
はしがき

　１．筆者は最近、「欧州共同体による使節

権の行使状況　１９５２�１９６７年」及び「欧州共同

体による使節権の行使状況　１９６７�２００２年」

と題する二つの稿を発表した１）。筆者はこれ

らの稿で、欧州３共同体、すなわち欧州石炭

鉄鋼共同体（����）、欧州経済共同体

（���）及び欧州原子力共同体（ユーラトム）

に対し、１９５２年から２００２年の期間、域外第三

国が常駐外交使節を派遣した状況を示した。

いいかえれば、欧州共同体の受動的（消極

的）使節権が、この半世紀に及ぶ期間、いか

に行使されたかを各国代表の歴任表を作成

し、またこれに説明を加えることによって示

し得たと考える。二つの稿を１９６７年７月１日

の時点で区切ったのは、この日、単一の閣僚

理事会及び単一の委員会を設立する条約（以

下「併合条約」）が効力を発生し、三つの共同

体のそれぞれがもつ閣僚理事会が「��理事

会」に、また３共同体のもつ三つの委員会

（����については最高機関）が「��委員会」

に、それぞれ統合されたためである。なお、

２００２年７月２３日、����がその活動を停止し

たため、この日から共同体は���及びユー

ラトムの二つとなった。また、���は１９９３
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欧州委員会の在外広報事務所

―　欧州共同体による能動的使節権の�
行使に関連して　―

川崎　晴朗
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年１１月１日、欧州連合（��）が発足したとき

「欧州共同体」（��）と改称したが、本稿で

は、１９９３年１１月以前の期間もカバーするた

め、混乱を避ける目的で��とせず、���の

ままとする。これは、三つ（のち二つ）の欧

州共同体（��、複数）と区別するためでもあ

る。

　筆者は、今後は欧州共同体の能動的（積極

的）使節権について、その行使状況をできる

だけ一次資料で裏付けながらフォローしたい

と念願している。しかし、このテーマを扱う

に先立ち、本稿で欧州委員会が域外、すなわ

ち第三国及び国際機関に対して開設した広報

事務所（��������	��
���	�または����������

��������	��
���	��
仏�������������		���
�����

���������）についての考察を行う。欧州共同

体の１機関が第三国・国際機関に対し限定さ

れた任務しかもたない事務所を置いても、そ

れをもって直ちに共同体による能動的使節権

の行使ととらえることは困難であろう。しか

し、広報事務所が実質的に欧州委員会代表部

の役割を果したり、のちに代表部に改組され

たりするケースもあったので、これまでの設

置状況を一瞥することは、共同体が行使する

能動的使節権の実態を知るためにも十分に意

義があると考える。

　２．本稿のタイトルにいう「欧州委員会」

は、それまでの��委員会が、１９９３年１１月に

��が発足した際に改称したものであるが、

１９６７年７月に併合条約が効力を発生するまで

は����は最高機関、また���及びユーラ

トムはそれぞれが委員会をもっていた。

　広報事務所は、欧州委員会に先行する３共

同体の最高機関及び各委員会並びに��委員

会が設置し、また維持した。後述するよう

に、現在では欧州委員会はもはや域外に広報

事務所をもたず、同委員会が第三国及び国際

機関に対して設置している代表部のそれぞれ

が広報部（��������	��
���	��）をもつという

状況になっている。この状況は、��委員会

が活動しているころから見られるようになっ

たものである。

　付言するならば、欧州共同体の域外に対す

る常駐代表は、欧州委員会（及びこれに先行

する最高機関及び各委員会）のみならず、

��理事会（及びこれに先行する��理事会）

によっても派遣されてきた。ただし、��理

事会の場合は、事務局がジュネーヴ及び

ニュー・ヨークに連絡事務所を置き、それぞ

れ在ジュネーヴ国際機関及び国連を管轄せし

めているが、理事会は議長国（輪番制で、加

盟国の間で６ヵ月ごとに交替する。）からこ

れら国際機関の許に派遣された常駐代表に

よって代表される建前である。理事会の二つ

の連絡事務所は議長国の常駐代表を補佐する

ため置かれたもので、常設ではあるがその任

務は限定的であり、少なくとも現段階ではこ

れら事務所を外交代表部として扱い得るか否

か疑問なしとせず、したがって、��理事会

が厳密な意味で能動的使節権を行使している

とは必ずしもいえないと思う。

　３．公的性格の資料としては、主として下

記のものを使用した。

　（１）��委員会が発行していた���������	�
	

���������		��
��������������
�����������

（仏 ���������	��
�����������	������

���������	�
������）。１９９３年１１月に��が

誕生したあとは���������	�
	���	�������	����

�������と改題され、筆者の知る限り１９９７年

２月版まで刊行された。本稿では���������と

省略して引用する。その一方で、��は１９９４

年から毎年�������������	�
�����
���������

（２００１年版まで��������������	�
�������	��のサ

ブタイトルが付されていた。仏���������	�
�

�������������	
��������������
��
）を発行して

いる。本稿で引用する場合は、����������

と略することとしたい。

　（２）欧州委員会（及びこれに先行する各委

員会）は����������	
��、すなわち一般報告を

毎年刊行しており、また、ほぼ毎月��������
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を編集しているので、これらも参照した。

��������の場合、例えば���委員会は１９６７年

１２月号まで���������	
�������を編集してい

たが、��委員会の成立後は����最高機関

及びユーラトム委員会の各��������とあわ

せ、１９６８年１月から���������	
������を発行

するようになった（１９９３年１２月まで）。１９９４

年１・２月号からは���������	
������と改題

された。

Ⅰ　域外広報事務所の特色

　本稿では、欧州共同体の各委員会が域外に

開設した広報事務所を扱う。これら委員会

は、��域内はもちろん、域外でも活発な広

報活動を展開してきたが、その主要な媒体と

なったのが第三国及び国際機関に置かれた広

報事務所であり、また代表部の広報部であ

る。現在では、広報事務所はその全部が代表

部の一部を構成し、広報部となっている。

　欧州共同体の広報事務所につき特色を二つ

挙げるならば、（１）共同体が代表部を置い

ている場所については、かかる事務所を併設

する必要はとくにないこと、及び（２）共同

体の広報活動は、加盟国の大使館・代表部が

協力し、場合によっては代行できることであ

ろう。

　（１）については、広報活動が各代表部の

基本的任務の一つである以上、当然のことで

ある。�����は、欧州共同体の許に派遣され

ている第三国の代表部について、これら代表

部は伝統的な外交機関に与えられた任務、す

なわち代表、交渉及び広報を遂行している

（������������	�
�������������������������

���������	
��	�����������	������������������

���������	
�����
�	��	
���	��
����	��）、と 述

べているが２）、共同体の委員会が第三国及び

国際機関に派遣している代表部についても同

じことがいえるであろう。実際に、第三国及

び国際機関に対する代表部の数が増加するに

つれ、独立の広報事務所は次第に減少し、現

在では皆無となった。広報事務所の数がピー

クに達したのは、１９８１、８２年ごろと思われ

る。

　（２）についてであるが、���委員会の第

７次一般報告（１９６３年４月１日－１９６４年３月

３１日）は、三つの共同体に共通する広報サー

ビス（後述）の統括委員会（���������	
�

�����）は１９６３年９月２３・２４日の会合で３共同

体の理事会が提出したメモランダムを承認し

たが、このメモランダムには、域外諸国にお

ける広報活動のため、これらの国に置かれて

いる加盟国大使館の広報サービスをこれまで

以上に活用することがうたわれていた（ポイ

ント３８４）。また、���������は１９６４年に刊行

した著書で、いくつかの第三国で加盟国大使

館の広報・通商担当官が定期協議を行う手続

が制定されたと述べた３）。同じことは、��

委員会の第８次、第１０次及び第１１次一般報告

（それぞれ１９７４年、１９７６年及び１９７７年をカ

バーする。）も言及している（ポイント８１、

５５、３８）。また、第１２次及び第１３次一般報告

（それぞれ１９７８年及び１９７９年をカバー）によ

ると、共同体の広報事務所にはその場所にあ

る加盟国の大使館が協力し、効果を挙げてい

る、これは、欧州自由貿易連合（����）加

盟国、東欧諸国、中国及び�����加盟国で

とくにいえることである、という（それぞれ

ポイント３７、２５）。

Ⅱ　初期の広報事務所

　����最高機関の第５次一般報告（１９５６年

４月９日－１９５７年４月１３日）によると、最高

機関は当時ボン、パリ、ローマ、ロンドン及

びワシントンの５ヵ所に広報事務所をもって

いた（ポイント３２、注）。欧州共同体が域外

に設置した最初の広報事務所が、イギリス及

び米国の首府にあったことがわかる。このう

ち、在ワシントン事務所は１９５４年に開設され
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たというが（後述）、正確な時期はわからな

い。ロンドンに置かれた事務所については、

最高機関の在イギリス代表部が１９５６年１月に

開設されたあと、その一部として発足したと

想像される。これら二つの事務所が任国でど

のようなステータスを与えられていたのかは

明らかでないが、在ロンドン事務所が代表部

の一部であったとすれば、１９５５年７月２７日に

制定された������������	���	�
�������������

���������	
�
������
��
��
�
������
���������

����������	�
��
�������	����
������������

����������	
��������������	
���������������

�����������	�
�����������������������（�����

������������	�
������������������１９５５）が

適用された筈である。なお、改めていうまで

もなく、当時イギリスはまだ����に加盟し

ておらず、また���及びユーラトムは存在

していなかった。

　１９５８年４月１３日までの１年間をカバーする

最高機関の第６次一般報告によると、����

の共同議会（１９５８年初頭に���及びユーラト

ムが発足したあと、３共同体に共通の欧州議

会となった。）は広報活動の重要性を強調す

る決議を採択した（ポイント８８）。また、同

一般報告が刊行されたときはすでに���及

びユーラトムを設立するための条約が効力を

発生していたが、最高機関は新しく誕生した

二つの委員会と広報活動の分野で協力するこ

ととし、さしあたり域内外にもつ五つの広報

事務所は、３共同体に共通の広報サービスが

設立されるまでの期間、二つの新しい共同体

も活用できることとした（ポイント９６）。

１９５８年４月１４日－１９５９年２月１日をカバーす

る第７次一般報告によると、ボン、パリ及び

ローマの広報事務所はすでに３共同体に共通

したものとなり、また１９５８年５月、はじめて

の共通の事務所がハーグに開設される一方、

域外にあるロンドン及びワシントンの事務所

については、そのステータスにつき検討が行

われているという（ポイント９）。

　１９６０年３月には３共同体に共通の広報サー

ビス（��������	

�����������������	����	）が

設置されたが（����最高機関、第１０次一般

報告［１９６１年２月１日－１９６２年１月３１日］、

ポイント４７）、域外の広報事務所については、

しばらくは３共同体委員会のそれぞれが開

設・維持していた如くである。例えば、���

委員会の第４次一般報告（１９６０年５月１６日－

１９６１年４月３０日）は、同委員会が域外諸国に

いくつかの広報事務所を設置したという（ポ

イント２６４等）。また、第７次一般報告（１９６３

年４月１日－１９６４年３月３１日）によると、

���及びユーラトム理事会は、それぞれの

委員会がジュネーヴ及びニュー・ヨークに広

報事務所を設置することに同意した（ポイン

ト３８４）４）。二つの委員会は、これらの事務所

を通じ、国際機関に対する広報活動を進める

体制をはじめて整えたことになる。このう

ち、���委員会の在ジュネーヴ広報事務所

は１９６４年６月、すなわち同委員会が在ジュ

ネーヴ連絡事務所を同年２月に設置した４ヵ

月後に開設された（注９参照）。

　また、１９６３年７月２０日、���と第１次ヤ

ウンデ協定を締結し（１９６４年６月１日効力発

生）、これと連合関係に入ったアフリカ諸国

（����）５）に対しては、当然のことながら、

���委員会が独自の事務所をつくることと

なった。同じ協定により創設された連合議員

会議は、���委員会に対し、����に広報

事務所を開設するよう慫慂した（���委員

会、第８次一般報告［１９６４年４月１日－１９６５

年３月３１日］、ポイント３１８）。

　����最高機関の在イギリス代表部は、

１９６７年７月１日、併合条約が効力を発生した

数日後の７月６日に��委員会代表部になっ

た模様である６）。しかし、在イギリス代表部

の場合は例外的で、����を含む域外の国・

国際機関にあった欧州共同体の各委員会が設

置した代表部や広報事務所の全部が実質的に

も形式的にも��委員会に共通したものにな

�筑波女子大学紀要９� � ２００５
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るには時日を必要とし、併合条約が実施され

た後、徐々に行われたと考えられる。

Ⅲ　広報ネットワークの整備

　１．年月の経過と共に、広報事務所を含む

欧州共同体の在外機関は次第にその形式を整

え、赴任先の第三国（国際機関の場合は�����

�������）の政府からも公的なステータスを与

えられることが多くなった。���委員会の

第８次一般報告（１９６４年４月１日－１９６５年３

月３１日）によると、域内外の広報事務所はい

まや“�����������	�
��”であり、またニュー・

ヨーク及びジュネーヴの事務所は“�����������

������������”という（ポイント３８２）。同じ一

般報告は、在ニュー・ヨーク事務所は国連

に、また在ジュネーヴ事務所は同地にある国

際機関及び「ヨーロッパ統合問題に関心のあ

るスイスの関係者」に情報を提供する任務を

もつ、と述べる。さらに、「１９６５年にはモン

テヴィデオにラテン・アメリカに対する広報

事務所が開設される。」とも述べている。同

じ一般報告によると、ウルグァイの首府モン

テヴィデオに広報事務所を置くことは１９６３年

６月に決定したが（ポイント３１２）、開設は

１９６５年９月となった（第９次一般報告［１９６５

年４月１日－１９６６年３月３１日］、ポイント

３２６）７）。この事務所の名称は、“���������	�

�����������	
��������������������������”で

あった。

　���委員会の第８次一般報告はさらに、

１９６４年、アテネに“��������	�
�������������

��������	�
�����������”が開設された、

ダブリンにも“������������	
������
��
���


��”が置かれている、と述べる（ポイント

３８１）。ギリシャ及びアイルランドは、当時は

３共同体に未加盟であった。

　しかし、このような動きに対し、フランス

の��������	
�������������外相は、１９６６年

１月１７・１８日の���理事会特別会合でエー

ド・メモワールを提出、そのなかで委員会が

独自の広報事務所をもつのはおかしいと述べ

たという。同月２８・２９日の特別会合で成立し

た「ルクセンブルグの妥協」では、���の広

報計画につき理事会及び委員会の協力を強化

することが決定した８）。

　２．１９６７年７月、併合条約が実施され、

��委員会が発足した。前述した３共同体に

共通の広報サービスは、同委員会の第１０総局

となった（��委員会、第２次一般報告［１９６８

年］、ポイント６０７）。域外の広報事務所の共

通化も軌道に乗った。��委員会の���������

���������、１９６８年１２月号に�����として“���

������������	��
������������	���
”が載っ

ているが、これによると、１９６８年末にあった

域外広報事務所の所在地及び所長名は次の通

りである（１５７�９頁）。

　��������	�
 ��	���
����������

　��������（������������	�
�������������）

� ��������	
����	

　������� ����	�
��

　������� ��	
�	���������

　����������	 
���	�����

　��委員会は、１９７１年後半になって東京に

広報事務所を開設する案を樹てた（第５次一

般報告［１９７１年］、ポイント５７８、第６次一般

報告［１９７２年］、ポイント５５２）。また、１９７３

年にはアンカラに広報事務所を置くことと

なった（第６次一般報告、ポイント５５２）。そ

の一方で、１９７３年１月、イギリス及びアイル

ランドが３共同体に加盟したため、在ロンド

ン代表部及び在ダブリンのセンターはいずれ

も共同体域内の事務所となった。

　第８次一般報告（１９７４年）によると、在ア

ンカラ事務所は１９７４年に設置され、また、

１９７５年、アテネに広報事務所が開設されるこ

とになった（ポイント８１）。在アテネ事務所

は、前述の“��������	�
���������”を改組し

たものであろう。在京事務所については、同

じ一般報告は、１９７４年にその開設のため必要
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な措置がとられたが、「この事務所は開設準

備中の駐日代表部の一部になるであろう。」

と述べている。代表部の開設は１９７４年７月１６

日であったが、広報担当の���������	
����

（次席で資格は�������）が着任したのは１９７５

年５月５日である。��������には前任者がい

た可能性があるが、当時の代表部の規模から

考えると、広報専任の館員ではなかったであ

ろう（後述）。

　１９７５年４月版���������の“��������	��
���

�����”の欄を見ると、当時��委員会は、域

外に次の広報事務所を維持していた（４９－５０

頁）。

（１）米国（ワシントン及びニュー・ヨー

ク）、（２）日本（東京）、（３）スイス（ジュ

ネーヴ）、（４）トルコ（アンカラ）、（５）

ラテン・アメリカ（サンティアゴ及びモン

テヴィデオ）。

　しかし、ジュネーヴ及びアンカラにある事

務所を除き、他の事務所は実質的にはそれぞ

れの任地に開設された��委員会代表部の一

部であった。同じ���������の�“��������	
��

�����”の欄では、例えば在ワシントンの���

���������	�
�����������（資格は�������）は

“���������	��
����	���
���”、また在京の

��������は“���������	
��������������������

�����������	������		
��”で、それぞれ駐米及

び駐日代表部のメンバーとなっている（２４

頁）。

　在ニュー・ヨーク広報事務所については、

���及びユーラトムの両委員会がそれぞれ

の事務所を開設したことは前述したが、それ

は１９６４年のことであったと思われる。これら

二つの事務所が、����最高機関が同地に置

いていた事務所と共に��委員会の連絡事務

所及び広報事務所となったものと想像される

が（後述）、当初は、在ニュー・ヨーク広報事

務所は形式的には在ワシントン広報事務所の

���������であった。１９７５年４月版���������で

は、在ニュー・ヨーク事務所長の�������

�����（資格は�������）が“��������	
�����”

及び“��������	��
���	��”の双方に掲げられ

ている。なお、��委員会はワシントンに代

表部をもち、同代表部はニュー・ヨークに事

務所（���������	

���）を置いていた。実貭

的には、ニュー・ヨークにあった広報事務所

は、在ニュー・ヨーク事務所の一部であった

というべきであろう。

　ジュネーヴにあった広報事務所は、��委

員会の在ジュネーヴ連絡事務所（のち代表

部）と同一のアドレスに置かれたが、形式的

にもその一部となったと思われる９）。

　在ラテン・アメリカ連絡事務所（のち代表

部）１０）は、チリのサンティアゴにあり、広報

部をもっていた。１９６５年以来、モンテヴィデ

オに広報事務所があったが（前述）、１９７５年

４月版���������では“��������	
�����”の欄

にはラテン・アメリカに対する���������	
��

���代表が掲げられ、また“��������	��
���

�����”の欄にはサンティアゴに��������

�������の名が載っているものの、モンテ

ヴィデオには��委員会の職員は１人もいな

い状態であった（２４頁）。

　��委員会の第１２次一般報告（１９７８年）によ

ると、１９７８年４月１８日、ラテン・アメリカに

対する委員会代表部はヴェネズエラに移さ

れ、サンティアゴには代表部の事務所が置か

れることとなった。サンティアゴ事務所は主

として南米大陸の南半分を管轄するという

（ポイント５２７）。広報事務所については、

１９７８年９月版���������はカラカスに一つ（代

表部の一部であろう。）、またサンティアゴに

その���������が一つ置かれていると記録する

が、在モンテヴィデオ事務所はその姿を消し

ている（５６頁）。第１２次一般報告（１９７８年）

は、委員会がマグレブ・マシュレク諸国と協

力協定を締結した１１）ことに加え、ヴェネズ

エラに代表部を開設したことで欧州共同体の

“�����������	
�������”がひろがった、と述べ

ている（ポイント３７）。
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　いずれにせよ、１９６８年末当時にくらべ、

１９７０年代にはまず日本、トルコ及びチリ（の

ちヴェネズエラ）の３ヵ国で広報事務所がつ

くられたことがわかる（ただし、東京及びサ

ンティアゴ（のちカラカス）の事務所は、実

質的にはそれぞれ日本及びラテン・アメリカ

に対する代表部の一部）。在アテネ事務所に

ついては、１９７５年９月版���������は“������

����������	
��”と述べている（５３頁）。

　第１０次一般報告（１９７６年）は、東京及びオ

タワに広報事務所が開設された、と述べた上

で、����を含む���諸国（注５参照）が

１９７５年２月２８日、���と第１次ロメ協定を

締結した点に関連し、���諸国における広

報活動が、���委員会の代表（�����������

����������仏��������������	
����
�）の 着

任と共に強化されつつある、と記述している

（ポイント５５）。なお、���������の上で、日本

及び米国にある代表部の広報サービスの長が

一時期“���������	��
����	������”として掲

げられたが（１９７６年９月、１９７７年９月、１９７８

年 ２ 月 版 等）、の ち“���������	��
����	�

�������”に訂正された。

　第１１次及び第１２次一般報告（それぞれ１９７７

年及び１９７８年をカバー）によると、マドリッ

ド及びリスボンにも広報事務所を置く準備が

進んでいるという（ポイント３８、３７）。スペ

イン及びポルトガルは、当時はまだ共同体の

域外国であった。

　１９７８年２月版���������に在アテネ、また同

年９月版に在オタワの各広報事務所が登場す

る（それぞれ、５７、５６頁）。また、第１３次一

般報告（１９７９年）は、１９７９年９月、在リスボ

ン事務所が設置された、アルジェリア、モ

ロッコ、テュニジア、エジプト、ジョルダ

ン、レバノン、シリア及びイスラエルに代表

部が開設されたので、これら諸国における広

報活動が改善された、またバンコクに広報事

務所が設けられたが、その目的は�����諸

国１２）の広報の分野での需要に応ずることで

ある、と述べている（ポイント２５）。在バン

コク広報事務所は１９７９年５月版���������に登

場するが（５８頁）、第１３次一般報告がいうよ

うに、実際はバンコクに開設された南・南東

アジアに対する��委員会代表部１３）の一部で

あった。在リスボン事務所は、１９７９年９月版

���������にはじめて掲げられた（５７頁）。

　第１４次一般報告（１９８０年）は、１９８０年に在

マドリッド事務所の開設準備が終わったとい

う（ポイント４８）。同事務所は、１９８０年２月

版���������に初登場している（８４頁）。

　３．かくて、第１５次一般報告（１９８１年）が

述べているように、このころ��委員会は、

九つの非加盟国（スペイン、ポルトガル、ト

ルコ、米国、カナダ、ヴェネズエラ、チリ、

日本及びタイ）並びにジュネーヴ及び

ニュー・ヨークに広報事務所をもつ状況とな

り（ポイント４４）、その数は１１に達した。な

お、ギリシャが１９８１年１月１日、欧州共同体

に加盟したので、在アテネ事務所はこれに算

入されていない。さらに、第１６次一般報告

（１９８２年）によると、委員会はキャンベラ及

びベオグラードにある代表部にも広報事務所

を付設した（ポイント６３）。

　在ニュー・ヨーク広報事務所に関しては、

１９７４年１０月１１日、第２９国連総会において

���にオブザーバー・ステータスを付与する

内容の決議３２０８（����）が採択され、これが

契機となって、��委員会はニュー・ヨーク

に独立の国連代表部を置くこととなった。し

かし、前述のように、在ニュー・ヨーク広報

事務所は在米代表部の広報事務所の一部であ

り、国連代表部が開設されたあと、同事務所

はしばらくは代表部と併存の状態にあったと

思われる（注２０参照）。

　４．１９８１、８２年ごろ、��委員会の域外に

おける広報事務所のネットワークは完成し

た、といえるのであろう。しかし、その一方

で、委員会は第三国及び国際機関に対し多数

の代表部を設置するようになった。例えば、
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１９７９年９月版���������	によると、��委員会

は米国、カナダ、ラテン・アメリカ、日本及

び南・南東アジアの５ヵ所並びに国連、

����、在ジュネーヴ国際機関及び在ウィー

ン国際機関のそれぞれに代表部を開設してい

たが（２４�６頁）、１９８０年２月版では国際機関

に対する委員会の代表部の数は計４で変わら

ないものの、第三国（オランダ領アンティル

を含む。）に対しては実に４５の代表部が掲げ

られている（８５�９４頁）。

　代表部が開設されれば、広報活動は当然、

代表部の任務の一つとなる。そのため広報事

務所は新設されることがなくなり、既存のも

のも代表部に吸収されることになるのであ

る。事 実、���������の“��������	��
���	��”

の欄に掲げられる広報事務所は加盟国内に置

かれたものがそのほとんどで、域外に設けた

事務所は減少して行った。例えば、１９８６年１０

月版には、域外ではアンカラ、リスボン、マ

ドリード及びジュネーヴにあった広報事務所

の四つが載っているのみで、さらに１９８７年２

月版の“��������	
���������”の欄に在トル

コ代表部が登場、“��������	��
���	��”の欄

から在アンカラ広報事務所が消えた。加え

て、１９８６年１月、スペイン及びポルトガルが

欧州共同体に加盟したので、両国にあった広

報事務所もわれわれの研究対象からはずれた

ことになる。

　１９９３年１１月に��が発足、��委員会は欧

州委員会となったが、そのころまでに域外の

広報事務所は一つも存在しなくなった。１９９４

年１０月版������������で欧州委員会の域外に

おける代表部を眺めると、“���������	��
���

��������	�
�”をスタッフにもつ代表部は日

本、米国（ワシントン）及びヴェネズエラの

三つで、このほか、在米代表部の在ニュー・

ヨーク事務所の�����������	は単に“������

��������	
���	”また在ハンガリー代表部の

次席（�������）は空席のまま“��������	��担

当”として掲げられている。����は������

����の１９９６年春季版からは欧州委員会の国

連代表部に“��������	��
���	��”として掲げ

られるようになった。彼女の後任となった

���������	��
は、１９９７年４月から２０００年１

月版までの����������に“���������	��
���

��������	�
�”として載ったが、その離任後、

このポストは掲げられなくなった。

　ヴェネズエラについては、１９９４年版�������

����に“���������	��
����	���
���”のポス

トがあったが空席であった。この状態は１９９５

年３月及び１９９６年春季版でも変わらなかった

が、１９９７年４月版で消えた。また、在ハンガ

リー代表部の次席ポストも１９９５年３月版で消

えている。

　こうして、１９９８年３月版�����������では

日本及び米国の首府に置かれた代表部のみに

“��������	��
���	��”のポストが掲げられて

いるという状態になった。この状態は現在も

そのまま存続しているが、一再ならず述べた

ように、東京及びワシントンに独立の広報事

務所が存在している訳ではない。広報サービ

スがそれぞれの代表部にあるいくつかのセク

ションの一つとなっているのである。日本及

び米国以外の第三国及び国際機関に対する代

表部にも広報担当のセクションが置かれてい

る筈であるが、何故か����������に記載さ

れていない。

Ⅳ　東京及びワシントンにあった広報事
務所

　一般的にいって、欧州共同体がその初期に

第三国または国際機関に対して設置した広報

事務所は開設の時期や性格が必ずしもはっき

りせず、任国より与えられるステータスもま

ちまちで、また広報事務所が連絡事務所また

は代表部に改組される場合でも、改組がゆる

やかに行われ、その時期をはっきり特定でき

ないことがある。

　この点を説明するため、日本及び米国の首
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府に置かれた欧州共同体の代表部・事務所を

例にとろう。

（１）駐日代表部・広報事務所

　日本は欧州共同体と外交関係を樹立した最

初の第三国の一つである１４）。これに対して、

すでに述べたように、��委員会は１９７１年後

半、東京に広報事務所を設置する計画を樹

て、��理事会は１９７１年９月２０日、委員会の

計画に同意した。１０月２５日、委員会で広報を

担当する��������	�
�����委員は安倍晋太郎

外相に書簡を送付し、協力を要請した。外務

省『わが外交の近況』（以下『外交青書』）第

１６号（１９７２年）は、「��委員会は、ワシント

ン、ロンドン等に代表部ないし事務所を設置

しているが、東京にも近く��広報事務所を

設置したい意向でありすでに予算措置がとら

れた趣である。」と述べている（２１６頁）。

　１９７２年３月、��委員会は下準備のため

���������委員を日本に派遣した。『外交青

書』第１７号（１９７３年）は、「本件については、

今後さらに日・��間で調整を要すべき点が残

されているが、近い将来に実現の運びとなる

ことが期待される。」というが（２０８頁）、��

委員会側は事務所の法人格の承認、所得税の

免除をはじめとする外交特権の付与を求め、

日本政府はこれに否定的であったといわれ

る。

　１９７３年７月になって、��委員会は、駐日

代表部の設置及び同代表部に対する外交特権

付与の希望を伝えてきた。同年９月１７日、副

委員長の����������	
�����	���は、東京で

大平正芳外相に対し、日本及び��の間の対

話を深めるため、１９７４年にも東京に代表部を

設置する計画を進めていることを明らかにし

たところ、日本はこの計画に基本的に合意し

た。『外交青書』第１８号（１９７４年）は、「��が

超国家性をもつ機関で、在日代表部が通常の

外交使節の機能に準ずる機能を果たすことを

考慮し、特権免除供与に同意することとし、

オルトリ委員長（注　��������	
�����������）

訪日の際その内容につき最終的に合意した。」

と述べている（上巻、３７０頁）。

　オルトリ委員長は１９７４年２月１８日－２４日、

政府賓客として来日したが、２月２０日付日本

経済新聞によると、代表部設置問題は１９日ま

でにほぼ終了した（４面）。２月２２日、��委

員会代表部の設置並びにその特権及び免除に

関する協定が、鶴見清彦外務審議官及びオル

トリ委員長に随行して来日中の��������	�委

員会事務総長の間で仮調印された。

　翌２３日付朝日新聞及び毎日新聞は、日本が

加盟していない国際機関の代表部に外交特権

を付与するのはこれが初めてである、と報じ

ている（それぞれ７面）。この協定は、３月

１１日、ブリュッセルでベルギー駐剳の安倍勲

大使（欧州共同体に対する代表を兼ねてい

た。）及びオルトリ委員長の間で正式調印さ

れ、５月２７日、国会がこれを承認、５月３１日

に効力を発生した（昭和４９年条約第３�

号）１５）。

　この協定は、第３条において、代表部、そ

の長及び職員並びにこれらの者の世帯に属す

る家族は、一定の条件の下に、「外交関係に

関するウィーン条約に従って与えられる特権

及び免除に担当する特権及び免除」を享受す

る、と定めている。したがって、広報部が代

表部の一部であれば、その職員及び家族は、

当然同じ特権を享受することになる。

　１９７４年７月１６日、��委員会の��������	

�����������	��一等書記官（経済・通商担当）

が代表臨時代理として東京に着任、駐日代表

部を設置した。同年１１月２６日、同委員会の初

代代表、���������	
���が木村俊夫外相に信

任された。

　１９７５年５月５日、���������	
����副代表

が着任した。１９７６年９月ないし１９７９年８月版

���������によると、��������の資格は“�����

��������（���������	��
����	������）”となっ

ているが、それ以前の版、例えば１９７５年４月

及び９月版では、彼は“���������	
��������

�� 川崎晴朗：欧州委員会の在外広報事務所

―　８１　―



�����������	
���
����������
�������”となって

いる（前述）。��������は１９７９年秋に離任した

が、日本の外務省が刊行している外交団リス

トによると、彼の資格は、その在勤期間を通

じて、“���������	
���������	����（���������

�����������		�
��������
���）”である。いず

れにせよ、��������の着任により、駐日代表

部は�����代表、��������副代表及び�������

���書記官の３人で構成されることとなり、

この体制は１９７５年７月２日、２人の女性館

員、すなわち���������	�
����������
及び

����������	��
����	��（いずれも資格は

����������������	
、����������は広報担当）

が着任するまでつづいた。前述のように、

１９７５年４月版���������によると、当時すでに

東京に広報事務所が置かれていたというが、

��������副代表の着任まで、�����代表または

���������書記官のいずれかが広報部門を兼

任したのであろうか。��������の後任となっ

た広報部長は、次の７名である（日付は着任

日）。

　１９７９年８月１５日　��������	
��
�	

　１９８１年９月１０日　���������	
��

　１９８５年３月２１日　��������	
��

　１９９１年２月３日

����������	
�������	１６）

　１９９１年１１月１日　����������	
�

　１９９５年５月２２日　��������	
��������

　２０００年１月３０日　�����������	��

　代表部の強化に伴い、次席が広報部長を兼

ねることは次第になくなった。各広報部長の

資格については、��������以外の部長はほと

んど全員が参事官の資格をあわせもつ。例外

は������及び������両部長で、前者は１９９０

年５月１５日、二等書記官として着任、のち一

等書記官に昇格したが、農業及び社会問題の

担当であった。その後、参事官に昇格、１９９１

年１１月、広報部長となった。また、������

部長は、着任当時から公使参事官の資格を与

えられていた。

　��委員会が１９７１年、東京に広報事務所を

置くことを決定、そのための準備を進めたも

のの、結局広報サービスとして１９７４年に開設

された駐日代表部の一部となった理由は、

１９７３年７月９日付日本経済新聞が報じたよう

に、広報事務所にどのようなステータスを付

与すべきかの点で、日本政府及び��委員会

の間に完全な合意が成立しなかったためであ

ろう（５面）。

（２）駐米代表部・広報事務所

　米国は、���及びユーラトムの発足後、

各共同体の委員会に代表を派遣する最初の国

となった。１９５６年３月１３日以降����最高機

関に対する米国代表として活動していた����

���������	

����
�大使は、１９５８年２月２８日

及び３月１３日、それぞれユーラトム委員長及

び���委員長に信任状を提出している。こ

れに対して、����最高機関は比較的早期に

ワシントンに広報事務所を開設し（前述）、

���及びユーラトムの設立後は、これら共

同体の委員会も同地に常駐職員を置くように

なったが、��委員会の発足後は、相互主義

の立場からも同委員会が在米代表部を設置す

る必要性が痛感されるようになった。

　���委員会及びユーラトム委員会は、二

つの共同体のそれぞれがもつ理事会に対し、

米国及びイギリスに３共同体共通の代表部

（��������）を設置することを提案していたが

（イギリスについては、����最高機関がロ

ンドンに開設していた代表部を３共同体共通

の代表部にするとの内容であろう。）、１９６０年

２月１日、���理事会及びユーラトム理事

会は合同会議を開催、両委員会の提案に原則

的な同意を与えた。この点は���委員会の

第３次一般報告（１９５９年３月２１日－１９６０年５

月１５日）、ポイント３９０及び第４次一般報告

（１９６０年５月１６日－１９６１年４月３０日）、ポイン

ト２２２で明らかであるが、第４次一般報告は

さ ら に、１９６０年１１月１９日、欧 州 議 会 が

“���������	
�������
��
���������
�����������
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����������	
�������	�
���������	��������

�����１����������	
��
����������
��
�����
���

��������	
�	�
	�������”と題する決議を採択

したことにふれ、その際欧州議会は、���

及びユーラトムの両理事会が同年２月に同意

を与えた二つの委員会の提案がなるべく早く

実施されることにつき希望を表明したと述べ

ている。しかし、３共同体に共通する駐米代

表部の開設には、なおかなりの年月を必要と

した。（最高機関の在イギリス代表部の場合

は、前述したように、１９６７年７月１日に併合

条約が実施された数日後に��委員会代表部

となった。）

　１９７１年２月２５日、ニクソン大統領は議会に

“����������	���
�����
��”を提出、その中で

次のように述べた。

　米国が（欧州共同体との）協議（����

���������）を拡大すべきであるとの意見

が出され、これらの意見には、共同体が

より高いレベルでワシントンで代表され

る可能性に関するものがあった。米国

は、…共同体が行うこのような意見のい

ずれについても、その履行を歓迎するで

あろう１７）。

　このような経緯ののち、��委員会は１９７１

年７月２２日に駐米代表部を開設し１８）、同年

１０月１８日、��������	����
	�が初代代表とし

てワシントンに到着した。�����代表は同年

１０月２０日、�����������	
���国務長官に信任

状を提出、公式に活動を開始した。

　米国務省は１９７１年９月２８日、すなわち��

委員会の駐米代表部の開設後になって、

���������	
��上院議長に対し��委員会の

代表部及びそのスタッフに諸外国の在米外交

代表部（大使館・公使館）及びそのスタッフ

に対するのと同じ外交特権を付与すべきであ

るとしてその説明を行う書簡を送り、１０月１５

日、���������	
������議員はそのための法案

��２７００を提出した。

　１９７２年３月２日、米国国務省����������

��������		�欧州担当国務次官補代理は、上

院外交委員会公聴会で“����������	
��
��


��������	
�������������
	�
�
������”と

題するステートメントを読み上げた１９）。

　これによると、米国及び欧州共同体のそれ

迄の公式関係は次の通りであった。

（�）１９５４年、ワシントンに（����最高機

関の）広報事務所が設置された。

（�）１９６０年、共同体職員が１名、原子力エ

ネルギー問題（��������	�
��������
）

を担当するためにワシントンに任命さ

れた。

（�）このような初期の動きから、より一般

的な責任をもつ連絡事務所及び広報事

務所が形成された（����������		�	���

����������	
���	���	�	�����	������

��������	�
	�	����	�����������	�������

������������	�
����	����

	��）。

（�）その後、��委員会は駐米代表部の設

置を決定し、初代代表として�����を

任命した。国務省は、この決定を歓迎

した。

　��������		�次官補代理は、��委員会の駐

米代表部につき、「代表部及びそのメンバー

に完全な（外交）特権及び免除を付与するこ

とは正当である（���������	
）と考える。欧州

共同体が主権の属性（����������	
�	�
���

������）を備えたユニークな（国際）機関であ

るというのがわれわれの見解である。」と述

べた。

　公聴会の５日後の１９７２年３月７日、法案

��２７００は上院を通過、また１０月１１日になって

下院を通過し、１２月５日、ニクソン大統領は

���������	
����	１１６８９に署名、同法案は成立

した。�����代表の着任後１年あまりが経過

していたが、この間、米国政府は同代表及び

彼のスタッフに何等の外交特権も認めなかっ

たのであろうか。

　��������		�次官補代理は、ステートメン

トで、ワシントンに欧州共同体の連絡事務所

�� 川崎晴朗：欧州委員会の在外広報事務所

―　８３　―



及び広報事務所がつくられたと述べた。上記

（�）でふれた、１９６０年に原子力エネルギー

問題を担当するため米国に任命された共同体

職員とは、１９５８年１月に発足したユーラトム

委員会事務局のメンバーと考えられるが、彼

が１９６０年、米国に赴任して同委員会の在ワシ

ントン連絡事務所を開設したのであろう。

　さて、��委員会の第５次一般報告（１９７１

年）には、ユーラトム委員会の在ワシントン

事務所は��委員会の連絡事務所になった、

との記述がある（ポイント１５１）。それでは、

ユーラトム委員会の在ワシントン連絡事務所

は１９７１年に��委員会の連絡事務所になった

のであろうか。��委員会は１９６７年７月に発

足したが、同委員会が編集した１９６８年１２月

版���������の�����を見ると、“��������	
��

�����”の一つとしてワシントンに ��������

��������������	�

��������������	が あ り、

��������	�
�����の名が掲げられている（１３８

頁）。そこで筆者は、ユーラトム委員会の在

ワシントン事務所は、おそくとも１９６８年末ま

でに��委員会の連絡事務所に改組されたと

考えたい。なお、同じ��������は、��委員会

の在米連絡事務所は１９６０年から存在してい

た、と述べているが（ポイント１５１）、これは

ユーラトム委員会の職員がワシントン着任し

た時点を同連絡事務所の開設日と見做してい

るためであろうか。

　一方、��������		�次官補代理のいう在ワ

シントン広報事務所は、上記（�）の����

最高機関の広報事務所が���委員会及び

ユーラトム委員会にも共通の事務所になった

ものであろう。しかし、いつかかる改組が行

われたのか明らかでない。

　いずれにせよ、１９７１年１２月の��������が記

述しているように、��委員会の連絡事務所

は、ワシントン及びニュー・ヨークにあった

広報事務所と同様、同委員会の駐米代表部が

新設されると、これに統合（����������	）さ

れた（ポイント１５１）。��委員会の１９７５年４

月版���������によると、ワシントンに在勤す

る同委員会の代表は����������	
��、また同

代表部の在ニュー・ヨーク事務所所長は

����������	
（資格は�������）で、代表部及

び在ニュー・ヨーク事務所のそれぞれが広報

部をもち、代表部については��������（既

出）が���������	��
����	���
���、また、在

ニュー・ヨーク広報事務所については�����

所長が���������	��
����	���
���を兼ねる

体制であった。在ニュー・ヨーク事務所は、

“���������	
��
���	��	�
��������	������”と

なっている（２４、４９頁）。なお、����代表は

�����代表の後任で、１９７４年１月１６日に米国

政府に信任されたほか、委員会の国連代表を

兼ねた。

　��委員会の米国における外交・広報活動

の体制にしばらく変化はなかったが、１９７６年

９月版���������で駐米代表部から独立した国

連代表部が登場する。初代代表は���������	

�����である（２４頁）。国連代表部は、駐米代

表部の在ニュー・ヨーク事務所を母体に誕生

したのであろう。在ニュー・ヨーク広報事務

所は依然として在ワシントン広報事務所の

���������となっているが、１９９５年３月版

����������では国連代表部の広報事務所と

なり（２９５頁）、さらに２００１年版����������

（同年３月１日の状況を示す。）で姿を消し�

た２０）。

　１９９０年２月版��������から１９９６年春季版

����������まで、サン・フランシスコに駐米

代表部の事務所が掲げられている（��������

������は��������	
��）。同事務所は、当然広

報活動に携わったことであろう。

　駐米代表部及び広報事務所の沿革をこれ以

上詳細にたどったり、所長または広報部長の

歴任表（上記（１）の在京代表部の広報部長

の歴任表のような）を作成したりすること

は、資料が不十分なため、現段階では困難で

ある。後日を期することとしたい。
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Ⅴ　いくつかの感想

　ここで、現在の筆者がもつ二、三の感想を

書きしるすこととしたい。

　１．「はしがき」で述べたように、筆者は、

欧州共同体による受動的使節権の行使状況の

研究に引きつづき、能動的使節権が��理事

会（及びこれに先行する��理事会）並びに

欧州委員会（及びこれに先行する各委員会）

によりどのように行使されてきたか、その実

態を探りたいと考え、関連資料を収集してい

る。本稿は欧州委員会が第三国及び国際機関

に置いた広報事務所につき、これまでの沿革

にふれたものであるが、これは同委員会によ

る能動的使節権の行使ぶりと密接な関係を

もっている。

　それにしても、とくに初期に開設された広

報事務所については、その開設の時期・ス

テータス等について必ずしもはっきりしな

い。本稿では、欧州委員会の東京及びワシン

トンにある広報事務所または広報サービスの

沿革を手持ちの情報をもとにやや詳細に示し

た。これまでに欧州共同体の各委員会により

第三国や国際機関に設置された他の広報事務

所についても、いずれその一つ一つにつき歴

史を再構築することとしたい。

　２．欧州共同体のもつ使節権は、発足後し

ばらくの期間は、その受動面にくらべると能

動面ではとくに活発に行使されることはな

かった。すなわち、多くの第三国が欧州共同

体に代表部を派遣する一方、共同体の各委員

会が域外に代表部を開設することには、当初

はかなりおくれ
・・・

が見られたのである。拙見で

あるが、��委員会が１９８１、８２年ごろまでは

多くの第三国及び国際機関に広報事務所を置

いたのは、一つには代表部にかわり、さしあ

たっては広報事務所を設置し、それによって

当該国・国際機関における委員会のプレゼン

スを確保しようとしたためではなかろうか。

筆者はまた、１９８０年代に入るまで、委員会が

域外になかなか代表部を開設できなかったの

は、「ルクセンブルグの妥協」（前述）のいわ

ば後遺症の一つであったと想像している。

　��委員会の第６次一般報告（１９７２年）は、

欧州共同体の対外政策にとり制度的な手段、

とくに域外世界にかかわるための手段を強化

することは不可欠で、「これにより、共同体

はその能力にふさわしいステータスを諸国際

機関の間で占め、若干の国・国家グループに

おける能動的プレゼンスの政策（����������	�


�����“��������”、仏 ���������	
�	����������

����������	）を発展できるようにしたい。」と

主張しているが（ポイント３７９）２１）、１９７０年

代に入っても、��委員会が域外にもつ代表

部の数は寥々たるものであった。例えば、

１９７０年９月版���������によると、当時��委

員会の在外事務所としてはイギリス、米国

（ワシントン）、チリ、ジュネーヴ及びパリに

置かれた５館にすぎず（１３�４頁）、１９７１年９

月版でも、これにニュー・ヨーク事務所が加

わり、また在チリ代表部が在ラテン・アメリ

カ代表部として掲げられ、かつこれにモンテ

ヴィデオ事務所が加わったことにとどまる。

（１５�７頁。なお、この版で、おそらく������

����でははじめて、在イギリス及び在米代表

部のそれぞれに広報事務所が掲げられた。前

者には����������、また後者には��������	
�

��������の名が見える。）しかも、これら初

期の代表部・事務所の構成メンバーは少数で

あった。第６次一般報告の記述は、当時の

��委員会が域外での「能動的プレゼンス」を

強化するため、代表部・広報事務所のいずれ

を問わず、「制度的な手段」をもっともちた

いと強く願っていたことを示しているようで

ある。

　１９７５年６月１８日の欧州議会で中国及び

���の関係につき討議が行われた際、リベ

ラル・グループ所属議員の���������	
�は、

��委員会が将来、北京または上海に何等か

の事務所（��������	��
��

���）をもつことを
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希望する旨発言した２２）。�������議員のい

う「事務所」が具体的に何を意味しているか

は明らかでないが、例えば１９７５年９月版の

���������を見ると、当時��委員会は域外に

六つの代表部（米国、カナダ、ラテン・アメ

リカ、日本、����及び在ジュネーヴ国際機

関に対する）並びに七つの広報事務所（東京、

サンティアゴ、モンテヴィデオ、ジュネー

ヴ、アンカラ及びワシントン、また、

ニュー・ヨークに在ワシントン事務所の

���������。なお、在アテネ事務所は“������

����������	
��”）を維持していた（２３�５、５３�

４頁）。１９７０年代初頭の状況にくらべて改善は

見られるものの、��委員会にとりまだ在外

公館数は十分でなく、�������議員も、委員

会は中国に代表部でなくとも、少なくとも連

絡事務所または広報事務所はもつべきであ

る、と考えたのかも知れない。

　その後、��委員会（のち欧州委員会）の在

外代表部は次第にその数をふやし、前述のよ

うに、１９８０年２月版���������には５０に近い代

表部が掲げられた。２００３年２月現在では、第

三国及び国際機関に対する欧州委員会代表部

の数は計４９でほとんど変わらなかったが

（２００３�０４年版����������、２５８�２６７�頁）２３）、

２００４年５月１日に中欧・地中海地域の１０ヵ国

が��に新規加盟したため、これらの国に置

かれた委員会の代表部はわれわれの関心から

はずさなければならなくなった。

　ちなみに、中国については、��委員会は

北京に代表部を開設することとし、これに関

連して、������������	
�委員（対外関係担当）

を中国に派遣することを決定した。人民日報

の関連記事を眺めてみよう（いずれも４面）。

１９８７年３月２８日付によると、���������委員

一行は３月２６日、北京に到着し、翌２７日、鄭

拓彬（��������	
��）対外経済貿易部長と会

談した。３月３１日付及び４月１日付による

と、３０日、���������委員は陳慕華（�����

�����）国務委員（女性）と、また３１日、ウ

ランフ（���������）国家副主席及び李鵬

（�������）副総理とそれぞれ会見した。また、

４月２日付同紙は、委員一行が上海及び杭州

訪問のため、４月１日に北京を離れた、と報

じた。

　その一方で、同紙４月１日付によると、３

月２８日、ブリュッセルで��委員会の駐中国

代表部の設置並びにその特権及び免除に関す

る協定が共同体に対する中国政府代表・劉山

（��������）大使及び��委員会の���������

�����対外関係総局長により仮調印されたが、

これを受けて３月３１日、北京滞在中の���

������委員は周南（��������）外交部副部長

と同協定に本調印した。

　１９８８年１月版���������にはじめて委員会の

在中国代表部の欄が設けられたが（１０６頁）、

誰が代表臨時代理となり、いつ着任したので

あろうか。１９８８年５月２７日付人民日報による

と、初代代表����������	
����は５月２１日に

北京に到着、２６日、人民大会堂で、楊尚昆

（�����������	�）国家主席に委任状を提出し

た（４面）２４）。

　３．欧州共同体に限らず、一般的にいっ

て、国際機関は使節権を能動的に行使するよ

りも、これを受動的に行使することが多い。

もっとも、筆者は、厳格な意味で使節権を行

使している国際機関はこれまでのところ欧州

共同体が唯一のケースであると考えており、

したがって、ここにいう国際機関の使節権と

は加盟国との間で行使される、いわば広義の

使節権である。

　次に、第１次大戦後ジュネーヴに創設され

た国際連盟の例を挙げることとしたい。���

����によると、当初、国際連盟事務局は連盟

国とのコミュニケーションのためには各国政

府と直接に接触することを希望し、連盟国が

ジュネーヴに常駐代表を派遣することを����

�������した。スイス政府もベルン以外の地

方都市にもう一つの、そしてより活発な外交

団（�������������	
���	���������������	�����
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���������	����
����	�����）が存在することを

嫌った。しかし、連盟国は次第にジュネーヴ

に事務所を設置するようになり、これらは

“����������	�
�������”と呼ばれ、またその

数は次第に増加し、国際連盟に対する外交団

を形成した。これら代表部は人員数もまちま

ちで、その長の資格も大使から書記官（����

������）まであったという２５）。

　このように、国と国際機関との間の外交関

係については、この関係が狭義のものであ

れ、また広義のものであれ、必ずしも相互主

義によって支配される訳ではないようであ�

る２６）。畢竟するに、国際機関はこれを創設

することに同意した複数の国の意思に基づ�

いて、また、その目的・任務の達成に必要�

な範囲で国際法上の行為能力を取得する主�

体――山本教授の表現をお借りすれば、「派

生的・第二次的な国際法主体」２７）――である。

そのため国際機関は、一般的に、加盟国との

関係では相互主義を主張できないのであろ

う。そして、国際機関及び域外第三国の関係

については、おそらくそれ以上に相互主義が

保証されていないのであろう。

　それでは、二つの国際機関の間の関係につ

いてはどうか。国際機関が対外的行為能力を

与えられているとしても、それは当該国際機

関がその目的・任務を達成するのに必要な範

囲内に限られており、したがって国際機関に

より具体的な行為能力の範囲及び内容が異な

る。その上、一般的にいって、国際機関同士

の間の関係は、現在の国際社会の成熟度では

「外交関係」と呼ぶにはあまりにも実質を欠

いており、筆者はこれを相互主義的なものか

否かを論ずること自体、あまり意味がないと

考えている。

　しかし、欧州共同体についてはどうか。そ

の発足当時はともかく、共同体の対外的機

能・任務が強化・拡大されるにつれて、少な

くとも第三国との関係は次第に相互的な性格

を帯びるようになった、といってよいのでは

なかろうか。筆者は、使節権について欧州共

同体がこれを能動面でも広く行使するように

なったのは、その一証左であると考える。た

だし、欧州委員会及び��以外の国際機関の

間における代表の交換については相互主義が

十分に作用していない。���������は、他の

国際機関は常設代表部を設置する権限を与え

られておらず、したがって、これら国際機関

との接触を維持するため、委員会が代表部を

派遣するほかなかった、と述べている２８）。

　この点に関連して付言すれば、併合条約の

実施後、��委員会（のち欧州委員会）は同委

員会が域外に派遣する代表部の長の多くに、

「代表」に加えて「大使」のタイトルを、また

彼 の ス タ ッ フ に は そ れ ま で の“������

�������”、“�������”等にかわって参事官、

書記官等の資格を与え、さらに、おそらく

１９８０年代なかば以降、代表部を接受している

第三国政府に対し、委員会の代表が外務大臣

でなく国家元首に信任されることを求めるよ

うになった。これは、拙見では、欧州共同体

が国際政治・経済関係において国家（それも

大国）と並ぶ重要な地位を占めるに至ったこ

とを域外に示そうという��委員会の強い意

向を反映するもので、��の発足後は、欧州

委員会は第三及び国際機関が委員会代表の

「格」を重視することを一層強く望むように

なったと想像される。そして、欧州委員会の

このような方針が完全に実施されれば（相手

国・国際機関の同意を得て）、委員会の代表

部と通常の外交代表部との類似性は一層強ま

ることとなろう。ただし、現段階では欧州委

員会の代表の全部が真正の外交代表として扱

われている訳ではないようで、�����のいう

ように、委員会の在外代表は��������	
�
�	

をもたず、彼らの公式のタイトルや代表部の

正式名称すら接受国によって異なるのが実情

のようである２９）。

　それにしても、一般的にいって、欧州委員

会の在外代表のステータスは明らかに高まっ
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ている。日本に派遣されている委員会の代表

を例にとろう。第４代代表���������	
	�����

���は１９８７年５月１４日、倉成正外務大臣に信

任されたが、それまでの３人の代表の資格

が�“����������	�
����”のみであったのにく

らべ、彼は“����������”の称号をあわせて

与えられていた。さらに、第５代代表の

�����������	
���大使は、１９９０年７月３１日、

天皇陛下に信任状を奉呈した３０）。日本の外

務省が刊行する外交団リストでは、�����と

して“���������	�
�	����	������	������	�”が掲

げられているが、１９７４年７月に��委員会の

駐日代表部が東京に開設されたあとの同年１０

月版から一時期、�����１として欧州委員会

が、また�����２としてその他の国際機関が

それぞれ掲載されるようになった。そして、

１９９０年７月、����大使が陛下に信任された

あとは、委員会代表部は�����でなく、日本

に外交代表を派遣している諸外国を���順

に配列したメイン・リストの末尾に掲げられ

るようになった。

　４．欧州委員会がジュネーヴ及びニュー・

ヨークに代表部をもち、それぞれ在ジュネー

ヴ国際機関及び国連との関係の維持につとめ

ていることは既述したが、委員会はこのほか

パリ、ウィーン及びローマにも代表部を有す

る。パリにある代表部は����及びユネス

コ、ウィーンにある代表部は同地にある国際

機関、また在ローマ代表部は���に対しそ

れぞれ委員会を代表しているが、これら代表

部が置かれているのはそれぞれフランス、

オーストリア及びイタリアで、いずれも��

加盟国である。すなわち、��域内に三つの

国際機関代表部が存在していることになる。

もっとも、　オーストリアは１９９５年１月１日

に��に加盟したが、在ウィーン国際機関代

表部はこれより十数年前の１９７９年４月２日の

開設である。（この日、それまで在パリ代表

部の次席であった�������������が初代代表

として着任した。）同代表部は、１９９４年末ま

では第三国で活動していたことになる。

　パリ、ウィーン及びローマにある代表部も

当然広報部をもつが、理論的には
・・・・・

、これら

３ヵ国の政府または国民を本来の対象とはし

ていない、広報活動はそれぞれが管轄する国

際機関に向けられている（すなわち、一種の

域外広報活動を行っている）と考えるべきな

のであろう。しかし、実際には
・・・・

、これら代表

部が３ヵ国の「ヨーロッパ統合問題に関心の

ある関係者」にも広報サービスを行っている

ことはいうまでもない３１）。

　５．筆者は、第三国・国際機関に対する欧

州共同体の能動的使節権は、現在までのとこ

ろ欧州委員会によって行使されており、同委

員会が第三国で維持している代表部（�������

�����）は国家の間で交換される外交代表部

（大使館・公使館）とほぼ同じステータスをも

つに至った、といって差し支えない（少なく

とも、これら代表部のほとんどについて）、

と考えている。しかし、「はしがき」で述べ

たように、欧州委員会が��域外で維持して

きた広報事務所や、��理事会が国際機関に

対して設置している連絡事務所を共同体がも

つ能動的使節権のあらわれと見做すことに

は、筆者は懐疑的である。

　一方で、欧州委員会に対し、若干の国際機

関及び国・国際機関以外の非国家主体が連絡

事務所を開設している。同委員会が刊行して

いる外交団リストが、共同体に対する第三国

の代表部（��������）の欄につづいて、“���

���������	
����������������
��	��	
�”の リ

ストを設けているので（ただし、１９９４年１０月

版以降）、どのような非国家主体の連絡事務

所が置かれているかは瞭然としているが３２）、

筆者は、これら事務所を欧州共同体の受動的

使節権の表現と考えることも困難ではないか

と思う。しかし、このような連絡事務所の一

部が、将来第三国の代表部と同じステータス

を享受するに至る可能性は否定できないであ

ろう。
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　６．本稿では、欧州共同体の域外における

広報活動の実態には直接ふれず、この活動の

媒体としての欧州委員会の各広報事務所及び

各代表部の広報部について、その沿革を描出

するにとどめた。

　��は地理的に拡大し、いまや加盟国は２５

を数えるようになった。また、経済・通貨同

盟（���）が１９９９年１月１日、第３段階に移

行し、多くの加盟国で単一通貨（ユーロ）が

流通するようになり、２００４年１０月２９日、欧州

憲法制定条約が全加盟国の首脳により調印さ

れる（この条約は、２００５年１月１２日、欧州議

会本会議により賛成多数で承認された。）等、

��を通ずる欧州の統合はますます深化の方

向に進んでいるようである。

　��にとり、第三国及び他の国際機関に対

する広報活動の必要性・重要性は今後ますま

す高まることであろう。したがって、��の

広報政策については、われわれはその手法・

内容等を分析し、把握することにも十分な関

心を向けるべきであろう。

おわりに

　すでに述べたように、１９７３年７月、��委

員会が駐日代表部の設置及び同代表部に対す

る外交特権付与の希望を表明したとき、日本

政府は欧州共同体の「超国家性」を考慮して

この希望に応ずることにした。これも前述し

た点であるが、��委員会が駐米代表部を開

設したあとの１９７２年３月、米国国務省

��������		�次官補代理は上院外交委員会で、

欧州共同体は「主権の属性を備えたユニーク

な国際機関」である、と述べた。

　このように、欧州共同体または欧州委員会

が域外第三国に派遣し、またこれらの国から

接受する代表部が���������	
������を有する

ことは、欧州共同体の「超国家的性格」に由

来すると説明されている。欧州共同体と他の

国際機関との間で交換されている代表部につ

いても、これら代表部が���������	
������を

完全に付与されているとすれば、同様な説明

が行われ得るであろう。

　それでは、欧州委員会の広報事務所につい

てはどうか。

　１９８０年代初頭まで、域外第三国及び他の国

際機関に対する広報活動は主としてこれら第

三国・国際機関に対して設置された��委員

会の広報事務所により展開された。しかし、

委員会は次第に第三国等に多数の代表部を開

設するようになり、それに伴って、広報活動

は次第に代表部に課せられた任務の一つとし

て推進されることになった。現在では、欧州

委員会は域外に独立の広報事務所をもたな

い。過去に存在した広報事務所が派遣先でど

のようなステータスを付与されていたかは興

味のある問題であり、できるだけ資料を集

め、実証的に検討すべきであろうが、現実の

問題ではなくなったことは事実である。

　本稿により、欧州共同体の各委員会による

域外広報事務所の開設が、共同体による能動

的使節権の行使と不即不離の関係を保ってき

たことを明白にできたならば幸いである。筆

者としては、本稿をプレリュードとして、共

同体の理事会及び委員会による第三国及び国

際機関に対する使節権（厳密な意味では使節

権と呼べない場合を含めて）がいかに行使さ

れてきたかにつき、実証的な考察を進めたい

と考えている。

注

１）�『東京家政学院筑波女子大学紀要』、第７集

（２００３年３月刊）及び第８集（２００４年３月刊）。

� 　第８集に載せた歴任表は２００２年７月までの

期間をカバーするものであり、（１８５）クック

の���������	
大使で終っている。������大

使は２００２年３月２５日、欧州共同体に信任され

たが、『紀要』第８集の刊行後、同大使が同

日、ニウエ代表としても信任されたことが判

明したので、（１８６）としてニウエを加えたい。

�� 川崎晴朗：欧州委員会の在外広報事務所
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ちなみに、������大使がニウエ代表として外

交団リストにはじめて掲げられたのは２００３年

１０月版で（１８１頁）、同年１月版まで、何故か

ニウエのページは設けられていなかった。

２）��������	
������������������	�
�
�	�����

������������６���������	�
�����������������

���������	
������������������	���
���������

����������	１９９５）�ポイント４７。なお、��������

����������	
���������の英語版では、“���

���������”ではなく“�������������”となっ

て い る（���������	
���������������３��������

１９９５���ポイント４７）。

３）���������	�
���
������������	���
������	�������

���������	�
����������������	
�
�������

１９６４������３７��６５�

４）�１９６４年８月１日付���������	��
�����������

���������の“���������	
�������������������

���������	
�����������		��”の項を見て

も、域外の広報事務所として、ワシントン及

びロンドンにつづきニュー・ヨーク及びジュ

ネーヴに事務所が置かれていたことがわかる

（３１�２頁）。

５）����設立条約第４部（第１３１�第１３６条）の規定

により、���原加盟国が当時もっていた海外

領土（具体的にはフランス、イタリア、ベル

ギー及びオランダの信託統治領、海外領土、

植民地等で、その大部分はアフリカにあっ

た。）は���に連合されたが、アフリカにある

海外領土の多くは１９６０年以降、次々と独立を

達成した。第１次ヤウンデ協定は���及びこ

れら新独立国のうちギニアをのぞく１８ヵ国の

間で調印されたもので、����は“���������	


��������	
�
���������������”の略である。第

２次ヤウンデ協定は１９６９年７月２９日に署名さ

れ、１９７１年１月１日に効力を発生したが、同

協定には１９７２年５月１２日に調印された協定

（１９７３年６月１日効力発生）によってモーリ

シァスが加入し、����は１９ヵ国となった。

このほか、���は１９６６年７月１６日及び１９６８年

７月２６日、ナイジェリア及び東アフリカ共同

体を構成する３ヵ国（ケニア、ウガンダ及び

タンザニア）とそれぞれ連合協定を締結した

が、いずれの協定も批准されなかった。���

は東アフリカ共同体と再交渉を行い、１９６９年

９月２４日、新連合協定が調印された。（１９７１年

１月１日効力発生。有効期間は、第２次ヤウ

ンデ協定と同様、１９７５年１月３１日までとされ

た。）

� 　１９７２年１月１日にイギリスが���に加盟し

たこともあって、第２次ヤウンデ協定が１９７５

年１月３１日に効力を失ったあとは、���はア

フリカのみならずカリブ海及び太平洋にある

途上国（「���諸国」と呼ばれる。）と協定を結

ぶこととなった。第１次ロメ協定（１９７５年２

月２８日調印、１９７６年４月１日効力発生）、第２

次ロメ協定（１９７９年１０月３１日調印、１９８１年１

月１日効力発生）、第３次ロメ協定（１９８４年１２

月８日調印、１９８６年５月１日効力発生）、第４

次ロメ協定（１９８９年１２月１５日調印、１９９１年９

月１日効力発生）及びコトヌー協定（２０００年６

月２３日調印、２００３年４月１日効力発生）がこ

れである。����は、第１次ロメ協定の締結

後は���諸国に包攝されている（ギニア、ナ

イジェリア及び東アフリカ３ヵ国も同様）。な

お、「連合」の表現は第１次ロメ協定以降使用

されなくなった。また、コトヌー協定は、正

式には「���・��パートナーシップ協定」と

いう。（ここにいう��は���をさす。）

６）�本文で述べたように、最高機関の在イギリス

代表部は��������	
���	���	����	
��������	

����１９５５により���������	
������を付与された

が、イギリス議会の上下両院は、��������

��������	
��������������１９６８の第１０節に基づき

提出された��������������	
��������������

���������	
�������������������������������

１９６８を承認した。イギリス女王はこの指令を

１９６８年１１月１４日に裁可したが、指令の第１４節

は、この指令が１９６７年７月６日に遡及して施

行される、と規定している。筆者が、最高機

関の代表部が１９６７年７月６日、��委員会の代

�筑波女子大学紀要９� � ２００５
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表部に衣替えしたと考えるのはそのためであ

る。

� 　���������は、欧州共同体の代表部を接受す

る国は、（�）これを通常の外交代表部と同一

に扱うことも、（��）共同体代表部のため特別

に「必 要 な 法 的 条 件（�����������	
��	��

�����������）」を整えることもできるが、イギ

リスは、最高機関の代表部について（��）を選

択し、��������	
���	���	����	
��������	���

を制定した、しかし同法には�欠缺�があり、適
����

用に際し、若干の困難が生じた、といってい

る（���������	���
����������７３）。イギリスが

１９６８年、��委員会代表部について前記法律を

改正せず、������������	
������������
���に基

づく指令を施行したのは、それまでの経験に

学んだ結果であろうか。

７）�モンテヴィデオは１９６１年６月１日に発足した

ラテン・アメリカ自由貿易連合（�����）の事

務局所在地であった。なお、自由貿易地域の

創設は事実上挫折し、１９８１年３月１８日、

�����に代るラテン・アメリカ統合連合

（�����）が発足した。

８）����委員会、第９次一般報告（１９６５年４月１

日－１９６６年３月３１日）、ポイント１３、１９６６年１

月１９日付及び２月１日付��������、それぞれ

２面。

９）����������は、���委員会が１９６４年２月１５日、

まずジュネーヴに代表部を開設したという

（���������	
�����������������������������

���������	
����������	
���������������������	

����������	�
���	������������	�����������	
���

����������	
�������������	
����������	�����

������������	�
���
�	������
������
����������	

１９８３�����２２２）。しかし、１９６４年８月１日版同

委員会の職員録���������	��
�����������	��

������の��Ⅰ（��������	
���������	）の項を

見ると、ジュネーヴには�����������	�	
���

����������		があり（８頁）、実際には代表部

ではなく、����に対する連絡事務所であっ

たと思われる。初代事務所長は�����������	
�

（���������によると、彼の資格は���������

����������	）であった。彼の着任に先立ち、

同年２月１１日、���委員会はブリュッセルに

あるスイスの欧州共同体代表部に対し、ジュ

ネーヴに連絡事務所を開設する意向を伝え、

また、同事務所に対し同地にある他の外交代

表部と同一の地位を付与するよう要請したと

ころ、７月１４日に至り、スイス政府は委員会

の��������委員あて書簡をもって、委員会の

要請に応ずる旨回答した（��������	
�����

��２２２）。

� 　���委員会の在ジュネーヴ連絡事務所はそ

の後代表部に昇格し、同地にある����以外

の国際機関も担当するようになり、また併合

条約実施の数年後、��委員会代表部になっ

た。初代の���������	
代表は、１９７３年７月１

日 の 着 任 で あ る（資 格 は“��������

���������	”）。

１０）�����最高機関は１９６４年、サンティアゴにラ

テン・アメリカに対する連絡事務所（�������

���������	�������
�����������������������、西�

���������	�
����	��	�����������������������

����）を開設した。初代所長は���������

������で、同年４月５日の着任である。１９６５

年４月３０日、チリ及び最高機関の間で最高機

関の連絡事務所の地位に関する協定が締結さ

れ（テキストは１９６６年４月５月付チリ共和国

官報�����２６��４０８）、����はチリで法人格を

認められると共に、在チリ連絡事務所は������

������������を享受することとなった。

� 　１９６８年初頭に���及びユーラトムが誕生す

ると、同事務所は新設の二つの共同体の委員

会をも代表することになり、さらに最高機関

及びこれら委員会が１９６７年７月に併合され、

��委員会が発足すると、“�����������	�	
���

����������	

	�����
����������
����������

���”となった。これは１９７０年９月版���������

����������	

	�����
���でも同様であるが、

１９７１年９月版から、連絡事務所が代表部に昇

格したこと（代表は������）、またウルグァイ

�� 川崎晴朗：欧州委員会の在外広報事務所
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に代表部の事務所（����������	
�����）が置か

れたことが明白となる。������の後任は

��������	��
����代表で、１９７９年７月１１日の

着任である。

� 　��委員会のラテン・アメリカに対する広報

事務所は、本文でも述べたように、まずモン

テヴィデオに設置された。これは、すでに引

用した１９６８年１２月版��������の�����からも明

らかである（１５８頁）。この広報事務所が代表

部の在モンテヴィデオ事務所の前身であろう。

１１）�アルジェリア、モロッコ及びテュニジアは

「マグレブ諸国」、またエジプト、ジョルダン、

レバノン及びシリアは「マシュレク諸国」と称

されるが、���はこれら諸国、またこれら諸

国にトルコ、イスラエル等を含めた地中海諸

国との関係については、発足当時からその政

治的・経済的重要性を認識し、「地中海政策」

を展開してきた。

� 　アルジェリアは、���条約の締結当時はフ

ランスの海外県であったが、同条約第２２７条に

より���との関係について特別の地位を与え

られた。アルジェリアは１９６２年７月３日独立

したが、ベン・ベラ首相（������������		
）は

１９６２年１２月２４日付書簡で、���側に対し、ア

ルジェリアは暫定的に（�����������	�
����）この

地位を引きつづき維持したい旨を要請して承

認された（���委員会、第６次一般報告

［１９６２年５月１日－１９６３年３月３１日］、ポイン

ト２１９、１９６３年１月５日付������������４）。

� 　１９７６年４月２６日、���及びアルジェリアは

���条約第２３８条を法的根拠とする協力協定

を締結した（１９７８年１１月１日、効力発生）。な

お、���条約第２３８条の規定は、アムステル

ダム条約第３１０条に移されている。

� 　テュニジア及びモロッコについては、���

条約に調印したヨーロッパ６ヵ国は両国及び

リ ビ ア に「経 済 的 連 合」（������������

���������	）を設定する協定を締結するため

の交渉を呼びかけ、テュニジアについては

１９６９年３月２８日、またモロッコについては同

年３月３１日、それぞれ協力協定が結ばれた。

（いずれも、１９６９年９月１日に効力を発生し

た。）その後、���はテュニジア及びモロッコ

のそれぞれと、“��������	
��������������

����”と称する新協定を締結した（テュニジ

アとの協定は１９９５年７月１７日調印、１９９８年３

月１日効力発生、またモロッコとの協定は

１９９６年２月２６日調印、２０００年３月１日効力発

生）。両国との新旧協定は、いずれも���条

約第２３８条に法的基礎をもつ。

� 　マシュレク諸国に関しては、���はやはり

���条約第２３８条に基づく協力協定を締結し

た。（エジプト、シリア及びジョルダンとは

１９７７年１月１８日に締結、効力の発生は、シリ

アについては１９７８年１月１日、エジプトにつ

いては同年１１月１日、ジョルダンについては

１９７９年１月１日であった。また、レバノンと

の協定は１９７７年５月３日締結、１９７８年１１月１

日効力発生。）

� 　���は、１９７５年５月１１日、イスラエルと

���条約第１１３条に基づく協定を締結した。

なお、���条約第１１３条の規定はアムステル

ダム条約第１３３条に移された。

� 　このほか、地中海沿岸の国としてギリシャ、

マルタ、サイプラス及びトルコがある。この

うち、ギリシャは���と１９６１年７月９日、

���条約第２３８条に基づく連合協定を締結し

たが（１９６２年１１月１日、効力発生）、同国は

１９８１年１月１日、���に加盟した。マルタ及

びサイプラスも、それぞれ１９７０年１２月５日及

び１９７２年１２月１９日、���と連合協定を締結し

たが（１９７１年４月１日及び１９７３年６月１日、

それぞれ効力発生）、両国は２００４年５月１日、

��加盟国となった。一方、トルコは１９６３年

９月１２日、���と連合協定に調印（１９６４年１２

月１日に効力発生）、さらに１９８７年４月１４日、

欧州共同体に加盟申請したが（��委員会、

��������、１９８７年４月、ポイント１．３．１）、ま

だ��の「加盟候補国」の状態にとどまってい

る（欧州委員会、１９９９年一般報告、ポイント
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―　９２　―



５８８、��������、１９９９年１２月、ポ イ ン ト１．１、

１．３）。しかし、２００４年１２月１６日、欧州理事会

（��首脳会議）はついにトルコとの��加盟交

渉を２００５年１０月３日から開始することで合意

し、トルコ側に提案した。翌１７日、トルコは

この提案を受諾したが、交渉の長期化が予想

されている。

� 　���は、パレスチナ解放機構（���）と

１９９７年２月２４日、“��������	
����������
��	�

�����������	�
������”を締結した（同年７月

１日効力発生）。この協定は���条約第１１３条

に根拠をもつが、�����������なもので、���

は「パレスチナ自治政府（��）のため（��������

������������	��
�������������	������������������

�����������	�
��������）」締結したが、これは

��が条約締結能力を有しないためと説明され

ている。この点につき、『外務省調査月報』、

１９９７年度／���３、林禎二「パレスチナ暫定自

治の法的側面――ラビン及びペレス労働党政

権時代における解釈を巡っての試論――」を

参照されたい。なお、���及び地中海諸国

（��を含む。）の間のパートナーシップにつ

き、��������、１９９５年１１月、ポイント１．４．５６を

参照のこと。

１２）������は１９６７年８月８日に設立されたもの

で、１９７５年当時はまだ原加盟５ヵ国（インド

ネシア、マレイシア、フィリピン、シンガ

ポール及びタイ）で構成されていた。次の注

を参照。

１３）���委員会は１９７９年８月、南・南東アジアに対

する代表部をタイに置いた。代表臨時代理と

なったのは����������	
���であるが、正確な

着任日は明らかでない。初代代表は���������

���で、同年９月１３日、タイ首相の許に信任

された。南・南東アジア代表部はとくに１９６７

年に発足した�����諸国との経済交流を活

発化させ、またこれらの国で広報活動を行う

ため開設されたというが、１９８３年１月版���

�������からは、南アジアのバングラデシュに

同代表部の���������が掲げられた（８９頁）。

��委員会の第１６次一般報告（１９８２年）は、

「南・南東アジアに対する代表部の���������の

下に」、バングラデシュに���������	�
����が任

命された、と述べている（ポイント７０３）。初

代のダッカ事務所長は���������	��
�����で

あるが、着任は１９８２年末であろうか。

� 　��委員会は、のちに代表部を二つとし、タ

イに南東アジア代表部、またインドに南アジ

ア代表部を置く（バングラデシュにある事務

所は南アジア代表部の���������とする。）とい

う体制をとることとした。南アジア代表部に

ついて、１９８３年５月版���������は１９８３年５月

に開館の予定と述べている（９３頁、注２）。

��委員会の初代の南アジアに対する代表は注

１０でも登場した��������	���
����であるが、

正確な着任日は不明である。

� 　ブルネイは１９８４年１月１日に独立し、同年

１月７日、�����に加盟したが、同国は独�

立前から ��委員会の太平洋地域に対する�

代表部（���������	
���
��
��������
１９７８年、フィ

ジーに開設された。）が兼轄していた。１９８４年

９月版���������で、ブルネイが同代表部の兼

任先からはずれた（９４頁）。同国がそのころ南

東アジア代表部の管轄下に入ったことがわか

る。その後、タイ以外の�����諸国にも次

第に代表部が開設されるようになった。１９９０

年２月版���������から、��委員会が在インド

ネシア代表部を設置し、代表（����������	
��

���������）として��������	
���������
を派

遣したことがわかる（１２８頁）。同代表は、ブ

ルネイ及びシンガポールを兼轄した。また、

１９９１年５月１６日、マニラに在フィリピン代表

部が置かれ（同年５月１７日付日本経済新聞、

９面）、さらに、１９９６年春季版�����������に

より、ヴィエトナムに����������	
���代表が

派遣されたことがわかる。１９９０年２月版以降

の���������では、バンコクにある代表部は

「在タイ代表部」となっている。

� 　�����には、ブルネイにつづき、１９９５年７

月にヴィエトナム、１９９７年７月にラオス及び

�� 川崎晴朗：欧州委員会の在外広報事務所
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ミャンマー、そして１９９９年４月にカンボディ

アが加盟したが、当初は在タイ代表部はマレ

イシア、ラオス、カンボディア及びミャン

マーを、また在インドネシア代表部はブルネ

イ及びシンガポールをそれぞれ兼轄した。

� 　２００３�０４年版����������によると、マレイ

シア及びシンガポールにも代表部が開設され、

これら両国はそれぞれ在タイ代表部及び在イ

ンドネシア代表部の管轄からはずれた。

� 　ちなみに、現在の在タイ代表��������	
���

�������大使は、２００１年１月２０日、タイ国王に

信任状を奉呈したが、大使の資格をはじめて

与えられたのは彼の２代前の���������	
���

代表で、同代表は１９９３年２月の着任である。

（なお、在タイ代表部発行の��������第１０号

［１９９９年４�６月］、４�９頁に掲載の“��������	�

���������	
���������
�
�����”を参照された

い。）

� 　一方、南アジア代表部については、������

����の１９８８年１月版からバングラデシュに

あった同代表部の���������が独立の代表部と

なっているほか、パキスタン及びスリ・ラン

カにもそれぞれ代表部が開設され、１９９３年５

月版から南アジア代表部は在インド代表部と

なった。１９８５年にインド、パキスタン、バン

グラデシュ、スリ・ランカ、ネパール、ブー

タン及びモルディヴを構成国とする南アジア

地域協力連合（�����）が結成されたが、��

委員会の南アジア代表部は当初これら７ヵ国

の全部を管轄していたのであろう。しかし、

同委員会（のち欧州委員会）は、バングラデ

シュ、パキスタン及びスリ・ランカにも独立

の代表部を置くようになったのである。現在、

在インド代表部はネパール及びブータン、ま

た在スリ・ランカ代表部はモルディヴをそれ

ぞれ兼轄している。

� 　委員会が複数の国を一つの代表部に管轄せ

しめた例は、南・東南アジア諸国や注１０でふ

れたラテン・アメリカ諸国だけではない。例

えば、本注で太平洋地域に対する代表部に言

及したが、同代表部が１９７８年９月版���������

にはじめて掲げられた当時は、フィジーのほ

か、サモア及びトンガ並びに太平洋地域にあ

る��加盟国の海外領土を兼轄していた（９２

頁）。これら海外領土のうち、トゥヴァル及び

ヴァヌアツはその後独立したが、代表部は依

然としてこれら２ヵ国を、太平洋地域の海外

領土と共に兼轄した。１９７８年９月版���������

には、パプア・ニューギニア（���）に対する

代表部が登場し、同代表部はソロモン及びキ

リバスを兼任したが（９５頁）、のちトンガ及び

ヴァヌアツに太平洋地域代表部の、またソロ

モンに在���代表部の���������がそれぞれ置

かれるようになった。また、一時期、サモア

にも太平洋地域代表部の���������が開設され

たが、のち閉館となった。１９９６年春季版

����������によると、ニュー・カレドニアに

も���������が設けられたが、これも数年後に

廃止された。

� 　２０００年１月版����������によると、太平洋

地域にある欧州委員会の代表部はフィジー、

���及びソロモンの三つで、サモアの������

����は廃止され、トンガ及びヴァヌアツの両

国にのみ���������が設置されていたことがわ

かる。

� 　さらに、２００２�０３年版になると、在ソロモン

代表部及びトンガ等にあった���������が消え

た。在���代表部の兼任先はヴァヌアツ及び

ソロモン、また在フィジー代表部はそれ以外

の太平洋地域にある国・地域である。これは

２００３�０４年版でも変っていない。

１４）�『東京家政学院筑波女子大学紀要』、第７集

（前掲）で明らかなように、日本政府は１９５４年

１０月２０日に����最高機関、１９５９年１０月１９日

に���委員会、そして１９６１年４月１２日にユー

ラトム委員会に対し、それぞれ初代代表を信

任せしめた（８、１２、２２頁）。

１５）�『外交青書』第１９号（１９７５年）、１６７頁、��委員

会、１９７４年２月及び３月版��������、それぞれ

ポイント２３２３、２３３４、第８次一般報告、ポイ

�筑波女子大学紀要９� � ２００５
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ント４４６。なお、この間、欧州議会の�����

�������議員が��委員会に書面による質問

���４２１�７３を行った経緯がある（１９７４年１月２３

日付����������１２）。また、国際法事例研究会

『日本の国際法事例研究（４）外交・領事関係』

（慶応義塾大学出版株式会社、１９９６年）、２１１�５

頁を参照されたい。

１６）�日本の外務省の外交団リストでは“��������

����������”となっている。

１７）����������	
�������
���
���
�����������������

���������	
��������１９７１���������	
��������

���������	��
����������������������������

１９７２�����２３２�

１８）��������１９７２��３８３�７���２３��本文で述べるよう

に、１９７２年３月２日、米国国務省����������

��������		�次官補代理は上院外交委員会公聴

会（公聴会のタイトルは“���������	
�����

����������	

�����������������������������	�


���������	�
�
��”）で米国及び欧州共同体の

間の公式関係につきステートメントを読み上

げたが、同次官補代理は、その際����������	
�

����議員が行った質問に後刻返答を寄せ、こ

れにより��委員会の駐米代表部の開設日を

明らかにしたものである。�����代表の着任

まで、誰が代表臨時代理をつとめていたのか

は明らかでない。

１９）�ステートメントのテキストは、前注で引用し

た�������１９７２��３８３�７に収められている（５�

２５頁）。

２０）����が１９７４年１０月１１日、国連総会におけるオ

ブザーバー・ステータスを得たあと、��委員

会は国連に対するオブザーバー・ミッション

を置くこととなった。しかし、当初はワシン

トンにある駐米代表部の����代表が国連に対

するオブザーバーを兼ねた。例えば、国連事

務局が発行している����������	
��
����������

��������	��
��の１９７５年７月版を見ると、���

の欄には当時の��理事会議長国アイルラン

ドの国連常駐代表������������	
大使と共

に、����代表の名が掲げられている。����代

表の後任となった��委員会の���������	��


駐米代表も国連を兼ねた。駐米代表部在

ニュー・ヨーク事務所の�����所長は、����

���������		�
�	�の１９７６年１月版まで、����

及び�����両代表の次席として掲げられてい

る。また、同所長は����代表が国連代表とし

て信任されるまでの一時期、代表臨時代理で

あったと見られる。

� 　しかし、１９７６年８月版になると、��������

が“���������	��
�������������	������������

���������	�
�������������������������������	

�����”として載っている（２３１頁）。彼が１９７６

年１月から８月までの期間中に、国連代表と

して（駐米代表とは独立に）着任したことがわ

かる。在ニュー・ヨーク広報事務所はしばら

く存続をつづけたようであるが、本文で述べ

るように、当時同事務所で広報を担当してい

た�����������	は１９９６年春季版����������で

は国連代表部に移っている。そのころまでに、

駐米代表部の在ニュー・ヨーク広報事務所は

国連代表部に吸収されたのであろう。

� 　念のため付言するならば、���は国連にお

いては��理事会（のち欧州理事会）の議長国

（半年ごとに交替する。）及び委員会の双方で

代表される形をとっている。����������	
��

������には、１９８０年９月版までは��理事会

議長国の国連常駐代表及び��委員会代表部

の長の２人が記載されていた。１９８１年３月版

からは��委員会代表（当時は����������	
）

の氏名のみが掲げられるようになったが、

「���は��理事会議長国の国連代表（当時は

オランダの��������	
�	�大使）及び��委員

会代表の双方によって代表される。」と注記さ

れている。（なお、１９８２年９月版より、��理

事会代表として、前議長国及び現議長国それ

ぞれの国連代表の氏名が掲げられるように

なった。）また、��理事会は、ニュー・ヨーク

に連絡事務所を設置したが（��委員会代表部

とは別に）、これは��理事会議長国の国連代

表を補佐することを主な任務としていると考

�� 川崎晴朗：欧州委員会の在外広報事務所
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えられる。

� 　詳細は、筆者が近く『愛知大学国際問題研

究所紀要』に発表する予定の「欧州連合（��）

及び他の国際機関の間の公式関係－欧州共同

体による使節権の行使に関連して－」（２）の

Ⅳ５．（�）を参照されたい。

２１）�第６次一般報告のこの部分は、本稿の冒頭で

その原文を引用した。現在、欧州委員会に

よって欧州共同体の能動的使節権が幅広く行

使されているが、筆者は、その基礎には、こ

の一般報告の記述で明白にされたような��

委員会の強い意向があったと考えている。

２２）�����������	
�������������������	������������	
�

���������	�����１９２�������１９７５�����１４８�

２３）�第三国には、香港（マカオ兼任）、パレスチナ

自治区（ジョルダン川西岸及びガザ地区）等が

含まれる。『愛知大学国際問題研究所紀要』、

第１２３号（２００４年９月）、拙稿「欧州委員会及び

非国家主体の間の公式関係－欧州共同体によ

る使節権の行使に関連して－」（１）を参照さ

れたい。

２４）�１９８８年４月１日付人民日報第７面に解説があ

る。なお、��委員会、第２１次一般報告（１９８７

年）、ポイント８０９、同��������，１９８７年３月、

ポイント２．２．２４。

� 　中国は、１９７５年９月１６日、李連璧（��������

��）大使を初代代表として���に信任せしめ

た（『外務省調査月報』、１９７６／���１、拙稿

「中国と欧州経済共同体」、７９�８３頁）。した

がって、��委員会は１２年以上の歳月が経過し

た１９８８年５月になってようやく在中国代表部

を置き、中国・���関係ははじめて����������

なものとなったことになる。中国はその後も

���のみに外交代表を派遣していたが、６代

目の劉山大使は１９８５年１０月１日、３共同体の

全部に信任された。

� 　付言すれば、欧州委員会は２００３年３月１０日、

台湾に経済・貿易事務所を開設した（欧州委員

会の同日付発表���０３�３４７）。

２５）����������	
����������	��
������������
���������

����������	
�����������������	���������１９５２�������

１９７�９��２９８�９．日本については、鹿島平和研

究所編『日本外交史』、第１４巻、佐藤尚武監修

『国際連盟における日本』（鹿島研究所出版会、

１９７２年）、４４１�２頁。

２６）����������も、同様のことを述べている（����

��������	
�
�����������������	�����������

�����������	�
��������������１９９０������２６３）。

２７）�山本草二『国際法（新版）』（有斐閣、１９９４年）、

１２３頁。

２８）���������	
������２２２�

２９）�����������	
�������������	
	�	
������	��������

������������７��������������	�
��������
��

��������２００１�����１００�

３０）�駐日��委員会代表部の『月刊��』、１９９０年１０

月号は、これまで��委員会の各代表は外務

大臣に信任されていたが、今回はじめて天皇

陛下への信任状奉呈となった、ヨーロッパで

の経済・通貨同盟創成に果たす委員会の役割

が認められたものといえる、と述べている

（２頁）。

３１）�なお、��委員会は他の一、二の国際機関にも

代表を派遣していたが、いずれも第三国に対

する代表の兼任であった。１９８０年２月版以降

の���������によると、委員会の在ガイアナ代

表部及び在バルバドス代表部は、それぞれカ

リブ共同体事務局（��������	
��
������）及び

カ リ ブ 開 発 銀 行（����������	�
��������

����）を兼轄していたことがある（カリブ開

発銀行については１９８３年９月版まで、またカ

リブ共同体については１９８８年９月版まで）。注

２０末尾でふれた『愛知大学国際問題研究所紀

要』に発表予定の拙稿（２）のⅣ５．（�）を参

照されたい。

３２）�『愛知大学国際問題研究所紀要』、第１２４号

（２００４年１２月）、拙稿「欧州委員会及び非国家

主体の間の公式関係」（２）、６８�７９頁。
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