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１ 従 来の 定 義

２ 国家 間賠 償の 定 義

３ 国家 間賠 償の 類 型

お わ り に

〔附表〕 明 治 ・大 正期 の 主な 国 家 間賠 償 事例

問題の所在

た と え ば
，

わ れ わ れ が 過 失 な く し て 交 通 事 故 の 被 害 者 と な っ た と き
，

事 故

か ら 生 じ た 損 害 に つ い て は， 加 害 者 か ら 「賠 償」 を 受 け ら れ る の が 普 通 で あ

る． そ の 場 合
，

賠 償 金 額 の 算 定 は， 実 際 に 生 じ た 損 失 を 基 礎 と し て 行 わ れ
，

そ れ が 「加 害 者 と 被 害 者 の 力 関 係」 に よ っ て 大 き く 左 右 さ れ る こ と は あ ま り

な い
．

一 方
，

１９５１ （昭 和２６） 年 に 締 結 さ れ た サ ン フ ラ ン シ ス コ 対 日 平 和 条 約 に お

い て， 日 本 だ け が 一 方 的 に 「賠 償」 を 義 務 づ け ら れ た 事 実 を 論 じる と き
，

わ

れ わ れ は し ば し ば
，

「日 本 は 戦 争 に負 け た の だ か ら， 賠 償 を 支 払 う の も や む

を 得 な い」 と 考 え る． こ の と き
，

わ れ わ れ は 賠 償 と い う も の を 「戦 勝 国 が そ

の 特 権 的 な 立 場 を 利 用 し て
，

戦 敗 国 か ら 強 制 的 に 取 り 立 て る も の」 と 認 識 し，

そ の 実 施 は も っ ぱ ら 国 家 間 の 力 関 係 に よ っ て
，

政 治 的 に 決 定 さ れ る も の と 考

え て い る．

し か し， 国 家 間 の 賠 償 を そ の よ う に 理 解 す る こ と は
，

は た し て 妥 当 で あ ろ
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う か． そ も そ も 国 際 社 会 に お い て， 国 家 間 で 取 り 交 さ れ る 「賠 償」 と は， い

か な る 概 念 で あ る の か． ま た そ れ は
，

上 述 の 交 通 事 故 の 例 に み ら れる よ う な

「国 内 社 会 に お い て
，

個 人 間 で 取 り 交 さ れ る 賠 償」 と
，

ど の よ う な 共 通 点 と

相 違 点 を も っ て い る の か． 本 稿 は， こ の よ う な 問 題 意 識 に 基 づ い て， 国 家 間

賠 償 の 「定 義」 に つ い て 考 察 す る こ と を 目 的 と し て い る．

た だ し
，

具 体 的 な 分 析 に 際 し て は
，

筆 者 が こ れ ま で 研 究 して き た１） 明 治 ・

大 正 期 の 諸 事 例 を 素 材 と し
，

そ の 範 囲 内 に お い て 検 討 を す す あ る こ と に す る．

し た が っ て
，

こ の 点 か ら 上 記 の 目 的 を 読 み 替 え る と
， そ れ は 「明 治 ・ 大 正 期

の 日 本 に お け る 国 家 間 賠 償 は，
どの よ う に 定 義 さ れ る か」 と い う 疑 問 の 解 明

と い う こ と に な る．

す な わ ち 本 稿 は
，

地 域 や 時 代 を 越 え た， 普 遍 的 な 国 家 間賠 償 概 念 の 定 義 を

試 み る も の で は な い． も ち ろ ん
，

将 来 に お い て 本 稿 の 成 果 を 一 般 化 し， 他 の

時 代 や 他 国 の 事 例 の 分 析 に 応 用 す る 可 能 性 ま で 否 定 す る も の で は な い が， そ

れ が 本 稿 の 主 要 な 目 的 で は な い こ と を， あ ら か じ め お 断 り し て お く．

ま た 紙 幅 の 関 係 か ら
， 本 稿 で 取 上 げ る 事 例 のう ち

，
す で に 過 去 の 論 稿 で 紹

介 し た も の に つ い て は
， 考 察 を 進 め る う え で必 要 な 事 実 に の み 言 及 レ た． そ

れ ら の 事 例 の 詳 細 に つ い て は
， 註 記 に 掲 げる 文 献 を 参 照 さ れ た い．

１ 従来の定義

筆 者 は こ れま で
，

明 治 ・ 大 正 期 の 日 本 が 関 係 した 国 家 間 賠 償 の 諸 事 例 を 蒐

集 し て き た． し か し， そ の 作 業 を 進 め る に あ た り， あ ら か じ め 国 家 間 賠 償 に

つ い て 明 確 な 「定 義」 を 下 し
，

そ れ に 合 致 す る 事 例 の み を
，

蒐 集 の 対 象 と し

た わ け で は な い． む し ろ 反 対 に， 「当 時 の 関 係 者 が
，

実 際 に 『国 家 間 賠 償』

と 認 識 し て い た か 否 か」 と い う 点 を 基 準 と し
，

該 当 す る と 思 わ れ る 事 例 を
，

で き る だ け広 く 集 め る こ と に 努 め た． 筆 者 が か か る 手 法 を 採 っ た の は
，

そ の

方 が 国 家 間 賠 償 に 関 す る 当 時 の 認 識 を
， よ り 的 確 に 理 解 す る こ と が で き る と

考 え た た め で あ る．

事 実， そ れ ら の 作 業 に よ っ て 集 め ら れ た 事 例 か ら は
，

当 時 の 人 々 の 考 え る
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「国 家 間 賠 償」 と い う も の が
，

内 容 的 に き わ め て 多 く の 要 素 を 含 ん で お り
，

単 純 な 定 義 に よ っ て 一 括 さ れ る よ う な も の で は な か っ た こ と が 明 ら か に さ れ

た． す な わ ち そ れ は
， 戦 争 の 結 果 と し て 支 払 わ れる だ け の も の で は な か っ た

し
，

国 際 法 上 の 原 則 と 無 関 係 に 実 施 さ れ た も の も 少 く な か っ た の で あ る．

し か し
，

当 時 の 人 々 が
，

そ れ ら の 多 種 多 様 な 事 例 を す べ て 「賠 償」 と い う

同一一の 言 葉 で 表 現 した２） の は
，

も と も と 彼 ら の 間 に， あ る 程 度 ま で 「国 家 間

賠 償 に 関 す る 共 通 理 解」 が 成 立 し て お り， 各 々 の 事 例 が， そ れ に 適 合 す る と

判 断 さ れ た た め で あ ろ う （そ の 意 味 で 国 家 間 賠 償 と は
，

す ぐれ て 主 観 的 な 概

念 と い え る）．

そ こ で 本 稿 で は
，

こ の 「当 時 の 人々 の 間 に 存 在 した と 推 定 さ れ る 『国 家 間

賠 償』 に 関 す る 共 通 理 解」 の 抽 出 と 一 般 化 を 図 り
， そ れ を 「明 治 ・ 大 正 期 の

日 本 に お け る 国 家 間賠 償 の 定 義」 と し て 提 示 す る こ と に した い．

と こ ろ で 筆 者 の 知 る か ぎり， 当 時 か ら 今 日 に 至 る ま で， 明 治 ・ 大 正 期 の 日

本 に お ける 国 家 間 賠 償 そ れ 自 体 を
， 明 確 に 定 義 し た 研 究 は 存 在 し な い． も ち

ろ ん
，

台 湾 出 兵 や 日 清 戦 争 な どの 個 々 の 事 例 を 分 析 し， そ こ で 支 払 わ れ た 賠

償 金 に つ い て
，

交 渉 の 過程 や 金 額 決 定 の 経 緯 な ど を 解 明 した 論 著 は 少 く な い

が
，

複 数 の 賠 償 事 例 を 比 較 し た 上 で
，

共 通 す る 特 徴 を 引 出 し
，

定 義 と して 一

般 化 した 研 究 は 見 当 ら な い．

し か し
，

問 題 の 枠 組 をさ ら に 拡 げ
，

時代 や 国 家 を 越 え た
，

国 家 間 賠 償 そ の

も の の 普 遍 的 定 義 を 試 み た 研 究 に つ い て は
，
重 要 な も の が いく つ か 存 在 す る．

そ して
，

こ れ ら の 研 究 に お い て 提 出 さ れ た 諸 見 解 を 詳 しく 検 討 し て み る と
，

そ こ に は 賠 償 を 「戦 敗 国 へ の 懲 罰」 と し て 理 解 す る パ タ ー ン （第 １ パ タ ー ン）

と
，

「国 家 責 任 の 解 除 手 段」 と し て 理 解 す る パ タ ー ン （第 ２ パ タ ー ン） と が

見 出 さ れ る．

（１） 戦 敗 国 へ の 懲 罰 と して の 賠 償

第 １ の パ タ ー ン に つ い て も う 少 し説 明 す る な ら ば
， そ れ は 賠 償 を 「大 規 模

な 武 力 紛 争 の あ と に 実 施 さ れる も の」 「戦 勝 国 が 戦 敗 国 に 対 し て
，

そ の 特 権
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的 な 立 場 を 利 用 して 強 制 す る も の」 と 定 義 す る 見 方 で あ る．

学 術 研 究 に 属 す る も の で は な い が
，

日 本 経 済 新 聞 社 経 済 解 説 部 は
， １９５６

（昭 和３１） 年 の 記 事 に お い て，
「国 際 的 に 『賠 償 と は こ う い う も の だ』 と い

っ た ハ ッ キ リ 決 ま っ た 定 義 と いう も の は
，

実 は な い の で す」 と 断 り つ つ も
，

過 去 の 賠 償 の 歴 史 か ら 一 般 的 な も の を 引 出 した う え で
，

こ の 概 念 を 次 の よ う

に 定 義 し て い る．

戦 争 で 勝 っ た 国 が
，

負 け た 国 か ら
，

戦 争 で 受 け た 損 害 の 補 償 を と り 立 て

る こ と を ふ つ う 賠 償 と 呼 ん で い る の で す． つ ま り 賠 償 と い う の は 補 償 の

一 種 で あ り，
し か も 国 と 国 と の 間 で 戦 争 し た と き の 跡 始 末 と し て 起 っ て

く る 問 題 な の で す３）
．

っ つ い て 同 部 は
，

賠 償 の 歴 史 や 形 式 に つ い て 概 観 し た あ と
，

以 下 の よ う に 述

べ て，賠 償 を 「戦 勝 国 が 戦 敗 国 に 対 し て 一 方 的 に 課 す る も の」 と 特 徴 づ け た．

こ の よ う に 賠 償 の 形 と い う も の は い ろ い ろ と 複 雑 で す が， す べ て の 賠 償

を つ ら ぬ い て い る 原 則 と い う も の が 一 つ あ り ま す． そ れ は 戦 争 に 勝 っ た

国 が負 け た 国 か ら 一 方 的 に 賠 償 を と る と い う こ と で す． 負 け た 国 の 戦 争

損 害 に つ い て 勝 っ た 国 が 賠 償 を 払 う と い う こ と は 絶 対 に あ り ま せ ん． こ

の 意 味 で 賠 償 は 非 相 互 主 義 （一 方 が 他 方 に な に も 与 え な い で 他 方 か ら と

る こ と） の 原 則 に た つ も の だと い え ま しょ う． 戦 争 に勝 っ た 国 が負 け た

国 に 賠 償 を 請 求 し な い と い う こ と も あ り ま す． しか し こ れ は 恩 恵 と して

賠 償 を と ら な い だ け で
，

賠 償 が 「勝 者 の 権 利」 で あ る と い う 性 格 は い ま

も 少 し も 変 っ て い ま せ ん４）
．

一 方
， 国 家 間 賠 償 に 関 す る 先 駆 的 研 究 を 行 っ た 岡 野 鑑 記 氏 も， 賠 償 を 戦 争

と 結 び つ け る か た ち で 定 義 した． 彼 は１９５８ （昭 和３３） 年 に 上 梓 し た 『日 本 賠

償 論』 の な か で
，

賠 償 を 次 の よ う に 定 義 して いる．
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賠 償 と は， 戦 敗 国 が 戦 勝 国 に 対 して， 損 害 賠 償 の 目 的 を も っ て
，

一 定 の

貨 幣 価 値 を
，

一 定 期 間 内 に
，

一 方 的
，

か つ 強 制 的 に，

噂
移 転 す る （支 払 う）

国 家 の 経 済 行 為 で あ る５）
．

さ ら に， １９５６ （昭 和３１） 年 に 『賠 償 の 実 証 的 研 究』 を 著 した 斎 藤 栄 三 郎 氏

も
， 岡 野 氏 と 同 じ立 場 を と っ て い る． 斎 藤 氏 は 著 書 の １ 章 を 割 き

， ナ ポ レオ

ン 戦 争 以 降， 世 界 各 地 で 行 わ れ た 国 家 間 賠 償 の 実 例 を 紹 介 して い る が， そ こ

で 取 上 げ た の は， す べ て 戦 争 な ど の
，

武 力 紛 争 に 伴 う 事 例 で あ っ た６）
． 日 本

に 関 して も
， 幕 末 の 下 関 砲 撃 事 件 に は じ ま り

，
生 麦 事 件

，
台 湾 出 兵

，
壬 午 事

変
， 甲 申 事 変， 日 清 戦 争， 北 清 事 変 （義 和 団 事 件） と

，
武 力 紛 争 に 関 連 す る

も の ば か り が 紹 介 さ れ て い る． 同 氏 は 賠 償 に つ い て 明 確 な 定 義 を 下 して い な

い が， そ れ を 武力 の 行 使 と 不 可 分 の 存 在 と 考 え て い た と み て
，

ほ ぼ 間 違 い な

い で あ ろ う．

し か し
，

す で に 筆 者 が 過 去 の 論 稿 に お い て 明 ら か に し た よ う に
，

当 時 の 日

本 にお い て 国 家 間 賠 償 と い っ た 場 合， そ れ は 武力 紛 争 の 結 果 と して 支 払 わ れ

る 金 銭 だ け を 意 味 す る も の で は な か っ た． 賠 償 は
， 戦 時 平 時 に か か わ り な く

実 施 さ れ て き た し
，

武 力 の 行 使 と 無 関 係 な 事 例 も 少く な か っ た の で あ る．

も ち ろ ん
，

賠 償 を 「戦 敗 国 に対 す る 懲 罰」 と す る 上 記 の 見 方 が， ま っ た く

無 意 義 と い う わ け で は な い． と く に 岡 野 氏 の 定 義 は
， 当 時 の 日 本 が 経 験 した

さ ま ざま な 国 家 間賠 償 の う ち
， 日 清 戦 争 の よ う な 一 部 の 重 要 な 事 例 に つ い て

の 巧 み な 説 明 と な っ て お り
，

そ の 点 で 大 き な 価 値 を 有 し て い る． し か し
，

こ

の 定 義 に よ っ て 当 時 の 国 家 間 賠 償 の す べ て が 網 羅 さ れ る と 考 え る の は 適 当 で

な く
，

と く に 平 時 に行 わ れ た 賠 償 につ い て は
，

ほ と ん ど説 明 が つ か な い と い

っ た 問 題 点 が 指 摘 さ れ る．

た と え ば１８９５ （明 治２８） 年 の 「ス ヱ レス 号 事 件」 な どは
，

こ の 「説 明 の つ

か な い 賠 償 事 例」 の 典 型 で あ る． こ の 事 件 は， 日 清 戦 争 の 直 後 に， 慶 門 沖 の

公 海 上 で， 日 本 の 軍 艦 が イ ギ リ ス 汽 船ス ヱ レス （Ｔｈａｌｅｓ） 号 を 不 法 に 臨 検 し

た も の で あ る７）
． イ ギリ ス 政 府 の 抗 議 に対 し て 日 本 政 府 は

，
公 式 に そ の 非 違
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を 認 め
，

書 面 で 陳 謝 す る と と も に 賠 償 の 支 払 を 約 束 した． 日 本 側 が 手 交 した

口 上 書８） にも
，

は っ き り と 「賠 償」 と い う 言 葉 が 見 え て い る．

し か し 事 件 当 時
，

日 本 とイ ギ リ ス は 交 戦 状 態 に あ っ た わ け で は な い． ま た

こ の 事 件 を め ぐっ て， イ ギ リ ス に， 武 力 を 行 使 す る 意 図 が あ っ た と は 思 わ れ

な い． と こ ろ が日 本側 は
，

こ れ ら の 事 情 を 知 り な が ら も
，

自 発 的 に 賠 償 を 申

し 出 た の で あ る． し た が っ て，
こ れ が 「戦 敗 国 に 強 制 さ れ た 懲 罰」 で な い こ

と は 明 ら か で ある が，
上 記 の 定 義 で は

，
こ の 種 の 「賠 償」 に 対 して 適 切 な 説

明 が で き な い．

（２） 国 家 責 任 の 解 除 手 段 と し て の 賠 償

一 方
，

こ の ス ヱ レス 号 事 件 の よ う な 事 例 を 体 系 的 に 説 明 す る う え で 有 効 な

の が
，

国 家 間 賠 償 を 「国 際 法 上 の 国 家 責 任 を 解 除 す る た め の 手 段 の ひ と つ」

と 位 置 づ け る
，

前 述 の 「第 ２ の パ タ ー ン」 で あ る．

あ る 国 が
，

国 際 法 に 定 め ら れ た 義 務 に 反 す る 行 為 （国 際 違 法 行 為） を 働 い

た 場 合
，

そ の 国 に は 国 際 法 上 の 「国 家 責 任」 が 課 せ ら れ る９）
。 国 家 責 任 を 課

せ ら れ た 国 家 は 「事 後 救 済 の 義 務」 を 果 す こ と で， そ の 解 除 を 図 ら な け れ ば

な ら な い． 賠 償 （金 銭 賠 償 あ る い は 損 害 賠 償 と も い わ れ る） は
， 原 状 回 復，

外 形 的 行 為 に よ る 救 済 と な ら ん で，
こ の 国 家 責 任 を 解 除 す る た め の 手 段 の 一

つ で あ り， こ の 第 ２ の パ タ ー ン も
， か か る 法 理 に 則 して 実 際 の 賠 償 を 説 明 し

よ う と す る．

当 然 な が ら
，

こ の パ タ ー ン を 採 る の は 国 際 法 学 者 に 多 く
，

国 際 法 の 教 科 書

や 専 門 書 は， 当 時 か ら 今 日 ま で 一 貫 し て， 賠 償 を こ の よ う な か た ち で 説 明 し

て き た． た と え ば水 垣 進 氏 は
， １９３８ （昭 和１３） 年 に 公 刊 し た 『国 際 法 に 於 け

る 国 家 責任 論』 の な か で 「一 国 は 他 国 に 対 し て 違 反 行 為 に 依 り 物 質 的 損 害 を

与 へ た る 時 に は， 国 際 法 上 該 国 家 は 加 へ た る 不 正 を 救 正 す る 義 務 を負 ふ も の

で あ る が， 斯 か る 救 正 の 一 種」 と し て， 賠 償 が 存 在 す る と 指 摘 し た１０）
． ま た

今 日，
わ が 国 に お ける 国 際 法 の 標 準 的 教 科 書 の 一 つ と さ れ る 山 本 草 二 氏 の 著

書 に も
，

「国 際 違 法 行 為 に 基 づ く 国 家 責 任 が 確 定 す れ ば
， 国 家 は 被 害 国 に 対
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して違法を償いそれから生じた一切の結果を可能な限り除去すべき義務を負

う」１１） と あ り， そ の 手 段 の 一 つ と し て 金 銭 賠 償 が 挙 げ ら れ て い る． さ ら に

１９９５ （平 成 ７） 年 に 国 際 法 学 会 が 編 纂 し た 『国 際 関 係 法 辞 典』 に お い て
，

「賠 償」 の 項 を 執 筆 した 広 部 和 也 氏 も 「賠 償 の 語 は
， 本 来， 権 利 侵 害 に 対 す

る 回 復 救 済 や 国 際 法 上 の 不 法 ・ 違 法 行 為 に 関 連 す る 損 害 賠 償 を 示 す の で あ

り， 賠 償 責 任 は 戦 時 ・ 平 時 を 問 わ ず 生 じ る も の で あ る」１２） と 説 明 し て い る．

こ の よ う に， 賠 償 を 国 際 法 上 の 義 務 違 反 と 関 連 づ け て 定 義 す る 立 場 は， わ

れ わ れ が 国 家 間 賠 償 の 理 論 的 意 義 を 考 え る 際 に
，

重 要 な 示 唆 を 与 え て く れ る．

こ の 立 場 か ら す る と， あ る 国 が賠 償 を 支 払 う の は
，

戦 争 に 負 け た か ら で は な

く， 何 ら か の 国 際 違 法 行 為 を 働 い た か ら で あ る． こ の 「違 法 行 為 に よ っ て 他

国 に 損 害 を 与 え た と き は， 金 銭 によ っ て 補 填 す る 義 務 を 負 う」 と い う 考 え 方

は
， 法 理 的 に み て も 穏 当 な も の で あ り， ま た， そ の 実 施 が 戦 時 に 限 ら れ な か

っ た と し て も
，

な ん ら 不 思 議 で は な い．

つ ま り 「国 際 法 上 の 国 家 責 任 の 解 除手 段」 と して 賠 償 を 定 義 す る パ タ ー ン

は
，

さ き の 第 １ の パ タ ー ン と は 異 り， 平 時 に 実 施 さ れ た 国 家 間 賠 償 に 対 し て

も
，

有 効 な 説 明 を 与 え る も の で あ る
． さ き ほ ど 言 及 した ス ヱ レ ス 号 事 件 に し

て も
， 日 本 の 軍 艦 が 国 際 法 に 違 反 して，

イ ギリ ス の 民 間 船 舶 を 臨 検 し た こ と

が 問 題 と な っ た た め
， 日 本 政 府 は そ れ に 伴 う 損 害 を 補 填 す る 目 的 で 賠 償 を 申．

し出 た の で あ り
，

こ れ は 国 際 法 上 の 原 則 に も 合 致 し た 措 置 で あ っ た
．

し か し な が ら
，

こ の 第 ２ の パ タ ー ン を 以 て し て も
，

当 時 の す べ て の 国 家 間

賠 償 事 例 が 漏 れ な く 説 明 で き る わ け で は な い． そ こ に は
，

ま た 別 の 問 題 が 生

じ る
．

ま ず， 第 １ の パ タ ー ン で 説 明 で き た， 武 力 紛 争 に 伴 う 賠 償 の 多 く が， 第 ２

の パ タ ー ン で は 説 明 が つ か な く なる． 日 清 戦 争 に 伴う 賠 償 は そ の 代 表 例 で あ

ろ う． １８９５ （明 治２８） 年 の 日 清 購 和 条 約 第 ４ 条 は
，

清 国 が 日 本 に 庫 平 銀 ２ 億

両 を 支 払う こ と を 定 め て い た． こ の ２ 億 両 は， そ の 名 目 が 「軍 費 賠 償 金」 で

あ っ た こ と か らも 明 ら か な よ う に， 日 本 が 戦 争 遂 行 に 要 した 費 用 を 払 戻 す た

め の も の で あ る１３）
． す な わ ち そ れ は

，
戦 勝 国 の 日 本 が

，
戦 敗 国 の 清 国 か ら 強
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制 的 に 取 り 立 て た も の で あ っ て，
清 国 が 戦 争 中 に 働 い た 国 際 違 法 行 為 に よ る

損 害 を
， 補 填 す る た め の も の で は な か っ た．

こ の 種 の 賠 償 は
，

賠 償 を 「戦 敗 国 へ の 懲 罰」 と して 理 解 す る 第 １ の パ タ ー

ン に よ っ て の み
，

説 明 が 可 能 で あ る． つ ま り， こ の 第 ２ の パ タ 己 ン は
，

第 １

の パ タ ー ン に 取 っ て代 る も の で は な く， 両 者 は 互 い に 補 完 しあ う 関 係 に あ る

と 見 る べ き で あ る。

ま た
，

「国 家 責 任 の 解 除 手 段」 と して 賠 償 を 理 解 す る 第 ２ の パ タ ー ン が
，

平 時 に お ける 国 家 間 賠 償 を 比 較 的 う ま く 説 明 しう る と は い っ て も
，

す べ て の

事 例 が カ バ ー さ れ る わ け で は な い．
た と え ば１８８６ （明 治１９） 年 に，

長 崎 で 清

国 艦 隊 の 乗 組 員 と 日 本 の 警 察 官 ら が 衝 突 し た 「長 崎 事 件」
，

１９０８ （明 治４１）

年 に マ カ オ 沖 に て
，

清 国 の 巡 洋 艦 が 日 本 の 汽 船 を 掌 捕 した 「第 二 辰 丸 事 件」，

１９１３（大 正 ２） 年 に 直 隷 省 昌 黎 で 日 本 兵 と 中 国 の 警 官 が 衝 突 し た 「昌 黎 事 件」
，

こ れ ら の 事 件 は い ず れも
， 日 清 （中） 両 国 の 政 治 的 決 断 に よ っ て 解 決 が 図 ら

れ て お り
，

そ こ で 国 際 違 法 行 為 の 存 否 が 確 認 さ れ る こ と は な か っ た１４）
． 賠 償

金 も
，

双 方 の 政 治 的 判 断 に 基 づ い て 支 払 わ れ た も の で あ り
，

違 法 行 為 に 由 来

す る 損 失 を 補 填 す る た め の 措 置 と は さ れ な か っ た の で あ る． こ の 種 の 政 治 的

判 断 に 基 づ く 賠 償 は， 平 時 に 行 わ れ た も の で あ っ て も
，

国 際 違 法 行 為 を 前 提

と す る わ け で は な い た め
，

第 ２ の パ タ ー ン に よ っ て も
，

う ま く 説 明 で き な

い
．

す な わ ち，第 １ の パ タ ー ン と 第 ２ の パ タ ー ン は 相 互 補 完 的 な 関 係 に あ る が
，

両 者 を 組 合 せ て も な お
，

そ の 範 疇 か ら 洩 れ る 事 例 が 生 じる の で あ る．

２ 国 家 間 賠 償 の 定 義

『
筆 者 は

，
１９９９ （平 成１１） 年 に 発 表 し た 論 文 「大 正 期 に お け る 日 本 の 国 家 間

賠 償」 の 末 尾 に お い て
，

未 解 決 の 課 題 の 一 つ と して
， 国 家 間 賠 償 の 定 義 の 問

題 を 挙 げた１５）
． そ の 後， 前 節 で 紹 介 した よ う な 諸 々 の 先 行 研 究 と も 比 較 しつ

つ，
こ の 問 題 に つ い て の 検 討 を 重 ね て き た． そ の 成 果 を 踏 ま え たう え で

，
本

節 で は ま ず
，

筆 者 の 考 え る 「明 治 ・ 大 正 期 の 日 本 に お け る 国 家 間 賠 償 の 定 義」
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を 示 し
，

次 い で そ の 詳 細 に つ い て 検 討 す る こ と に し た い．

筆 者 の 見 る と こ ろ で は
， 当 時 の 国 家 間 賠 償 は 以 下 の よ う に 定 義 さ れ る．

（１）
国 家 間 に 存 す る 特 定 の 案 件 の 処 理 を 名 目 と し て

・（２）
当 該 国 家 間 で な さ

れ る 金 銭 給 付 の う ち
・（３）

国 際 違 法 行 為 に 由 来 す る 国 家 責 任 を 解 除 す る た

め に
，

ま た は 純 然 た る 政 治 的 目 的 の た め に， 実 施 さ れ る も の．

（１） 国 家 間 に 存 す る 特 定 の 案 件 の 処 理 を 名 目 と す る

当 然 の こ と だ が
，

国 家 間 賠 償 は 国 家 間 で 行 わ れ る こ と を 前 提 と す る． す な

わ ち， 在 外 邦 人 が 現 地 で 何 ら か の 損 害 を 蒙 っ た あ と
，

自 ら そ の 補 填 を 居 留 国

に 働 き か け て 賠 償 を獲 得 し たよ う な 事 例 は
，

国 家 間 賠 償 に は 含 ま れ な い．

た と え ば
， １９０７ （明 治４０） 年 ５ 月 に， サ ン フ ラ ン シ ス コ 市 内 に お い て

，
邦

人 の 経 営 す る 食 堂 が 暴 徒 に 襲 わ れ る 事 件 が 発 生 し た． こ の と き 被 害 者 ら は
，

カ リ フ ォ ル ニ ア 州 法 に 基 づ い て 市 当 局 を 相 手 に 訴 訟 を 起 し， 翌 年 ３ 月 に４５０

ドル の 賠 償 金 を 受 け と っ て い る１６）
． しか し こ の 事 件 は

，
居 留 国 の 国 内 法 に 基

づ い て 賠 償 が 支 払 わ れ た も の で あ る から， こ れ を 国 家 間 賠 償 に 含 め る の は 適

当 で な い．

と こ ろ で，
こ こ で 問 題 と な る の は 「直 接 の 被 害 者 は 私 人 で あ る が， そ の 後

の 交 渉 は 被 害 者 の 母 国 と 在 留 国 政 府 の 間 で 行 わ れ
， 賠 償 金 の 授 受 も 政 府 同 士

で な さ れ た」 事 例 で あ る．
た と え ば

， 上 記 の 「サ ン フ ラ ン シ ス コ 邦 人 食 堂 襲

撃 事 件」 の ４ か月 後 にカ ナ ダ で 発 生 した 「ヴ ァ ン ク ー ヴ ァ ー 暴 動」 で， 暴 徒

の 襲 撃 に よ っ て 直 接 の 被 害 を 受 け た の は
， 現 地 の 在 留 邦 人 で あ っ た． と こ ろ

が カ ナ ダ 政 府 は， 日 本 政 府 に 対 し て 遺 憾 の 意 を 表 明 し て お り， お よ そ９０００

ド ル の 賠 償 金 も
， 現 地 の 日 本 領 事 に 対 し て 支 払 わ れ て い る１７）

．

こ の よ う な 事例 を
，

国 家 間 賠 償 と み な す べ き で あ ろ う か． 見 方 に よ っ て は，

そ れ は 国 家 と 私 人 の 間 の 問 題 に す ぎ な い． す な わ ち 本 国 政 府 は
， 被 害 者 の

「代 理 人」 と して 相 手 国 政 府 と 交 渉 し， 被 害 者 に な り か わ っ て 賠 償 を 受 取 っ

た だ け で あ り， そ の 見 地 か ら す れ ば
，

こ れ を 国 家 間 賠 償 と す る の は 不 適 切 と
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い う こ と に な る．

し か し国 際 法 学の 分 野 で は
，

す で に こ の 疑 問 に対 し て， 緻 密 な 理 論 化 が な

さ れ て い る． 外 交
鹸

護 と 称 さ れ る 制 度 力§そ れ で あ る１８）
． そ こ で は，

外 国 私 人 （法 人 を 含 む） の 身 体
，

財 産
， 名 誉 に 対 す る 侵 害 は， 国 際 法 上

は そ の 本 国 が 「そ の 市 民 の 身 体 にお い て」 被 害 を 受 け た も の と して と ら

え ら れ る． す な わ ち， そ れ は 本 国 の 法 益 の 侵 害 と な る． 本 国 が 国 際 法 上

の 被 害 者 で あ り 被 害 法 益 の 主 体 で あ る１９）
．

と の 擬 制 を用 い る こ と で，
こ の 種 の 紛 議 を 国 家 同 士 の 問 題 と 位 置 づ け て い る．

こ の 立 場 か ら す れ ば
， 交 渉 の 結 果 支 払 わ れ る 賠 償 も

， 国 家 と 私 人 で は な く
，

国 家 の 問 で 実 施 さ れる も の と い う こ と に な る．

そ して
，

筆 者 が当 時 の 事 例 を 検 討 した か ぎり で は
， 国 際 法 違 反 が 直 接 問 題

と さ れな い よう な 事 件 に 対 して も， こ の 擬 制 は広 い 範 囲 で 援 用 さ れ て い た よ

う で あ る． す な わ ち 当 時 の 人 々 は
， こ の 種 の 事 件 が 発 生 す る と

， そ れ を 国 家

と 私 人 で は な く
，

国 家 同 士 の 問 題 と し て 認 識 す る こ と が 少 く な か っ た
．

か か る 事 情 を 考 慮 に 入 れ る な ら ば
， 同 じ よ う に私 人 が 被 害 を 受 け た 事 例 で

あ っ て も
， 国 家 が 積 極 的 に 私 人 の 保 護ｉに 乗 り 出 し

，
相 手 国 政 府 と 交 渉 し た こ

と に よ っ て 賠 償 が 支 払 わ れ た も の に つ い て は， 国 家 間 賠 償 の 範 躊 に 含 め る の

が 適 当 で あ ろ う２０）
．

ま た， 国 家 間 賠 償 が 行 わ れ る と き， そ れ は 必 ず 特 定 の 案 件 の 処 理 を 名 目 と

す る． こ の 点 に つ い て は 「賠」 と 「償」 の 文 字 が， と も に 「つ ぐ なう」 と 訥

ま れ る こ と か ら も 明 ら か で あ ろ う．

（２） 当 該 国 家 間 で な さ れる 金 銭 給 付 で あ る

国 家 間 賠 償 は ２ 国 間 で な さ れる こ と が 多 い が
，

３ か 国 以 上 が 賠 償 の 授 受 に

関 与 す る こ と も あ る． 当 時 の 日 本 が 経 験 し た 事 例 と し て は
， １９００ （明 治３３）

年 に 発 生 し た 北 清 事 変 （義 和 団 事 件） や， １９１４ （大 正 ３） 年 に 勃 発 した 第 １
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次 世 界 大 戦 に 伴う 賠 償 な ど が こ れ に 該 当 す る２１）
．

し か し
，

い ず れ に して も そ

れ ら は， か な ら ず 賠 償 の 名 目 と な る 事 件 の 当 事 国 の あ い だ で 行 わ れ る．

ま た
， 賠 償 は 金 銭 に よ っ て 行 わ れ る こ と を 原 則 と す る．

甑
第 １ 次 世 界 大 戦 の

あ と に ドイ ツ が 行 っ た 賠 償 の よ う に 「現 物 賠 償」 の 形 式 が と ら れ る こ と も あ

る が
，

こ れ は 本 来 金 銭 で 支 払 わ れ る べ き も の を， 等 価 の 現 物 を引 渡 す こ と で

代 替 した も の で あ る． 日 本 も こ の と き
，

ドイ ツ か ら 自 動 車 や 染 料，
化 学 薬 品

な どを 受 取 っ て い る が
，

そ の 価 額 は こ ま か く 金 銭 に 換 算 さ れ て い た．

一 方，
上 記 の 原 則 に 照 し て 考 え る な ら ば， 講 和 に 伴う 領 土 の 割 譲 は 賠 償 と

は い え な い． 日 清 戦 争 の あ と
，

清 国 は 日 本 に 台 湾 を 割 譲 した が
，

こ れ は 決 し

て，
台 湾 と い う 領 土 を 金 銭 に 換 算 し て 譲 渡 した わ け で は な か っ た． 日 露 戦 争

後 の 南 樺 太 に つ い て も 事 情 は 同 じ で あ る． つ ま り
，

現 物 賠 償 と 領 土 の 割 譲 と

は 「金 銭 の 代 り に 引 渡 さ れ る も の で あ る か」 と い う 点 で 本 質 的 に 異 っ て お り，

後 者 を賠 償 に 含 め る の は 適 切 で な い．

（３） 国家間賠償の目的

国 家 間 賠 償 は ① 国 際 違 法 行 為 に 由 来 す る 国 家 責 任 を 解 除 す る た め に，
ま た

は ② 純 然 た る 政 治 的 目 的 の た め に 実 施 さ れる．

①国際違法行為に由来する国家責任の解除

こ れ は 先 に 挙 げた， 従 来 の 定 義 にみ ら れ る 第 ２ の パ タ ー ン （国 家 責 任 の 解

除 手 段 と し て の 賠 償） に 該 当 す る も の で あ る． 具 体 的 に， 当 時 の 日 本 が 経 験

した 事 例 と し て は， さ き に 挙 げ た 「ス ヱ レス 号 事 件」 の ほ か
，

「イ ー ス ト リ

ー 号 事 件」 「三 重 丸 事 件」 な ど が あ る．

イ ース ト リ ー 号 事 件 は
， 日 露 戦 争 中 の１９０５ （明 治３８） 年 ２月

，
日 本 の 巡 洋

艦 松 島 が， 津 軽 海 峡 を 航 行 中 の イ ギ リ ス 汽 船 イ ー ス ト リ ー （Ｅａｓｔｒｙ） 号 を
，

戦 時 禁 制 品 輸 送 の 容 疑 で 掌 捕 ・ 引 致 し た も の で あ る２２）
． し か し， こ の 容 疑 は

根 拠 の な い も の で あ り
，

横 須賀 捕 獲 審 検 所 が 掌 捕 の 無 効 を 決 定 し た た め
，

同

号 は た だ ち に 解 放 さ れ た． そ の 後，
イ ギ リ ス 政 府 は 松 島 の 措 置 に よ っ て 同 号
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が 損 害 を 受 け た と し て
，

日 本 政 府 に 賠 償 を 求 め
， １９０７ （明 治４０） 年 に お よ そ

２９０ ポ ン ド を 受 取 っ て い る． こ の 賠 償 は
， 海 上 捕 獲 に 関 す る 国 際 法 の 原 則２３）

を 忠 実 に 適用 した も の で あ っ て
，

ま さ に こ こ で いう 「国 際 違 法 行 為 に 由 来 す

る 国 家 責 任 の 解 除」 の た め に 実 施 さ れ た も の で あ る．

三 重 丸 事 件 は， １９０８ （明 治４１） 年 に 日 本 の 猟 船 三 重 丸 が， 公 海 上 で ロ シ ア

の 軍 艦 に 掌 捕 さ れ，勾 引 さ れ た 乗 組 員 が 軍 法 会 議 に か け ら れ た 事 件 で あ る２４）
．

日 本 側 の 抗 議 に 対 し て ロ シ ア 政 府 は
，

掌 捕 の 違 法 性 を 認 め た２５） う え で
，

１９１１ （明 治４４） 年 に な っ て 賠 償 金 ５ 万７４００円 を 日 本 政 府 に 支 払 っ た． こ の 賠

償 も
， 国 際 違 法 行 為 に 由 来 す る 損 害 を 填 補 す る た め の も の と い える．

いう ま で も な い こ と だ が
，

国 際 法 上 の 国 家 責 任 を 解 除 す る た め の 賠 償 で あ

ろ う と も
，

そ こ に は 関 係 諸 国 の 政 治 的 配 慮 が 反 映 さ れ る． 加 害 国 が 国 際 違 法

行 為 の 存 在 を 認 め る こ と 自 体， 一 つ の 政 治 的 決 断 を 伴 う 行 為 で あ る し
，

課 せ

ら れ た 国 家 責 任 を 解 除 す る 手 段 と し て 賠 償 の 支 払 を 択 ぶ の も
， ま た 具 体 的 な

金 額 を 決 め る の も
，

そ こ に は 何 ら か の 政 治 的 決 定 が 必 要 と な る か ら で あ る．

し か し そ の 根 底 に は
，

国 際 違 法 行 為 の 存 在 に 関 す る 当 事 国 間 の 合 意 が あ り
，

そ の 点 で こ の 種 の 賠 償 は
，

つ ぎ に 述 べ る 「純 然 た る 政 治 的 目 的 の た め の 賠 償」

と は 一 線 を 劃 し て い る．

② 純 然 た る 政 治 的 目 的 の 実 現

従 来 の 定 義 に み ら れ る 第 １ の パ タ ー ン
，

す な わ ち 戦 敗 国 へ の 懲 罰 と して の

賠 償 が
， お も に 該 当 す る の は こ ち ら で あ る． し か し

，
こ の 「純 然 た る 政 治 的

目 的 の た め の 賠 償」 に 適 合 す る の は
， そ の よ う な 武 力 紛 争 に 伴 う 事 例 ば か り

で は な い・ た と え ば
， 平 時 に 発 生 し た 国 家 間の 不 祥 事 に た い して， 国 際 法 と

は 関 係 なく・問 題 を 政 治 的 に 解 決 す る た め に 賠 償 を 支 払う よ う な 場 合 も ま た
，

こ の 「純 然 た る 政 治 的 目 的 の た め の 賠 償」 に 該 当 す る． 以 下， い く つ か 例 を

あ げ て み た い．

１８６９ （明 治 ２） 年 ５ 月， 青 森 港 に お い て 米 国 船 ペ イ ホ ー 号 が
， 新 政 府 軍 に

抑 留 さ れ る と い う 事 件 が 起 っ た２６）
． 米 国 政 府 が 抑 留 に よ る 損 害 と して ４ 万
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８０６０ ドル の 賠 償 を 求 め た の に 対 し
，

日 本 側 は
，

抑 留 は 正 当 な 措 置 で あ っ た と

して こ れ を 拒 絶 す る． そ の 後
，

事 件 を 仲 裁 裁判 に 付 す る こ と で 一 旦 合 意 し た

も の の
，

そ の 後 両 国 は 問 題 を 政 治 的 に 解 決 す る こ と と し， 日 本 側 が 銀 貨 ２ 万

５０００円 と 米 金 貨 ４ 万 ドル を提 供 し て 事 件 を 落 着 さ せ た
．

こ の 事 件 は
，

日 本 側

の 行 動 の 国 際 法 上 の 是 非 が 争 わ れ た も の で あ る が， 結 局 こ の 点 を 不 問 に付 し

た ま ま 政 治 的 に 決 着 が 図 ら れ て お り
，

上 記 の 金 額 も そ の 見 地 か ら 支 払 わ れ て

い る
．

は せん

「朝 鮮 国 王 播 遷 事 件」 は
，

１８９６ （明 治２９） 年 ２ 月 に，
朝 鮮 国 王 （１８９７年１０

うつ

月 以 降 は 韓 国 皇 帝） が 王 宮 を 脱 し て ロ シ ア 公 使 館 に 遷 っ た 事 件 で あ る２７）
． そ

の と き 発 生 し た 暴 動 に よ り
，

現 地 に 在 留 す る 邦 人 に も 甚 大 な 被 害 が 生 じ た．

そ の 後 の 交 渉 で 日 本 側 は
，

損 害 の 賠 償 を 韓 国 側 に 求 め る が
，

暴 動 に 対 す る 韓

国 政 府 の 法 的 な 責 任 に つ い て は あ え て 明 確 に せ ず
，

「韓 国 皇 帝 の 自 発 的 意 思

に 基 づ く 救 憧 金」 と し て１８万３７５０円 を 受 取 っ て 問 題 を 落 着 さ せ た． こ の よ

う な
，

責 任 の 所 在 を 曖 昧 に す る 措 置 は
， 問 題 の 早 期 解 決 の た め に 講 じ ら れ た

も の で あ り
，

救 価 金 も 法 的 責任 に 基 づ く も の と い う よ り は， 政 治 的 見 地 か ら

支 払 わ れ た も の と 考 え ら れる．

「ハ ワ イ 移 民 入 国 拒 絶 事 件」 は
，

１８９７ （明 治３０） 年 に 当 時 の ハ ワ イ 共 和 国

政 府 が
，

日 本 か ら 渡 航 し た 移 民 の 入 国 を 拒 否 した 事 件 で あ る２８）
． 両 国 の 対 立

は 米 国 政 府 の 調 停 によ り 解 決 さ れる こ と と な り
，

そ の 説 得 を う け た ハ ワ イ 政

府 は 「責 任 即 チ 非 行 ア ル コ トヲ 自 認 セス 且 ツ 之 レ マ テ 論 議 シ タ ル 主 義 ヲ 棄 郷

セ ザ レ ト モ 和 解 ノ 為 メ」２９） に，
米 貨 ７ 万５０００ ド ル を 日 本 側 に 支 払 っ た． つ ま

り ハ ワ イ 政 府 は
，

自 国 の 措 置 が 国 際 法 に 違 反す る も の で あ っ た と 認 め た わ け

で は な く
，

７ 万５０００ ドル も 純 然 た る 政 治 的 判 断 に 基 づ い て 支 出 さ れ て い る．

先 に も ふ れ た 「昌 黎 事 件」 は
，

１９１３ （大 正 ２） 年 に 直 隷省 昌 黎 で， 日 本 兵

と 中 国 の 警 官 が 衝 突 した 事 件 で あ る３０）
． 日 本 側 に 損 害 が ほ と ん ど 出 な か っ た

の に 対 して， 中 国 側 は 警 官 ５ 名 が 射 殺 さ れ た． 善 後 交 渉 で 日 本 側 は
，

自 ら の

非 を 認 め る こ と は 拒 絶 し た も の の，
「事 の 曲 直 は と も か く，

中 国 側 に 犠 牲 者

が で た こ と は 遺 憾 で あ る」 と し て
，

見 舞 金 ２ 万 ６０００ ド ル を 中 国 側 に 支 払 っ
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て い る． こ れ も ま た
，

政 治 的 目 的 の た め の 金 銭 給 付 で あ る．，

こ れ に 対 して， 単 純 な 「対 価 の 清 算」 は
，

賠 償 に は 含 ま れ な い． た と え ば

日 露 戦 争 の あ と
， 両 国 は 戦 争 中 に 捕 虜 と し た 兵 士 を 互 い に 送 還 し

，
そ の 給 養

費 を 支 払 っ た３１）
． こ の と き 日 本 側 が 受 取 っ た 差 額 は

，
日 本 円 に 換 算 し て ４７００

万 円 を 越 え た が
，

こ れ は 政 治 的 な 意 味 合 い の 含 ま れ な い 純 然 た る 経 費 の 清 算

と 捉 え る べ き も の で あ っ て
，

日 本 側 も こ れ を 賠 償 と は み な して い な い．

３ 国家間賠償の類型

筆 者 の 考 える 国 家 間 賠 償 の 定 義 は 以 上 の 通 り で あ る が
，

そ の 具 体 的 な 形 態

に つ い て 考 え て み る と， そ れ は 次 の ５ つ の 類 型 に 整 理 さ れる． す な わ ち
，

筆

者 が 過 去 の 論 稿 で 繰 返 し提 示 し て き た 「賠 償 の ５ 類 型」 で あ る．

◇ 国 際 違 法 行 為 に 対 す る 法 的 義 務 の 履 行 と し て の 損 害 の 補 填 の う ち， 直 接

の被害者が国家であるもの （第１類型）

◇ 国 際 違 法 行 為 に 対 す る 法 的 義 務 の 履 行 と し て の 損 害 の 補 填 の う ち， 直 接

の被害者が私人であるもの （第２類型）

◇ 紛 争 の 政 治 的 解 決 の た め の 金 銭 の 給 付 （第 ３ 類 型）

◇戦費賠償 （第４類型）

◇領土等の授受に伴う金銭の給付 （第５類型）

各 類 型 の 定 義 と 特 徴 に つ い て は
，

筆 者 は す で に 論 文 「明 治 前 期 に お け る 日

本 の 国 家 間 賠 償」 の な か で 詳 細 に論 じ て い る３２）
． そ の 後 の 研 究 で も， こ の 分

類 を 大 きく 修 正 す る 必 要 性 は 感 じて い な い が， い く つ か 補 足 す べ き 点 が あ る

の で
，

こ こ で は そ れ ら に つ い て 取 上 げ る こ と に し た い．

（１） 国 際 違 法 行 為 の 存 否 と 賠 償 の 類 型 と の 関 係

上 記 の ５ 類 型 の う ち
， 国 際 違 法 行 為 を 基 礎 と し て 実 施 さ れ る 賠 償 は

，
最 初

の ２ つ だ け で あ る． し か し
，

実 際 の 賠 償 が どの 類 型 に 基 づ い て 行 わ れ た か と

い う こ と と， そ も そ も 加 害 国 の と っ た 行 為 が
，

客 観 的 に み て 国 際 法 に 違 反 す

る も の で あ っ た か と い う 問 題 は
，

本 質 的 に 無 関 係 で あ る と いう 点 に は 注 意 が
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必 要 で あ る．

た と え ば， Ａ 国 に 駐 剤 す る Ｂ 国 の 大 使 館 を
，

Ａ 国 の 軍 隊 が 襲 撃 し た と す る．

こ れ は 明 ら か に 国 際 法 （外 交 使 節 団 の 公 館 の 不 可 侵） に 違 反 す る 行 為 で あ る．

し か し
，

Ｂ 国 の 政 府 は
，

両 国 の 関 係 に 配慮 し て， 事 件 の 国 際 法 上 の 位 置 づ け

を わ ざ と 明 確 に せ ず
，

政 治 的 に 事 件 の 決 着 を 図 る か も し れ な い３３）
． そ の 場 合，

支 払 わ れ る 賠 償 の 類 型 と し て は 第 ３ 類 型
，

す な わ ち 「紛 争 の 政 治 的 解 決 の た

め の 金 銭 の 給 付」 と い う こ と に な る． し か し
，

こ の 類 型 が 採 用 さ れ た か ら と

い っ て， Ａ 国 の 行 為 が
，

も と も と 国 際 法 違 反 で は な か っ た
，

と い う こ と に な

る わ け で な い の は 当 然 で あ る． ま た Ｂ 国 政 府 の と っ た 態 度 か ら
，

た だ ち に

「Ｂ 国 政 府 は Ａ 国 兵 の 行 為 を
，

国 際 法 違 反 と は 考 え て い な か っ た」 と 判 断 す

る の も 早 計 で あ ろ う．

具 体 的 な 事 件 に つ い て， 賠 償 金 を どの よ う な名 義 で い く ら 支 払 う か は
，

当

事 国 間 の 交 渉 に よ っ て 決 せ ら れる の が 通 例 で ある． そ の た め， 上 記 の 例 の よ

う に， 国 際 法 に 照 して そ の 違 法 性 が 明 白 な 事 例 で あ っ て も
，

か な ら ず 第 １ ・

第 ２ 類 型 に よ っ て 賠 償 金 が 支 払 わ れ る と は 限 ら な い． した がっ て， 事 件 の 国

際 法 上 の 位 置 づ け を 考 え る 場 合 に， 賠 償 が どの 類 型 に 基 づ い て 行 わ れ た か と

い う こ と は， あ く ま で も 参 考 に し か な ら な い の で あ る．
「事 件 に 対 す る 賠 償

が， 第 １ ・ 第 ２ 類 型 以 外 の 形 式 で 実 施 さ れ て い る か ら
， そ こ に は 国 際 違 法 行

為 が 存 在 し な か っ た」 と 即 断 す る の は 不 適 当 であ っ て
，

両 者 は 明 確 に 区 別 し

な け れ ばな ら な い．

な お こ の 点 を 考 慮 して，
よ り 誤 解 の な い よ う に 第 １ ・ 第 ２ 類 型 の 定 義 を 見

直 す な ら ば
，

次 の よ う に な ろ う．

◇ ま ず 以 下 の ２ 点， す な わ ち ① 賠 償 の 契 機 と な っ た 事 件 に お い て 賠 償 支 払

国 の と っ た 行 為 が 国 際 法 に 違 反す る も の で あ る こ と ② 支 払 わ れ る 賠 償 が

当 該 の 国 際 違 反 行 為 に 由 来 す る 損 失 を 補 填 す る た め の も の で あ る こ と
，

に つ い て
，

当 事 国 の 間 で 明 示 的 ま た は 黙 示 的 な 合 意 が 成 立 し，
か か る 合

意 に 基 づ い て 実 施 さ れ る 金 銭 の 給 付．

◇ こ こ に属 す る 事 例 の う ち
， 発 端 と な っ た 事 件 の 直 接 の 被 害 者 が

，
国 家 で



国家間賠償の定義に関する一考 察 １６７

あ る も の は 第 １ 類 型
， 私 人 で あ る も の は 第 ２ 類 型 に 分 類 さ れ る．

（２）類 型 化 の 意 義 と 限 界

上 記 の ５ 類 型 は
，

当 時 の 国 家 間 賠 償 の 実 態 を 判 り や す く 示 す た め に，
一 種

の 雛 型 と し て 提 示 し た も の で あ る． し た が っ て， す べ て の 賠 償 事 例 が，
こ れ

ら の 何 れ か 一 つ に 整 理 さ れ る わ け で は な い． こ の 点 は 過 去 の 論 稿 で も 何 度 か

述 べ た と こ ろ で あ る が 鋤
，

こ こ で あ ら た め て 指 摘 し て お く こ と に す る．

た と え ば
，

１８８２ （明 治１５） 年 に 勃 発 し た 壬 午 事 変３５） に つ い て 考 え て み る．

こ の 事 件 に 対 す る 賠 償 は， 日 本 が 政 治 的 ・ 軍 事 的 な 圧 力 を 朝 鮮 政 府 に 加 え る

こ と で 実 現 し た． ま た 朝 鮮 に 課 せ ら れ た 賠 償 金 の う ち５０万 円 は
，

日 本 が 投

じ た 軍 費 の 填 補 を 名 目 と し て い た． そ の 意 味 で こ の 賠 償 は 第 ４ 類 型
，

つ ま り

「戦 費 賠 償」 の 性 格 を 持 っ て い る が
，

そ の 一 方 で
，

第 ３ 類 型 す な わ ち 「紛 争

の 政 治 的 解 決 の た め の 賠 償」 の 要 素 も 有 して い る３６）
． こ の よ う な 複 雑 な 性 格

を も つ 賠 償 事 例 を
，

無 理 に 一 つ の 類 型 に 押 し込 め る わ け に は い か な い．

「賠 償 の ５ 類 型」 は
，

個 々 の 事 例 の 性 質 に つ い て 考 え る 際 に
，

雛 型 と し て

活 用 す る こ と に よ っ て， 他 の 事 例 と の 比 較 が 容 易 に な る と い う 利 点 を も つ．

一 方， そ れ に こ だ わ り す ぎ る こ と は， 事 例 の 正 確 な 理 解 を 妨 げ る こ と に も な

り か ね な い． よ っ て， こ れ を 適 用 す る と き に は 十 分 な 注 意 が 必 要 で あ る．

さ ら に， こ の ５ 類 型 が あ く ま で も 「明 治 ・ 大 正 期 の 日 本 が 経 験 し た 事 例」

か ら 引 出 さ れ た も の に 過 ぎ な い こ と に も 気 を つ け る べ き で あ る． す な わ ち こ

れ が
，

他 の 時 代 や 他 国 の 事 例 の 整 理 に そ の ま ま 利 用 で き る と は か ぎら ず， そ

の 点 に つ い て は， あ ら た め て 検 討 し 直 す 必 要 が あ ろ う．

お わ り に

明 治 ・ 大 正期 の 日 本 が 経 験 した 国 家 間 賠 償 を どの よ う に 定 義 す る か， が 本

稿 の 課 題 で あ っ た． こ の 問 題 に 対 す る 筆 者 の 見 解 は 以 上 の 通 り で あ る． 「『政

治 的 目 的 に よ る 賠 償』 と 『単 な る 対 価 の 清 算：』 の 境 界 を どこ に 設 定 す る か」

と い っ た 問 題 は 残 さ れ て い る も の の， 筆 者 が 提 示 し た 定 義 に よ っ て
，

当 時 の
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日 本 の 国 家 間 賠 償 は
，

ほ ぼ 説 明 が つ く も の と 考 え て い る．

と こ ろ で
，

当 時 の 日 本 の 国 家 間 賠 償 に 関 し て は
，

本 稿 で 取 上 げ た 定 義 の 問

題 以 外 に も
，

未 解 決 の 部 分 が 少 く な い． た と え ば そ の 一 つ に
，

賠 償 の 実 施 条

件 に 関 す る 問 題 が 挙 げら れる．

当 時 の 賠 償 事 例 を い く つ か比 較 し て み る と 直 ち に 判 る こ と だ が， た と え 内

容 的 に 類 似 す る 事 例 で あ っ て も
，

実 際 に 賠 償 が 支 払 わ れ る か 否 か は， 時 と 場

合 に よ っ て 大 き く 異 っ て い た． た と え ばメ キ シ コ で は１９１０（明 治４３） 年 以 降，

革 命 と 内 乱 が 繰 返 さ れ
，

在 留 邦 人 に も 大 き な 被 害 を も た ら し て い る． しか し

日 本 政 府 は
，

彼 ら の た め に メ キ シ コ 政府 に 賠 償 を 要 求 す る こ と は な く， む し

ろ 自 発 的 に そ の 請 求 を 拗 棄 し た３７）
． と こ ろ が

， １９１３ （大 正 ２） 年 ９ 月 １ 日 に，

南 京 市 街 に お い て 現 地 の 在 留 邦 人 が
，

中 国 政 府 の 兵 士 か ら 暴 行 ・ 掠 奪 を 受 け

る 事 件 が 発 生 す る と
， 日 本 側 は こ れ に 迅 速 に 反 応 し た． そ し て 中 国 側 に

，
邦

人 の 被 害 に 対 す る 賠 償 金 の 支 払 を 求 め
， 翌 年 １ 月 に は６４万 ド ル 余 を 受 け と

っ た の で あ る 認）
．

こ の よ う な 相 違 は， 一一 体 どこ か ら 生 じる も の な の か． こ の 疑 問 を 敷 術 し て

ゆ く と
，

「国 家 間 賠 償 と は い か な る 条 件 が 揃 っ た と き に 実 施 さ れ る の か」 と

い う 問 題 に た どり つ く． 筆 者 は 現 在， こ の 問 題 に つ い て 検 討 を 続 け て お り，

そ れ ら に つ い て は 次 の 論 稿 で 詳 し く 考 察 す る こ と に した い．

註

１） 伊 藤信 哉 「明治 前期 にお ける 日本 の国 家間 賠償（１）（２）」 『レフ ァ レンス』 （国

立 国 会 図 書 館） 第５６３・５６４号， １９９７・１９９８年． 同 「明 治 後 期 に お け る 日 本 の

国 家 間 賠 償（１）（２）」 同 誌 第５７４・５７５号， １９９８年． 同 「大 正 期 に お け る 日 本 の

国 家 間 賠 償（１）（２）」 同 誌 第５８２・５８３号， １９９９年． な お
，

こ れ ら の 論 稿 に つ い

て は
，

以下 そ れぞ れ 「明治 前期編（１）（２）」 「明 治後 期編（１）（２）」 「大正編（１）（２）」

と 略 記 す る．

２） なお， 当時 は 「賠償」 の ほか に 「償 金」 と いう 言葉 も 使わ れて い た． ま た今

日 で は
，

英 語 の リ パ レ ー シ ョ ン （ｒｅｐａｒａｔｉｏｎ） と イ ン デ ム ニ テ ィ （ｉｎｄｅｍｎｉｔｙ）

と い う ２ つ の 単 語 に つ い て， 両 者 を 厳 密 に 区 別 す る た め に， そ れ ぞ れ 「賠 償」

「償 金」 と 訳 し分 ける場 合 がある （た と え ば国際 法学 会 『国 際 関係 法辞 典』 三
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省 堂
，

１９９５ 年
，

６３５ 頁）．

も ち ろ ん 学 問 的 な 見 地 か ら す れ ば
，

こ の よ う な 使 い 分 け は 重 要 で あ る． し

か し， 明 治 ・ 大 正 期 の 日 本 社 会 で は （あ る い は 今 日 に お い て も）， こ の ２ つ の

日 本 語 は，
ほ ぼ 同 義 に 用 い ら れ て い た よ う で あ る．

筆者 の調 べ たか ぎり にお い て，
当 時の 日 本で 「賠償」 と 「償 金」 が 明確 に

区 別さ れ てい た とい う 証 拠は 見 当 らな かっ た． この 時 期 に締 結 さ れた 条約 を

み て も， 同 じ イ ン デ ム ニ テ ィ と い う 語 に 対 し て１８９５ （明 治２８） 年 の 「日 清 購

和 条約」 第 ４条 で は 「賠償 金」， １９０１（明治３４） 年 の 「北 清事 変 二関ス ル 最 終

議ｉ定書」 第６ 条で は 「償 金」， １９０７ （明 治４０） 年 の 「陸戦 ノ法 規 慣例 二関 ス ル

条 約」 第３ 条 では 「賠 償」 と， さ ま ざま な訳 語を あ てて いる （厳 密 に言う と
，

後 の 二 者 の 原 語 は フ ラ ン ス 語 のｉｎｄｅｍｎｉｔ６）．

今 日 に お い て も， わ れ わ れ は， わ が 国 が 過 去 に 経 験 し た ３ つ の 戦 争 （日 清

戦 争 ・ 第 １ 次 世 界 大 戦 ・ 第 ２ 次 世 界 大 戦） の あ と に 支 払 わ れ た 金 銭 の こ と を，

ひと しく 「賠 償」 という 言 葉で 表現 し，
「償金」 という 語 はほ とん ど用 いな い．

実 際に 各講 和 条約 の 英 語正 文 （ま た は英 訳 文） を 見 て みる と
， 最 初 のも の だ

け が イ ン デ ム ニ テ ィ で あ り， あ と の ２ つ は リ パ レ ー シ ョ ン と な っ て い る の だ

が， そ の 相 違 に つ い て 意 識 す る こ と は ほ と ん ど な い．

こ れ に 対 して， 英 語 の イ ン デ ム ニ テ ィ と リ パ レ ー シ ョ ン の 間 に は， 少 く と

も 第 １ 次 世 界 大 戦 の こ ろ に は， あ る 程 度 ま で 区 別 が 立 て ら れ て い た よ う で あ

る． 大 戦 当 時 の イ ギ リ ス 首 相 ロ イ ド ＝ ジ ョ ー ジ は， 著 書 の な か で 次 の よ う に

述 べ て い る．

わ れ わ れ が ドイ ツ に 求 め る も の が イ ン デ ム ニ テ ィ， つ ま り 勝 者 が 敗 者 か

ら 取 り 立 て る 罰 金 （ａｐｅｎａｌ丘ｎｅ） な の か， そ れ と も 単 な る リ パ レ ー シ ョ ン，

す な わ ち 市 民 が 蒙 っ た 損 害 に 対 す る 補 償 （ａｂｉｌｌｆｏｒｃｉｖｉｌｄａｍａｇｅｓ） に す ぎ

な い の か， と い う 問 題 に つ い て は， ドイ ツ の 財 政 能 力 が リ パ レ ー シ ョ ン

の 支払 さえ 十 分 にな しえな い とい う 事 実が 明 らか に なっ た ため ［…］ 純

然 た る 学 問 的 関 心 事 項 と な っ て しま っ た （Ｄａｖｉｄ Ｈｏｙｄ Ｇｅｏｒｇｅ，
丁加 ７ン 痂

ｏ 伽 ’Ｒ砂ｏ 競 加 ｓα〃４ 肋 ７Ｄ２わ孟ｓ，
Ｌｏｎｄｏｎ，

Ｗｉｌｌｉａｍ Ｈｅｉｎｅｍａｎｎ
，
１９３２

，ｐ．
１７）

．

こ の 記 述 に 従 う な ら ば， イ ギ リ ス で は 一 時 的 に せ よ， 学 者 以 外 の 人 々 も
，

イ ン デ ム ニ テ ィ と リ パ レ ー シ ョ ン を 区 別 し て， そ の 相 違 に い く ら か は 関 心 を

払 っ て い た と い う こ と に な る． と こ ろ が 当 時 の 日 本 で は， 一 般 に 「賠 償」 と

「償金」 の 違い が論 議 の対 象と なる こ とは ほ とん どな く
，

両者 の相 違 が強 く意

識 さ れ る こ と も な か っ た． そ し て そ の 事 情 は， 今 日 に お い て も さ ほ ど 変 ら な
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い． 日 本 語 と し て み れ ば
， 両 者 は ほ ぼ 同 一 の も の と み な さ れ， 単 に 「古 め か

しい 言い ま わ し」 であ る か否 か とい う 点に の み， そ の 違い が求 め ら れた の で

あ る
．

ち な み に 英 語 の イ ン デ ム ニ テ ィ に は， 財 政 的 な 面 ば か り で な く 領 土 的 な 面

も 含 ま れ， 領 土 の 割 譲 も そ こ に 含 ま れ る と の 指 摘 も あ る （田 村 幸 策 ・ 川 原 次

吉郎 ・ 森 健 臣 「学位 請 求論 文 審査 報 告書」 〔斎 藤栄 三 郎 『賠 償 の 実 証的 研 究』

早 稲 田 出 版 社
， １９５６年 （１９６１年 第 ２ 刷） に 所 収〕 ２ 頁）． 筆 者 は 現 在

，
こ の 指

摘 の 当 否 を判 断す る だ けの 材料 を 持た な い が， 仮 にそ れ が正 しい と する な ら

ば
， イ ン デ ム ニ テ ィ と 「償 金」 を 同 義 と す る の は

，
こ の 点 か ら も 誤 り と い う

こ と に な ろ う
．

と もあ れ 筆者 は， 当 時の 日 本社 会 にお い て 「賠 償」 と 「償金」 が， 事 実上

の 同 義 語 と し て 併 用 さ れ て い た と 考 え る． し か し
， 本 稿 で は 混 乱 を 防 ぐ た め

に 「賠 償」 だ け を 用 い， 「償 金」 は 使 用 し な い こ と と す る．

３） 「賠 償 の 話（１） 一 ワー ク ブッ ク ・中 学 ・高 校 生の 欄」 『日 本 経済 新 聞』 １９５６

年 ９月２７日 号 （日 本経 済新 聞 社経 済 解説 部 『賠 償 の話』 日経 文 庫， 日 本 経 済

新 聞 社， １９５７年， １－２ 頁 に 補 訂 再 録）．

４） 同上 （前 掲 『賠 償の 話』５頁）．

５） 岡 野 鑑 記 『日 本 賠 償 論』 東 洋 経 済 新 報 社， １９５８年， ５４２ 頁．

６） 斎 藤， 前 掲 書， 第 １ 章．

７） ス ヱ レス 号 事 件 につ い て 詳 しく は 「明 治 後 期 編（１）」 ３６頁 お よ び伊 藤 信 哉

「一 九世 紀 後半 の日 本に おけ る近 代国 際法 の 適用 事例 一 神戸 税 関 事件 とス エ

レ ス 号 事 件」 『東 ア ジ ア 近 代 史』 第 ３ 号， ２０００年 ３ 月．

８） 『日 本 外 交 文 書』 第２８巻 ２ 冊， 文 書１２８４．

９） 国 家 責 任 の 法 理 に つ い て は 「明 治 前 期 編（２）」 １２７－３０ 頁 を 参 照．

１０） 水 垣 進 『国 際 法 に 於 け る 国 家 責 任 論』 有 斐 閣， １９３８年， １９７お よ び２０４頁．

１１） 山 本 草 二 『国 際 法』 新 版， 有ｉ斐 閣， １９９４年， ６５６頁．

１２） 前 掲 『国 際 関 係 法 辞 典』 ６３５頁．

１３） 「明 治 後 期 編（１）」 ３４－５頁． ち な み に，
実 際 に 日 本 が 戦 争 に 費 し た 金 額 は お

よ そ ２ 億 円 で， 清 国 が 支 払 っ た 賠 償 額 （約 ３ 億 円） を 下 回 っ て い る （同 上，

３５ 頁）
．

１４） 長 崎 事件 につ いて は 「明治 前期 編（１）」７０頁． 第二 辰丸 事件 につ い て は 丁明

治 後 期 編（１）」 ４６－７頁． 昌 黎 事 件 に つ い て は 「大 正 編（１）」 ３９－４０頁．

１５） 「大 正 編（２）」 １０７頁．
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１６） 「明 治 後 期 編（２）」 ８０－１頁．

１７） 「明 治 後 期 編（１）」 ４５－６頁．

１８） 外 交 的 保 護 に つ い て， 詳 し く は 以 下 の 文 献 を 参 照． Ｅｄｗｉｎ Ｍ Ｂｏｒｃｈａｒｄ，丁肋

ＤφＺｏ〃２碗６ Ｐ７０’６漉ｏπ ｑ／ α 漉 飢ｓ．
Ａ 加ｏ 磁 Ｎｅｗ Ｙｂｒｋ，

Ｂａｎｋｓ Ｌａｗ Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ，
１９１５

．
田

畑 茂 二 郎 『国 際 法 １』 新 版， 有 斐 閣， １９７３年， ４７３－９２頁． ヴ ィ ル ヘ ル ム ・ カ

ール・ ゲ ック （中 村 洗訳） 「今日 の世界 に お ける外 交 的保 護」 『法 学研 究』 （慶

鷹 義 塾 大 学） 第５９巻 １ 号
，

１９８６年．

１９） 高 野 雄 一 『国 際 法 概 論』 全 訂 新 版， 下 巻， 弘 文 堂， １９８６年， １２９頁．

２０） も ち ろ ん
，
・ 両 者 の 境 界 は 微 妙 で あ る． 「国 家 が 積 極 的 に 私 人 の 保 護 に 乗 り 出

し た 場 合」 と い っ て も
， 具 体 的 に ど の 程 度 ま で 介 入 す れ ば， そ れ は 国 家 間 の

問 題に 転 化す る のだ ろう か． 被害 者 たる 私 人 の本 国 が
，

相 手 国 政府 に 非公 式

に 働 き か け， 事 件 の 解 決 を 側 面 か ら 支 援：す る だ け で も 外 交 的 保 護 に な る の か．

この 点の 判 断 は難 し い が， １９００ （明治３３） 年 の 「ハ ワイ 防 疫 焼却 事 件」 の

例 を 見 る か ぎ り， 当 時 の 日 本 政 府 は， た ん に 相 手 国 政 府 の 注 意 を 喚 起 す る だ

けで は， 外 交 的 保護 には な ら な いと 判 断 し てい た よ う で ある （「明 治 後期 編

（２）」 ７９－８０頁）． 筆 者 も 「問 題解 決の 実 質的 な 主導 権 を 誰が 掌握 してい る か」

が両 者の 境 界線 と 考え て いる． 具体 的 に は， 政府 の 代 表 が解 決協 定に 直 接調

印 し て い る 場 合 は も ち ろ ん
，

調 印 者 が 形 式 的 に 被 害 者 た る 私 人 で あ っ て も，

解 決条 件の 決 定な どで 本国 政府 が 中心 的な 役割 を担 っ てい るよ う な場 合に は
，

そ こ で 支 払 わ れ る 賠 償 は， 国 家 間 賠 償 に あ た る と 判 断 さ れ る． た と え ば１９２５

（大正１４） 年 の 「上海 日系 紡績 工場 事件」 がそ の例 であ る （「大正 編（１）」 ５４－５

頁）． 一方， 交渉の 主 導権 を被 害者 本 人が 握り， 国 家 はそ の解 決 を側 面 から 支

援 して い る に す ぎ な い 場 合 は， 国 家 間 賠 償 に は な ら な い． １９１４ （大 正３） 年 の

「榊 原 農 場 問 題」 な ど が そ の 例 に あ た る （「大 正 編（２）」 ９６－７頁）．

２１） 北 清 事 変 の 賠 償 に つ い て は 「明 治 後 期 編（１）」 ３８－９頁． 第 １ 次 世 界 大 戦 の 賠

償 に つ い て は 「大 正 編（１）」 ４０－２頁．

２２） 「明 治 後 期 編（１）」 ４１－２頁．

２３） 「海戦 法規 に関 する ロ ン ドン宣言」 第６４条は， 捕獲 審 検所 が 船舶ま た は貨 物

の捕 獲 を無 効 と検 定 し た場 合， 利 害関 係 人 には 損 害賠 償 を 受け る 権利 があ る

と 定 め て い る （宣 言 の 正 文 は Ｃｌｉｖｅ Ｐａｒｒｙ； 丁加 Ｃｏηｓｏ１∫４α’θ４ ７ン６ の Ｓ 碗 θｓ，
Ｎｅｗ

Ｙｂｒｋ
，

Ｏｃｅａｎａ Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎｓ
，

１９８０
，

Ｖｂ１．２０８
，ＰＰ．３３８－３５４）．

も っ と も
，

こ の 宣 言 は

１９０９ （明 治４２） 年， つ ま り 事 件 発 生 の ４ 年 後 に 締 結 さ れ
， し か も 未 発 効 に 終

っ た も の で あ る が， そ の 冒 頭 に お い て 「署 名 国 は
，

次 の 諸 章 に 規 定 す る 規 則
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が， 実 質上 一般 に承 認さ れた 国際 法の 原則 に 沿う も ので ある こと を 承認 する」

と 明 言 し て お り，上 記 の 賠 償 請 求 権 も
，

当 時 す で に 慣 習 と し て 認 め ら れ て い た．

２４） 「明 治 後 期 編（１）」 ４７頁．

２５） 『日 本 外 交 文 書』 第４１巻 ２ 冊
，

文 書１２３５附 属 書 ２．

２６） 「明 治 前 期 編（１）」 ６８－９頁．

２７） 「明 治後 期編（１）」 ３７頁．

２８） 同 上
，

３７－８ 頁．

２９） 『日 本 外 交 文 書』 第３１巻 ２ 冊， 文 書 ７００．

３０） 註１４を 参 照．

３１） 「明 治 後 期 編（２）」 ７７－８頁．

３２） 「明 治 前 期 編（２）」 １２６－３３頁．

３３） か か る 態 度 を Ｂ 国 政 府 が と る の は
，

た と え ば 両 国 間 で 事 件 と 並 行 し て， よ

り 重大 な 案件 （たと え ば国 境 線の 劃 定な ど） の 交 渉 が進 め ら れて いる よ う な

場 合 が 考 え ら れ る．

３４） 「明 治 前 期 編（２）」 １３２頁． 「明 治 後 期 編（２）」 ８３頁． 「大 正 編（２）」 １０１－２ 頁．

３５） 「明 治 前 期 編（１）」 ７２頁．

３６） 「明 治 前 期 編（２）」 １３２頁．

３７） 「大 正 編（２）」 ９５頁．

３８） 「大 正 編（１）」 ３８－９頁．

〔附表〕 明治・大正期の主な国家間賠償事例

本 表 は
，

筆 者 が こ れ ま で 『レ フ ァ レ ン ス』 誌 に 発 表 した 一 連 の 論 文 で 取 上

げ た
，

明 治 ・ 大 正 期 の 国 家 間 賠 償 事 例 を
，

一 覧 と し て ま と め た も の で あ る．

〔掲 載 ・ 分 類 の 基 準〕

○ 以 下 の 論 文 で 取 上 げ ら れ た 事 例 を
，

註 記 で 言 及 し た も の も 含 め
，

す べ て 掲

載 し た
．

・ 「明 治 前 期 に お け る 日 本 の 国 家 間 賠 償（１）」 『レ フ ァ レ ン ス』 第５６３ 号，

１９９７ 年 １２月．

・ 「明 治 前 期 に お け る 日 本 の 国 家 間 賠 償（２）」 『レ フ ァ レ ン ス』 第５６４号，
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１９９８年 １月．

・ 「明 治 後 期 に お け る 日 本 の 国 家 間 賠 償（１）」 『レ フ ァ レ ン ス』 第 ５７４号，

１９９８ 年１１月．

・ 「明 治 後 期 に お け る 日 本 の 国 家 間 賠 償（２）」 『レ フ ァ レ ン ス』 第５７５号，

１９９８年 １２月．

・ 「大 正 期 に お け る 日 本 の 国 家 間 賠 償（１）」 『レフ ァ レ ン ス』 第５８２号， １９９９

年 ７月．

・ 「大 正 期 に お け る 日 本 の 国 家 間 賠 償（２）」 『レ フ ァ レ ン ス』 第５８３号， １９９９

年８月．

○ 附 表 は 次 の ３ つ に 分 か れる．

１ 明 治 ・ 大 正 期 の 主 な 国 家 間 賠 償 事 例 （事 例 数 … ９４）

こ こ に属 す る の は， 賠 償 の 授 受 に 関 し て 明 確 な 合 意 が成 立 し た 事 例 で あ る

（実 際 に 授 受 が行 わ れ た か は 問 わ な い）．

２ 賠 償 に は 至 ら な か っ た 事 例 （事例 数 …４５）

こ こ に 属 す る の は
， ① 被 害 国 は 賠 償 の 支 払 を 要 求 し た が 何 ら か の 事 情 によ

り 合 意 が 成 立 し な か っ た 事 例 と
，

② 当 初 よ り 賠 償 は 要 求 さ れ ず 授 受 の 合 意

も 成 立 しな かっ た 事 例 の ２ 種 類 で あ る．

３ 参 考 事 例 ・そ の 他 （事 例 数 …１７）

こ こ に属 す る の は
，

① 金 銭 の 授 受 は な さ れ た が 国 家 間 賠 償 と は み な し が た

い 事 例 と
，

② 賠 償 の 要 求 は な さ れ た も の の 結 末 の 判 ら な い 事 例 で あ る．

〔表の見方〕

○事例の排列

事 例 の 排 列 は， 賠 償 の 契 機 と な っ た 事 件 の 発 生 順 によ る． 同 年 に 発 生 し た

事 例 は
， 月 日 によ り 排 列 し た （「発 生 年」 の 項 参 照）．

○事例名

・ 論 文 に お ける 名 称 を そ のま ま 使 用 す る の を 原 則 と す る が， 改 変 した も の も

あ る
．
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・ 以 下 の１６の 事 例 に つ い て は
，

今 回 新 た に 名 称 を 付 した．

１５ ロ ー ト ム ン ト 事 件

２４ レミ ン グ トン 事 件

７３ 長沙戴生昌汽船局事件

９５ モ ニ ト ル 号 事 件

１１６ 遠 洋 漁 業 団 事 件

１３２ リ ヴ ィ ン グス ト ン 事 件

１４１ 鹿 児 島 御 雇 外 国 人 問 題

１４７ 日 露 戦 争 捕 虜 問 題

○種別

１６

７２

８９

１２２

１１７

１３７

１４３

１４８

新潟戦争関連被害

長沙塩川洋行事件

杭州事件

漢口三菱工場事件

鴨緑江漂流木問題

上海邦人警官事件

日清戦争捕虜問題

西本願寺事件

・ 支 … 日 本 が 相 手 国 に賠 償 金 を 支 払 っ た 事 例

・ 受 … 日 本 が 相 手 国 か ら賠 償 金 を 受 取 っ た 事 例

・ 未 … 賠 償 の 合 意 が 成 立 し な か っ た 事 例

・ 参 … 国 家 間 賠 償 と は み な し が た い 事 例

・ 不 … 賠 償 要 求 は な さ れ た が結 末 不 明 の 事 例

○発生年

原 則 と し て 賠 償 の 契 機 と な っ た 事 件 や 問 題 の 発 生 し た 年． た だ し
，

問 題 の

発 生 が 数 年 に ま た がる 事 例 や，
発 生 年 が 特 定 で き な い 事 例 に つ い て は

，
相

手 国 か ら 賠 償 め 請 求 が 提 起 さ れ た 年 を 採 る な ど適：宜 に判 断 して 処 理 した．

○相手国

賠 償 の 相 手 国． 略 号 の 意 味 は 以 下 の 通 り で あ る．

米 … ア メ リ カ

独 … ドイ ツ

ソ … ソ 連

白 … ベ ル ギ ー

清 … 清 国

洪 … ハ ン ガリ ー

普 … プ ロ シ ア

英 … イ ギ リ ス

蘭 … オ ラ ン ダ

加 … カ ナ ダ

朝…朝鮮国

中 … 中 華 民 国

勃 … ブ ル ガリ ア

諾 … ノ ル ウ ェ ー

仏 … フ ラ ン ス

露 … ロ シ ア

伊 …イ タ リ ア

韓…大韓帝国

填 … オ ー ス トリ ア

捷 … チ ェ コ ス ロ ヴ ァ キ ア

布…ハワイ共和国
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秘 … ペ ル ー 墨 … メ キ シ コ マ … マ ー シ ャ ル 諸 島

な お， 参 考 事 例 は 国 家 間 賠 償 で は な い の で， 「相 手 国」 と す べ き で な い 事

例 も 含 ま れ る が
，

参 考 ま で に 相 手 と な っ た 私 人 の 国 籍 な ど を 記 載 した．

○支払額／受領額

・ 原 則 と し て
，

実 際 に 支 払 わ れ た 通 貨 に よ る 金 額 を そ の ま ま 記 載 し た． ま

た 史 料 か ら 貨 幣 の 種 類 （洋 銀 ・ 庫 平 銀 な ど） が判 明 した も の に つ い て も，

そ の 通 り に 記 載 し た．

・ 支 払 の 合 意 は 成 立 し た も の の， 諸 般 の 事 情 か ら 実 行 さ れ な か っ た 事 例 も

あ る が， と く に 註 記 は 付 し て い な い．

・ 参 考 事 例 は 国 家 間 賠 償 と は み な しが た い た め
，

金 額 は 記 載 し な か っ た
．

○ 文 献 ／ ペ ー ジ

当 該 の 事 例 の 概 要 が 掲 載 さ れ て い る 論 文 と ペ ー ジ 数． 略 号 の 意 味 は 下 記 の

通 り で あ る．

前 ① … 明 治 前 期 に お ける 日 本 の 国 家 間賠 償（１）

前 ② … 明 治 前 期 に お ける 日 本 の 国 家 間 賠 償（２）

後 ① … 明 治 後 期 に お ける 日 本 の 国 家 間 賠 償（１）

後 ② … 明 治 後 期 に お け る 日 本 の 国 家 間 賠 償（２）

大 ① … 大 正 期 に お け る 日 本 の 国 家 間 賠 償（１）

大 ② … 大 正 期 に お け る 日 本 の 国 家 間 賠 償（２）

○備考

特 に 註 記 す べ き 点 に つ い て は
，

備 考 欄 に 番 号 を 付 し た う え
，

最 後 に 一 括 し

て 掲 げ た．

〔補記〕

○ 本 表 に 掲 載 し た 事 例 は
，

実 際 に 行 わ れ た 賠 償 の 一 部 に 過 ぎ ず
，

す べ て を 網

羅 す る も の で は な い （こ の 点 に つ い て は， 後 ②８３頁 の 註２６を 参 照）．
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１８０ 国際研究論集 第１３巻 第４号

†１ 支払 額は 大塚 武松 『幕末 外交 史の 研究』 新訂 増補 版， 宝 文館， １９６７年
，

３２

頁 に よ る．

† ２ ３００ 万 ド ル の う ち 米 国 に 支 払 っ た７８万 ５ 千 ドル８７セ ン ト に つ い て は， １８８３

（明 治１６） 年 に な っ て 全 額 返 還 さ れ た．

†３ 本件 は， 国家 間賠償 事例 ではな く 参考事 例 に分類 さ れる可 能性 もあ る．

†４ 本 件に つい ては 伊藤信 哉 「一九 世紀 後半 の日 本 にお ける 近代 国際 法 の適用

事例 一 神 戸税 関事 件とス エ レス 号事 件」 『東 ア ジア 近代 史』 第３ 号， ２０００年

３ 月 も 参 照．

†５ 発生年 は，榎本輩揚 が駐露公使 に任 ぜら れ対露交 渉を命 じられた 年をとっ た．

†６ ５５万 円 の う ち４０万 円 分 は， １８８４ （明 治１７） 年 に な っ て 朝 鮮 に 還 付 さ れ た．

†７ 発 生年 につ い ては 唐沢 た け子 「防 穀 令事 件」 『朝鮮 史 研究 会 論文 集』 第 ６

号
，

１９６９ 年 に よ る
．

†８ 軍 費賠 償金 と して 支払 われた 分．

†９ 威 海衛 保障 占領費 と して 支払 われ た分．

†１０ 賠 償 の 合 意 は 成 立 し た が， そ の 後 イ ギ リ ス 側 が 辞 退 し た た め 実 施 さ れ ず．

†１１ 賠 償 の 支 払 は１９３７ （昭 和１２） 年 を 最 後 に 杜 絶 し た． 日 本 は そ の 後， １９５１

（昭 和２６） 年 の サ ン フ ラ ン シ ス コ 対 日 平 和 条 約 第１０条 と
，

翌 年 の 日 華 平 和 条 約

第５条 に よ り 残 額 の 請 求 権 を 拗 棄 し て い る．

†１２ 本 件 に 関 し て は， 大 ①６４頁 も 参 照 の こ と．

†１３ オ ー ス ト リ ア の 賠 償 は， １９３０ （昭 和 ５） 年 に 開 か れ た 第 二 次 ハ ー グ 会 議

の 結 果
，

支 払 が 免 除 さ れ た．

†１４ 第 二 次 ハ ー グ 会 議 で， 日 本 は ハ ン ガリ ー に 対 す る 賠 償 請 求 権 を 拗 棄 し た．

†１５ 日 本 が ブル ガリ アと 交戦 状態 に 入っ た 年 は不 明で あ る が， 便宜 的 に独 懊

両 国 と 同 年 と し た．

† １６ 発 生 年 は Ｐ妙 ６７ｓ Ｒθ 励 η９ ’０ １；ｂ紹 匁η Ａ 加 ∫ｚｓ （後 の Ｆｂ７６忽π Ｒ６Ｚｏ’∫ｏηｓ （ゾ ’乃θ

乙勉 魏４ Ｓ如’θｓ）
，

１８６４－５
，
ＰａｒｔＨＩ

，ｐ ５１７１こ よ る
．

†１７ 発 生 年 は 大 塚， 前 掲 書， ３５９頁 に よ る．

†１８ マ ー シ ャ ル 諸 島 に つ い て， 日 本 側 は こ れ を 独 立 国 と み な し て い た が， 名

目 上 は ス ペ イ ン が 領 有 して い た ら しい．

†１９ 発 生 年 は 便 宜 上， ロ シ ア 革 命 が 勃 発 し た 年 と し た．

†２０ 発 生 年 は
， 函 館 政 府 と プ ロ シ ア 商 人 が 租 借 契 約 を 締 結 し た 日 を 採 っ た．

（い と う し ん や ・ 神 田 外 語 大 学 講…師 ／ 国 際 政 治 史 ／ 連 絡 先 ：ｓ－ｉｔｏ＠ｃｏｏＬｎｅ．ｊｐ）
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