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児矢野マリ（2007 年 6～7月） 

＜東京大学大学院「環境法」（金曜３時限）＞ 

 

国際環境法に関する主な文献一覧 

 

１．国際環境法全般に関する条約集・判例集・資料集等 

（1）条約集 

＊大沼保昭編集代表『国際条約集 2007 年』（有斐閣，2007 年）「第 11 章 環境」 

＊松井芳郎編集代表『ベーシック条約集 2007 年』（東信堂，2007 年）「第 8章 環境」 

＊地球環境法研究会編『地球環境条約集 [第 4版] 』（中央法規，2003 年）． 

＊広部和也・臼杵知史編集代表『解説国際環境条約集』（三省堂，2003 年）． 

（2）判例集 

＊太寿堂鼎・高林秀雄・山手治之・香西茂・竹本正幸・安藤仁介編集代表『セミナー国際法』（東信堂，1992

年）「6 環境」79－90 頁． 

＊田畑茂二郎・竹本正幸・松井芳郎編集代表『判例国際法[第 2版]』（東信堂，2006 年）「第 11 章 環境の保

護」． 

＊松下満雄・清水章雄・中川淳司編『ケースブック ガット・WTO 法』（有斐閣，2000 年）「XII 一般的例外

（GATT20 条関係）」． 

＊山本草二・古川照美・松井芳郎編『国際法判例百選』別冊ジュリスト No. 156（2001 年 4 月），「X 経済活

動・環境保護」． 

＊1-5 International Environmental Law Reports,Cambridge.  

（3）資料集等 

＊石野耕也・磯崎博司・岩間徹・臼杵知史編『環境事件案内－事件で学ぶ環境法の現状と課題』（信山社，2001

年）． 

＊児矢野マリ「第 8章 地球環境と法」大沼保昭編著『資料で読み解く国際法 [第 2版] （上）』（東信堂，2002

年）． 

＊地球環境研究会『地球環境キーワード事典 [四訂] 』（中央法規，2003 年）． 

＊Yearbook of International Environmental Law, vol. 1-(1989-), Oxford. 

 

2．国際環境法全般に関する概説書等 

＊磯崎博司『国際環境法－持続可能な地球社会の国際法』信山社（2000 年）． 

＊臼杵知史・西井正弘・水上千之編『国際環境法』（有信堂高文社，2001 年）． 

＊大塚直『環境法』（有斐閣，2006 年）の「第 II 編 国境を越える環境問題への法的対応」（第５章，６章及

び７章）． 

＊交告尚史・臼杵知史・前田陽一・黒川哲志『環境法入門[補訂版]』有斐閣（2007 年）． 

＊西井正弘編『地球環境条約－生成・展開と国内実施－』有斐閣（2005 年）． 

＊Birnie, P. & A. Boyle, International Law and the Environment, 2nd ed., Oxford UP , 2002.（パトリ

シア・バーニー/アラン・ボイル著（池島大策・富岡仁・吉田脩訳）『国際環境法』慶應義塾大学出版

会，2007 年 6 月末刊行予定．） 

＊Sands, P. Principles of International Environmental Law, 2nd ed., Cambridge UP, 2003. 
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＊Kiss, A. & D. Shelton, International Environmental Law, 3rd ed., New York, 2003. 

 

3．授業各章に関する図書・論文等 

（1）序論：国際環境法とは何か？ 

＊高島忠義「国際環境法と NGO」世界法年報 21 号（2002 年）． 

＊田村政美「国連気候変動枠組条約制度の発展と締約国会議」世界法年報 19 号（2000 年）． 

＊村瀬信也「環境開発サミット－「壮大なゼロ」－国際立法の視点から」法学教室 267 号（2002 年） 

＊Redgwell, C., ‘Multilateral Environmental Treaty-Making’, in Gowlland-Debbas, V. (ed.), 

Multilateral Treaty-making, The Hague, 2000. 

（2）第 1 章：国際環境法における一般原則 

＊大塚直「第 6章 環境法における予防原則」城山英明・西川洋一編『法の再構築 [III] 科学技術の発展

と法』（東京大学出版会，2007 年）． 

＊加藤信行「ILC 越境損害防止条約草案とその特徴点」国際法外交雑誌 104 巻 3 号（2005 年）． 

＊兼原敦子「環境保護における国家の権利と責任」国際法学会編『開発と環境 [日本と国際法の 100 年－

第 6巻] 』（三省堂，2001 年)． 

＊同「地球環境保護における損害予防の法理」国際法外交雑誌 93 巻 3・4合併号（1994 年）． 

＊同「領域使用の管理責任原則における領域主権の相対化」村瀬信也・奥脇直也編『国家管轄権―国際法

と国内法』勁草書房（1998 年）． 

＊児矢野マリ「第 4 章 環境リスク問題への国際的対応」長谷部恭男編『リスク学入門 第４巻 法律と

リスク』（岩波書店，2007 年近刊予定）． 

 ＊高村ゆかり「国際環境法における予防原則の動態と機能」国際法外交雑誌 104 巻 3 号（2005 年）． 

 ＊鶴田順「国際環境法上の原則」の分析枠組」社会科学研究 57 巻 1号（2005 年 8 月）． 

 ＊同「汚染者負担原則」の法過程的分析」環境研究 138 号（2005 年）． 

＊西海真樹「『持続可能な開発』の法的意義」法学新報（中央大学）109 巻 5・6号（2003 年）241－273 頁． 

＊堀口健夫「予防原則の規範的意義」国際関係論研究 18 号（2002 年）． 

＊同「『持続可能な開発』理念に関する一考察－その多義性と統合説の限界－」国際関係論研究 20 号（2003

年）． 

＊Boyle, A. & Adnerson, M. (eds.), Human Rights Approaches to Environmental Protection, Oxford, 

1996. 

＊de Sadeleer, N., Environmental Principles: From Political Slogans to Legal Rules, Oxford, 2002. 

＊Ebbesson, J., “The Notion of Public Partcipation in International Environmental Law”, 8 Yearbook 

of International Environmental law (1997). 

＊Freestone，D. & E. Hey（eds.）, The Precautionary Principle and International Law: The Challenge 

of Implementation, The Hague, 1996. 

＊Hohmann, H., Precautionary Legal Duties and Principles of Modern International Environmental Law: 

The Precautionary Principle: International Environmental Law Between Exploitation and 

Protection, The Hague, 1994. 

＊Sands, P.,’Sustainable development: treaty, custom, and the cross-fertilization of international 

law’, in A. Boyle & D. Freestone（eds.）, International Law and Sustainable Development: 

Past Achievements and Future Challenges, Oxford, 1999. 
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＊Trouwborst, A. , Precautionary Rights and Duties of States, Martinus Nijhoff Publishers: The Hague, 

2007. 

（3）第 2 章：条約規律の一般的枠組 

＊岩間徹「地球環境条約の履行確保」国際法学会編『開発と環境 [日本と国際法の 100 年－第 6巻] 』（三

省堂，2001 年)． 

＊臼杵知史「地球環境保護条約における紛争解決手続の発展―オゾン層議定書の『不遵守手続』の機能を中

心に―」杉原高嶺編『小田滋先生古希祝賀―紛争解決の国際法』（三省堂，1997 年）． 

 ＊河野真理子「環境に関する紛争解決と差し止め請求の可能性」国際法学会編『開発と環境 [日本と国際法

の 100 年－第 6巻] 』（三省堂，2001 年)． 

＊小森光夫「国際公法秩序における履行確保の多様化と実効性」国際法外交雑誌 97 巻 3号（1998 年）． 

＊児矢野マリ『国際環境法における事前協議制度－執行手段としての機能の展開』（有信堂高文社，2006

年） 

＊同「第 12 章 国際環境法における『プロセス』志向の規律手法の意義」城山英明・西川洋一編『法の再

構築 [III] 科学技術の発展と法』（東京大学出版会，2007 年）． 

＊繁田泰宏「国際仲裁・司法・準司法手続による環境基準設定－国家間関係と国家・個人間関係－」国際

法外交雑誌 104 巻 3 号（2005 年）． 

＊柴田明穂「バーゼル条約遵守メカニズムの設立－交渉経緯と条文解説－」法学会雑誌（岡山大学）52 巻

4号（2003 年）． 

 ＊高村ゆかり「国際環境条約の遵守に対する国際コントロール－モントリオール議定書の Non-compliance

手続（NCP）の法的性格」一橋論叢 119 巻 1 号（1998 年）． 

 ＊西村智朗「地球環境条約における遵守手続の方向性－気候変動条約制度を素材として－」国際法外交雑誌

101 巻 2 号（2002 年）． 

 ＊村瀬信也「国際紛争における『信義誠実』原則の機能－国際レジームの下における締約国の異議申立手続

を中心に」『国際立法』（東信堂，2002 年）． 

＊高村ゆかり「情報公開と市民参加による欧州の環境保護－環境に関する，情報へのアクセス，政策決定

への市民参加，および，司法へのアクセスに関する条約（オーフス条約）とその発展」法政研究

（静岡大学）8巻 1号（2003 年）． 

 ＊南諭子「国際環境法の発展と環境アセスメント」一橋論叢 115 巻 1 号（1996 年）． 

＊Beyerlin, U. & P. Stoll, Ensuring Compliance with Multilateral Environmental Agreements, London, 

2006. 

＊ Cameron, J., J. Werksman & P. Roderick (eds.), Improving Compliance with International 

Environmental Law, London, 1996. 

＊Ebbesson, J., Compatibility of International and National Environmental Law, The Hague, 1996. 

＊Koskenniemi, M.,’Breach of Treaty on Non-Compliance? Reflections on the Enforcement of the 

Montreal Protocol’, 3 Yearbook of International Environmental Law (1992). 

 ＊Romano, C.P.R., The Peaceful Settlement of International Environmental Disputes: A Pragmatic 

Approach, Kluwer Law International, The Hague, 2000. 

 ＊Ulfstein, G., Making Treaties Work: Human Rights, Environment and Arms Control, Cambridge U.P., 

2007. 

＊Victor. D., Raustiala, K. & E.B. Skolonikoff (eds.), The Implementation and Effectiveness of 
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International Environmental Commitments: Theory and Practice, Cambridge (Mass.), 1998. 

 ＊Weiss, E.B. & H.K. Jacobson (ed.), Engaging Countries: Strengthening Compliance with International 

Environmental Accords, Cambridge (Mass.), 1998. 

（4）第 3 章：具体的な条約規律の展開 

 ①大気の保護 

 ＊久保はるか「オゾン層保護条約の国内実施体制と過程」城山英明・山本隆司編『融ける境 超える法⑤ 環

境と生命』（東京大学出版会，2005 年）所収． 

＊高村ゆかり・亀山康子編『京都議定書の国際制度』（信山社，2002 年)． 

＊高村ゆかり・亀山康子編『地球温暖化交渉の行方－京都議定書第一約束期間後の国際制度設計を展望し

て－』（大学図書，2005 年） 

＊田中則夫・増田啓子編『地球温暖化防止の課題と展望』（龍谷大学社会科学研究所叢書）（法律文化社，

2005 年） 

＊村瀬信也「京都議定書の遵守問題と新たな国際レジームの構築－米国および途上国を含めた代替レジー

ムの可能性－」三田学会雑誌（慶應大学）96 巻 2号（2003 年 7 月）． 

＊「特集：京都議定書発効と温暖化対策」ジュリスト 1296 号（2005 年９月） 

 ＊Okowa, P.O., State reponsibility for Transboundary Air Pollution in International Law, Oxford, 

2000. 

＊Yoshida, O, The International Legal Regime for the Protection of the Stratospheric Ozone Layer : 

International Law, International Regimes, and Sustainable Development, The Hague, 2001． 

 ②海洋環境の保全 

 ＊Brubaker, D., Marine Pollution and International Law: Principles and Practice, London, 1993. 

＊Kirchner, A. (ed.), International Marine Environmental Law: Institutions, Implementation and 

Innovations, The Hague, 2003. 

＊Rinbom, H. (ed.), Competing Norms in the Law of Marine Environmental Protection, The Hague, 1997. 

③有害廃棄物の国際取引の規制 

＊臼杵知史「廃棄物の国際管理」国際法学会編『開発と環境 [日本と国際法の 100 年－第 6巻] 』（三省堂，

2001 年)． 

＊同「有害廃棄物の越境移動とその処分の規制に関する条約（1989 年バーゼル条約）について」国際法外

交雑誌 91 巻 3 号（1992 年）． 

 ＊北村喜宜「国際環境条約の国内的措置－バーゼル条約とバーゼル法－」横浜国際経済法学 2巻 2号（1994

年）． 

 ＊鶴田順「国際環境枠組条約における条約実践の動態過程－1999 年産業廃棄物輸出事件を素材にして－」

城山英明・山本隆司編『融ける境 超える法⑤ 環境と生命』（東京大学出版会，2005 年）所収． 

＊Kummer, K., International Management of Hazardous Wastes: The Basel Convention and Related Legal 

Rules, Oxford, 1995. 

 ④自然・生態系・生物多様性の保全 

＊磯崎博司「生物資源の保護と利用」国際法学会編『開発と環境 [日本と国際法の 100 年－第 6巻] 』（三

省堂，2001 年)． 

＊児矢野マリ「捕鯨問題－海洋生物資源の国際管理制度をめぐる一考察－」城山英明・山本隆司編『融け

る境 超える法⑤－環境と生命－』東京大学出版会（2005 年）所収． 
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 ＊林司宣「国際漁業法の新展開と公海の自由」国際法外交雑誌 102 巻 2 号（2003 年）． 

 ＊水上千之編『現代の海洋法』（有信堂，2003 年）． 

＊M. Bowman & C. Redgwell（eds.）, International Law and the Conservation of Biological Diversity, 

London, 1996. 

＊Hey, E. (ed.), Developments in International Fisheries Law, The Hague, 1999. 

＊Kaye, S.M., International Fisheries Management, The Hague, 2001. 

＊Lyster, S., 1985, International Wildlife Law, Grotius Pub., Cambridge. 

＊Stokke, O.S. (ed.), Governing High Seas Fisheries: The Interplay of Global and Regional Regimes, 

Oxford, 2001. 

＊van Heijnsbergen, P. International Legal Protection of Wild Fauna and Flora, Amsterdam, 1997. 

⑤南極地域の環境保護 

＊池島大策『南極条約体制と国際法―領土，資源，環境をめぐる利害の調整―』（慶應義塾大学出版会，2000

年）． 

＊臼杵知史「環境保護に関する南極条約システムの変容」北大法学論集 49 巻 4号（1998 年）． 

＊Joyner, C.C., Governing the Frozen Commons: The Antarctic Regime and Environmental Protection, 

University of South Carolina Press, South Caroline, 1998. 

＊Redgewell, C., ‘Protection of Ecosystems under International Law: Lessons from Antarctica’, 

in A. Boyle & D. Freestone（eds.）, International Law and Sustainable Development: Past 

Achievements and Future Challenges, Oxford, 1999. 

＊Vidas, D. (ed.), Implementing the Environmental Protection Regime for the Antarctic, Kluwar 

Academic Pub., Dordrecht, 2000. 

●授業では扱わなかった問題領域等 

◎国際水路の保護 

 ＊McCaffrey, S.C., The Law of International Watercourses: Non-navigational Uses, 2nd ed., Oxford, 

2007. 

＊Nollkaemper, A., The Legal Regime for Transboundary Water Pollution: Between Discretion and 

Constraint, Dordrecht, 1993. 

  ＊Tanzi, A. & M. Arcari, The United Nations Convention on the Law of International Watercourses, 

The Hague, 2001. 

  ＊UNEP, Atlas of International Freshwater Agreements, UNEP/DEWA/DPDL/RS.02-4, 2002. 

◎原子力の利用に伴う放射能汚染の防止 

 ＊繁田泰宏「原子力事故による越境汚染と領域主権－チェルノブイリ原発事故を素材として－（1）（2・完）」

法学論叢（京都大学）131 巻 2 号（1992 年），133 巻 2 号（1993 年）． 

 ＊森田章夫「原子力開発と環境保護－環境保護法としての国際原子力法制の現状と課題－」国際法学会編『開

発と環境 [日本と国際法の 100 年－第 6巻] 』（三省堂，2001 年)． 

 ＊Sands, P., Chernobyl: Law and Communication, 1988. 

（4）第 4 章：環境被害の救済（損害賠償責任制度の展開） 

＊石黒一憲『国境を越える環境汚染』（木鐸社，1991 年）． 

＊出口耕自「国際的環境損害の民事責任」国際法外交雑誌 104 巻 3 号（2005 年）． 

＊道垣内正人「国境を越える原子力損害に対する損害賠償」ジュリスト 1015 号（1993 年）． 
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＊薬師寺公夫「越境損害と国家の国際適法行為責任」国際法外交雑誌 93 巻 3・4 合併号（1994 年）． 

＊山本草二『国際法における危険責任主義』（東京大学出版会，1982 年）． 

（5）第 5 章：国際環境法の課題と展望（環境保護とその他の価値との対立と調整） 

 ＊秋道智 『クジラとヒトの民族誌』（東京大学出版会，1994 年）． 

＊大隅清治『クジラと日本人』（岩波新書，2003 年）． 

＊小松政之『クジラは食べていい！』（宝島社新書，2005 年）． 

 ＊平覚「環境と貿易」ジュリスト 1278 号（2004 年）． 

 ＊高島忠義「WTO と多数国間環境条約の貿易制限措置」ジュリスト 1254 号（2003 年）． 

 ＊国際法における「環境と開発」国際法学会編『開発と環境 [日本と国際法の 100 年－第 6巻] 』（三省堂，

2001 年)． 

＊中川淳司「WTO 体制における貿易自由化と環境保護の調整」小寺彰編『転換期の WTO』（東洋経済新聞社，

2003 年）． 

＊森田勝昭『鯨と捕鯨の文化史』名古屋大学出版会（1994 年） 

＊横田洋三「開発援助と環境－世界銀行における環境問題の取扱いの法的分析を中心として」国際法学会

編『開発と環境 [日本と国際法の 100 年－第 6巻] 』（三省堂，2001 年)． 

＊E.B. ワイス著（岩間徹訳）『将来世代に公正な地球環境を』（日本評論社，1992 年）． 

 ＊Gillespie, A., International Environmental Law Policy and Ethics, Oxford, 1997. 

 ＊Mackenzie, R., The International Regulation of Modern Biotechnology, 13 Yearbook of International 

Environmental law (2002). 

＊Murase, S., ‘Perspectives from International Economic Law on Transnational Environmental 

Issues’, 253 Recueil des cours (1995). 

 

4. 授業で扱う主な国際判例・事例に関する評釈・研究等 

＊1.(1)または 1.(2)に所収のものは除く． 

＊GATT・WTO 関連は省略（「国際経済法」の授業で参照のこと．） 

 (1) 核実験事件（Nuclear Tests (New Zealand v. France), Order, Request for an examination of the 

situation in accordance with paragraph 63 of the Court’s judgement of 20 December 1974 in the 

Nuclear Tests (New Zealand v. France) Case , 22 Sep. 1995, ICJ Reports 1996） 

 ＊国際司法裁判所判例研究会「判例研究：1974 年 12 月 20 日の核実験事件（ニュージーランド対フランス）

判決 63 項に基づき事情の検討を請求した事件」国際法外交雑誌 98 巻３号（1999 年）． 

 (2) 核兵器による威嚇・使用の合法性に関する事件 

  ＊国際司法裁判所判例研究会「判例研究：核兵器の使用または威嚇の合法性」国際法外交雑誌 99 巻３号（2000

年）． 

 (3) MOX 工場事件（The MOX Plant Case (Ireland V. U.K.), Order, The MOX Plant case (Ireland v. UK), 

Request for provisional measures, 3 Dec. 2001.） 

  ＊Brown, C., 2002, ‘International Tribunal for the Law of the Sea: Provisional Measures before the 

ITLOS: The MOX Plant Case’, 17 International Journal of Marine and Coastal Law (2002). 

  ＊Churchill, R. & J. Scott, ‘The MOX Plant Litigation: The First Half-Life’, 53-3 International 

and Comparative Law Quarterly (2004). 

 (4) ガブチコボ・ナジュマロシュ事件(Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgement, 
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ICJ Reports 1997. 

  ＊河野真理子「ガブチコヴォ・ナジュマロシュ計画事件判決の国際法における意義」世界法 

年報 19 号（2000 年） 

 ＊国際司法裁判所判例研究会「ガブチーコヴォ・ナジマロシュ計画事件」国際法外交雑誌 99 巻１号（2000

年）． 

 ＊Symposium: The Case Concerning the Gabcikovo-Nagymaros Project, 8 Yearbook of International 

Environmental Law (1997). 

 (5) みなみまぐろ事件 

 ＊特集「みなみまぐろ仲裁裁判事件」国際外交法雑誌 100 巻３号（2001 年）． 

 ＊青木隆「ミナミマグロ事件」水上千之編『現代の海洋法』（有信堂高文社，2003 年）所収． 

 ＊小松政之・遠藤久『国際マグロ裁判』（岩波新書，2002 年）． 

 ＊Symposium: Southern Bluefin Tuna Cases Preliminary Measures, 10 Yearbook of International 

Environmental Law (1999). 


