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国際法におけるe・gαomηe8な義務（1）

川　暗　恭　治

　1　はじめに皿2　問題の限定一3　多数国間条約一4　一般国際法の強行規

範一5　国家の国際犯罪一6　小括（以上本号）土7　erga　omnesな違法行為一

8　（広義の）賠償一9　相互主義と復仇一10不承認一11国際組織一12総括。

1　1970年のバルセロナ・トラクション事件（第二段階）において，国際司法

裁判所（I　C　J）が，erga　omnesな義務について語って以来，この概念は，

あるいは国連国際法委員会（I　L　C）での議論において，あるいは学説におい
　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
て，しばしば言及の対象となってきた。しかしながら，必ずしも用語の意味を

厳密に規定してではなく，また様々な分野での様々な文脈において，援用がな

されてきたように思われる。本稿は，そのような今迄の議論を筆者なりに整理

し，今後の研究のための一応の枠組を設定しようとするものである。とはいえ，

検討の対象とすべき分野は膨大であり，一方では条約法から責任法まで，他方

では武力行使の禁止から人権の保護さらには環境の保全の問題にまで及ぶ。こ

こでは，さしあたり責任法の分野におけるI　L　Cでの議論といくつかの学説を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
主たる検討の素材とし，併せて，条約法上の議論のいくつかに触れる。従って，

ここでの議論は，主として国際法のいわば形式的側面にかかわり，いくつかの

概念問の関係の，いささか図式的な筆者なりの整理であるにとどまる。

2　本論にはいる前に，まず問題への視角を限定しておく必要があろう。本稿

が論証しようとするのは，r（他の）すべての（条約当事）国に対する」ような

国の義務，の存在とその法的効果である。More11iの簡潔な定式化によれば，

等しく多数の主体に向けられている規範であっても，そこには，そこから生み

出されるある名宛人にとっての権利義務関係が，他の名宛人のうちの一つにの

み対しているようなものと（例えば外交関係の法），そうではなく，他のすべて

の名宛人に対する義務を課しているものとがある。そしてこれは，権利義養関

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
係の内容と構造の問題であり，また，一般法，特別法の区別に係らない。
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　従って，ここで取扱おうとする問題は，以下のふたつの論点とは区別される。

第一に，条約法の分野における，いわゆる条約の第三者効の問題とは別である。

ここでは一定の条約レジームの対外的効果が問題なのではなく，名宛人の範囲
　　　　　（4）
は所与である。第二に，rすべての国を拘束する」ものとして一般国際法，と
　　　　　　　　　（5）
いう論点とも別である。I　C　Jは，ユ969年の北海大陸棚事件で，r本来国際社

会のあらゆる組成国に対して相等しい効力を有しなければならず，それゆえ，

どの組成国も，自分に都合のよいように勝手に行使しうる一方的除外の権利の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
対象とはなりえない一般法ないし慣習法の規則および義務」に言及した。しか

しそのようなものとしての一般国際法も，多くの場合，国と国との一対一の関

係を規律している。

　なお，本稿ではerga　omneSという用語を条約上の権利義務関係についても用

いる。しかも第三者効の問題でもないので，この言葉の厳密な意味からすれば

適当でないかもしれない。しかし権利義務関係の構造は，一般国際法における

（真の）erga　omneSな義務と同じ（相似形）であり，ともに同じ平面で検討すべ
　　　　　　　　　（7）　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　・
きものであろうと考える。次に，本稿の対象は国に対する国の義務の問題に限

定される。erga　OmneSというからには，国以外のありうべき法主体（国際組織
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7a）
等）の国際的権利・義務についても語るべきかもしれないしかしここでは，

議論をいくらかでも簡潔にするためと，自らの権利を最終的に国際的平面で行

使しうるもの　　これはいささか暖味な表現ではあるが　　となると，どうし

ても国家を中心にして議論をせざるをえないという事情，さらに，後に述べる

ように国際社会それ自体は人格化しえないので，国際社会全体に対する義務と

は，すべての国に対する義務と等置されざるをえないという事情，によりこの

ような構成を採る。

　以下，まず第一に，多国間条約における「他のすべての当事国に対する」義

務について簡単に触れ，次に，一般国際法に目を転じ，一方，条約法の分野で

のjuS　CogenSおよび責任法の分野でめ国家の国際犯罪という概念と，他方，erga

OmneSな義務とが女口何なる関係にあるのかをみてゆくことにする一。

3　ある多数国間条約中のある規範から生ずる権利義務関係の構造を見極める

ということは，必ずしも容易ではない。すべての多数国間条約において，その

当事国であるという理由だけで，ある義務違反に対してすべての当事国が権利

を主張しうるわけではないし，他方，すべての多数国間条約が，一国対一国の
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権利義務関係のみを設定しているわけでもない。それは結局は，個々の条約あ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
るいは条文の内容の問題であり，その解釈の問題である。従って，この問題を

明確かつ統一的に解決しうるような便利な枠組は望むべくもないが，それでも，

包括的ではないにしても，いくつかの場合に分けてこの問題を考えてみること

は不可能ではない。

　まず一方では，多数国間条約上の権利義務関係であっても，実はそれは二辺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）
的・相互的関係でしかないような場合がしばしばある。外交領事関係の法につ

いては既に触れた（国家機関性）。その他にも，少し一般化が過ぎるが，国籍
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（lo）
と領域が関連性を有する場合の多くにあてはまるように思われる。

　しかし他方，当事国間の二辺的関係の束に分解してしまえないような条約が

ある。そしてそこでの義務は，義務違反が当該条約システムの名宛国すべてに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1i）
対する違反を構成するという意味において，不可分的（indivisibile）である。

　このような条約の例としては，まず第一に，いわゆる「相互依存in七erde－

pendent」タイプの条約が挙げられる。条約法条約第60条第2項の（c）がこれ

を取扱い，この種の条約では，義務の履行が当事国すべての間で同時かつ不可

分になされる必要があり，一当事国による義務の重大な違反は，他当事国によ

る同一の義務の履行停止を招来しうる（義務の履行の相互性）。しかしそれと

同時に，そこでの義務は，「すべての他の当事国に対する」義務であり，その

義務違反は，すべての他の当事国の権利を侵害するものであるといえる。そし

て，国家責任第二部暫定草案第5一条第2項の（e）の（ii）はこのことを規定
　　（12）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13）

してい乱その例としては，I　L　Cの注釈は軍縮に関する条約を挙げるが，あ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14）
る学者は，いわゆる領域的制度を創設する条約もこれにあてはまるという。

　権利義務関係の不可分性は，第二に，人権の保護をその目的とする条約にお
　　　　　（15）
いでもみられる。条約法条約第60条第5項が規定するように，そこでは，一当

事国の義務が他当事国による同一の義務の履行を条件とせず，義務違反に，同
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（16）
一の義務の履行を停止して対抗しえない（義務の履行の非相互性）。そしてこ

こでの権利義務関係の構造も非対称的であり，一国の義務に「他のすべての当

事国の」権利が対応する。しかしこの点についてはかなり長い注釈が要る。

　従来から，人権の保護を目的とするような条約から生じる国の義務の特殊な

性質にはしばしば言及がなされてきた。かつて国際司法裁判所は，ジェノサイ

ド条約への留保に関する勧告的意見において，人道的かつ文明的な目的を持つ
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条約においては，権利と義務の間に維持されるべき正確な契約的均衡るqihbre
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）
C㎝traCtue1について語ることができない，といった。・人権保護のための諸条

約は，個々の人間をそれ自体として保護しようとするのであって，ここではい

ずれかの国の国民であるか否かはもはや関連性を有しない。またここでは，規

律される生活実態に国家間性（Zω｛sc加鵬taa七1ichkeit）がまったく，あるいは
　　　　　　　　（18）
ほとんど欠如している。しかしながら，このような実質的側面における，国家

間的なquid　pro　quoの欠如は・必ずしも，そこでの形式的な法関係においても

国家間性が欠如している，ということは意味しない。

　第一に，非集権的な国際法秩序にあっては，対応する権利が存在しないよう

な，その意味でのいわゆる絶対的，客観的な義務は存在しない。Agoの言葉に

よるならば，r法的義務と主観的権利との相互関係は，例外を許さない。国内

法での状況においていわれていることとは異なり，他の一ないしそれ以上の主

体の国際的な主観的権利に対応しないような，一主体に課せられる義務は存在
　　（一9）

しない」。第二に，国際社会それ自体を人格化することはできない。それを代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20）
表するような紬織，制度が欠けているから。国際社会は，国際法規範の源
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（21）
（fonte）ではあっても名宛人（deStinatario）ではない。他方，この種の条約

においては，国籍という連結点は意味を持たず，条約当事国の全体から，一も

しくはそれ以上の一定の国を，権利を持つものとして選び出しうるような他の
　　　　　　　　　（22）
基準も看て取れないので，結局，他のすべての当事者が対応する権利を持つと
　　　　　　　　　（23）
いう可能性だけが残乱そして国家責任第二部暫定草案第5条第2項の（e）
　　　　　　　　　　　　（24）
の（iii）はこのことを裏付ける。すなはち，人権や基本的自由の保護のために

（国の）権利が創設されないしは設定されている場合には，他の当事国がr被

害国」となる。

　この点についてなお二点指摘しておく必要がある。第一に，r被害国injured

State」とは，他国の違法行為によって権利を侵害された国のことであって（国

家責任第二部暫定草案第5条第1項），必ずしも物質的r損害damage」を被っ

ている必要はない。I　C　Jは1966年の南西アフリカ事件において，法的権利，

もしくは利益は，何か物質的ないしはr有体的」なものと結び付く必要は，必

ずしもなく，たとえ物質的損害を被らなくとも，侵害されうるとし，人道的性

質の条約および国際的文書のいくつかの規定がこのことと関連することを指摘
（25）

した。また，I　L　C国家責任第一部の特別報告者Agoの見解によれば，「被っ
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た物質的損害の程度は，なされるべき賠償の額を決めるときに，決定的な要素

の一つになりうる。しかし，他国の主観的権利が侵害されたかどうか，従って，

国際違法行為が発生したかどうか，をはっきりさせるときには，それは何の役

にも立ちえない。従って，国際違法行為の存在の条件を定める際に，この損害
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（26）　　（27）
という要素を考慮に入れることは不適切と思われる。」。指摘すべき第二点は，

国際組織へのいわゆる申立・出訴権にかかわる。このような申立・出訴権は，

手続上のしかも条約上の制度であって，その存在は，必ずしも実体上の国際的

権利の存在を意味しないし，逆にその不存在は，必ずしも同様の権利の不存在

を意味しない。

　さて，多数国間条約におけるr他のすべての当事国に対する」義務の存在は，

実際上慣習法形成に果たす条約の役割と，理論上の障害の不存在とからして，

一般国際法のレベルにおける同様の義務，すなはち，（真の）erga　OmneSな義

務の存在を示唆しているように思われる。また実際に国際司法裁判所によって

そのような義務の存在が指摘され，それを受けるような形で，国家責任に関す

るI　L　Cでの議論の中で，とくに国家のr国際犯罪」概念を巡ってこの種の義

務の存在について語られている，という事情が，現に存在してい乱しかしそ

のような議論に立ち入る前に，国際法上の強行規範とerga　omneSな義務との

関連について少し検討を加えておきたい。

4　バルセロナ・トラクション事件においてI　C　Jによ・って定式化されたerga

omneSな義務は，そのタイミング（ウィーン国連条約法会議の翌年），その用

語法（国際社会全体），およびそこで挙げられたいくつかの例（侵略，ジェノ

サイド，奴隷制度，人種差別）からして，条約法条約第53条に規定される強行
　　　　　　　　　　　　（28）
規範を不可避的に連想させる。

　国際法におけるjuS　CogenSをどう理解するかについては実にさまざまな見解

がある。いまこの問題を，一般国際法の，そして慣習法の規範の特殊な性質の
　　　　（28a）
問題である，とまず限定したとしても（所謂persistent　objec七〇rの問題は暫く

描く），その先なお，さらにさまざまな選択可能性が残っている。そこで定め

られている義務の重要性の程度の問題なのか，それとも，その規範に反した場

合に予定されている（広い意味での）制裁の問題なのか。その制裁とはr無効」

か，それともr違法＝責任」か。前者であるとしてr合意＝条約」の無効なの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（29）
か，それともそれ以外のものも含まれるのか，等々。
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　いましかしいずれにせよ，このような規範に反する内容を持つ合意は無効で

ある，すなはち，r合意の無効」あるいは当事者自治に対する制限，の問題が

ごg概念の中心にあるということは疑いを得ないとすれば，他方，θrga　omneS

な義務の方は，「行為の違法」あるいは責任の問題にかかわり，しかもその義

務違反が，「すべての国に対する」ものであることをその特徴とする。無効
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（30）
inVa1ideと違法i11iCiteとは区別されなければならない。そしてさらにこの区別

は，（法律）行為ac七eと（法律）事実faitの区別に対応する。つまり，アクト

としての合意が無効となるのであり，いわゆる違法行為は，実は責任の発生要

件たる違法な事実であるにほかならない。この点，I　LCの国家責任第一部暫

定草案第1条にいう「国際違法行為」とは，仏語テキストにおいては《fait
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3i）
intema七iona1ement－i11icite》であるということに留意されるべきであろう。

このように強行規範は，r合意の無効」の問題であるという点で，義務ないし

r義務違反＝責任」の問題とは異なる。従って，erga　omneSな義務をその内容

とする規範に反した内容をもつ合意の履行は，erga　omneSな違法行為を構成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（32）
するが，そのことは必ずしも当該合意それ自体の無効を意味しない。

　しかしながら，国際法においては無効の問題は，従来，承認または黙認によっ

て治癒されるか，さもなくば責任のレジームの問題として処理されるか，のい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（33）
ずれかであった，という事情がここで考慮されなければならないだろう。国際
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（34）
法秩序の非集権的構造が今日においても基本的には変わっていないとしても，

強行規範に関しては，次の二点において，この事情は少し異なっているという

べきであろう。まず，juSCogenS違反の合意は，いわば，シフト・アップして，

黙認によって治癒されることはない（条約法条約第45条，およびI　L　C国家責

任第一部草案第29条）。もしそうならば，今度はシフト・ダウンして，責任の

制度で処理される他ないことになる。どのように処理されるのか，について例

えばLattanziは次のように考える。すなはち，組織化されていない社会の法に

おけるjuS　CogenSの概念は，強行規範からの逸脱が契約の無効を招来する，と

いう国内法におけると同様の意味は持ちえない。ある国際規範が，合意によっ

て逸脱されえない，という事実は，以下のことを意味する，すなはち，一方で，

当事国は，責任を負うことなしに当該合意に違反しうる。他方，そのような合

意の履行は，erga　omneSな，すなはちすべての国際法主体に対する責任を生
　　　　（35）
ぜしめる，と。
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　このような考え方は，（広い意味での）制裁ではなくて，義務の重要性の問

題として強行規範を捉える立場と無縁ではない。同じ無効inva1idでも，例え

ば国の機関の権限嚴越の場合（手続的）とは異なり，強行規範に反して無効の

場合には，常に実体的義務に裏打ちされている。合意の締結それ自体が責任を

生ぜしめる事実か否かは別にしても，国際社会にとって重要不可欠な，しかも

高い道徳意識によって裏付けられた国際義務は，予防的（強行規範）であれ事

後的（国家の国際犯罪）であれ，「いかなる逸脱も許さない」ものとして捉え
　　　　　　　　　（36）
られうるように思われる。

　バルセロナ・トラクション事件においてI　C　Jは，「問題となる権利の重要

性にかんがみ……」といった。形式的には，義務の名宛人の間での不可分性は，

必ずしも，その義務の一定社会にとっての不可欠性を意味しないであろうが，

この言明は，以上のような一層広い平面の上で捉えられるべきであろうと思わ

れる。

5　国家の国際犯罪（internationa1crime）という概念は，I　L　Cの国家責任

第一部暫定草案第ユ9条に見出される。その第2項は，次のように規定する。r国

際社会の基本的利益の保護に不可欠であり，それゆえ，その違反が国際社会全

体によって犯罪であると認められるような義務の，国による違反から生ずる国

際違法行為は，国際犯罪を構成する」。そして第3項が，（a）国際の平和と安

全の維持（b）人民自決権の保護（c）人問存在の保護（d）人間環境の保護と

保全，の四項目での重大な義務違反について，それぞれ例をあげた後，第4項

で，国際犯罪以外の国際違法行為は，国際不法行為（interna七iona1de1iCt）を
　　　　　　　　（37）
構成する，と規定する。また，I　L　Cにおける国家責任第二部の審議において

は，1985年に採択された第二部暫定草案第5条第3項が，国際犯罪の場合には，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔38）
すぐての他の国々がr被害国」である，と規定し1984年に提出された特別報

告者Riphagen案第二部会16ケ条のなかでは，第14条と第15条が国際犯罪に特
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔39）
殊な．そして付加的な（in　addition），法的効果を定める。

　国家の「国際犯罪」を巡る論点は，大別して三つに分かれる。国際違法行為

の区別（第一次規範上の義務の重要性に応じて）の問題，責任を追及しうる主

体（第一次規範の権利義務関係の構造を反映する）の問題，そして，その責任

追及の手段と程度（第二次規範，国際犯罪に関するあり得べきad　hocな規範）

の問題，がそれであ乱第三点については，I　L　Cでの国家責任に関する第二
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部の構造全体をまず把握しておく必要があり，ここでは取り扱わない。まず予

備的論点として二点指摘しておく必要がある。第一に，この問題は，いわゆる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（40）
「国際法上の犯罪de1icta　juris　gentim」の問題とは異なる。それは，個人を，

国際刑事裁判所が存在しない限り，各国内裁判所で裁く．国の権利ないし義務

にかかわる。第二に，ここでの，国家の犯罪とそれ以外の不法行為との区別は，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（41）
なにも国際法に国内法類似のr刑事責任」を導入しようとするものではない。

　さて，以上を前提としたうえで，そして第三点に立ち入らない限りで，国家

のr国際犯罪」概念は，次の四つの構成要素からなりたっているように思われ

る。①国際的義務の（国際社会の基本的利益の保護のための）不可欠な重要性。

②義務違反の重大性。③国際社会全体による承認。④被害国は，他のすべての

国であること。

　国家の国際犯索のI　L　Cによるこのような定式化は，条約法条約の強行規範

と，バルセロナ・トラクション事件でのerga　OmneSな義務の両方を下敷きに

していることは明らかである。それぞれに挙げられている例は，実質上これ等

三者が重なりあっていることを示す。しかし形式的にもそうであるか否かにつ

いては，議論が分かれる。まず国際犯罪とerga　omneSな義務との関係からみ

れば，国際犯罪の場合にはすべての国の権利が侵害されるのであるから，国際

犯罪は一般国際法上のerga　omneSな義務の違反であることははっきりしてい

る。問題なのは，すべての一般国際法上のerga　OmneSな義務の違反が国際犯

罪を構成するか否かである。これは，一方ではr違反の重大性」という要件を
　　　　　（42）
どうとらえるか，他方では，国際犯罪に特殊な法的効果（第二次規範）の問題

にかかわる。

　強行規範と国際犯罪との関係については，義務の重要・不可欠性（morahSa－

tionの契機）という点で，また国際社会全体の承認を要する（opinio　jurisの

特別の態度）という点で，両者は同じである（一般慣習国際法のある規範の，

その実質的内容による，優越性）。従って，そのことによる実際上の困難もお
　　　　　（43）
そらく共有する。義務の重要性の程度ではなく，広い意味での制裁の問題のみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（44）
としてとらえれば，強行規範（無効）と国際犯罪（責任）とは異なる。しかし，

上位権力の存在しない国際法秩序における強行規範の効果は，無効ではなく

（erga　omnesな）違法である（Bari1e）とするならば，erga　omnesな義務を通
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（45）
して，強行規範と国際犯罪は通底していることになのかもしれない。
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6　国際法におけるerga　omnesな義務とは，一国の義務に，他のすべての（条

約当事）国の権利が対応しているような状況をさす。そしてそれは，権利義務

関係の内容と構造の問題であり，各国際規範の，慣習規範であれ条約規範であ
　　　　　　　　　　　（蝸）
れ，解釈の問題に帰着す乱従って，あくまでも1eX1ataの問題であ乱そし

て例えばr国家の国際犯罪」概念には，私見では，ユex1ataと1ex　fereηdaの問

題が混在している（国際犯罪のための特別の付加的な権利と義務，Riphag㎝
　　　　　　　　　　　　　　　　　（47）
案第14条ユ項と2項，は後者であろう）。

　しかしこの解釈は容易ではない。当該規範の対象と目的，当事諸国の意思な

いし国際社会の意識，（後の）実行，等から総合的に判断しなければならない

だろう。その際に，自然的条件としての不可分性（例えば人権，環境それ自体）

→名宛国間での義務の不可分性→erga　OmneSな義務→erga　omneSな違法行為

→少なくとも物質的なr損害」は受けていないr被害国」による請求・非

軍事的復仇（非技術的意味でのactio　popu1aris）→国際犯罪（一般法の場合の

可能性として），というふうに，いわば演繹的・自働的にことが運ぶのか否か，

疑問なしとはしない。一I　L　Cの国家責任草案第二部全体の分析，およびそれを

踏まえての個別の第一次規範の適用過程の検討が急務である所以である。

　しかし問題はそれだけではない。例えばr無効」の制度の検討からも明らか

なように，この問題は，個別規範の解釈をこえて，国際法秩序の構造全体の問

題にも保ってこざるを得ない。現代国際法秩序が，「古い法に新しい法が取っ

て変われない」（Cassese），「適用の段階になると力の逆転が生じる」（Vira11y），

といういわば複層的な構造をしているとするならば，一方で，もはや二項関係

の束ではなく，他方で，いまだ各主体が上部組織と垂直に向かい合うのでもな

い，つまり，権利義務関係の水平的なerga　OmneS化，という現象が認められ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（47）
るならそれは，そのような構造を反映したものといえるのかもしれない。（未完）

　〔注〕

（’

?ﾖ鷲徽残；1咲誰
は，例えば，現代国際法において，侵略行為および集団殺害行為に対する法

益剥奪から，また人間の基本的権利に関する原則および規則一奴隷制度およ

び人種差別に対する保護を含む一から生じる」。皆川　洗r国際法判例集』1

975年，513頁。∫α肋ρo舳jgm，p．32．；erga　omnesとは「すべての人に対
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　　肋。棚emα2｛oηαエ2．1968，pp．1ユ4－115．；第一次規範の義務をその「内容」

　　と「構造」に応じて分類するのは，Combacau／Auand，“Primary”and

　　“secondary”　ru1es　in　the1aw　of　state　responsibi1ity：Categorizing

　　internationa1　obhgations，　ハハetんerjαηd8　γeαrb00ゐ　0ゾ∫π‘θr元α疵。πα互

　　工αω，1985，pp．81＿109．

（4）もっとも，第三者効の問題に関連性を有する条約上の制度が，同時にここでの

　　問題とも関連する可能性は二否定できない。（Riphagen，Forth　report　on　the

　　content，forms　and　degrees　of　internationa1responsibility，γεαr一

　　わ00尾0∫∫工（；1983，II－1，p・16．）o

（5）この意味を表わすのに，さまざまな表現が用いられ孔例えば，“erga　omnes

　　ru1es”（Ago，γeαrあ。oゐ。プ几q1976，I，p－74．），“0肋gαf皇。π80mni－

　　um”（Wei1，Towards　re1ative　normativity　in　intemationa11aw？，

　　ムJIZ，1983，p．433．），“Ob1igation　de　droit　international　g6n6ra1”

　　（Vira11y，Panorama　du　droit　intemationa1contemporain，五dq
　　1983－V，p．212．）。

（6）皆」ll　r判例集j，388頁。∫ω肋ρo眺j969，pp．38－39．

（7）例えばRiphagenは，erga　omnesな義務という表現を多数国問条約上の義務

　　についても用いる（Pre1iminary　report，脆αrboo々。／几C，1980，II－1，

　　p．120．）o

（7a）実際例えばCasseseは，国際社会の基本諸原則のうちの多くが，国だけでな

　　くすべての国際主体に向けられ，さらにそれらはerga　OmneSな義務を課し，

　　権利を付与している，という。∬dか批。〃θrπα2joπαjεηε互㎜oπdo　Coπ一

　　ねη一ρorαπeo，1984，PP．183－184．

（8）Riphagen，Sixth　report，A／CN・4／389，p・10・；K1ein，8施物的er炉δgε‘m

　　γδ正后θrrεcん‘，1980，p，241．

（9）Riphagen，Sixth　repQrt，　c沈．，P．9一

（1O）海洋法のある種の規則について，Cf．Riphagen，Th三rd　report，γωrboo庖



国際法におけるerga　OmneSな義務（工） 25

　　qグエZ（二1982，II－1，p．37、

（11）Lattanzi，Gαrαπz三e　dε｛dか三批｛dε〃’uomo　πeユdか批to　j械erηα2｛oηαユθ

　　8επerαエe，1983，p．128＿＿129．

（12）小木曽　本雄r国際法委員会第三十七会期の審議の概要」国際法外交雑誌第85

　　巻第1号，1986年，65－66頁。Aμ1／10，pp．98－99

（13）γeαrbooゐ。∫工Lq1966，II，P．255．

（14）KIein，oρ．c批．，pp．240＿242．

（15）Lattanzi，oρ．c北．，p－126．

（16）さらに，国家責任第二部Riphagen案第11，13条（Sixth　reporも、c批．，pp．21－

　　24．）

（17）皆川『判例集」，67頁。∫αルρor施j95j，p．23．

（18）Simma，Zur　bi1atera1on　Durchsetzmg　vertrag1ich　verankerter　Men－

　　schenrechte：Aktiv1egitimation　und　zu1葛ssige　Mitte1nach　a11gemei－

　　nem　Vδ1kerrecht，Schreuer（Hrsg．），λαfor三倣砒πd三〃2mωioπαエε

　　0rdπωπ8．1979，p．137．

（19）γεαrbooゐ。／五I・C二1970，n，PP．亘92－3．

（20）Barberis，L088ψ功08deユdθrecん。加terπαdoπαJαc妨α一，1984，P．33。

（2ユ）Pioone，oρ．c〃．，pp．54＿55．

（22）Cf．Riphagen，Sixth　report，c批．，p．10．

（23）Simma，oρ、ψ．，p．141。

（24）小木曽，前掲論文，66頁。Aμ1／10，p．99．；文脈は違うが，Meron，Onahiera－

　　rchy　of　internationa1human　rights，λ〃L，1986，p．12．；この他にも，他

　　の当事国が「被害国」となる場合として，第5条第2項（f）は，r集合的利

　　益。onective　intersts」の保護のための条約をあげる。“extra－State　inter－

　　ests”，“objective　r6gime”（Riphagen，Fourth　report，c批．，pp．16－24一）

　　等との関係，あるいは無関係が明らかにされなけれぱならないだろう。；なお

　　第5条第2項（e）は多辺的条約と慣習法規則との区別をしない。

（25）∫α此ρ・崩．jg66，P・32・

（26）Ago，γεαr6oo冶ψ几q1970，II，p．195．；idem，γeαrbooゐ。／几q

　　1973，I，p．27．

（27）Cf．Reuter，Le　dommage　comme　condition　de　Ia　responsibi1it6inter－

　　natiOna1e，ヱあf砒d｛0S　de　dereCんO　｛πtθrπαC｛0παJ，ん0ηleπαjeα工ρr0帖S　Or

　　M＝αノαdeユαM鵬工α，vo1．n，1979，pp．844－846．；Graefrath，Respon－

　　sibi1ity　and　dameges　caused1Re1ationship　between　responsbi1ity

　　and　damages，五dq1984＿II，pp．42＿47．；K1ein，in＆αω2πUぴαπ士一

　　ω0r〃C舳ε批，Ber｛伽edぴDωおC加πGε8θ〃SOんψ〃rV舳鮒eC〃，

　　正一幼ε24．1984，p，100

（28）Cf．Frowein，oρ．cκリp．243．

（28a）Casseseは，jus　cogensは，文明国によって認められた法の一般原則や，国

　　違総会の決議に関する試みとは異なり，その目的は，新しい法源を生み出す

　　ことではなく，通常の法生産手続きから生じた規範のいくつかに，優越的な



26 一橋研究　第11巻第4号

　　地位を与えようとしたことにあり，それがこの試みの成功の理由のひとつで

　　あるとする。Cassese，oρ．c批、，p．198．またRonzittiはいう。もしjuscogens

　　が一般国際法のものであるならば，それは慣習法のほかはない。そして，単

　　なる慣習法と強行規範との違いは，心理的要素の特別の態度にある。前者で

　　は，法的義務を履行するという確信が求められるだけだが，後者では，opinio

　　juriSは，形成途上の規範からの逸脱が不可能であるという確信に支えられて

　　いなければならない。そして，既存の慣習規範が，逸脱不可能性の確信をの

　　ちに伴うことによって，強行規範になることもありうる。Ronzitti，La　dis－

　　ciphna　deno　jus　cogens　ne11a　Convenzione　di　Vienna　su1Diritto　dei

　　Trattati，0o㎜阯ηjcα2｛oπεe8ω棚，XV，1978，pp．261－2．Cf．Reuter，

　　γeαrあ00ゐ0∫∫工q1985，I，p－93一

（29）例えば，いわゆる一方的行為。国際組織のアクトは別にすれば，国が国際義務

　　を一方的に引き受けようとする「約東」と，国内法上の立法・行政行為とが

　　問題になろう。前者については，∫ω五ερorおj974，p．267，p．472．後者につ

　　いては，Minagawa，Essentia1ity　and　rea1ity　of　intemationa1∫㎜

　　c09eπs，JI批0fs阯bαsん｛ゴ0ωrηαJ0ゾ’αωαπdρoエ北。8・19841p・玉O・

（30）無効は客観的制裁であるのに対して，違法は主観的制裁であるとするのは，

　　Verhoeven，Les　nunit台s　du〔1roit　des　gens，｛πDro批三村εmαf土0παエ

　　1．1981，p．15一

（31）γθαrろ。oゐ。ゾ肌q　i973，II，p．176－Cf．Thierry／Combagau／Sur／Va116e，

　　Dro批｛祓m棚。兀αi榊舳。，1984，p．700．なお，アクトと事実との区別に

　　ついては，More11i，Cours　general　de　droit　intemationa1pubhc，五dq

　　1956－I，pp．584－601．

（32）Moreni，A　proposito．．．，c証．，p．115．Cf．A1aimo，一Natura　de1consenso

　　ne11’iuecito　intemaziona1e，用口三stα，1983，pp．285＿287．erga　omnesな

　　義務はjuS　COgenSの必要条件ではあるが充分条件ではない，とするのは，

　　Minagawa，oρ、c沈．，p．14．同趣旨Gaja，J鵬。o82πs　beyond　the　Viema

　　Convention，五dq　1981－III，p1281，；必要条件でもない，というのは，

　　Picone，oρ、c批．，P．42．

（33）皆」l1洗r国際法研究』，110頁。

（34）国際社会の組織化を象徴する国際組織においてさえ，そのアクトの無効の問題

　　に関しては，ECのような例を除けば，依然黙認の果たす役割は小さくないよ

　　うに思われる。この点に関しては，Conforti，工αルπ2｛oπθde〃αccordo

　　πe！sjs施η1αde〃e　jVα2｛oπ‘σπ売ε，1968，PP．58一一1王5一

（35）Lattanzi，oρ．c批．，p．311．この意見の最も直哉的な表現は，Bari1e，工e2｛oηj

　　dj　dか‘此。｛π士erπαε｛oπα｛e，1983，PP－139－141．

（36）γeαrろ。oゐψ几q1976，II－2，p，102．Cf－Minagawa，oρ．c払，p。ユ4．；

　　Reuter，伽炉。ぬ。抗。πα砒dro批幽sかα雌s，1985，p－151。

（37）γεαrbooゐ。∫工LC二1980，II－2，P・32＝

（38）小木曽，前掲論文，66頁。A／41／lO，p．99．

（39）γeαrbooゐ。∫几q1984，IL2，pp．100－101．国家の国際犯罪については，最



国際法におけるerga　OmneSな義務（1） 27

　　近のものとしては，村瀬信也　監訳rr国家責任」に関する条文草案注釈（2・

　　完）一国際法委員会暫定草案第一部一」立教法学第24号，1985年，153－169

　　頁；大森　正仁「国家の国際犯罪と国際責任一国際法委員会の法典化作業を

　　中心に一」，法学研究第59巻3号，1986年，21－67頁。；Vi1ari五〇Pintos，

　　Consideraciones　respecto　a　1a　configuracion　de1crimen　y　de1ito

　　inte「naciona工，況eリ｛s‘αesρα元0’αdεdεrθcゐ0｛η‘erηαc｛oηα且，1982，pp－

　　357＿377．；Hofmam，Zur　Unterscheidung　Verbrechen　md　De1ict　im

　　Bereich　der　Staatonverantworthchkeit，Zbδ五γ，1985，pp．195－231一；

　　Lattanzi，oρ．c批リpp．419＿534．；Carrino　Sa1cedo，刀～dεrecゐ。｛械εr一

　　ηαc｛oηαエeπωπ’η阯πdoθπcαm6三〇，1984，pp．142＿149．；Carena，Lα

　　「e8ρ0㎎捌胱δdε”08土α土0μrcバm｛π”〃ε用α2｛oπα’｛，1985．；そしてと

　　りわけ，Spinedi，Les　crimes　intemationaux　de1IEtat　dans1es　trav－

　　aux　de　codification　de1a　responsabiht6des　Etats　entrepr三s　par1es

　　Nations　Unies，五σ∫Wor肋π8Pαρer　Mo．88．1984．

（40）γeαrbooゐ。∫几α1976，II－2，pp．118＿9．Ago　Fifth　report，γeαrbooゐ

　　○ゾエLC二1976，n－1，P．32．，PP，53一一4．

（41）脆αr6oo為。∫几C1976，II－2，p．104．Care11a，oρ1c批．，p．246．用語法の不

　　適切を指摘するのは，Vi1ari五〇Pintos，oρ．c売．，pp．369－377．しかし，用

　　語法の問題は別にして，何らかの区別をする必要性については，ILCにお

　　いても，国連総会第六委員会においてもほぼ一致しているように思われる。Cf．

　　Spinedi，oρ，c批．，pp．56－71．；Hofmann，oρ．c｛土．，pp．199－200，p．207一

（42）Riphag．nは，国際犯罪の場合の他にはerga　omnesな違法行為は存在しない

　　だろうという（Fourth　report，c批．，p、工3．）。しかし，McCaffrey，γωr－

　　boo冶。μ工C1985，I，pp．96－97．；違反の重大性を国際犯罪の要件とはみな

　　さないのは，Ushakov，γωrboo為。μLq1976，L　pp．72＿3．：「重大性」

　　が，すでに出発点において，第一次規範の内容に組み込まれている可能性は

　　ある。一般国際法上の人権尊重の原則について，Cassese，oρ．o批．，p．173．

（43）Vira11y，oρ．c批．，pp．175－178，22＆一230．

（44）ありうべきさまざまな場合については，Gaja，oρ．c批．，pp．299－30ユ．

（45）最近では，Carena，oραt，pp259266

（46）慣習規範についてもその解釈を語りうるということについては，Bentivoglio，

　　Interpretazione　de11e　norme　intemaziona1e，亙肌｛c－oρe批αde正dか此‘o，

　　1972，pp．3王3＿315．

（47）Sixth　report，c批．，pp．24＿27．

（48）Cassese，oρ．c批．，pp．39－40．；Vira11y，oρ．c比．，pp．363一一4、

〔筆者の住所：多摩市関戸55－1－104〕


