
書

評

Ⅰ
･

フ

ォ

イ

ゲ
ル

著

『

国

有
化
』

-
国
際
法
に

お

け
る

外
国
人

財
産

の

保
護
に

関
す
る

研
究

-

H

巴

句
○

首
F
e
-

､

ヨ
P
t
-

O

n

已
-

担
P

t

ど
ロ

A

毘
仁
n

叫

i

ロ

t

F
e

p

3
t

e

O
t
-

○

ロ

O
f

ユ
呵

-

口

許
t

e
→

ロ
P
t
-

○

ロ

巴
】

p

声
-

茂
♪

桑

巴
訂
n

p

岩
p
e
･

-

い

か

中

原

輝

路

一

九
五

一

年
の

イ

ラ
ン

に

よ

る

ア

ン

グ
ロ

･

イ

ラ
ニ

ア

ン

石
油

食
紅
の

国
有
化

､

一

九
五

六

年
の

エ

ジ

プ

ト

に

よ

る

ス

エ

ズ

運
河

合
祀
の

国
有

ア

ソ

ス

テ

イ

テ

化
､

こ

の

二

つ

の

事
件
は

ま

だ

わ

れ

わ

れ
の

記
憶
に

新
し
い

｡

国
際
漁
畢

合
は

一

九
五

二

年
の

合
議
で

国
有
化

問
題
を

討
議
し
､

国
際
法
協
合
は

咋

年
(

一

九
五

八

年
)

秋
の

ニ

ュ

ー

ヨ

ー

ク

線

禽
に

お

い

て

こ

の

問
題
を

議

題
と

し

た
｡

国
有
化
問
題
は

国

際
法
に

お

け

る

重

要
な

課
題
の

一

つ

で

あ

る
｡

ア

ル

フ
･

ロ

ス

は

本

書
の

序
文
の

な
か

で

現
代
に

お

け

る

国
有
化

筒

↑

評

題
を

次
の

よ

う
に

素
描
し
て

い

る
｡

国
有
化
問
題
は

国
際
法
進
化
の

焦
鮎

( 6 7) 書

で

あ

る
｡

自
由
主

義
お

よ

び

資
本
主
義
の

哲
学
に

基

礎
を

お

く
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

国
際
法
の

古
典
的
原
則
は

､

そ

れ

と

異
る

政
治

的
お

よ
び

経
済
的
イ

デ

オ
ロ

ギ

ー

か

ら

生

れ

た

新
し
い

見
解
と

格

闘
し
っ

つ

あ

る
｡

従
属
か

ら

解

放
さ

れ

た

新
生

諸
国
の

理

論
お

よ

び

貴
行
は

強
い

ナ

シ

ョ

ナ

リ

ズ
ム

の

傾

向
に

彩
ら
れ

て

い

る
｡

完
全
な

濁
立
の

達
成
を

嘩
フ

こ

れ

ら

新
生

諸
国
の

限
に

は
､

外
囲
資
本
は

植
民
地

主
義

､

帝
国
主
義
と

映
る

｡

彼
等
は

そ
の

束
縛
か

ら

自
由
に

な

ら

う
と

欲
し

､

ま

た

自
ら
そ

の

資
源
を

開
聾
し

う
る

能
力
を

誇
示

し
ょ

う
と

す
る

｡

か

つ

て

は

国
際
政
令
に

お
い

て

馨
な

き

存

在
で

あ
っ

た

こ

れ

ら

新
生

諸

国
は

､

い

ま

や

平
等
に

国
際
連
合
の

組
成
圃

と

し
て

国
際
法
の

進
化
に

影
響
を

お

よ

ぼ

し

う
る

可
能
性
を

獲
得
し

た
｡

財
産
の

剥
奪
に

封
す
る

十
分
な

即
時
の

有
効
な

補
償
の

古
典
的
原
則
は

､

し
か

し
な

が

ら

単
に

イ

デ

オ

ロ

ギ
ー

的
な

反
封
に

あ
っ

た

ば

か

り

で

は

な

い
｡

そ
れ

は

ま

た

技
術
的
な

障
害
に

も
つ

き
あ

た
っ

た
｡

単
に

個
人
の

財

産
だ

け
を

封
象
と

す
る

の

で

は

な

く
､

一

国
の

経
済
全

分
野
を

封
象
と

す

る

国
有
化
は

も

は

や
い

く
つ

か

の

単
純
な

原
則
の

み
に

よ
っ

て

は

技
術
的

に

解
決
さ

れ

得
な
い

問
題
を

び

き

お
こ

し
た

｡

か

く
し

て

国
際
法
の

一

般

規
則
は

特
別
保
約
に

席
を

ゆ

ず
り

､

親
額
補
償
が

個
別
補
償
に

と
っ

て

か

わ
っ

た
｡

し

か

し

お

そ

ら

く

は

古
典
的
理

念
は

将
来
に

お
い

て

も

生

命
力

を

も

ち
つ

づ

け

る

だ

ろ

う
｡

新
生

諸
国
も
い

つ

の

日

か

外

国
資
本
に

封
す

る

彼
等
の

必

要
と
か

か

る

投
資
を

阻
止

し

ょ

う
と

す
る

イ

デ

オ
■ロ
ギ

ー

お

よ

び

政
策
と
の

問
の

矛
盾
に

気
づ

く
こ

と

で

あ

ろ

う
か

ら
｡

さ
て

著
者
イ
シ

･

フ

ォ

イ

ゲ
ル

は
コ

ペ

ン

ハ

ー

ゲ
ン

大
草
助
教
授
で

あ

り
､

本
書
は

一

九
五

五

年
に
コ

ペ

ン

ハ

ー

ゲ
ン

大
学
の

懸
賞
論
文
に

提
出

さ

れ
､

一

九
五

六

年
に

金
メ

ダ
ル

を

授
興
さ

れ
た

も
の

に

若
干
手
を

加
え

英
語
さ

れ

て

出
版
さ

れ

た

も
の

で

あ
る

｡

本
書
は

｢

背
景
+

(

野
良
叫

3
亡

邑
)

〓
一

-
三

八

頁
〕

､

｢

合
法

性
+

(

卜
ゐ

笥
≡
ユ

〔

三

九

-
七

四

頁
〕

､

｢

補
償
+

(

C
O

冒
勺
e

ロ
∽
む

巨
O

n
)

〔

七

五

-
一

三

六

頁
〕

の

三

部
よ

り

成
る

｡

.
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ノ

第
一

部

｢

背
景
+

国
有
化
の

政
治
的
経
済
的
法
的
背
景
で

あ

り
､

本
書
の

序
論
を

な

し
て

い

る
｡

著
者
は

ま

ず
一

九
一

八

年
の

ソ

連
の

国
有

化
と

三

八

年
後
の

エ

ジ

プ

ト
の

国
有
化
の

そ

れ

ぞ

れ
の

国
際
的
反

響
の

差

異
に

着
眼
し
､

そ

れ

は
こ

の

間
に

お

け
る

諸
国
の

政
治

､

経
済
の

分
野
に

お

け
る

餞
展
お

よ

び

国
際
社
食
の

膨
脹
に

原
因
す
る

と

い

い
､

一

九
一

八

年
以

前
に

お

け

る

外
国
人

財
産
の

保
護
に

関
す
る

国
際
法
の

規
則
を

支
え

て

い

た

園
内
政

治
的
経
済
的
諸
侯
伴
お

よ

び

国
際
的

條
件
が

欒
化
し
た

結

果
と

し

て
､

外

国
人
財
産
の

法
的
保
護
の

問
題
が

現
在

一

つ

の

進
化
を

経

験
し
っ

つ

あ

る

と
い

う
｡

二

〇
世
紀
の

社
食
的
経
済
的
性
格
の

一

つ

の

特
色
と
し

て

政
府
行
為
に

よ

る

私
有

財
産
の

直
接
的
お

よ

び

間
接
的
干
渉
を

あ

げ

る

こ

と

が

で

き

る
｡

そ

し
て

そ

れ

は

国
有
化
と

い

う
か

た

ち

を

と

る
｡

そ
こ

で

次
の

間
題

が

提
起
さ

れ

る
｡

国
有

化
は

博
統
的
意
味
の

収
用
と

は

異
る

か
､

異
る
と

す
れ

ば

法
的
に

み

て

両
者
の

関
係
は

ど

う
か

｡

ま

ず
第

一

の

問
題
で

あ

る

が
､

収
用
に

つ

い

て

は

国
際
法
の

慧
甲
と

賓

際
の

な
か

に
一

致
が

あ

る
｡

し

か

し

国
有
化
を

論
じ
た

国
際
法
学
者
の

意

見
に

は

そ
の

よ

う
な

一

致
は

み

ら
れ

な
い

｡

彼

等
は

国
有
化
と

収
用
と

の

差
異
を

明

確
に

直
別
す
る

こ

と

な

く
､

い

た

ず
ら

に

国
際
法
の

特
別
規
則

を

説
く
に

急
で

あ

る
｡

彼
等
は

国
有
化
を

公
益
､
の

た

め

に

す
る

財
産
の

公

的
取
得
と

定
義
し
､

か
つ

財
産
に

封
す
る

一

般
的
制
限
や

財
産
の

公
的
取

得
の

博
統
的
方

式
で

あ
る

収
用
と

国
有
化
と
を

直
別
す
る

基
準
と

し

て
､

動
機

､

目
的

､

範
囲

､

素
材

､

形
式
を

あ

げ

る
｡

著
者
は

こ

れ

ら
の

基
準

に

よ

る

F
P

勺
→

賢
r

e
-

-

e
､

国
際
法
草
食
(

一

九

五
二

年
)

､

句

ユ
e

ト
ー

ゴ
P

n
､

せ
○

日

昌
､

声
○
-

-

ロ

の

定
義
を

び

と
つ

び

と
つ

と

り

あ

げ
て

批
判
し

､

そ

の

い

ず
れ

も

国
有
化
と

収
用
(

よ

り

磨
く

公
益
の

た

め
に

す
る

財
産
の

公
的

朗

干
渉
の

他
の

方
式
)

と
の

差
異
を

的
確
に

説
明
し
て

い

な
い

と
い

う
｡

雨

着
の

差
異
は

財
産
の

接
収
の

前
後
に

お

け
る

そ
の

財
産
の

利

用
目

的
の

一

貫
性
に

こ

そ

求
め

ら

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

と

し
､

著
者
は

次
の

よ

う
な

定
義
を

輿
え

る
｡

｢

国
有
化
と

は

経
済
的
動
因
に

も

と
づ

く

特

定

財

産
の

贈
綴
的
な
か

つ

本
質
的
に

不

攣
な

利

用
を

目
的
と

す
る

私
有
財
産
の

国
家

へ

の

強
制
的
移
縛
で

あ
る

｡

+

国
有
化
は

収

用
の

特
別
形
式
で

は

な

く
､

ま

た

そ
の

逆
で

も

な
い

｡

両
者
は

同
格
に

取
扱
わ

る
ぺ

き
で

あ

り
､

国
有

化
は

特
別
な

種
類
の

私
有
財
産
へ

の

干
渉
と

し

て
､

そ
の

国
際
的
効
果
の

分
析
は

収
用
に

関
す
る

国
際
法
の

規
則
か

ら
の

演
繹
に

よ

る

こ

と

な

く
､

濁

自
の

検
討
を

必

要
と

す
る

｡

国
有
化
と

財
産
に

封
す
る

他
の

公
的
干
渉
と
の

事

賓
上
の

相
違
は

こ

の

よ

う
に

指
摘
さ

れ

る

が
､

次
に

国
際
法
的
に

み

て

雨

着
を

直
別
す
べ

き

理

由
は

何
に

求
め

ら

れ

る

か
｡

個
人
が

び

と

し

く

打
撃
を

う
け

る

と
い

う
鮎

に

お

い

て

収
用
も

国
有
化
も

攣
ら

な
い

が
､

し
か

し

こ

の

鮎
は

国
際
法
に

お

け

る

個
人
の

法
的
地

位
に

て

ら

し
て

考
慮
す
る

必

要
は
な
い

｡

国
際
法

は

原
則
と

し
て

国
家
の

利
益
の

保
護
を

中
心

と

す
る

｡

従
っ

て

国
有
化
お

よ

び

収
用
が

そ

れ

ぞ

れ

国
家
の

利
益
に

如
何
な

る

影

響
を

興
え

る

か

が

考

慮
さ

る

ぺ

き

で

あ

る

が
､

国
家
的
利
益
と

の

関
係
お

よ

び

そ

れ
へ

の

影
響

と
い

う
鮎
に

お
い

て

国
有
化
と

収
用
の

場
合
と

は

異
る

｡

そ
こ

で

国
有
化

と

財
産
に

封
す
る

他
の

公
的
干
渉
と

は

事

賓
上

値
別
さ

れ

る

ば

か

り

で

な

ぐ
､

ま

た

国
際
法
的
に

も

笹
別
し

て

取
扱
わ

れ

な

け

れ

ば
な

ら

な
い

｡

次
に

国
有
化
と

国
家
的
利
益
と

の

関
係
が

と

り

あ

げ

ら
れ

る
｡

こ

の

間

題
は
二

つ

に

分
か

れ

る
｡

一

つ

は

国
有
化
は

如
何
な

る

国
家
的
利
益
に

も

ノ

耳
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と
づ

く

か
､

す
な

わ

ち

国
有
化
の

動
因
の

問
題

｡

も

う
一

つ

は

国
有
化
に

封
す
る

外
国
の

抗
議
は

如
何
な
る

国
家
的
利
益

に

も

と
づ

く

か
､

す
な
わ

ち

国
有
化
へ

の

抗
議
の

動
因
の

問
題

｡

第
一

の

問
題
と

し
て

一

般
的
に

い

え
る

こ

と

は
､

革
命
と

か

戦
争
と
か

い

う
政
治
的
大
事
件
が

経
済
的
社
食
的
改
革
を

び

き

お

こ

し
､

そ
の

改
革

に

は

公
私
の

所
有
権
に

封
す
る

態

度
の

決
定
が

含

ま

れ

る

わ

け

で

あ
っ

て
､

そ

の

よ

う
な

場
合
に

国
有
化
が

問
題
と

な
る

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

国
有
化
の

動
因
を

著
者
は

さ

ら

に

分
析
す
る

｡

そ

れ

に

は

政
治
的
動
因
と

経
済
的
動
因
が

あ

る
｡

前
者
に

は
マ

ル

ク

ス

主
義
に

も

と
づ

く

イ
デ

オ
ロ

ギ
1

的
動
因
と

新
た
に

登
場
し

て

き

た

民

族
主
義

的
動

因
が

あ

げ

ら

れ

る
｡

後
者
に

属
す
る

も
の

と

し
て

は
一

つ

は

技
術
的
考
慮
に

も

と
づ

く
一

般
的
性
格
の

も
の

で

あ

り
､

も

う
一

つ

は

琴
一

次
大
戦
に

起
因
す
る

特
殊

な

保
件
の

な
か

に

そ

の

動
因
が

見
出
さ

れ

る

も
の

で

あ

る
｡

そ

れ

ぞ

れ

例

を

示

し
て

説
明
さ

れ

る
｡

い

ず
れ

に

し
て

も

国
有
化
は

祀
合
主
義
国
に

お

い

て

も

自
由
主
義
国
に

お
い

て

も
､

そ
の

圃
に

と
っ

て

決
定
的
重

要
さ

を

も
っ

て

い

る

利
益
に

よ
っ

て

そ
の

動
因
が

輿
え

ら
れ

る
｡

し
か

し

て

か

か

る

国
有
化
が

外
国
人

財
産
と

無
関
係
で

は

あ

り

え

な
い

の

は
い

う
ま

で

も

な
い

こ

と
で

あ

る
■｡

そ
こ

で

外

国
に

お

け

る

自
国
民
の

財
産
に

影

響
を

輿
え

る

国
有
化
に

封

し

て

抗
議
が

畿
せ

ら

れ

る

わ

け
で

あ
る

が
､

第
二

の

問
題
と

し
て

か

か

る

抗
議
の

動
因
は

何
か

｡

自
国
に

と
っ

て

重
要
な

政
治
的
経
済
的
利
益
に

か

か

わ

り
が

あ

れ

ば
こ

そ

外
国
の

国
有
化
に

封
し

て

抗
議
す
る

の

で

あ

る
｡

無
補
償
の

国
有
化
に

ょ
っ

て

外

国
人
の

う
け
る

財
政
的
損
失
は

究
極
に

お

い

て

国
家
の

経
済
力
の

部
分
的
喪
失
を

意
味
す
る

｡

完
全
補
償
が

な

さ

れ

る

場
合
に

お
い

て

も
､

国
有
化
の

結
果
そ

の

分
野
に

お

け

る

爾
後
の

経
済

汚
動
か

ら

外
国
人
は

排
除
さ

れ

る

と
い

う
鮎
に

お

い

て

国
有
化
は

国
家
の

経
済
力
に

重

要
な

効
果
を

お

よ

ぼ

す
｡

外
国
に

投
資
さ

れ

た

財
産
に

封
す

る

国
有
化
の

直
接
お

よ

び

間
接
の

効
果
に

封
す
る

反
封
抗
議
は

､

自
国
に

お
い

て

国
有
化
を

認
め

る

国
に

お
い

て

も

み

ら

れ

る
｡

ま
し

て

自
国
に

お

い

て

国
有
化
を

認
め

な
い

国
に

お
い

て

は
､

よ

り

充
分
な

抗
議
の

痩
由
が

あ

る
｡

外

国
に

お

け
る

国
有
化
へ

の

抗
議
は

､

外

国
人
財
産
の

国
有
化
は

承
認
し

が

た

く
､

ま

た

望
ま

し

く
な
い

と

の

通

告
の

か

た

ち

を

と
る

が
､

そ

れ

は

要
す
る

に

他
の

諸
国
に

封
す
る

白
圃
の

信
用
維
持
の

た

め
に

な
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

外
囲

資
本
の

受
入
れ

を

希
望
す
る

園
に

と
っ

て

は
こ

の

信
用
は

絶
封
必

要
で

あ

る
｡

著
者
は
さ

ら
に

国
有
化
へ

の

抗
議
の

か

か

る

経
済
的
政
治
的
動
因
の

ほ

か

に
､

接
収
が

自
国
政
府
で

は

な

く

外
囲
政
府

に

よ
っ

て

な
さ

れ

る

場
合
に

人
の

感

ず
る

よ

り

憩
い

損
害
の

意
識
お

よ

び

国
家
と

在
外
国
民
と

を

結
ぶ

連
帯
性
の

感

情
と
い

っ

た

心

理

的
要
素
に
■つ

い

て

も

述
べ

て

い

る
｡

こ

の

よ

う
に

国
有
化
の

動
因
も

､

ま

た

国
有
化
へ

の

抗
議
の

動
因
も

と

も

に

そ

れ

ぞ

れ
の

重

要
な

国
家
的
利
益
に

つ

な

が

る

も
の

で

あ

る
｡

し
か

し

て

二

つ

の

相
反
す
る

利
益
が

衝
突
す
る

場
合

､

法
は

そ
の

紛

争
を

解
決

す
る

た

め

に

存
在
す
る

わ

け
で

あ
る

が
､

著
者
は

次
に

国
際
法
の

性
質

､

機
能
を

国
内
法
と
の

.
封
此
に

お
い

て

検
討
す
る

｡

ま

ず
国
内
社
食
と

国

際

社

食
は

客
観
的
に

主
観
的
に

ま

た

歴

史
的
に

異
る

も
の

で

あ
る
こ

と

が

指

摘
さ
れ

､

国
際
社
食
の

国
内
社
食
と
の

違
い

が

国
際
法
の

個
々

の

規
則
に

反
映
す
る

と

し
､

つ

い

で

国
内
法
制
度
と

国
際
法
制
度
の

相
違
が

権
力

､

相
互
主

義
､

法
的
態
度
お

よ

び

諸
国
の

共
同

利
益
と
い

っ

た

鮎
か

ら

説
明

卵



〃 さ･.′∧一
三s

ぎ≠.
:

･
=‾
_
'市警≡環さ†萎警

ノ言要撃一問習字 節 野 ぎ琵琴 ,

.等5八′■ノ
←

′

′二
､

J

′■
ゝ
く‾■卜､ ゝ '

‡J:･;
1′■■

1 才'1

.- ～
享腎八て

】
l √

l-
き号室攣軍環警賢一チ_

う′葦…一撃 郡 弼 幣琴軍
;･ 郡野警攣野 琴寛こ一一

≡～･野澤､
ー

h J
′′

･
･･･こ

( ■三野- せ･ ∴

T

･.
･-

ふ

三敲ぢ,
■

∴
一才蟹

-
■_

1
÷軍
二

:メf .

∫L
=

謡.

一 橋論叢 第四十 三 巻 第
一

競 ( 7 0 )
Y

′

.:
ご濯

さ
れ

る
｡

こ

の

よ

う
な

国
際
法
の

性

質
の

検
討
の

結
果

､

著
者
の

基
本
的

態
度
が

決
定
さ

れ

る
｡

す
な

わ

ち

国
際
法
の

違
反
は

現
在
欒
吏
す
る
こ

と

を

望
ま
れ

て

い

る

現
行
法
の

内

容
に

封
す
る

反
動

と

み

ら

る

ぺ

き

で

あ

り
､

現
行
法
の

違
反
に

関
す
る

紛
争
は

新
し
い

法
の

創
造
に

関
す
る

紛
争

で

も

あ

る
｡

従
っ

て

国
有
化
の

国
際
的
効
果
を

規

制

す
る

国

際
法

規

則

は
､

諸
国
の

現
在
の

利
益
の

厳
密
な

検
討
を

基
礎
と

l し

て

決
定
さ

れ

な

け

れ

ば

な
ら

ず
､

現
在
と

は

異
る

政
治
的
産
臍
的
環
境
の

な

か

に

お
い

て

蟄

達
し

た

慣
行
を

基
礎
に

し
て

な
さ

る

べ

き

で

は

な
い

｡

こ

の

よ

う
に

考
察

さ

れ

た

場
合
に

の

み
､

国
際
法
規
則
は

基
本
的
な

経
済
的
政

治
的
利
益
の

衝
突
と

し

て

生

ず
る

国
有
化
紛
争
を

解
決
す
る

に

適
す
も
の

と
い

え
る

だ

ろ

う
｡

国
有
化
の

結
果
生

ず
る

国
際
間
趨
を
こ

こ

で

は

取

扱

う

わ

け

で

あ

る

が
､

国
有
化
は
い

ろ
い

ろ

な

事
態
を

生
み

､

ま

た

生

む
こ

と
が

濠
恕
さ

れ

る
｡

そ

し
て

そ
れ

ら
の

事
態
に

は

国
内

法
､

国
際
法

､

国
際
私
法
の

問
題

が

絡
ん
で

い

る
｡

著
者
は

お
こ

り

う
べ

き

事
態
を

､

国
有
化
さ

れ

る

財
産

が

国
有
化
園
の

領
域
内
に

あ

る

場
合
と

領
域
外
に

あ
る

場
合
に

二

分
し

､

そ
の

お
の

お

の

を

さ

ら

に

そ
の

財
産
が

自
国
(

国
有
化
園
)

の

国
民
の

も

の

で

あ

る

場
合
と

外
国
人
の

も
の

で

あ

る

場
合
に

分
け

､

さ

ら

に

そ

れ

が

細

分
さ
れ

る

が
､

結
局
国
際
法
に

関
連
あ
る

も
の

と

し

て

次
の

二

つ

の

場

合
を

あ

げ
る

｡

L

国
家
が

外
囲
ま

た

は

外
国
の

自
然
人
お

よ

び

法
人

所
属
の

財
産
を

国
有
化
し

､

か

つ

そ
の

財
産
が

国
有
化
園
の

領
域
内
に

あ

る

か
､

ま
た

は

領
域
外
で

そ
の

国
有
化
の

治
外
法
権
的
効
力
を

承
認
し

て

い

る

囲
の

な
か

に

あ

る

場
合

｡

/

戸
)

j
ぺ

･し

∴付

之

国
家
が

自
国
民
の

財
産
を

国
有
化
し
､

か
つ

そ
の

財
産
が

国
有
化

乃

図
の

領
域
外
で

そ
の

国
有
化
の

治
外
法
権
的
効
力
を

承
認
し
て

い

る

園
の

な

か

に

あ

る

場
合

｡

第
一

の

場
合
に

お

こ

り

う
る

国
際
法
問
題
は

､

一

つ

は

そ
の

よ

う
な

国

有
化
が

国
際
法
に

違
反
す
る

か

ど

う
か

の

問
題
で

あ

り
､

こ

れ

は

第
二

部

に

お

い

て

取
扱
わ

れ
､

も

う
一

つ

は

国
有
化
は

補
償
を

支
排
う
べ

き

国
有

化
園
の

国
際
的
義
務
を

伴
う
か

ど

う
か

の

問
題
で

､

こ

れ

は

第
三

部
で

取

扱
わ
れ

る
｡

第
二

の

場
合
は

､

在
外
財
産
は

国
有
化
の

結
果
と

し

て

特
別
な

国
際

的

地

位
(

免
除
)

を

得
る

か

ど

う
か

の

問
題
で

あ

り
､

こ

れ

は

国
有
化
の

特

別
な

赦
果
と
い

う
よ

り

む

し

ろ

国
有
財
産
に

関
す
る

国

際
法
規
則
の

国
有

化
財
産

へ

の

適
用
の

問
題
で

あ

る
か

ら
こ

こ

で

は

と

り

あ

げ

ら
れ

な
い

｡

第
二

部

｢

合
法
性
+

第
一

部
の

終
り

に

お
い

て

限
定
さ

れ

た

問
題

の

第
一

､

す
な
わ

ち

国
家
に

よ

る

外
国
人

財
産
の

国
有
化
措
置
は

圃
際
法

上

合
法
と

み

ら
れ

る

か

香
か

の

問
題
が

論
ぜ

ら

れ

る
｡

∵

ま

ず
国
有
化
の

合
法
性
の

問
題
は

､

財
産
の

公
的
干
渉
の

他
の

方
式
の

合
法
性
の

問
題
と

は

別
個
に

検
討
さ

る
べ

き
こ

と
が

主
張
さ

れ

る
｡

す
な

わ

ち

従
爽

､

財
産
の

公
的
干
渉
の

俸
統
的
方
式
で

あ
る

収
用
に

関
し

て
､

そ
れ

を

補
償
の

有
無
に

よ
っ

て

笹
別
し
､

有
補
償
の

場
合
は

合
法
で

あ

り
､

無
補
償
の

場
合
に

国
際
法
上
の

問
題
が

お

こ

る

と

い

う

夙
に

説
か

れ

て

い

る

が
､

こ

の

収
用
諭
に

お
い

て

と

ら
れ

て

き

た

方
法
を

国
有
化
の

場
合
に

あ

て

は

め

る
こ

と

は

邁

嘗
で

は

な
い

｡

そ

の

理

由
は

第
一

部
に

お
い

て

述

べ

ら

れ

て
い

る

よ

う
に

､

国
有
化
と

収
用
と

は

事
賓
上

大
き

な

相
違
が

あ
丁

【
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り
､

ま

た

国
際
法
上

も

置
別
さ

る

べ

き

も
の

だ

か

ら
で

あ

る
｡

国
有
化
の

合
法
性
の

問
題
は

補
償
支
沸
い

の

義
務
の

問
題
と

は
っ

き

り

著
者
に

よ
っ

て

国
別
さ

れ

て

い

る
｡

す
な

わ

ち

補

償
文
挟
い

の

義
務
は

国
有
化
行
為
が

合
法
で

あ

る

た

め
の

前
提
保
件
で

は

な

く
､

そ
れ

は

国
有
化
行
鳥
の

結
果

で

あ

る
｡

し
か

し

た

と

え

国
有
化
は

合
法
で

あ

る

(

補
償
が

支
沸
わ

れ

な

く
と

も
)

と
い

う
結
論
を

え

た

と

し

て

も
､

国
有
化
の

国
際
的
効
果

-

補

償
請
求
権
の

饅
生

-
の

有
無
を

検
討
す
る

こ

と
は

別
に

必

要
で

あ

る

と

説
か

れ

る

(

第
三

部
で

と

り

あ

げ

ら

れ

る

の

は
こ

の

問

題
で

あ

る
)

｡

さ

て

外
国
人

財
産
の

国
有
化
は

合
法
か

香
か

の

問
題
を

著
者
は

ま

ず
領

土

管
轄
権
の

原
則
か

ら

出
覆
す
る

｡

こ

の

原
則
に

よ
れ

ば

外
国
人
お

よ

び

そ
の

財
産
は

所
在
国
の

領
土

権
限
に

服
す
る

｡

こ

の

規
則
が

無
制
限
の

も

の

で

あ
れ

ば

外
国
人
の

い

か

な
る

国
際
的
保

護
も

存
し

な
い

｡

し
か

し

賓

際
に

は

そ
こ

に
一

定
の

制
約
が

あ

る
｡

従
っ

て

問
題
は

､

そ
の

よ

う
な

制

約
が

国
家
に

よ
る

外
国
人

財
産
の

国
有
化
措

置
に

闇
し
て

存
す
る

か

香
か

で

あ

る
｡

ま

ず
領
土

管
轄
権
の

原
則
に

封
す
る

制
限
と

し
て

国
有
財
産
の

免
除
に

関
す
る

特
別
規
則
が

あ
る

｡

し

か

し
こ

の

規
則
は

公
け
の

目
的
に

使
用
さ

れ

る

国
有
財
産
に

封
し
て

の

み

適
用
さ

れ
る

の

で

あ

り
､

一

商

業
的
利
益
の

評

目
的
に

使
用
さ

れ

る

国
有
財
産
に

は

適
用
さ

れ

な
い

｡

従
っ

て

前
者
の

国

( 7 1 ) 書

有
化
の

場
合
は

､

た

と

え

完
全

補
償
が

な
さ

れ

た

と

し
て

も

国
際
法
に

抵

鯖
す
る

こ

と
に

な
る

｡

し

か

し

後
者
の

場
合
は

外
国
人

財
産
に

関
す
る

一

般
規
則
に

よ

る
べ

き

で

あ

る
｡

■

次
に

外
人
法
と

の

関
係
で

あ

る

が
､

こ

こ

で

ま

ず
内
外
人
無
差
別
の

原

則
が

と

り

あ

げ

ら
れ

る
｡

こ

れ

は

外

国
人
の

権
利
に

関
し
て

で

ほ

な
く

､

保
護
に

関
し

て

の

平
等
を
い

う
の

で

あ
る

が
､

国
家
は

自
国
民
に

典
え

る

と

同
じ

保
護
を

外
国
人
お

よ

ぴ

そ
の

財
産
に

輿
え

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

外
国
人
お

よ

び

そ

の

財
産
の

保
護
に

封
す
る

不

利
益
な

差
別
は

国
際
法
に

反
す
る

｡

従
っ

て

国
有
化
が

内
園
人

お

よ
び

外
国
人

璧
方
を

封
象
と

す
る

場
合

､

同
一

立

場
に

あ

る

外

国
人
の

保
護
が

内
国
人
に

此
し

て

不

利
益
に

差
別
さ

れ

る

な
ら

ば
､

そ
の

よ

う
な

国
有
化
措
置
は

違
法
で

あ

る
｡

し

か

し

保
護
の

差
別
を

禁
止

す
る

国
際

法
の

規
則
は

､

同
一

立
場
に

あ

る

内
外

人
の

形
式
的
平
等
を

要
求
す
る
に

す
ぎ
な
い

も
の

で

あ
っ

て
､

従
っ

て

あ

る

産
業
の

国
有
化
に

よ

り

外

国
人

財
産
の

み
が

現
資
に

影
響
を

う
け

る

結

果
と

な
っ

た
と

し

て

も
､

そ

の

国

有
化
措
置
は

違
法
と
は

み

ら

れ

な
い

｡

内
外
人

平
等
は

国
際
法
上

外
国
人
の

取
扱
い

に

関
し
て

国
家
の

負
う
不

可
映
の

義
務
で

あ

る

が
､

し

か

し

そ

れ

だ

け
で

充
分
と
い

え

る

で

あ

ろ

う

か
｡

そ
こ

で

次
に

最
低

(

国
際
)

標
準
主
義
が

検
討
さ

れ

る
｡

外
国
人
の

取
扱
い

に

関
し

て

は

国
際
法
上
の

最

低
標
準
が

あ

り
､

外
国
人

財
産
の

国

有
化
措
置
が

こ

の

最
低
標
準
に

反
す
る

も
の

で

あ
る

と

す
れ

ば
､

そ

れ

は

国
際
法
上

合
法
な

も
の

と

み

る
こ

と

は

で

き

な
い

わ

け
で

あ

る
｡

果
し

て

外
国
人

財
産
の

国
有
化
を

禁
止

す
る
一

般
に

認
め

ら
れ

た

最
低
標
準
が

存

在
す
る

か

ど

う
か

｡

こ

の

鮎
に

関
し

て

外
国
人

財
産
の

保
護
に

つ

い

て

規

定
し
て

い

る

居
住

､

通
商

､

領
事

條
約
等
の

規
定

､

既
得
権
保
護
の

原
則

お

よ

び
二

〇
カ

国
に

わ

た

る

諸
国
の

国
有
化
に

閲
す
る

関
内
法
令
が

検
討

さ

れ
る

｡

し
か

し
て

慄
約
に

関
し

て

は

そ
の

財
産
保
護
の

規
定
に

も

拘
ら

ず
､

そ
れ

は

特
別
な

場
合
(

最
古

図

約
款
と
の

関
係
)

を

除
い

て

は
､

外

国
人

財
産
の

国
有
化
を

禁
止
し

て

は
い

な
い

と

結
論
さ

れ

る
｡

ま

た

既
得

権
保
護
の

原
則
に

関
し

て

は
､

こ

の

原
則
は

自
由
主
義
経
済
が

唯
一

の

脛

m
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済
制
度
で

あ
っ

た

時
代
の

産
物
で

あ
っ

て
､

そ
の

存
立
の

基
盤
が

欒
化
し

た

今
日

､

も

は

や
こ

の

原
則
を

外
国
人

財
産
の

国
有
化
が

最
低
標
準
に

反

す
る

か

ど

う
か

の

問

題
に

聞
達
し
て

考
慮
す
る

必

要
は

な

い

と

結

論

す

る
｡

そ

し

て

廣
範
囲
に

わ

た
っ

て

検
討
さ

れ

た

国
有
化
に

関
す
る

国
内
法

令
に

関
し

て

は
､

そ
の

検
討
の

結
果
と

し
て

､

諸
闊
は

国
有
化
を

経
済
的

政
治
的
問
題
の

解
決
の

た

め

の
一

手
段
と

し
て

お

り
､

ま

た

そ
の

国
有
化

措

置
は

外
国
人

財
産
に

も

適
用
さ

れ

て

い

る

と
い

う
結
論
に

導
か

れ

る
の

で

あ
っ

て
､

従
っ

て

国
有
化
を

認
め

な
い

若

干
の

閲
が

あ
っ

た

と

し

て

も
､

し
か

し

そ
の

こ

と

か

ら

国
有
化
を

禁
止

す
る

一

般
に

認
め

ら

れ

た

国

際
標
準
が

あ

る

と
い

う
わ

け

に

は
い

か

な
い

｡

従
っ

て

以
上

の

検
討
か

ら

国
有
化
に

関
し

て

外

国
人

財
産
の

国
有
化
を

違
法
と

す
る

国
際
標
準
は

存

在
し

な
い

と

結
論
せ

ざ

る

を

え

な
い

｡

そ

こ

で

次
に

外
国
人

財
産
の

国
有
化
を

め

ぐ

る

国
家
的
利
益
の

分
析
か

ら

こ

の

問
題
が

考
え

ら

れ
る

｡

諸
国
の

共
通

利
益
は

国
有
化
に

関
し
て

領

土

管
轄
樺
の

制
限
を

も

た

ら

す
こ

と

に

な
る

か
｡

つ

ま

り

外
国
人
財
産
の

国
有
化
に

関
し

て

領
土

管
轄
樺
の

制
約
を

認
め

る
こ

と

が
､

諸
国
の

国
家

的
利
益
と

一

致
す
る

か

ど

う
か

｡

国
家
の

領
土

管
轄
権
の

白
由
行
使
と

自

国
民
の

在
外
財
産
の

保
護
の

そ

れ

ぞ

れ

に

つ

な

が

る

国
家
的
利
益
は

､

前

者
の

そ
れ

が

後
者
の

そ
れ

に

比
し

て

遠
か

に

重

要
で

あ
る

｡

し
か

し

て

後

者
に

お

け
る

国
家
的
利
益
は

必

ず
し

も

外
国
人

財
産
の

国
有
化
を

国
際
法

違
反
と

み
る

べ

き
こ

と

を

要
求
し

な
い

｡

従
っ

て

外
国
人

財
産
の

国
有
化

は

国
家
の

管
轄
権
の

合
法
的
表
現
と

み

ら

る
べ

き
で

あ

る
｡

外
国
人

財
産
の

国
有
化
は

国
際
法
上

合
法
で

あ
る

と

い

う
こ

の

よ

う
な

見
解
は

､

国
有
化
に

関
す
る

現

代
の

大
部
分
の

国
際
的
貴
行
に

一

致
す
る

も
の

で

あ
る
｡

そ

の

例
と

し
て

著
者
は

､

外
国
人
財
産
を

国
有
化
す
る

国

花

家
の

主
権
的
権
利
を

一

般
に

承
認
し

た
一

九
四
八

年
九
月
七

日
の

ア

メ

リ

カ

政
府
の

封
ル

ー

マ

ニ

ア

覚
書

､

国
有
化
は

た

と

え

外
国
人
財
産
に

影

響

を

輿
え

る

と

し

て

も

合
法
的
干
渉
で

あ
る

と
い

う
イ

ギ

リ
ス

の

見
解
が

表

明
さ

れ

た

英
イ

ラ

ン

紛

争
お

よ
び

同
様
な

見
解
が

述
べ

ら

れ

た
一

九
五

六

年
八

月
の

ロ

ン

ド
ン

合
議
(

ス

エ

ズ

運
河

食
紅
の

国

有

化

を

討
議
)

を

あ

げ
て

い

る
｡

最
後
に

国
有
化
が

契
約
上
の

義
務
を

無
税
し

て

な

さ

れ

た

と

し
て

も

国

際
法
違
反
で

は

な
い

こ

と
が

述
べ

ら

れ

る
｡

こ

の

鮎
に

つ

い

て

は

学
説

､

慣
行
と

も
一

致
し
て

い

る
｡

契
約
に

よ
っ

て

輿
え

ら
れ

た

樺
利
に

他
の

財

産
権
よ

り

大
き

な

保
護
を

輿
え

る

と
い

う
国
慣
法
の

規

則
は

存

在
し

な

ヽ

○

ヽ

∨

第
三

部

｢

補
償
+

公
け
の

目

的
に

使
用
さ
れ

る

外
国
の

国
有
財
産

の

国
有
化

､

條
約
規
定
に

反
す
る

国
有
化
お

よ

び

形
式
的
平
等
原
則
に

反

す
る

国
有
化

､

以
上

の

場
合
を

除
い

て

外
国
の

財
産
の

国
有
化
は

そ

れ

自

燈
国
際
法
上

合
法
で

あ

る

と
い

う
の

が

第
二

部
の

結
論
で

あ

る

が
､

次
に

国
有
化
そ

の

も
の

は

合
法
で

あ
る

と

し
て

も
､

そ

れ

が

外
国
人

財
産
に

影

響
を

輿
え

た

場
合
に

国
有
化
囲
は

そ

の

国
有
化
に

よ
っ

て

外
国

人
に

補

償

を

支
排
う
べ

き

国
際
法
上
の

責
任
を

負
う
か

香
か

と
い

う
問

題
が

あ
る
｡

外
国
人

財
産
の

国
有
化
は

国
際
法
上

補
償
文
挟
い

の

責
任
を

伴
う
と

す
れ

ば
､

国
有
化
措
置
そ
の

も
の

は

国
際
法
違
反
で

は

な
い

と

し
て

も
､

補
償
の

不

支
沸
は

別
に

国
際
法
の

違
反
を

構
成
す
る

と

み

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

そ
こ

で

ま

ず
国
有
化
は

国
有
化
囲
に

補
償
支
沸
い

の

国
際
法
上

の

責
任

/

∫
も首



を

課
す
る

か

ど

う
か

が

検
討
さ

れ

る
｡

こ

の

茹
に

つ

い

て

は

十
分
な

即
時

の

有
難
な

補

償
を

支
排
う
責
任
が

あ

る

と
い

う

説
､

合
理

的
な

補
償
で

た

り

る

と
い

う

説
､

補

償
は

国
有
化
圃
に

よ

り
一

方

的
に

き

め

ら
れ

る

と
い

う
説

､

ま

た

補
償
の

責
任
は

な
い

と
い

う
説
等
が

あ
っ

て

意
見
は

分
れ

て

い

る
｡

そ
こ

で

次
に

国
際
的
貴
行
を

検
討
す
る

わ

け
で

あ

る

が
､

著
者
は

第
二

次
大
戦
後
ブ

ル

ガ

リ

ア
､

.

チ
ェ

コ

ス

ロ

バ

キ

ア
､

フ

ラ
ン

ス

等
九
カ

国
が

結
ん

だ
二

国
間
保
約
を

列
挙
し

､

そ

れ

ら
の

條
約
に

は

外
国
人

財
産
の

国

有
化
は

国
有
化
圃
に

補
償
支
沸
い

の

責
任
を

課
す
と
い

う
見
解
が

は
っ

き

り

と

示
さ

れ
て

い

る

と

指
摘
す
る

｡

そ

れ

で

は

国
有
化
囲
は

如
何
な
る

理

由
に

も

と
づ

い

て

そ
の

よ

う
な

補
償
尊
重
の

條
約
を

結
ん

だ
の

で

あ

ろ

う

か
､

漣

た

そ

れ

ら
の

倹
約
は

外
国
人

財
産
の

国
有
化
は

国
有
化
国
に

補
償

文
挟
い

の

責
任
を

課
す
と
い

う
一

般
国
際
法
上
の

規
則
の

表
れ

と

み

る
べ

き

か
､

そ

れ

と

も

特
殊
な

利
益

､

環
境
の

産
物
に

し
か

す
ぎ

な
い

か
｡

こ

う
い

っ

た

問
題
が

論
じ

ら

れ

た
の

ち
､

結
論
と

し
て

著
者
は

､

た

し

か
に

そ
れ

ら
の

條
約
貴
行
は

充
分
に

磨
い

と

は
い

え

ず
､

ま

た

そ

の

性
格
も

特

殊
な

も
の

で

あ
る

た

め

に
､

国
有
化
は

外
国
人
に

封
す
る

補
償
支
沸
い

の

責
任
を

伴
う
か

香
か

の

問
題
に

明

確
に

同
答
す
る

た

め
に

は
､

そ

れ

ら
の

許

国
際
候
約
の

賓
行
だ

け
を

基
礎
に

し

て

は

不

可
能
で

あ
る

と
い

う
こ

と

は

認
め

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

が
､

し
か

し

そ

う
い

っ

た

鮎
を

留
保
し

た
上

で

次
の

よ

う
に

い

う
こ

と
が

で

き
る

と

い

う
｡

す
な

わ

ち

国
有
化
に

関
す
る

書

国
際
法
の

規
則
に

お

け
る

最
近
の

蓉
展
は

､

国
有
化
に

よ
っ

て

影
響
を

う

り

け
る

外
国
人
に

封
し

国
有
化

圃
は

補
償
を

文
挟
う
貴
任
が
ぁ

る

と
い

う
規

37

則
の
+

万
に

向
い
つ

つ

あ

る
り

こ

の

よ

う
な

一

腰
の

結
論
が

安
富
な

も
の

で

あ
る

こ

と
を

著
者
は

三
つ

の

鮎
を

あ

げ

て

確
か

め
る

｡

第
一

は
､

若
干
の

国
の

園
内
立
法
に

お
い

て
､

外
国
人
は

国
有
化
さ

れ
る

財
産
に

封
す
る

補
償
に

つ

い

て

特
別
な

法
的
地

位
を

輿
え

ら

れ

る

と
い

う

趣
旨
の

規
定
が

設
け

ら

れ

て

い

る

こ

と
｡

第
二

は

諸
国
の

国
際
的
利
益
に

つ

い

て

の

賓
際
的
な

考
察

｡

す
な

わ

ち

国
有
化

は

そ
の

補
償
問
題
に

闇
す
る

限
り

､

国
家
を

し

て

国
内
的
な

面
と

国
際
的

な

面
と

を

匝
別
し

て

考
慮
さ

せ

る
｡

自
国
民
の

財
産
は

可
能
な

限
り

無
補

償
で

(

国
有
化
法
に

補
償
は

文
挟
わ

れ

ね

ば

な

ら

な
い

と
い

う
規
定
が

あ

る

に

拘
ら

ず
)

接
収
し
ょ

う
と

す
る

｡

し
か

し

国
際
的
な

面
す
な
わ

ち

外

国
人
の

財
産
に

封
し
て

は
､

国
家
は

経
済
的
配
慮
か

ら

国
有
化
は

補
償
を

文
挟
う
責
任
あ

り

と

す
る

規
則
に

左

祖
す
る

｡

こ

仇

こ

と

は

債
権
国
に

お

い

て

も

債
務
国
に

お
い

て

も

同
様
で

あ
る

｡

と

く
に

債
務
国
の

場
合
は

一

見
外
国
人

財
産
の

無
補
償
国

有
化
に

興
す
る

か

に

思
わ

れ

る

が
､

し
か

し

眞
の

経
済
的
利
益
の

洞
察
は

､

国
有
化
闊
を

し
て

外
国
人
財
産
の

国
有
化

は

補
償
支
排
い

の

責
任
を

伴
う
と
い

う
規
則
を

支
持
さ

せ

る

だ

ろ

う
｡

清

爽
自
国
の

経
済
開
馨
に

外
資
を

必

要
と

す
る

な

ら

ば
､

現
在
の

国
有
化
に

補
償
を

支

掃
う
こ

と
に

よ
っ

て

信
用
を
つ

な

ぎ

と

め
て

お

く

必
要
が

あ

る

か

ら

で

あ

る
｡

従
っ

て

外
国
人
財
産
の

国
有
化
は

補
償
文
挟
い

の

責
任
を

伴
う
と
い

う
規
則
は

す
べ

て

の

図
の

共
通
の

利
益
と

な

る
｡

先
に

あ

げ
た

諸
国
の

僕
約
貴
行
は
こ

の

よ

う
な

見
解
の

表
現
と

み

る
ぺ

き

で

あ

ろ

う
｡

社
食
主
義
圃
に

お
い

て

も
こ

の

鮎
は

同
じ
で

あ
っ

て
､

社
食
主
義
を

国

是

と

す
る

圃
に

お
い

て

も

他

国
に

お

け
る

国
有
化
に

封
し

て

補
償
の

請
求
を

放
棄
す
る

こ

と

は

な
か
っ

た
｡

第
三

は
､

外
国
人
へ

の

補
償
支
沸
い

に
つ

い

て

規

定
し
て

い

る

倹
約
が

資
本
輸
入

国
お

よ

び

資
本
輸
出
国
の

蟹
方
に

悶
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よ

?

て

結
ば

れ

た

と
い

ラ
こ

と
｡

以

上
の

考
察
か

ら

先
に

あ

げ
た

條
約

貴

行
は

､

外

国
人

財
産
の

国
有
化
は

補
償
支
沸
い

の

責
任
を

伴
う
と
い

う
国

際
法
原
則
の

創
造
ま

た
は

確
立
に

貢
厳
し
っ

つ

あ

る

と
い

う
こ

と

を

認
め

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

と

著
者
は

い

う
｡

国
際
法
に

お

け
る

こ

の

傾
向
が

正

し
い

と

す
れ

ば
､

次
に

そ
れ

ら
の

條

約
の

分
析
が

な
さ

れ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

そ
こ

で

国
有
化
に

伴
う
補
償
の

問

題
を

､

補
償
の

方
式

､

如
何
な
る

財
産
に

補

償
は

輿
え

ら

れ
る

か
､

何
人

が

補
償
の

請
求
を

起
こ

し

う
る

か
､

補
償
の

範
囲
の

四
つ

の

問
題
に

分
け

て
､

多
く
の

賓
際
例
を

あ

げ
つ

つ

考

察
さ
れ

る
｡

ま

ず
補
償
の

方
式
と

し

て

は
､

今
日

ま
で

使
わ

れ

た
二

国
間
補

償
條

約
の

方

式
を
一

般

的
な

協

定
､

直
接
的
個
別
的
補
償
を

規
定
す
る

協
定

､

間
接
的
個
別
的
補
償
を

規

定
す
る

協
定

､

総
額
補
償
を

規
定
す
る

協
定
の

四
つ

に

分
け

､

そ

れ

ぞ

れ

の

箕
例
を

示
し

､

前
三

者
に

つ

い

て

批
判
し

､

そ

の

映
鮎
を

指
摘
し
､

結

局
絶
額
補
償
協
定
が

国
有
化
措

置
よ

り

生

ず
る

補
償
請
求
の

解
決
に

最
も

賓
際
的
で

あ

り
､

現
に

最
近
の

大
部
分
の

補
償
協
定
が
こ

の

方
式
に

よ
っ

て

お

り
､

ま

た

他
の

方
式
に

よ
っ

た

大
部
分
の

協
定
が

こ

の

方
式
の

協
定

に

か

え

ら

れ

た

と

述
べ

､

.
こ

の

方
式
の

五
つ

の

長
所
が

指

摘
さ
れ

る
｡

補

償
の

支
沸
わ

る

べ

き

財
産
に

つ

い

て

は
､

所

有
権
と

債

層
者
の

請
求
権
に

っ

い

て

述
べ

ら

れ

る
｡

ま
た

国
有
化
に

封
す
る

補
償
に

つ

い

て

の

国
際
法

規
則
は

外

国
の

財
産
に

つ

い

て

の

み

適
用
さ

れ

る

わ

け
で

あ
る

か

ら
､

固

/

､㌧

こ
巾

〉■1

i

.ヱ
‥

ど

､r

才
一

.小

一
㌧

二

守

･.-

有
化
図
が

国
際
法
上

補
償
の

責
任
を

負
う
べ

き

財
産
は

､

請
求
園
と

国
家

指

的
な

関
連
を

も
っ

て

い

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

そ

こ

で

次
に

補

償
に

関
す
る

国
際
法
規
定
通
用
の

前
提
傑
件
と

も
い

う
べ

き

事
柄
が
い

ろ

い

ろ
と

検
討
さ

れ

る
｡

そ

し

て

最
後
に

補
償
の

範
囲
と

し

て
､

補
償
額
の

決
定

､

支
排
の

時
期

､

補
償
の

性

質
の

そ
れ

ぞ

れ

に

つ

い

て
､

補
償
は

十

分
､

即
時

､

有
数
で

あ

ら

ね

ば

な

ら

な
い

と

い

う
侍
統
的
な

見
解
を

議

論

の

出
費
鮎
と

し

て
､

賓
際
例
を

あ

げ
つ

つ

吟
味
さ

れ

る
｡

巻

末
に

年
代

順

に

な

ら
べ

ら

れ

た

補
償
保
約
の

一

.
鷺
表
お

よ

び

補
償
方

式
に

よ
る

分
類
表

が

付
加
さ

れ

て

い

る
｡

以

上

が

不

充
分
な
が

ら

本
書
の

お

お

よ

そ
の

内
容
で

あ
る

｡

収
用
と

国

有
化
の

差

異
を

強
調
し

て

濁
自
の

国
有
化

論
を

展
開
し
､

国
有
化
の

合
法

性
と

補
償
責
任
の

問
題
を

は
っ

き

り

と

は

な

し
て

い

る

鮎
､

ロ

ス

も

序
文

で

述
べ

て

い

る

よ

う
に

図

有
化
問
題
に

関
連
あ
る

多
く
の

閲
際
僕
約

､

国

内
法
令
が

蒐
集
さ

れ

分
析
さ

れ
て

い

る

鮎
､

ま

た

と

く
に

国
有
化
に

伴
う

補
償
の

問
題
が

そ

れ

ら
の

資
料
に

も

と
づ

い

て

綿
密
に

分
析
さ

れ

て

い

る

鮎
等
を

国
有
化
問
題
に

関
す
る

こ

の

貴
重
な
モ

ノ

グ

ラ

フ

の

特
色
と

し
て

あ

げ
る

こ

と

が

で

き

る

で

あ

ろ

う
｡

(

一

九
五

九
･

七

二
二

)

(

小

樽

商

科

大

学
講
師
)
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