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護
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第
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特

別

の

犠

牲

に

よ

る

損

失

補

償

請

求

権

に

関

す

る

原

告

の

反

論

明

治

憲

法

下

に

お

け

る

損

失

補

償

責

任

に

つ

い

て

1 

被

告

は

一

九

九

三

年

一

O
月

一

二

日

付

の

第

二

準

備

書

面

二

に

お

い

て

、

原

告

の

主

張

に

対

す

る

反

論

と

し

て

、

明

治

憲

法

下

に

お

け

る

損

失

補

償

は

法

律

の

明

文

規

定

が

-
の
つ

て

初

め

て

認

め

ら

れ

る

制

度

で

あ

っ

た

と

主

張

し

、

そ

の

根

拠

と

し

て

明

治

憲

法

下

に

お

い

て

は

「

法

律

に

定

め

の

あ

る

も

の

を

除

き

裁

判

上

の

請

求

手

続

が

そ

も

そ

も

存

在

し

な

か

っ

た

」

か

ら

で

あ

る

と

い

う

。

3 

2 

し
か
し
、

実

体

法

上

の

権

利

の

有

無

と

、

そ

れ

を

実

現

す

べ

き

立

法

あ

る

い

は

訴

訟

制

度

の

有

無

と

は

別

で

あ

っ

て
、

明

治

憲

法

下

に

お

い

て

具

体

的

立

法

及

び

訴

訟

法

が

整

備

さ

れ

て

い

な

か

っ

た

か

ら

と

言

っ

て

損

失

補

償

請

求

権

自

体

が

存

在

し

な

い

こ

と

に

は

な

ら

ず

、

被

告

の

主

張

に

は

理

由

が

な

い

。

3 

ま
た
、

被
告
は
、

田

中

二

郎

博

士

の

見

解

は

、

補

償

を

す

る

か

否

か

と

い

う

補

償

の

原

因

と

の

関

係

で

は

、

極

め

て

控

え

め

に

、

か

つ

限

定

的

に

条

理

上

補

償

の

与

え

ら

れ



る

場

合

が

存

す

る

可

能

性

を

示

唆

し

て

い

る

に

す

ぎ

な

い

と

い

う

。

仮

に

被

告

が

言

う

よ

う

に

補

償

が

認

め

ら

れ

る

場

合

が

極

め

て

限

定

的

で

あ

る

と

し

て
も
、

本

件

は

原

告

ら

を

初

め

と

す

る

朝

鮮

人

を

強

制

的

に

連

行

し

労

働

力

と

し

て

酷

使

し

た

上

、

て

や

無

理

に

送

還

を

急

い

だ

結

果

浮

島

丸

が

沈

没

し

、

多

数

敗

戦

に

至

っ

の

死

傷

者

が

出

た

と

い

う

事

件

で

あ

り

、

さ
ら
に
、

敗

戦

後

五

O
年

目

の

今

で

も

な

お

原

告

ら

に

対

す

る

謝

罪

と

補

償

を

な

そ

う

と

し

な

い

被

告

の

対

応

の

不

当

性

に

も

鑑

み

れ
ば
、

本

件

こ

そ

は

ま

さ

に

条

理

上

損

失

補

償

が

認

め

ら

れ

る

べ

き

で

あ

り

、

右

に

い

4 

う

極

め

て

限

定

的

な

場

合

に

ま

さ

に

該

当

す

る

と

い

う

外

な

い

。

憲

法

に

基

づ

く

直

接

請

求

の

可

否

に

つ

い

て

1 

被
告
は
、

補

償

立

法

が

存

在

し

な

い

場

合

に

は

、

損

失

補

償

請

求

権

自

体

が

発

生

せ

ず

か

っ

明

治

憲

法

二

七

条

に

基

づ

く

直

接

請

求

も

認

め

ら

れ

な

い

と

い

う

。

損

失

補

償

請

求

権

自

体

が

発

生

し

な

い

と

の

被

告

の

主

張

が

相

当

で

な

い

こ

と

は

既

に

述

べ

た

と

お

り

で

あ

る

が

、

さ
ら
に
、

明

治

憲

法

下

に

お

い

て

も

補

償

を

具

体

的

に

，~ 

~ 



1・ヘ

~ 

規

定

し

た

立

法

が

存

在

し

な

い

場

合

で

あ

っ

て

も

、

明

治

憲

法

二

七

条

に

基

づ

く

直

接

請

求

が

認

め

れ

て

い

た

と

い

う

べ

き

で

あ

る

。

2 

す
な
わ
.
ち
、

当

該

問

題

は

結

局

に

お

い

て

明

治

憲

法

二

七

条

の

解

釈

の

問

題

に

帰

着

す

る

と

解

さ

れ

る

と

こ

ろ

、

訴

状

に

お

い

て

述

べ

た

よ

う

に

、

古
4m

歴

史

的

に

見

て

も

、

た

比

較

法

的

に

も

財

産

権

の

不

可

侵

と

損

失

補

償

は

不

可

分

一

体

の

も

の

で

あ

り

損

失

補

償

は

具

体

的

な

財

産

権

の

実

質

的

な

保

障

を

裏

付

け

る

も

の

で

、

正

当

な

補

償

な

く

し

て

財

産

権

の

収

用

を

な

す

こ

と

は

明

治

憲

法

も

ま

た

、

現

行

日

本

国

憲

法

も

い

ず

れ

5 

も

許

容

し

な

い

も

の

で

あ

る

と

い

う

べ

き

で

あ

り

、

両

者

は

共

通

の

思

想

に

立

つ

も

の

で
あ
る
。

3 

し

た

が

っ

明

治

憲

法

二

七

条

の

解

釈

に

あ

た

っ

て

は

現

行

日

本

国

憲

法

二

九

条

て
、

の

規

定

が

そ

の

解

釈

の

基

準

と

な

る

と

解

さ

れ

る

。

そ
し
て
、

現

行

日

本

国

憲

法

二

九

条

三

項

の

解

釈

に

お

い

て

は

、

法

令

上

補

償

規

定

が

な

い

場

合

で

あ

っ

て

も

、

直

接

同

条

項

に

基

づ

き

具

体

的

な

損

失

補

償

を

請

求

し

う



る

と

解

さ

れ

れ

て

お

り

、

確

定

し

た

裁

判

例

で

も

あ

る

。

最

高

裁

判

所

も

、

最

高

裁

昭

和

四

三

年

一

「
し
か
し
、

同

令

(

河

川

付

近

地

制

限

令

)

損

失

補

償

に

関

す

る

規

定

が

な

い

か

ら

と

い

一

月

二

七

日

大

法

廷

判

決

に

お

い

て

、

四

条

二

項

に

よ

る

制

限

に

つ

い

て

同

条

に

-っ

て
、

同

条

が

あ

ら

ゆ

る

場

合

に

つ

い

て

本

件

被

告

人

も

、

一

切

の

損

失

補

償

を

全

く

否

定

す

る

趣

旨

と

ま

で

は

解

さ

れ

ず

、

そ

の

損

失

を

具

体

的

に

主

張

立

証

し

て

、

別

途

直

接

憲

法

二

九

条

三

項

を

根

拠

に

し

て

、

補

償

請

求

を

す

る

余

地

が

全

く

な

い

わ

け

で

は

な

い

か

ら

:

・

」

令

上

補

償

規

定

が

な

い

場

合

で

あ

っ

て
も
、

と

判

示

し

て

お

り

、

法

6 

直

接

憲

法

二

九

条

三

項

に

基

づ

き

具

体

的

な

損

失

補

償

を

請

求

し

う

る

場

合

が

存

在

す

る

こ

と

を

明

確

に

宣

言

し

て

い

る

と

こ

ろ

で
あ
る
。

4 

と
す
れ
ば
、

右

憲

法

二

九

条

三

項

に

関

す

る

解

釈

は

、

そ

の

ま

ま

明

治

憲

法

二

七

条

に

対

し

て

も

あ

て

は

ま

り

、

具

体

的

な

補

償

を

定

め

た

法

令

の

規

定

が

な

い

場

合

で

あ

っ
て
も
、

憲

法

が

補

償

を

要

す

る

も

の

と

し

て

い

る

以

上

、

憲

法

の

規

定

に

基

づ

き

直

-
宅

F‘¥ 
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接

補

償

を

請

求

で

き

る

と

解

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

生

命

・

身

体

に

対

す

る

損

害

に

つ

い

て

の

損

失

補

償

条

項

の

適

用

の

可

否

1 

被
告
は
、

生

命

・

身

体

等

へ

の

侵

害

に

対

す

る

損

害

に

つ

い

て

の

補

償

は

、

4
也
'
と
4
0

と

損

失

補

償

の

全

く

予

定

し

て

い

な

い

と

こ

ろ

で

あ

る

と

い

う

。

2 

前

項

で

も

述

べ

た

よ

う

に

、

現

明

治

憲

法

下

の

損

失

補

償

条

項

の

解

釈

の

際

に

は

、

行

憲

法

二

九

条

三

項

の

解

釈

が

そ

の

指

針

と

さ

れ

る

と

い

う

べ

き

で

あ

る

と

こ

ろ

、

-、ー

の

点

に

関

し

て

は

、

次

に

述

べ

る

よ

う

に

生

命

・

身

体

等

に

対

し

て

特

別

の

犠

牲

が

課

7 

せ

ら

れ

た

場

合

に

お

い

て

も

、

右

憲

法

二

九

条

三

項

が

類

推

適

用

さ

れ

る

と

い

う

の

が

学

説

上

の

通

説

お

よ

び

多

数

の

裁

判

例

の

認

め

る

と

こ

ろ

で

も

あ

る

。

3 

す

な

わ

ち

、

現

行

憲

法

一

三

条

後

段

、

二

五

条

一

項

の

規

定

の

趣

旨

に

右

見

解

は

、

照
ら
せ
ば
、

財

産

上

特

別

の

犠

牲

が

課

せ

ら

れ

た

場

合

と

生

命

、

身

体

に

対

し

特

別

の

犠

牲

が

課

せ

ら

れ

た

場

合

と

で

、

後

者

の

方

を

不

利

に

扱

う

こ

と

が

許

さ

れ

る

と

す

る

合

理

的

理

由

は

全

く

な

い

の

で

あ

っ

て
、

生

命

・

身

体

等

に

対

し

て

特

別

の

犠

牲

が

課



四

せ

ら

れ

た

場

合

に

お

い

て

も

、

右

憲

法

二

九

条

三

項

を

類

推

適

用

す

る

こ

と

は

可

能

と

い

う

も

の

で

あ

り

、

裁

判

例

に

お

い

て

も

、

八

日

判

決

(
判
時

一

八

号

二

八

頁

)

東

京

地

裁

昭

和

五

九

年

五

月

一

、

大

阪

地

裁

昭

和

六

二

年

九

月

三

O
日

判

決

(
判
時

二

五

五

号

四

五

頁

)

等

同

旨

の

判

断

が

多

数

存

在

す

る

の

で

あ

る

。

4 

右

の

述

べ

た

と

こ

ろ

か

ら

、

明

治

憲

法

下

に

お

い

て

も

生

命

・

身

体

に

対

す

る

特

別

の

犠

牲

に

対

し

、

財

産

権

に

関

す

る

損

失

の

補

償

を

定

め

た

二

七

条

の

規

定

を

類

推

し

て

補

償

を

な

す

こ

と

は

十

分

に

可

能

で

あ

っ

て
、

被

告

の

主

張

は

理

由

が

な

い

。

8 

戦

争

犠

牲

な

い

し

は

戦

争

損

害

は

損

失

補

償

の

1 

な
お
、

被
告
は
、

一
九
九
四

お

い

て

第

五

(

九

頁

表

参

照

)

用

さ

れ

な

い

と

主

張

す

る

の

で

、

「
特
別
の
犠
牲
」

に

該

当

す

る

か

。

(
平
成
六
)

年

二

月

三

日

付

第

四

準

備

書

面

四

の

2
に

と
し
て
、

現

行

憲

法

二

九

条

三

項

は

戦

争

損

害

に

は

適

こ

の

点

に

関

し

以

下

論

ず

る

。

被
告
は
、

最

高

裁

判

所

昭

和

四

三

年

一

一

月

二

七

日

判

決

を

援

用

し

て

本

件

被

害

は

い

わ

ゆ

る

戦

争

犠

牲

な

い

し

戦

争

損

害

で

あ

る

か

ら

特

別

の

犠

牲

に

該

当

し

な

い

と

い

~ 

戸、



~ 

戸、

，っ。

2 

ま
ず
、

そ

も

そ

も

右

に

言

う

と

こ

ろ

の

い

わ

ゆ

る

戦

争

犠

牲

な

い

し

戦

争

損

害

の

議

A

幽岡

+AF

、

ヨ
-
u
J可

そ

の

場

合

に

何

故

憲

法

二

九

条

三

項

が

適

用

し

え

な

い

の

か

と

言

う

点

に

つ

い

て
は
、

「

憲

法

の

予

想

し

な

い

と

こ

ろ

」

と

い

う

の

み

で

具

体

的

な

論

証

を

欠

い

て

只

お

り

(

お

そ

ら

く

右

議

論

は

国

際

法

に

お

け

る

国

家

聞

の

問

題

と

国

内

法

に

お

け

る

国

家

と

個

人

と

の

問

題

と

を

混

同

し

た

も

の

と

思

わ

れ

る

)

、

か

か

る

立

論

自

体

の

相

当

性

に

疑

問

な

し

と

し

な

い

。

9 

そ
の
上
、

こ

の

よ

う

な

抽

象

的

概

念

を

一

般

化

し

て

あ

ら

ゆ

る

戦

争

損

害

を

万

両

断

的

に

す

べ

て

処

理

し

よ

う

と

す

る

こ

と

の

不

当

性

は

国

際

法

に

お

い

て

も

、

ま

た

国

内

法

上

も

明

ら

か

で

あ

っ

て

、

抽

象

的

概

念

に

よ

り

個

人

の

重

大

な

人

権

が

広

汎

に

侵

害

さ

れ

る

結

果

と

な

る

こ

と

に

注

意

す

べ

き

で

あ

る

。

3 

ま
た
、

「

戦

争

中

か

ら

戦

後

占

領

下

に

か

け

て

の

非

常

事

態

右

判

決

が

い

う

よ

う

に

下

に

お

け

る

国

民

の

多

く

の

犠

牲

は

、

戦

争

犠

牲

な

い

し

戦

争

損

害

と

し

て

国

民

の

ひ



と

し

く

受

忍

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ

た

も

の

で

」

あ

る

な

ら

ば

、

お

よ

そ

戦

争

犠

牲

な

い

し

戦

争

損

害

で

あ

れ

ば

国

民

全

員

が

等

し

く

受

忍

す

べ

き

と

い

う

こ

と

に

な

る

し

、

そ

う

な

ら

な

け

れ

ば

不

合

理

で

あ

る

。

と

こ

ろ

が

、

実

際

に

は

、

日

本

国

籍

を

有

す

る

者

に

対

し

て

は

思

給

法

に

基

づ

く

思

給
や
、

遺

族

援

護

法

に

基

づ

く

援

護

の

措

置

が

取

ら

れ

、

徴

用

及

び

そ

れ

ら

に

兵
役
、

基

づ

く

生

命

・

身

体

の

損

害

に

つ

い

て

は

同

法

等

に

よ

り

損

失

の

補

償

が

な

さ

れ

て

い

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

同

じ

く

戦

時

中

は

日

本

国

民

と

し

て

10 

一

方

的

に

戦

争

に

協

力

さ

せ

ら

れ

た

原

告

ら

に

対

し

て

は

損

失

の

補

償

の

措

置

は

何

ら

と

ら

れ

て

い

な

い

の

で

あ

る
。

か

か

る

不

平

等

で

、

か

つ

信

義

に

も

と

る

取

級

を

こ

そ

原

告

ら

は

問

題

と

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

4 

以

上

述

べ

た

よ

う

に

、

前

記

最

高

裁

判

決

の

不

当

性

は

明

ら

か

で

あ

る

が

、

仮

に

百

歩

譲

っ

右

判

決

が

何

ら

か

の

妥

当

性

を

有

す

る

と

し

て

も

、

右

判

決

の

事

案

は

、

て
、

. 
』

~ 

~、



戸島、

戸園、

平

和

条

約

の

発

効

に

よ

り

一

般

市

民

の

在

外

財

産

の

請

求

権

が

放

棄

さ

れ

た

と

い

う

事

案

で

あ

っ

て
、

戦

闘

員

の

損

害

で

は

な

く

の

一

般

市

民

の

損

害

に

つ

い

て

ー「

『
国
民
』

ひ

と

し

く

受

忍

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ

た

も

の

」

と

い

う

表

現

が

取

ら

れ

た

こ

と

に

留

意

す

べ

き

で

あ

る

。

本

件

の

浮

島

丸

事

件

の

原

告

ら

の

よ

う

に

、

旧

日

本

軍

に

よ

り

軍

属

と

し

て

雇

用

さ

れ

た

者

が

帰

還

途

中

に

被

っ

た

損

害

に

つ

い

て

は

、

右

判

決

の

射

程

外

に

あ

る

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

り

、

被

告

の

主

張

は

理

由

が

な

い

。

11 

5 

な
お
、

と

付
言
す
れ
ば
、

右

議

論

は

「
戦
争
」

損

害

と

い

う

が

、

「
戦
争
」

お

よ

そ

名

の

付

く

も

の

に

関

す

る

損

害

が

全

て

一

律

に

取

り

扱

わ

れ

る

こ

と

を

意

味

す

る

も

の

で
は
な
い
。

特
に
、

原

告

ら

の

損

害

が

い

わ

ゆ

る

戦

争

損

害

に

当

る

と

し

て

も

、

原

告

ら

は

旧

日

本

国

に

よ

る

侵

略

を

受

け

自

ら

の

意

に

反

し

て

強

制

的

に

戦

争

に

参

加

さ

せ

ら

れ

た

立

場

に

あ

る

者

で

あ

り

、

そ

の

意

味

で

原

告

ら

に

と

っ

の

意

味

は

日

て

今

回

の

「
戦
争
」



本

国

民

と

は

別

個

の

意

味

を

有

す

る

の

で

あ

り

、

こ

の

よ

う

な

原

告

ら

に

対

し

戦

争

損

害

だ

か

ら

受

忍

せ

よ

な

ど

と

被

告

が

主

張

す

る

こ

と

自

体

許

さ

れ

る

も

の

で

は

な

い

。

す

な

わ

ち

、

原

告

ら

は

、

侵

略

さ

れ

植

民

地

支

配

さ

れ

た

国

・

民

族

と

し

て

、

強

制j

的

「
戦
争
」

に

参

加

さ

せ

ら

れ

た

者

で

あ

り

、

本

件

は

、

被

告

に

対

し

て

、

そ

の

戦

後

責

任

・

補

償

等

の

公

正

な

処

理

を

求

め

る

裁

判

で

あ

る

。

こ

の

点

に

つ

い

て

は

さ

ら

に

主

張

予

定

で

あ

る

。

12 
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