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（ 論 文 内 容 の 要 旨 ）  
 
 本 論 文 は 、 背 任 罪 （ 刑 法 2 4 7 条 ） の 成 立 要 件 の う ち 、「 そ の 任 務 に 背 く 行 為 」

（ 以 下 で は 、 任 務 違 背 〔 性 〕 あ る い は 背 任 行 為 と 呼 ぶ こ と が あ る ） の 意 義 の 解

明 を 目 指 し た も の で あ る 。  

 第 １ 章 は 、 背 任 行 為 の 理 解 を 巡 る わ が 国 の 理 論 状 況 を 概 観 す る 。 そ こ で は 、

ま ず 、 背 任 罪 の 本 質 論 か ら は 、 背 任 行 為 が 法 律 行 為 に 限 ら れ る か 否 か と い う 大

枠 し か 示 さ れ な い こ と 、 近 時 の 新 し い 権 限 濫 用 説 か ら も 、 個 別 の 「 権 限 」 行 使

が 背 任 行 為 に 当 た る の か ど う か が 不 明 で あ る こ と 、 図 利 加 害 目 的 の 認 定 に 際 し

て 、 判 例 で は 本 人 の 利 益 を 裏 づ け る 客 観 的 事 情 の 欠 如 が 指 摘 さ れ る こ と が 多 い

が 、 そ れ は 背 任 行 為 の 認 定 に 関 わ る 事 情 と 捉 え う る の み な ら ず 、 本 人 の 利 益 に

着 目 す る こ と が 妥 当 か も 検 討 の 余 地 が あ る こ と 、 な ど が 指 摘 さ れ る 。  

 さ ら に 、 任 務 違 背 の 要 件 自 体 に つ い て 次 の よ う に 論 じ ら れ る 。 定 義 の レ ベ ル

で は 、 任 務 違 背 性 は 「 信 義 誠 実 」 に 反 す る こ と と い う 以 上 に は 述 べ ら れ て い な

い 。 ま た 、 具 体 的 な 判 断 基 準 に 関 し て は 、 法 令 等 の 規 範 に 着 目 す る 学 説 も 見 ら

れ る も の の 、 主 張 は 貫 徹 さ れ て は お ら ず 、 法 令 等 の 違 反 は 一 般 に 任 務 違 背 性 を

判 断 す る 際 の 「 一 つ の 資 料 」 と し て 曖 昧 に し か 位 置 づ け ら れ て い な い 。 近 時 有

力 な の は 、 本 人 に と っ て 不 利 益 な 行 為 か 否 か と の 基 準 で あ る 。 し か し 、 本 人 に

損 害 な い し 不 利 益 が 生 じ る 可 能 性 が あ っ て も 許 容 さ れ る 行 為 が あ る と す れ ば 、

少 な く と も 不 利 益 性 の み を 基 準 に は で き な い し 、 背 任 罪 の 他 の 要 件 で あ る 「 財

産 上 の 損 害 」 と の 関 係 も 明 ら か で な い と の 疑 問 が 向 け ら れ る 。 か く し て 、 背 任

行 為 に つ い て 、 学 説 及 び 判 例 は 十 分 な 明 確 さ を も っ て そ の 内 容 を 示 し て い る と

は い え な い 、 と 。  

 こ の よ う な 理 論 状 況 を 受 け 、考 察 を 進 め る 手 掛 か り を 得 る た め に 、第 ２ 章 は 、

背 任 行 為 を 巡 る ド イ ツ の 判 例 ・ 学 説 の 紹 介 ・ 検 討 を 行 う 。 ま ず 、 背 任 を 規 定 す

る ド イ ツ 刑 法 2 6 6 条 に つ い て 、 濫 用 構 成 要 件 と 背 信 構 成 要 件 の ２ 本 立 て と す る

現 行 規 定 に 至 っ た 経 緯 や 、 両 構 成 要 件 の 関 係 を 財 産 保 護 義 務 違 反 の 点 で 罪 質 を

共 通 に し 、 前 者 を 後 者 の 特 別 類 型 と 考 え る 判 例 ・ 通 説 の 立 場 が 明 ら か に さ れ 、

引 き 続 き 、 背 任 行 為 と も 関 連 す る 「 主 体 」 や 「 故 意 」 に 関 す る 議 論 が 紹 介 さ れ

る 。 そ の う え で 、 財 産 保 護 義 務 の 違 反 と 捉 え ら れ る 背 任 行 為 を 巡 る 諸 説 に 検 討

を 加 え な が ら 、 任 務 の 内 容 が 違 法 な 場 合 、 そ の 不 履 行 は 背 任 罪 に 当 た ら ず 、 任

務 と 異 な る 処 分 が 行 わ れ た 場 合 は 、 別 個 に 任 務 違 背 性 が 判 断 さ れ る 、 本 人 の 同

意 が あ れ ば 義 務 違 反 は 問 題 と な ら な い 、 あ ら ゆ る 義 務 違 反 で は な く 、 行 為 者 が

そ の 地 位 に あ る こ と で 促 進 し た と い え る 義 務 違 反 の み が 、 背 任 行 為 に 当 た る と

い っ た 見 解 が 主 張 さ れ る 。  

 以 上 は 、背 任 行 為 を 巡 っ て 従 来 か ら 行 わ れ て き た 議 論 で あ る が 、2 0 0 0 年 以 降 、

ド イ ツ で は 、 企 業 の 機 関 構 成 員 に 対 す る 背 任 罪 の 適 用 を 争 点 と す る 一 連 の 判 決

が 登 場 し 、 新 た な 展 開 が 見 ら れ る 。 す な わ ち 、 連 邦 通 常 裁 判 所 (B G H)は 、 会 社

法 等 の 私 法 上 の 義 務 違 反 と 背 任 罪 に お け る 財 産 保 護 義 務 違 反 と の 関 係 に つ い

て 、明 白 な 裁 量 超 過 の と き に 義 務 違 反 が 認 め ら れ る と す る 会 社 法 判 例 を 前 提 に 、

背 任 罪 の 義 務 違 反 も こ れ と 一 致 さ せ る 立 場 を 次 第 に 明 確 に し 、 ま た 、 義 務 違 反
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を 判 断 す る 際 に 、 財 産 処 分 の 決 定 に 先 だ つ 調 査 ・ 分 析 ・ 評 価 の 過 程 に 重 点 を 置

く 態 度 を 示 し て き て い る と さ れ る 。  
 判 例 を 受 け て 学 説 も 背 任 行 為 に つ い て 議 論 を 深 め て い る 。 具 体 的 に は 、 ① 私

法（ 会 社 法 ）上 の 規 範 と 背 任 罪 の 財 産 保 護 義 務 と の 関 係 を ど の よ う に 捉 え る か 、

② 経 済 活 動 に お け る 裁 量 判 断 に つ い て 用 い ら れ る 、当 該 処 分 の「 支 持 不 可 能 性 」

と い う 基 準 を 背 任 罪 に も 導 入 す べ き か 、③ 財 産 処 分 の 前 段 階 で あ る 調 査・分 析 ・

評 価 の 過 程 も 判 断 対 象 と す べ き か 、な ど が 争 点 と し て 挙 げ ら れ る 。本 論 文 で は 、

① に つ き 、 財 産 保 護 の 目 的 に 適 っ た 規 範 の 違 反 だ け が 背 任 罪 に よ り 捕 捉 さ れ る

べ き で あ る 、 ② に つ き 、 本 人 の 意 思 が 明 ら か で な く 、 法 規 範 に よ る 具 体 的 な 基

準 が 形 成 さ れ て い な い 場 合 、（ 経 済・経 営 の 専 門 家 で は な く ）本 人 の 視 点 に 立 っ

た 「 支 持 不 可 能 性 」 の 基 準 が 導 入 さ れ て よ い 、 ③ に つ き 、 調 査 等 の プ ロ セ ス も

背 任 罪 の 義 務 違 反 判 断 の 対 象 と な り 、 手 続 の 遵 守 ・ 不 遵 守 と い っ た 形 式 に 着 目

す る の で は な く 実 質 的 観 点 か ら 判 断 さ れ る 、 と の 見 解 が 提 示 さ れ て い る 。  

 第 ３ 章 は 、 こ れ ま で の 考 察 を 総 括 す る 形 で 、 背 任 行 為 を ど の よ う に 画 定 す る

か を 明 ら か に す る 。 ま ず 、 刑 法 以 外 の 法 令 等 の 規 範 に 対 す る 違 反 は 、 任 務 違 背

を 判 断 す る「 一 つ の 資 料 」で は な く 必 要 条 件 だ と し た う え で 、（ あ ら ゆ る 規 範 で

は な く ） 財 産 保 護 を 目 的 と す る 規 範 に 対 す る 、 事 務 処 理 者 の 地 位 と 機 能 的 連 関

を も っ た 違 反 が 背 任 行 為 に 当 た る 。 次 に 、 任 務 違 背 の 判 断 は 、 具 体 的 に は 、 ①

本 人 が 立 て た 基 準 が あ る 場 合 、 法 規 に 反 し な い 限 り そ れ に 拠 る 、 ② ① に 当 た ら

な く と も 、 上 記 の 意 味 で 刑 法 外 に 具 体 的 な 規 範 が 存 在 す る 場 合 、 そ れ に 拠 る 、

③ ② に も 当 た ら な い 場 合 、 当 該 処 分 が 本 人 の 視 点 か ら 見 て 支 持 さ れ る か ど う か

を 合 理 的 に 判 断 す る 、 と の 手 順 で 行 わ れ る 。 最 後 に 、 処 分 の 決 定 に 至 る ま で の

調 査 ・ 分 析 ・ 評 価 過 程 も 任 務 違 背 の 判 断 対 象 に 含 め る べ き で あ る 。 こ の よ う に

主 張 さ れ る 。  
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（ 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 ）  
 
 背 任 罪 を 巡 っ て は 、 学 説 は こ れ ま で も そ の 理 論 的 解 明 に 取 り 組 ん で お り 、 本

格 的 な 研 究 も 少 な く な い 。 も っ と も 、 従 来 の 関 心 は 、 背 任 罪 の 本 質 論 、 事 務 処

理 者 の 意 義 ・ 範 囲 、 及 び 、 主 観 的 要 件 で あ る 図 利 加 害 目 的 に 向 け ら れ て き た 。

本 論 文 は 、等 閑 視 さ れ て き た 観 の あ る「 任 務 に 背 く 行 為 」（ 背 任 行 為 ）と い う 要

件 に 初 め て 正 面 か ら 取 り 組 み 、 同 要 件 の も つ 固 有 の 重 要 性 を 我 々 に 認 識 さ せ た

点 に お い て 意 義 深 い 論 文 で あ る 。  

 本 論 文 は 、 背 任 行 為 を 考 察 す る 手 が か り を 、 2 0 0 0 年 以 降 新 た な 展 開 が 見 ら れ

る ド イ ツ の 判 例 ・ 学 説 に 主 に 求 め て い る 。 ド イ ツ の 背 任 罪 で は 、 財 産 保 護 義 務

違 反 と は ど の よ う な 場 合 を い う か と の 形 で 立 て ら れ る 背 任 行 為 の 問 題 は 、 ド イ

ツ で も 必 ず し も 十 分 に 議 論 さ れ て こ な か っ た 。 し か し 、 近 時 、 大 企 業 の 経 営 破

綻 に 際 し て 機 関 構 成 員 が 背 任 罪 で 起 訴 さ れ る ケ ー ス が 増 加 し 、 経 営 者 の 裁 量 ・

自 由 と の 限 界 づ け が 争 点 と し て 浮 上 し て き た の で あ る 。 こ の よ う な 状 況 は 、 少

な く と も 背 任 罪 の 解 釈 論 の 観 点 か ら は 、 わ が 国 に 紹 介 さ れ て お ら ず 、 判 例 の 動

向 と こ れ に 対 す る 学 説 の 対 応 や 主 張 に 詳 細 な 検 討 を 加 え た 部 分 は 、 外 国 法 事 情

に つ い て 新 た な 知 見 を 得 ら れ る と い う 点 で も 大 き な 意 味 を も つ も の で あ る 。  

 し か し 、 本 論 文 の 意 義 は そ こ に と ど ま ら ず 、 こ れ ま で 個 別 に 扱 わ れ て き た 背

任 行 為 に 関 わ る 論 点 に も 丁 寧 に 検 討 を 加 え 、 こ れ ら を 踏 ま え て わ が 国 の 背 任 行

為 の 解 釈 に つ い て 新 た に 自 説 を 展 開 し て い る 点 は 高 く 評 価 さ れ る 。 任 務 違 背 判

断 の 「 一 つ の 資 料 」 と し て 曖 昧 に 位 置 づ け ら れ て い た 法 令 等 の 形 式 的 規 範 が ど

の 範 囲 で ど の よ う に 考 慮 さ れ る べ き か を 明  ら か に し た 点 、近 時 有 力 な「 本 人 に

と っ て の 不 利 益 性 」 と い う 判 断 基 準 を 批 判 し て 、 財 産 帰 属 主 体 で あ る 「 本 人 の

意 思 」 を 中 核 と す る 基 準 を 提 示 し た 点 は 、 周 到 な 分 析 に 基 づ く 説 得 力 あ る 提 言

と い え る 。 ま た 、 任 務 違 背 の 判 断 対 象 に 処 分 決 定 に 先 だ つ 調 査 ・ 分 析 ・ 評 価 の

段 階 を 含 め る べ き だ と の 主 張 に は 、実 務 的 観 点 か ら も 実 際 的 意 義 が 認 め ら れ る 。

 他 方 、 本 論 文 の 難 点 と し て は 、 ド イ ツ の 議 論 が 割 に あ っ さ り と わ が 国 に 導 入

さ れ て お り 、 論 証 に な お 詰 め の 甘 さ が 残 る こ と 、 個 別 事 案 に お い て 背 任 行 為 が

ど の よ う に 画 定 さ れ る か が 詳 細 に は 示 さ れ て い な い こ と な ど が 挙 げ ら れ よ う 。

し か し 、 そ の よ う な 荒 削 り な 部 分 は 今 後 の 改 善 が 十 分 に 期 待 さ れ る の で あ り 、

む し ろ 、 短 期 間 に 外 国 法 を 整 理 、 理 解 し た う え で わ が 国 の 解 釈 論 に ま で 結 び つ

け た 点 は 、 研 究 を さ ら に 続 け て い く た め の 資 質 ・ 能 力 を 示 す も の と し て 高 く 評

価 さ れ る べ き だ と 思 わ れ る 。  

 以 上 の 理 由 か ら 、 本 論 文 は 博 士 （ 法 学 ） の 学 位 を 授 与 す る に 相 応 し い も の と

認 め ら れ る 。  

 な お 、 平 成 ２ ０ 年 ８ 月 ２ ５ 日 に 調 査 委 員 ３ 名 が 論 文 内 容 と そ れ に 関 連 し た 試

問 を 行 っ た 結 果 、 合 格 と 認 め た 。  

 

 


