降
､

外
国
人
は

私
権
に

関
し
て

ほ
､

大
体
内
国

民
と

同
等
の

地

位
を

享
有
す
る

に

至
っ

た
｡

三

第
一

次
大

戦
を
一

つ

の

実
機
と

し

て
､

そ
の

前
後
の

時
期
に

国
際
法
の

構
造
自
体
の

中
に

か

な

り

順
鞘
な

変
化
が

現
わ

れ

た
｡

と
ほ

､

す
で

に

指

摘
さ

れ

て

い

る

と
こ

ろ
で

あ

る
｡

前
世

紀
の

自
由
主
義
経
済
の

時
代
に

確

立
し

た

外
国
人

財
産
尊
重
の

概
念
は

､

二

〇
世
紀
に

な
る

と

徐
々

に

批
判

の

対

象
と

な

り

始
め

た
｡

一

九
一

〇

年
の

ポ

ル

ト

ガ

ル

に

お

け

る

教
会

財

産
の

没
収

､

一

九

二
年
の

イ

タ

リ

ア
､

ス

イ
ス

､

ウ

ル

グ

ア

イ

等
に

お

け

る

保
険
業
の

独
占
等
で

あ

る
｡

特
に

イ

タ

リ

ア

の

保
険
業
国
営
に

関
し

て

は
､

外

国
人

利
害
関
係
者
に

対
し

て

も

補
償
は

全
く

支
払
わ

れ

な

か
っ

(

川
)

た
｡

引
続
い

て

第
一

次
大
戦
中
か

ら

戦
後
に

か

け
て

ソ

ダ
イ

エ

ト
､

メ

キ

シ

コ

､

東
欧
諸

国
等
に

お
い

て

各
種
の

社
会

的
変
動
が

生

じ
た

｡

そ

し

て

こ

れ

ら
ほ

外
国
人

財
産
尊
重
の

概
念
を

無
視
し

た

も
の

で

あ
っ

た
｡

中
で

も
ソ

ダ
イ

エ

ト

は

外
国
人
財
産
も

含
め

て
､

国
有
化
財
産
に

対

す
る

補
償

支
払
の

法
的
義
務
を

認
め
る

こ

と
を

拒
否
し

､

土

地
､

主
要
産
業
等
生

産

(

叩
)

手
段
の

殆
ん

ど

が

没
収
さ

れ
た

｡

こ

の

よ

う
な

事
態
を

迎
え
て

､

外
国
人

財
産
の

尊
重
に

閲
し

第
一

次
大

戦
後

､

初
め

て

系
統
的
な

研
究
が

な

さ

れ

た

の

は
一

九
二

六

年
の

国
際
法

協
会

(

一

己
e

言
巳
-

昌
巴

F
p

弓

A
∽

00

畠
㌻
-
-

O

n
)

の

ウ
ィ

ー

ン

会
議
に

お

い

て

で

あ
る

｡

同
会
議
ほ

伝
統
的
な

財
産
尊
重
の

概
念
に

対

し
て

採
ら
れ

㈹

た

現

実
の

措
置
と

､

そ

の

国
際
的
保
護
と
の

両
立

性
に

閲
し

討
議
を

行
な

っ

た
｡

し
か

し
こ

の

討
議
ほ

私
有
財
産
の

不

可
侵
を

前
提
に

行
な

わ

れ

た

の

で
､

こ

れ

ら

財
産
に

対
し

て

採
ら

れ

た

諸

措
置
は

国
際
的
な

公

序
と

両

立
し

が

た
い

も
の

と

判
断
さ

れ

た
｡

そ

し
て

同
総
会
ほ

次
の

よ

う
な

決
議

を

行
な
っ

た
｡

(

1
)

私
有
財
産
は

補
償
な

し
に

こ

れ
を

接
収
し

て

は

な

ら

な
い

｡

(

2
)

右
の

原
則
が

他
国
に

よ
っ

て

侵
害
さ

れ

た

場
合

､

国
家
が

当

該

(

1 8
)

事
件
に

干
渉
す
る

権
利
が

国
際
法
上

認
め

ら
れ

る
｡

こ

れ

ら
の

決
議
に

お

い

て

財
産
の

機
能
に

関
す
る

概
念
自
体

､

か

つ

て

の

自
由
権
的
な

も
の

か

ら

社
会

権
重

視
の

方

向
へ

と

変
化
し

た

と
い

う

点

に

関
し

て

は

殆
ん

ど

分
析
が

行
な

わ

れ

ず
､

そ

の

結
果

､

当
時
外
国
人

財

産
に

対

し
て

行
な
わ

れ

た

諸
々

の

侵
害
行
為
ほ

､

単
な

る

過
失
或
い

は

戦

争
遂
行
の

必

要
上

生

じ
た

弊
害
で

あ
っ

て
､

出
来

う
る

限
り

早

期
に

修

(

1 9
)

正
､

回

復
す
べ

き

も
の

と

さ

れ

た
の

で

あ
る

｡

更
に

一

九
三

〇
年
の

国
際
法
協
会
ニ

ュ

ー

ヨ

ー

ク

総
会
に

お
い

て

も

次

の

よ

う
な

決
議
が

な
さ

れ

た
｡

(

1
)

私
有
財
産

､

私
的
権
利
及
び

利
益
の

尊
重

と
い

う

明

確
な

原
則

が

二

国
間
及
び

多
数
国
間
条
約
に

お
い

て

確
立
さ

る
ぺ

き
こ

と
が

強

く

望
ま

れ

る
｡

(

2
)

国
家
が

外
国
人
の

財
産

､

権

利
､

利
益
を

収
用
す
る

場
合

､

国

際
法
に

よ
っ

て

十
分
な

る

補
償
を

支
払
わ

ね
ば

な

ら

な
い

｡

又
こ

の

(

幻
)

補
償
ほ

､

収
用
時
に

支
払
わ

れ

な

け
れ

ば

な
ら

な
い

｡

次
回

の
一

九
三
二

年
の

国
際
法
協
会
オ
γ

ク

ス

フ

ォ

ー

ド

会
議
に

お

い

Y

-

′

▲
叩

ナ

山

サ

サ
γ

叫

′

叫

/

′

†
′

≠

†

ら

七

.

虹
叩

･

ノ

ー

声

▲

い

､

-



1

.

､

れ

1

∬
で

1

､

叫

､

斗

-

九

人

†

1

+

誠
町

.

1

■
斗

一

( 】-
0 3) 研 究 ノ ー ト

て

は
､

財
産
権
の

絶
対

的
不

可
侵
に

関
す
る

協
約
草
案
が

提
出
さ
れ

､

満

場
一

致
で

採
択
さ

れ

た
｡

こ

れ

に

よ
る

と

収
用
は

(

1
)

事

前
に

支
払
わ

れ

る

補
償

(

2
)

十
分
に

し
て

完
全
な

る

補
償

の

二

つ

の

要
件
を

充
た

し
た

場
合
に

認
め

ら

れ

る
の

で

あ
る

｡

こ

の

よ

う

に

し

て

国
際
法
協
会
の

二

度
の

総
会
に

お
い

て
､

現
在
先
進
資
本
主

義
諸

国
に

よ
っ

て

繰
返
し

主
張
さ

れ
て

い

る

〝

迅

速
､

十
分

､

実
効
的
″

な

補

償
と
い

う
原
則
の

原
型
が

､

ほ
ぼ

出
来
上
っ

た

の

で

あ

る
｡

し
か

し

周

到
な

る

協
約
草
案
の

採
択
に

も

拘
ら

ず
､

草

案
自
体

､

作
成

過
程
に

お

い

て
､

財
産
の

概
念
の

発
展
過
程
に

お

け

る

本

質
的
変
化
と
い

っ

た

も
の

に

殆
ん

ど

考
慮
が

払
わ

れ

て

い

な
か

っ

た

為
に

､

こ

れ

ら
の

草

案
の

実
効
性

､

影
響
力
は

殆
ん

ど

見
る
ぺ

き

も

の

が

な

か
っ

た

の

で

あ

(

2 1
)

る
｡

こ

の

こ

と

は
､

当
時
の

諸
国
の

実
行
を

検
討
す

れ

ば

明

ら
か

で

あ

る
｡

国
際
法
協
会
が

補

償
の

要
件
と
し

て

ま

と

め

た

条
件
は

､

補
償
が

､

事
前

(

p

コ.

〇

ユ
､

十
分
(

f

已
-

)

､

完
全
(

｡

｡

2
甘
e
t

e

)

で

な

け

れ

ば

な

ら
な

い

と

す
る

も
の

で

あ
っ

た
｡

先
ず
〝

重
刑
〃

の

緬
慣
の

要
請
で

あ
る

が
､

｡

れ

は

確
か
に

理

論
的
に

は

国
内
法
に

お

い

て

も
､

ま

た

国
際
法
に

お

い

て

紹

ぎ

警
れ
て

き

た
｡

し

か

し

国
家
の

実
行
を

見
る

と
､

例
え

ば
メ

キ

シ

コ

の

石
油
企
業
国
有
化

の

際
に

は
､

国
有
化
法
令
は

一

九
三

八

年
三

月
に

公
布
さ

れ
､

国
有
化
さ

れ

た

米
国
人

財
産
に

関
し
て

混
合
委
員
会
は

四

年
後
の

一

九
四
二

年
四

月

に

査
定
を

行
な
い

､

補
償
は

五

年
間
の

分
割
払
で

支
払
わ

れ
､

最
終
的
に

ほ
一

九
四
七

年
九
月

､

す
な
わ

ち

国
有
化
行
為
か

ら

九
年
後
に

支
払
が

完

(

2 4
)

了
し
た

の

で

あ

る
｡

第
二

次
大
戦
後
の

補
償
協
定
に

お
い

て

も
､

ス

エ

ズ

運
河

国
有
化
の

場
合
に

は
､

国
有
化
法
令
の

公

布
が

一

九

五

六

年
七

月
､

補
償
の

完
了
が

一

九
六

四

年
で

あ

り
､

ノ

ル

ウ
ェ

ー
･

ポ

ー

ラ

ン

ド

間
協

定
で

は

九

年
､

デ
ン

マ

ー

ク
･

ポ
ー

ラ
ン

ド

間
協
定
で

は
一

五

年
間
の

支

払
期
間
を

規
定
す
る

｡

更
に

最
近

の

キ
ュ

ー

バ

土
地

国
有
化
法
は
二

〇
年

間
に

わ

た

る

支
払
を

規
定
す
る

に

至
っ

た
｡

こ

れ

ら
の

語
例
か

ら
､

補
償

が

事
前
に

､

或
い

は

迅
速
に

支
払
わ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

と

す
る

原
則

を

推
論
す

る
こ

と

は

困
難
で

あ

ろ

う
｡

次
に

ク

十
分
″

な

る

補
償
の

要
請
で

あ

る

が
､

元

来
十

分

と
い

う
言
葉

は

非
常
に

唆
味
な

概
念
で

､

何
が

十
分
で

あ

る

か

に

つ

い

て

は

問
題
で

あ

る
｡

し
た

が

っ

て

国
家
の

実

行
に

お
い

て

は
､

一

般
に

統
一

的
行
動
は

見

ら

れ

ず
､

個
々

の

ケ

ー

ス

毎
に

経
済
的

､

政
策
的
或
い

は

諸
々

の

動
機
等

を

考
慮
に

入

れ
て

補
償
額
が

決
定
さ

れ
て

い

る
｡

十
分
な

補
償
を

収
用
時

に

お

け

る

収
用
財
産
の

価
値
に

相
当
す
る

補
償
と

考
え
る

な

ら

ば
､

当
時

の

慣
行
は

〝

十

分
″

と
ほ

云

い

難
い

｡

前
述
の

如
く

､

ソ

連
の

国
有
化
に

お

い

て

は

補
償
は

全
く

認
め

ら
れ

ず
､

又

東
欧
諸

国
に

お

け
る

土
地

改
革

の

際
に

も
､

実
際
に

支
払
わ

れ
た

補

償

諾
､

例
え

ば
ル

ー

マ

ニ

ア

に

お

い

て

は
､

収
用
財
産
価
値
の

一

%
で

あ
っ

た
｡

最
後
に

ク

完
全
″

な

る

補
償
に

つ

い

て

は
､

こ

れ

は

現

在
の

い

わ

ゆ
る

実
効
的
補
償
で

あ

り
､

補
償
の

支
払
手
段
が

外
国
人
に

と
っ

て

経
済
的
な

(

部
)

利
用
価

値
を

有
す
る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

こ

と

を

意
味
す
る

｡

こ

の

点
に

関
し
て

は
一

般
に

は

要
件
が

充
さ

れ

て

い

る

よ

う
で

あ

る
｡

例
え

ば
一

九
三

八

年
の

メ

キ

シ

コ

の

石
油
国
有
化
の

際
の

補
償
は

ド
ル

貨
で

支

3

払
わ

れ

た
｡

し

か

し

大
戦
中
の

時
期
に

､

補
償
の

支
払
に

関
し
て

､

債
権

∬
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者
の

本
国
の

通
貨
で

支
払
わ

る
ぺ

き
で

あ

る

と
の

慣
行
が

出
来
た

と

見
る

の

は

困
難
で

あ

ろ

う
｡

四

以

上

検
討
し

た

如
く

､

補
償
の

要
件
に

関
し

て

国
際
法

協
会
が

決
議
し

た

｢

補
償
は

事
前

､

十

分
か

つ

完
全
な

も
の
+

と

の

命
題
は

､

外
国
人

財

産
の

取
扱
い

に

関
す

る

各
国
の

実
行
か

ら
は

そ

の

ま

ま
に

は

承
認
し
が

た

い

も

の

で

あ
っ

た
｡

私
有
財
産
尊
重
の

概
念
が

､

財
産
概
念
の

変
質
或
い

は

国
家
の

実
行

等
の

影

響
を

う
け
て

そ

の

実
貿
面
か

ら
の

修
正

を

余
儀
な

く
さ

れ

て

い

た

に

も

拘
ら

ず
､

両
大
戦
問
の

時
期
に

お

け
る

一

般
的
学
説

は

私
有
財
産
不

可
侵
な
る

伝
統
的
概
念
を

大
前
提
と

し
て

､

す
べ

て

の

議

論
を

そ
こ

か

ら

導
き

出
し
っ

つ

あ
っ

た
｡

現
在

､

先
進
資
本
主
義
諸
国
が

主
張
す

る

〝

迅
速

､

十
分

､

実
効
的
な

補
償
″

の

原
則
は

､

こ

の

よ

う
な

不

安
定
な

時
期
を

背
景
に

成
立

し
､

そ
の

理

論
と

は

異
な
る

現
実
の

国

際

社
会
に

適
用
を

主
張
さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

第
一

次
大
戦
前
後
の

時
期
に

修
正

を

受
け
は

じ

め
た

私
有
財
産
に

関
す

る

国
際
法
は

､

そ

の

後
も

再
び

伝
統
的
な

財
産
尊
重
の

方
向
に

復
帰
す
る

こ

と
ほ

な
か

っ

た
｡

こ

れ

は

前
世
紀
に

､

主
と

し

て

私

的
権
利
の

保
護
に

向

け
ら

れ

て

い

た

国
家
の

機
能
が

､

今
世
紀
に

入
っ

て
､

特
に

第
一

次
大

戦
後

､

ド

イ

ツ

の

ワ

イ
マ

ー

ル

憲
法
が

一

方
で

財
産
権
の

絶
対

性
を

否
認

す
る

と

共

に

他
方
で

新
た
に

国
民
の

生

存
権
の

理

念
を

実
定
法
化
し

た
こ

と

に

象
徴
さ

れ

る

如
く

､

社
会
全
体
へ

と

そ

の

目

標
を

転
じ

た

結
果

､

財

産
に

対

す

る

個
人
の

権
利
よ

り

国
家
的
権
益
を

よ

り

重

視
す
る

よ

う

に

な

っ

た
こ

と
の

反
映
で

あ
る

｡

第
二

次
大
戦
後

､

外
国
人

財
産
に

関
し
て

､

国
際
法
が

直
面
せ

ぎ
る

を

繕

え

な

く
な

っ

た

諸
々

の

新
事
態
の

連
続
的
発
生
は

､

こ

れ

ら

を

私

有
財
産

に

関
す
る

伝
統
的
国
際
法
の

概
念
に

対

す
る

連
続
的

､

恒
常
的
な

違
反

､

侵
害
が

行
な
わ

れ

て

い

る

と

考
え

る

よ

り
は

､

む
し

ろ
､

固
定
化
さ
れ

過

ぎ
た

現
行
国
際
法
の

内

容
に

対

す

る

変
更
作
用
と

み

る

べ

き

も
の

で

あ

ろ

(

㌘
)

ぅ
｡

こ

れ

は

と

り

も

な

お

さ

ず
､

新
し
い

法
の

創
造
に

対

す
る

紛

争
で

も

あ
っ

て
､

現
実
の

国
家
の

実
行
を

通
じ

て
､

私
有
財
産
に

関
す
る

国
際
法

(

弘
)

の

変
容
が

行
な

わ

れ
つ

つ

あ
る

こ

と
を
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し

て
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る
｡
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