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（ 論 文 内 容 の 要 旨 ）  
 
本 論 文 は 、公 物 の 経 済 的 活 用 の 問 題 に 関 連 し て 、我 が 国 の 公 物 法 理 論 の 研 究 に

一 定 の 示 唆 を 得 る こ と の で き る も の が あ る の で は な い か と の 問 題 関 心 か ら 、 フ

ラ ン ス 公 物 法 理 論 の 展 開 に お け る 反 所 有 権 的 観 念 と 所 有 権 的 観 念 の 歴 史 的 意 義

を 明 ら か に し よ う と 試 み る も の で 、「 は じ め に 」、第 一 編「 反 所 有 権 的 観 念 」、第

二 編 「 所 有 権 的 観 念 」、「 終 わ り に 」 か ら 構 成 さ れ て い る 。  
「 は じ め に 」で は 、我 が 国 の 公 物 法 研 究 に と っ て フ ラ ン ス 公 物 法 研 究 の 有 す る

意 義 と 先 行 研 究 と の 関 係 で の 本 論 文 の 位 置 付 け が 明 ら か に さ れ て い る 。  
第 一 編 で は 、 短 い 「 序 」 の 後 、 第 一 章 「 学 説 」 に お い て は 、 ま ず 、 前 史 と し

て 、 1 7 世 紀 頃 か ら 航 行 可 能 河 川 や 街 路 な ど は 所 有 権 の 対 象 と は な ら な い と す る

反 所 有 権 的 観 念 を 主 張 す る 学 説 が 生 じ て い た こ と が 明 ら か に さ れ て い る 。 第 一

節 「 プ ル ー ド ン の 学 説 」 で は 、 1 8 3 3 年 に 公 刊 さ れ た 著 作 で 反 所 有 権 的 観 念 を 理

論 化 、 体 系 化 し た と さ れ る ヴ ィ ク ト ル ・ プ ル ー ド ン の 学 説 が 分 析 さ れ 、 プ ル ー

ド ン は 、 国 有 財 産 の 中 に 公 産 の 範 疇 を 区 別 し 、 公 産 は 利 用 者 と の 関 係 で も 国 と

の 関 係 で も 所 有 権 の 対 象 と な ら な い と し た が 、 国 が 公 産 に 対 し て 所 有 権 を 有 し

な い と し た こ と が 公 産 に 対 す る 行 政 の 権 限 の 行 使 の あ り 方 に ど の よ う な 影 響 を

及 ぼ し た か は 明 ら か で は な い と す る 。 ま た 、 プ ル ー ド ン は 、 公 産 が 所 有 権 の 対

象 と な ら な い の は 、 そ も そ も 公 産 が 取 引 の 外 に あ る か ら で あ る と し 、 こ の こ と

か ら 、 公 産 の 譲 渡 不 可 能 性 と 時 効 取 得 不 可 能 性 の 原 則 を 導 い た と す る 。 第 二 節

「 1 9 世 紀 の 学 説 に よ る 反 所 有 権 的 観 念 の 承 認 と 展 開 」 で は 、 プ ル ー ド ン の 後 の

1 9 世 紀 の 私 法 学 者 、 行 政 法 学 者 も 、 反 所 有 権 的 観 念 の 命 題 を 維 持 し 、 公 産 の 譲

渡 不 可 能 性 と 時 効 取 得 不 可 能 性 の 原 則 を 支 持 し 、た だ 、判 例 の 動 向 に 対 応 し て 、

一 部 の 行 政 法 学 者 は こ れ ら の 原 則 を 多 少 具 体 的 に 展 開 し た こ と を 指 摘 す る 。 か

く し て 、 私 人 は 、 公 産 に つ い て 占 用 許 可 を 受 け た と き で も 、 私 人 は 公 産 に 対 し

物 権 的 な 権 利 を 有 す る こ と は な く 、 そ の 地 位 は 一 時 的 な も の で あ り 、 行 政 に よ

っ て 何 時 で も 撤 回 可 能 な も の で あ る と さ れ て い た と す る 。  
第 二 章 「 判 例 」 で は 、 1 9 世 紀 の 判 例 は 、 司 法 裁 判 所 の そ れ も 、 行 政 裁 判 所 の

そ れ も 、 一 部 の 例 外 を 除 い て 、 公 産 は 所 有 権 の 対 象 と は な ら な い と の 命 題 を 採

っ た こ と を 指 摘 し た 上 で 、 そ れ が 具 体 的 に い か な る 解 決 と 結 び つ い て い た か を

検 討 し 、 第 一 節 「 公 産 に 対 す る 私 人 の 権 利 主 張 の 排 除 」 で は 、 判 例 が 公 産 の 譲

渡 不 可 能 性 と 時 効 取 得 不 可 能 性 を 認 め て い た 外 、公 産 は 収 用 で き な い も の と し 、

あ る い は 、 特 定 の 私 人 が 公 産 の 一 部 を 排 他 的 に 利 用 す る こ と に 行 政 が 同 意 す る

こ と 自 体 は 可 能 で あ る も の の 、 そ れ が で き る の は 、 そ れ に よ っ て 一 時 的 で 撤 回

し 得 る 利 用 し か 生 ぜ し め な い 場 合 の み で あ る と し て い た こ と 等 が 明 ら か に さ

れ 、 判 例 は 、 公 産 に 対 す る 私 人 の 権 利 主 張 を 原 則 的 に 排 除 す る 立 場 を 採 る も の

で あ っ た と し て い る 。 ま た 、 第 二 節 「 独 占 を 創 設 す る 目 的 で の 行 政 の 権 限 行 使

の 違 法 性 」 で は 、 判 例 は 、 特 定 の 私 人 の た め に 公 産 に つ い て 独 占 的 な 地 位 を 創

設 す る 目 的 で 行 政 が 行 動 す る こ と を 禁 じ た の で あ り 、 こ れ も 反 所 有 権 的 観 念 の

も た ら す と こ ろ で あ っ た と す る 。  
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「 小 括 」で は 、し か し 、 1 9 世 紀 末 に は 、所 有 権 的 観 念 の 萌 芽 が 見 ら れ る こ と

が 指 摘 さ れ て い る 。  
第 二 編 で は 、「 序 」に お い て 、そ の 後 フ ラ ン ス の 学 説 に お い て 公 産 も 所 有 権 の

対 象 と な り 得 る と す る 所 有 権 的 観 念 が 受 け 入 れ ら れ た の は モ ー リ ス ・ オ ー リ ウ

の 学 説 が 契 機 で あ る こ と が 指 摘 さ れ た 後 、第 一 章「 オ ー リ ウ の 学 説 」に お い て 、

こ れ が 分 析 さ れ る 。 第 一 節 「 民 事 的 概 念 と し て の 所 有 権 概 念 の 使 用 」 で は 、 ま

ず 、 オ ー リ ウ は 公 産 も 所 有 権 の 対 象 と な る と し た が 、 そ の 所 有 権 概 念 は 伝 統 的

な 民 事 的 な 所 有 権 概 念 で は な く 、 公 産 に 対 し て 成 立 す る の は 「 公 的 所 有 権 」 で

あ る と 考 え て い た こ と が 確 認 さ れ 、 オ ー リ ウ は 公 産 の 供 用 廃 止 後 の 譲 渡 可 能 性

等 を 引 き 合 い に 反 所 有 権 的 観 念 を 排 除 し よ う と し た も の の 、 そ れ は 実 際 に は 反

所 有 権 的 観 念 を 採 る 立 場 か ら も 否 定 さ れ る も の で は な く 、 オ ー リ ウ の 議 論 は 反

所 有 権 的 観 念 と 衝 突 す る も の で は な い と す る 。 次 に 、 オ ー リ ウ が 立 法 と 判 例 は

所 有 権 的 観 念 を 認 め て い る と す る 点 を 検 討 し 、 い ず れ に つ い て も 、 反 所 有 権 的

観 念 を 否 定 す る に 決 定 的 で は な い と す る 。 第 二 節 「 公 産 占 用 者 の 行 政 的 物 権 」

で は 、 オ ー リ ウ は 公 産 占 用 者 は 行 政 的 物 権 を 有 す る と す る も の の 、 そ れ が 「 行

政 的 性 格 」 を 有 す る も の で あ る と す る と こ ろ か ら 、 そ れ が 一 時 的 で 撤 回 可 能 な

も の で あ る こ と は 、 反 所 有 権 的 観 念 を 採 る 場 合 と 同 じ く 承 認 す る の で あ り 、 結

局 説 明 の 仕 方 が 異 な る に 過 ぎ な い と 言 い 得 る こ と を 指 摘 す る 。 第 三 節 「 検 討 」

で は 、 オ ー リ ウ が 所 有 権 な い し 物 権 の 概 念 を 公 産 法 理 論 に 導 入 し よ う と し た の

は 、 オ ー リ ウ が 主 観 的 な 行 政 法 体 系 を 構 築 し よ う と し た た め で あ り 、 そ れ は 、

反 所 有 権 的 観 念 が 意 図 し た 制 度 、 す な わ ち 、 私 人 が 公 産 に 対 し て 権 利 を 主 張 し

て 行 政 の 独 占 的 な 権 能 の 行 使 を 妨 げ る こ と は 許 さ な い と い う 制 度 を 覆 そ う と す

る も の で は な か っ た の で あ り 、制 度 の 説 明 の 仕 方 の 差 異 に 過 ぎ な か っ た と す る 。 
第 二 章 「 判 例 を 契 機 と す る 所 有 権 的 観 念 の 展 開 」 で は 、 反 所 有 権 的 観 念 の 下

で は 容 認 さ れ な い 公 産 の 私 人 に よ る 独 占 的 占 用 を 認 め る 1 9 世 紀 末 以 降 の 判 例

の 分 析 が 試 み ら れ 、 第 一 節 「 ガ ス 事 業 者 と 電 気 事 業 者 の 紛 争 」 で は 、 所 有 権 的

観 念 に 基 づ い て 最 初 に 独 占 を 許 容 し た も の と さ れ る こ と が あ る も の と し て 、 私

人 に 独 占 的 占 用 を 許 可 す る こ と を 認 め る 判 例 が 考 察 さ れ 、 必 ず し も そ の よ う に

は 言 い 切 れ な い と す る 。 第 二 節 「 S o c i é t é  d e s  a u t o b u s  A n t i b o i s 事 件 判 決 を 中 心 と

し た 諸 判 決 」で は 、公 共 輸 送 の 領 域 に お い て 独 占 を 認 め た a u t o b u s  A n t i b o i s 事 件

判 決 等 が 考 察 さ れ 、 そ し て 、 第 三 節 「 検 討 」 に お い て 、 反 所 有 権 的 観 念 の 下 で

は 許 さ れ な い 独 占 の 創 設 を 判 例 が 認 め た と こ ろ か ら 反 所 有 権 的 観 念 の 動 揺 が 意

識 さ れ 、 所 有 権 的 観 念 が 重 要 視 さ れ て い く も の の 、 独 占 の 創 設 が 認 め ら れ た の

は 、 公 産 の 様 々 な 利 用 方 法 の う ち 、 公 共 輸 送 事 業 の 領 域 に 限 ら れ て お り 、 判 例

の 射 程 は 公 産 制 度 全 体 に 及 ぶ も の で は な か っ た と す る 。  
「 小 括 」 で は 、 以 上 よ り 、 第 一 に 、 オ ー リ ウ の 所 有 権 説 は 、 反 所 有 権 的 観 念

が 支 持 し よ う と し た 制 度 を 覆 す こ と を 目 的 と し て い な か っ た こ と 、第 二 に 、1 9 3 0
年 代 の 判 例 も 、 こ の 制 度 の 例 外 を 認 め る も の で は あ る も の の 、 反 所 有 権 的 観 念

に 基 づ く 原 則 と な る 制 度 を 覆 す も の で は な か っ た こ と が 明 ら か に な っ た と す

る 。  
最 後 に 、「 終 わ り に 」 で は 、 今 後 の 研 究 の 方 向 性 が 提 示 さ れ て い る 。  
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（ 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 ）  
 
 公 物 法 は 行 政 法 学 に お い て 重 要 な 領 域 と 一 般 に 認 め ら れ て い る も の の 、 現 在

華 々 し く 論 議 が 展 開 さ れ て い る と い う よ う な 領 域 で は な い 。 そ の よ う な 中 で 、

地 道 に 、 我 が 国 の 公 物 法 理 論 を 探 求 す る 上 で の 示 唆 を 得 よ う と い う 問 題 意 識 か

ら 、 本 論 文 は 、 フ ラ ン ス 公 物 法 の 理 論 と 制 度 の 展 開 を 反 所 有 権 的 観 念 と 所 有 権

的 観 念 の 展 開 と し て 解 明 し よ う と 試 み る 意 欲 的 な も の で あ る 。  
フ ラ ン ス に お い て は か つ て は 反 所 有 権 的 観 念 が 支 配 し て い た が 、 や が て モ ー

リ ス ・ オ ー リ ウ ら に よ っ て 所 有 権 的 観 念 が 主 張 さ れ 、 こ れ が 現 在 で は 支 配 的 な

も の で あ る と さ れ て い る こ と は 、 今 日 フ ラ ン ス に お い て 一 般 的 に 認 識 さ れ て い

る と こ ろ で あ り 、 ま た 我 が 国 の 先 行 業 績 に よ っ て も 紹 介 さ れ て い る と こ ろ で あ

る 。 そ こ で は 、 反 所 有 権 的 観 念 は 、 い わ ば 所 有 権 的 観 念 の 眼 鏡 を 通 し て 克 服 さ

れ る べ き も の と し て 理 解 さ れ て い る 。 こ れ に 対 し て 、 本 論 文 は 、 第 一 編 に お い

て 反 所 有 権 的 観 念 そ れ 自 体 を 直 接 に 考 察 の 対 象 と し 、 1 9 世 紀 の 学 説 に よ っ て 反

所 有 権 的 観 念 が 体 系 的 に 承 認 さ れ 、 判 例 も こ の 立 場 に 立 っ て い た こ と を 明 ら か

に し て い る 。 1 7 世 紀 の 書 物 に 始 ま る 浩 瀚 な 文 献 と 多 数 の 判 例 の 分 析 の 上 に 論 は

進 め ら れ 、 筆 者 の 優 れ た 読 解 力 と 分 析 力 を 実 証 し て お り 、 本 編 は 今 後 こ の 点 に

つ い て の 標 準 的 な 文 献 と な る も の と 思 わ れ る 。  
さ ら に 注 目 さ れ る べ き は 、 所 有 権 的 観 念 を 分 析 す る 第 二 編 で あ り 、 筆 者 は 、

所 有 権 的 観 念 は 実 際 に は 反 所 有 権 的 観 念 に 基 づ く 公 物 法 制 度 を 覆 す も の で は な

く 、 ま た 、 所 有 権 的 観 念 に 立 っ た と さ れ る 判 例 も 、 そ の 妥 当 す る 領 域 は 限 定 さ

れ て お り 、 フ ラ ン ス の 公 物 法 制 度 は 現 在 も 原 則 と し て 反 所 有 権 的 観 念 に 基 づ い

て い る と す る 。 こ れ は 、 現 在 の フ ラ ン ス で の 一 般 的 な 理 解 と は 異 な る も の で あ

る が 、 文 献 の 丁 寧 な 分 析 と 具 体 的 な 判 例 の も つ 現 実 的 な 意 味 の 探 求 の 上 で 論 旨

は 展 開 さ れ て お り 、 十 分 な 説 得 力 を 有 し て い る 。 し か し 、 十 全 な 論 証 が で き た

と 言 う に は ま だ 若 干 の 懸 隔 が あ る と 思 わ れ 、 筆 者 が 予 定 し て い る よ う な フ ラ ン

ス 公 物 法 の 現 代 的 な 問 題 の 研 究 を 進 め る 中 で 更 に 精 緻 に 論 を 進 め る こ と が 期 待

さ れ る が 、 大 胆 に 問 題 提 起 を し 、 筆 者 の オ リ ジ ナ リ テ ィ を 示 す も の と し て 高 く

評 価 で き る 。  
本 論 文 に お い て は 、 特 に 第 二 編 の 注 に お い て 、 筆 者 の 深 い 考 察 を 窺 わ せ る 興

味 あ る 論 述 を 諸 処 に 見 出 す こ と が で き る が 、 た だ 紙 幅 を 意 識 し た た め と 思 わ れ

る が 、 表 現 が 切 り 詰 め ら れ 、 一 読 し た だ け で は 理 解 が 少 々 困 難 な 難 解 な と こ ろ

も あ り 、 将 来 、 紙 幅 の 余 裕 を も っ て 筆 者 が 伸 び や か に 論 旨 を 展 開 で き る 場 が 得

ら れ る こ と が 嘱 望 さ れ る 。 し か し 、 も と よ り 、 こ の こ と は 本 論 文 の 学 術 的 価 値

を 損 な う も の で は な い 。  
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 優 れ

た 論 文 と 認 め ら れ る 。  
な お 、 平 成 2 1 年 2 月 2 0 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 。  

 


