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（ 論 文 内 容 の 要 旨 ）  
 
 本 論 文 は 、 教 唆 犯 が 成 立 す る た め に は 、 教 唆 に 際 し て 正 犯 の 行 為 を ど の 程 度

特 定 し な け れ ば な ら な い か と の 問 題 の 解 明 を 目 指 し た も の で あ る 。  
 第 １ 章 で 、問 題 設 定 の 意 義 が 述 べ ら れ た 後 、第 ２ 章 に お い て 、わ が 国 の 判 例 ・

学 説 の 状 況 が 紹 介・分 析 さ れ る 。判 例 に つ い て は 、「 漫 然 … … 窃 盗 罪 を 犯 す べ し

と 命 じ る が 如 き は 教 唆 犯 を 以 て 論 じ る こ と を 得 」 な い と 判 示 し て 、 窃 盗 教 唆 の

成 立 を 否 定 し た 大 審 院 決 定 が あ り 、 そ こ か ら は 、 窃 盗 罪 と い っ た 構 成 要 件 レ ベ

ル で の 特 定 で は 足 り な い と す る 考 え 方 が 窺 わ れ る も の の 、 多 く は 「 一 定 の 犯 罪

行 為 」 を 教 唆 す る こ と を 要 求 し つ つ 、 そ の 判 断 基 準 は 示 さ れ な い ま ま で あ る と

す る 。 学 説 に つ い て も 、 通 常 は 、 教 唆 は 特 定 を 要 す る と 一 般 的 に 指 摘 す る に と

ど ま り 、 さ ら に 考 察 を 進 め た 論 者 も 、 こ の 問 題 を 取 り 扱 う 場 を 、 教 唆 犯 に お け

る 因 果 関 係 （ と り わ け 心 理 的 因 果 性 ） や 錯 誤 、 故 意 の 認 定 な ど に 求 め て い て 、

「 教 唆 行 為 」 の 特 定 性 と し て 位 置 づ け て い な い の み な ら ず 、 具 体 的 な 判 断 基 準

も 明 確 に は 挙 げ て い な い と 批 判 す る 。  
 第 ３ 章 で は 、わ が 国 の 状 況 を 受 け て ド イ ツ の 判 例・学 説 が 紹 介・分 析 さ れ る 。

判 例 で 注 目 さ れ る の は 、連 邦 通 常 裁 判 所 の 1 9 8 6 年 判 決（ B G H S t  3 4 ,  6 3）で あ る 。

現 金 を 欲 す る 者 に 対 し て 「 銀 行 か ガ ソ リ ン ス タ ン ド 」 を 襲 え ば ど う か と 提 案 し

た と こ ろ 、そ の 者 が 銀 行 強 盗 を 行 っ た 事 案 に つ い て 、「 所 為 の 客 体 の 種 類 」に よ

る 特 定 で は 足 り な い と し て 強 盗 的 恐 喝 に 対 す る 教 唆 の 成 立 が 否 定 さ れ た 。 そ れ

ま で の 判 例 が 、ラ イ ヒ 裁 判 所 時 代 か ら 通 じ て 、教 唆 の 特 定 性 を 必 要 と し な が ら 、

そ の 程 度 を か な り 緩 や か に 解 し て き た の に 対 し て 明 確 に 限 定 が 試 み ら れ た と い

え る 。 も っ と も 、 1 9 8 6 年 判 決 が 学 説 に 与 え た 影 響 は 大 き く な い 。 教 唆 者 の 故 意

は 特 定 さ れ た 犯 罪 に 結 び つ け ら れ ね ば な ら な い と の み 述 べ る 、 同 判 決 以 前 か ら

の 学 説 の 態 度 は そ の 後 も 基 本 的 に 維 持 さ れ て い る か ら で あ る 。 た だ し 、 そ の な

か で も 、特 定 性 を 判 断 す る 際 の 要 素 と し て 、正 犯 の 行 為 の「 侵 害 方 向 」、あ る い

は 、 人 格 的 法 益 に 向 け ら れ た 犯 罪 に お け る 「 客 体 」 を 指 摘 す る 記 述 が 見 ら れ た

ほ か 、 実 質 的 な 不 法 内 容 を 共 通 に す る 複 数 の 規 範 か ら 形 成 さ れ る 「 超 法 規 的 な

根 本 構 成 要 件 」 と 正 犯 の 所 為 態 様 と を 特 定 性 の 要 件 と し て 立 て る 見 解 や 、 教 唆

行 為 の 特 定 性 で は な く 、 許 さ れ た 危 険 の 有 無 と し て 問 題 を 捉 え る 見 解 な ど も 主

張 さ れ て い る 。  
 以 上 に 対 し て 、本 論 文 は 、指 摘 さ れ る「 侵 害 方 向 」や「 客 体 」が 特 定 性 の「 要

件 」と ま で い え る か は 不 明 で あ る 、「 超 法 規 的 な 根 本 構 成 要 件 」の 判 断 基 準 が 明

ら か で な い 、 教 唆 行 為 の 特 定 性 が 許 さ れ た 危 険 に 解 消 さ れ る わ け で は な い 、 な

ど と 批 判 し た う え で 、 わ が 国 の み な ら ず ド イ ツ で も 立 ち 入 っ た 検 討 が 進 ま な い

理 由 を 、 そ も そ も 、 な ぜ 教 唆 行 為 に 特 定 性 が 必 要 な の か が 十 分 に 詰 め ら れ て い

な い 点 に 求 め 、 第 ４ 章 で そ の 解 明 を 進 め る 。  
 特 定 性 の 基 礎 づ け を 巡 っ て は 、 ① 不 特 定 な 教 唆 に は 正 犯 と 同 等 の 法 定 刑 で 処

罰 す る ほ ど の 当 罰 性 は な い 、 ② 教 唆 犯 は 正 犯 と 具 体 的 認 識 を 共 有 す る こ と が 要

請 さ れ 、 ま た 不 特 定 で よ い と す る と 正 犯 の 行 為 を 無 限 定 に 負 責 さ れ て し ま う 、

③ 教 唆 犯 の 故 意 が 不 法 を 本 質 的 規 模 に お い て 捉 え て い な け れ ば 、 量 刑 の た め の  
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手 が か り が 欠 け る こ と に な る 、 ④ 教 唆 犯 の 故 意 は 正 犯 の 行 為 に も 及 ん で い な け

れ ば な ら な い 、 な ど の 見 解 を 認 め る こ と が で き る 。 こ の う ち 、 ② ③ が そ れ ぞ れ

指 摘 す る 共 犯 過 剰 及 び 量 刑 事 情 の 問 題 は 教 唆 の 特 定 性 と は 直 接 に は 関 連 し な い

点 が 指 摘 さ れ た う え で 、 教 唆 犯 に お け る 特 定 性 は 幇 助 犯 の そ れ よ り も 高 い 程 度

を 要 す る と 見 ら れ る 点 に も 配 慮 し て 、 ① を 重 視 す べ き で あ る 、 即 ち 、 正 犯 と 同

等 の 処 罰 を 正 当 化 す る た め に は 、 正 犯 の 行 為 に 対 す る 強 い 原 因 力 が 教 唆 に 認 め

ら れ ね ば な ら ず 、 そ の こ と が 具 体 的 に 特 定 さ れ た 教 唆 を 要 請 す る 根 拠 に な る と

主 張 す る 。  
 第 ５ 章 で は 、 教 唆 行 為 が 特 定 さ れ て い る と い え る た め の 要 件 が 提 示 さ れ る 。

教 唆 の 特 定 性 は 教 唆 行 為 の 原 因 力 ・ 危 険 性 に 関 わ る こ と か ら 、 違 法 性 の レ ベ ル

に 位 置 づ け ら れ る 問 題 で あ る こ と が 確 認 さ れ た 後 、 教 唆 は 、 正 犯 の 実 現 す る 構

成 要 件 に 向 け ら れ て い な け れ ば な ら ず 、 少 な く と も 構 成 要 件 の レ ベ ル で の 特 定

を 要 す る 。 た だ し 、 こ こ で の 「 構 成 要 件 」 と は 、 個 々 の 犯 罪 類 型 を 超 え た 、 法

益 及 び 侵 害 行 為 の 態 様 に 共 通 性 が 認 め ら れ る と い う 意 味 で 同 質 的 な 構 成 要 件 に

ま で 緩 和 さ れ る 。加 え て 、「 構 成 要 件 」に よ り 抽 象 的 に 特 定 さ れ た だ け の 教 唆 は 、

犯 罪 の 細 目 を 正 犯 が 決 定 し て い る こ と に な る か ら 正 犯 と 同 等 に 当 罰 的 と は い え

な い と し て 、 基 本 的 に 被 害 者 や 被 侵 害 法 益 に お け る 特 定 ま で 必 要 だ と す る 。 た

だ し 、被 害 者 の 個 別 的 な 特 定 を 要 す る か 、「 場 所 な い し 時 間 」に よ る 特 定 で も よ

い か は 、 侵 害 さ れ る 法 益 （ 生 命 等 の 人 格 的 法 益 か 財 産 な ど の 法 益 か ） や 具 体 的

な 犯 罪 計 画 に お い て 被 害 者 の 個 人 性 の も つ 意 味 （ 通 常 の 殺 人 か 無 差 別 テ ロ に よ

る 殺 人 か ） な ど で 異 な っ て 判 断 さ れ る 。 こ の よ う に 結 論 づ け ら れ て い る 。  
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（ 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 ）  
 

本 論 文 の テ ー マ は い わ ゆ る 共 犯 論 に 属 す る 。 共 犯 論 自 体 は 刑 法 解 釈 学 の ポ ピ

ュ ラ ー な 問 題 領 域 と い え る も の の 、 議 論 の 中 心 は 共 同 正 犯 で あ り 、 教 唆 犯 や 幇

助 犯 に つ い て は 、 裁 判 例 が 少 な い こ と も あ っ て 理 論 的 解 明 が 十 分 に 進 ん で い な

い 状 況 に あ る 。 そ の よ う な 領 域 の 開 拓 を 試 み た 点 に お い て 、 本 論 文 は ま ず 評 価

さ れ ね ば な ら な い 。  
教 唆 は 、 漠 然 と し た も の で は な く 「 特 定 の 犯 行 」 に 向 け ら れ る こ と を 要 す る

と い う の は 刑 法 の 体 系 書 等 に 広 く 見 ら れ る 記 述 で あ る 。 本 論 文 で は 、 自 明 と も

考 え ら れ る 教 唆 の「 特 定 性 」に つ い て 、実 は 体 系 的 位 置 づ け す ら 混 乱 し て お り 、

そ の 内 容 も 具 体 化 さ れ て い な い 点 、 比 較 の 対 象 と し た ド イ ツ 法 に お い て も 、 特

定 性 に 関 わ る 要 素 に つ い て 注 目 す べ き 指 摘 は 見 ら れ る も の の 、 詳 細 は 不 分 明 に

と ど ま る 点 が 判 例 ・ 学 説 の 丹 念 な 分 析 を 通 し て 明 ら か に さ れ て い る 。 の み な ら

ず 、「 特 定 性 」の 問 題 の 解 明 に は 、そ れ が 要 求 さ れ る 根 拠 に 遡 る 必 要 が あ る と の

独 自 の 視 点 が 提 示 さ れ 、 教 唆 犯 の 正 犯 と の 同 等 処 罰 － 教 唆 が 正 犯 と 等 し く 当 罰

的 で あ る た め に は 正 犯 行 為 の 具 体 的 な 特 定 が 不 可 欠 で あ る － に こ れ を 求 め る と

と も に 、 そ こ か ら 「 特 定 性 」 の 要 件 と し て 、 ① 正 犯 の 実 現 す る 「 構 成 要 件 」 が

特 定 さ れ て い る こ と 、 ② 「 構 成 要 件 」 と は 、 法 益 及 び 侵 害 行 為 の 態 様 を 共 通 に

す る 各 構 成 要 件 を 包 括 す る も の を 意 味 す る こ と 、 ③ ① に 加 え 、 原 則 的 に は 被 害

者 や 被 侵 害 法 益 ま で 特 定 さ れ て い る こ と 、 な ど が 導 か れ て い る 。  
本 論 文 の 最 も 大 き な 意 義 は こ の よ う な 独 自 の 「 特 定 性 」 要 件 の 提 示 に あ る 。

し か し 、 比 較 法 的 分 析 か ら 結 論 へ と 手 堅 く 展 開 さ れ た 論 述 の 内 容 も ま た 、 理 論

的 に 新 し い 示 唆 を 与 え る も の で あ り 、 高 く 評 価 さ れ る 。 本 論 文 は 、 教 唆 の 「 特

定 性 」 の 問 題 を 初 め て 本 格 的 に 扱 っ た 論 考 で あ り 、 今 後 、 先 行 業 績 と し て 参 照

さ れ る こ と に な る と 思 わ れ る 。  
他 方 、本 論 文 に 対 し て は 、「 構 成 要 件 」に よ る 特 定 の 要 求 は 概 括 的 故 意 で 足 る

と さ れ る こ と と 整 合 す る の か 、 教 唆 犯 と し て の 処 罰 に は そ の 特 定 が あ れ ば 十 分

な の か 、 共 同 正 犯 に お け る 共 謀 と の 関 係 を ど の よ う に 考 え る の か と い っ た 幾 つ

か の 疑 問 が 向 け ら れ る 。 も っ と も 、 教 唆 犯 は 判 例 ・ 学 説 の 蓄 積 が 少 な い 領 域 で

あ り 、 最 初 の 取 組 に お い て 包 括 的 に 問 題 解 決 を 行 う こ と は や は り 難 し い 。 本 論

文 に お い て 研 究 を 続 け て い く 資 質 ・ 能 力 は 十 分 に 示 さ れ て お り 、 上 述 の 疑 問 は

着 実 な 研 究 の 進 展 に よ り 解 決 さ れ て い く 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 １ 年 ２ 月 ２ ３ 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 。  

 


