
一

橋論叢 第 六十 三 巻 第 二 号 ( 9 4 )

政
治
的
庇
護
に

関
す
る

国
際
法
理

論

服

部

弘

志

一

序

説

(

ュ
)

国
際
法
に

お

け

る

庇

護
(

p

旦
仁

且
は

､

領
土

的
庇
護
(
t

e

邑
t

O

き
P
-

｡

旦
仁

阜
)

と

非
領
土

的
庇
護

(

e

如

才

邑
e

邑
t

｡

ユ
巴

監
ユ
仁

m
)

に

大
別

(

2
)

さ

れ
る

｡

領
土

的
庇
護
は

､

国
家
が

そ

の

領

域

(
t

e

邑
t

O

旦
に

存

在

す
る

す
べ

て

の

者
に

対
し

て

領

域

主

権

(
t

e

邑
t

｡

計
-

払

○

詔

邑
g

邑
ユ

顎
帥

鮎
川

純
絹
蛸

㌍
詣

瑠
川
…

㍑
如
か

的
庇
護
が

問
題
と

さ

れ

る

湯
合
に

ほ
､

国
家
ほ

､

そ

の

領
域
に

お

い

て

個

人
を

庇
護
す
る

権
利
を

有
す
る

か

香
か

と
い

う
形
で

問
題
が

提
起
さ

れ
る

よ

り

も
､

む

し

ろ

庇
護
の

例
外
的
な

場
合
で

あ

る

と
こ

ろ
の

犯

罪
人

引
渡

し

(

e

蔓
1

監
-
t

i

O

且

に

つ

い

て

論
じ

ら

れ

る

の

が

普
通
で

あ

る
｡

と
こ

ろ

で

犯
罪
人
引

渡
し
に

つ

い

て

の

国
際
法
上

の

問
題
は

多
種
多
様

で

あ

る

が
､

そ

の

中
■で
理

論
的
に

も

又

実
際
的
に

も

重

要
な
の

は
､

い

わ

ゆ

る

政

治
犯

罪
人

不

引
渡
し

の

原
則
(

p

ユ
n
c

首
訂
O
h

ロ
O

P
e

巴
冒
d
-

昏
ロ

○

言
○
-

i

t
-

邑
○

哲
邑
2

且
を

め

ぐ
っ

て

生

じ
る

｡

そ

こ

で

ま

ず
こ

の

原

(

6
)

別
に

つ

い

て

検
討
し

て

み

た
い

｡

(

1
)

国

際

法

上
の

庇

護
の

問

題
は

､

グ

ロ

テ

ク

ス

(

ロ

G

邑
草
加

プ

ー

フ

エ

ン

ド

ル

フ

(

㌍

勺

已
e

n

計

丘
､

プ
ァ

ソ

テ

ル

(

E
.

く
守

t

邑
)

等
の

い

わ

ゆ

る

国
際

法
の

創
始
者

達
に

よ

っ

て

も

論
じ

ら

れ

た
｡

彼
ら

の

見

解
に

つ

い

て

は
､

G

罵
O

F
呂
○

旨

こ
n
t

e

言
出

巨
0
日

巴

｢
P

弓

呂
P

A

旦
仁

ヨ

p
∽

P

H
仁

ヨ

呂

巴
g

ぎ
O

F
p

p
.

H

H
H

(

-

況
e
.

(

2
)

井

領
土

的

庇

護
は

､

国
家

が

自

国
の

領
域
外
の

一

定
の

湯
所
で

与

え
る

も
の

で
､

大

公

使
館

等
で

与

え

る

外

交

的

庇

護

(

巴

号
･

m

邑
の

P

色
白

m
)

と

軍

艦
そ

の

他
の

公

船
や

商
船
等
で

与

え

る

庇

護
(

P

旦
仁

m
O

ロ

苫
g
｡

甲

E
℃
∽

○

→

旦
さ
t

e

軋

E
p
∽

)

等
が

あ

る
｡

し
か

し

非

領
土

的

庇
護
は

､

領
土

的

庇

護
に

比
べ

重

要
性
は

少

な
い

｡

そ

の

理

由
は

､

現

在
の

国

際
法
の

関

心
が

主
と

し

て

領
土

的

庇

護
に

あ

る

こ

と

(

せ

界
人

権

宣

言
も

第
一

四

条
で

領
土

的

庇

護
の

み

を

取
扱
い

､

非
領
土

的

庇

護
に

つ

い

て

は

何
ら

言

及

し

て

い

な

い

)

及

び

非

領
土

的

庇

護
は

一

般
国

際

法

の

一

部

と

は

な
っ

て

い

ず
､

せ
い

ぜ

い

地

域

的
な

慣
行

に

す

ぎ

な
い

と

い

う
こ

と

に

あ

る
｡

G

覧
O

F
買
ロ

→

P
､

｡

p
･

各
･

､

p
-

ド

従
っ

て

本

稿
も

領
土

的

庇

護
の

み

を

取

扱
う

｡

(

3
)

犯

罪

人

引

渡
し

条
約
が

存
在

し

な
い

場
合
に

は
､

被
請

求

国
は

請
求

国
に

対

し

犯

罪
人

を

引

渡
す
べ

き

国

際

法
上

の

義
務
を

負
わ

な

い

｡

引

渡
し

が

な

さ

れ

る

こ

と
が

あ
っ

て

も
､

礼

譲
か

奉

仕
と

し
て

で

あ

る
｡

H

告

召
昆
河
e
∽

e

P

邑
こ
n

H

已
e

2

邑
O

n

巴

｢
p

弓

も
注
記
7

d

E
O

ロ
ー

A

こ
+

･

｢
-

警
写

､

く
｡
-

●

N

¢

も
.

き

(

-

や

設
)

(

以

下

H
P

ヨ
胃
d

河
①

∽
e

p

岩
F

と

し
て

引

用
)

山

句
.

旨
じ

品
e

邑
e

2
㌔
→
F
e

て

{

-

J ■
●

､
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労
-

吋

ぎ
O
h

A

馬
-

仁

日
｡

､

申

ぺ
.

H
.

P
.

-

く
O

｢

裟
.

勺
p
･

い
N

叫

-
い

N

¢

(
-

望
月
丁

な

お

グ

ロ

チ

ク

ス
､

プ
ア

ソ

テ

ル

等
が

こ

の

場
合
の

引

渡

し

義
務
を

肯
定
し

て

い

た
こ

と
に

つ

い

て

は
､

G
p

邑
甲
呂
○

⊇
､

○

や

O
i

t
一

-

廿

p
.

叫
い

ー
∽

ヰ
.

(

4
)

○
匂

官
ロ

ど
ー

R
T

P

臣
t

e

→

p

告

ぎ
H

已
e

ヨ

邑
○

ロ

巴

P
P

弓
)

召
-

･

-
)

竺
F

e

P

ワ

か

宗
”

G

寛
○

㌻

白
○

冒
､

○

ワ

0
-

t
●

､

勺
p
･

主
-
た
r

(

5
)

国

際

法
に

お

け

る

政

治

犯

罪
の

定

義
に

つ

い

て

は

別

礪
で

検

討

し
た

い

｡

二

政
治
犯
罪
人
不

引
渡
し
の

原
則
の

検
討

諸
国
に

お

い

て
､

政

治
犯

罪

人

(

胃
-

-

t

6
.

巴

○

昏
日

計
り

)

は
､

請
求

国
に

対
し

て

引
渡
さ

な
い

と
い

う
慣
行
が

存
在
す
る

｡

い

わ

ゆ

る

政
治
犯

罪
人
不

引
渡
し

の

原
則
で

あ

る
｡

し
か

し
こ

の

原
則
が

､

確
立
し

た

国
際

慣
習
法
で

あ
る

の

か
､

被
請
求
国
ほ

請
求
国
に

対
し

政
治
犯

罪
人
を

引

渡

し

て

ほ

な

ら

な
い

義
務
を

負
う
こ

と

を

そ
の

内
容
と
し

て

い

る

の

か

に

つ

(

l
)

い

て

は
､

必
ず
し
も

明

ら
か

で

な

く
､

見
解
も

分
れ
て

い

る
｡

そ
こ

で

こ

の

間
題
を

明
ら

か

に

す
る

前
提
と

し
て

政
治
犯
罪
人
の

不

引

渡
し

が
､

一

般
的
な

慣
行
と

し

て

諸

国
に

よ
っ

て

受
容
さ

れ

る

に

至
っ

た

退

寮
を

分
析
し
て

み

た
い

と

思
う

｡

(

1
)

こ

の

間
題
を

取

扱
っ

た

我

国
の

重

要

な

判

例
と

し

て
､

昭

和
四

四

年
一

月
二

五

日

の

東
京
地

裁

判

決
､

判

例
タ

イ
ム

ズ

第
二

〇

巻
第

四

〇

号

八

九

頁
-

一

一

〇

頁
｡

H
犯

罪
人

引
渡
し
に

お

け
る

政
治
犯

罪
人
の

地

位

一

九
世

紀
の

初
め

ま
で

ほ

政
治
犯

罪
人
を

引
渡
す
こ

と

が
､

一

般
に

受

(

1
)

容
さ

れ

た

慣
行
で

あ
っ

た
｡

事
実

､

当
時
の

犯

罪
人

引
渡
し

条
約
は

､

政
治

(

2
)

犯

罪
人
を

引
渡
す

旨
の

規
定
を

置
い

て

い

た
｡

民
主
的
な

政
府
が

生

ま
れ

る

以

前
に

は
､

国
家
に

対

す
る

犯
罪
即
ち

君
主
に

対

す

る

犯
罪
と

考
え

ら

れ
た

た

め
､

君
主
達
が

相
互
に

保
護
を

約
束
し

あ

う
こ

と

ほ
､

当
然
で

あ

(

3
)

っ

た

と

言
え

る

の

で

あ

る
｡

し

か

し
一

九
世

紀
に

入
る

と

右
の

慣
行
は

全
く

転
換
し

た
｡

即
ち

政
治

犯
罪
人
は

引

渡
さ

な
い

こ

と
が

一

般
的
な

慣
行
と

な
っ

た
｡

こ

の

よ

う
な

慣
行
が

成
立

す

る
に

至
っ

た

叔
拠
に

つ

い

て

ほ
､

様
々

な

説
明
が

与
え

ら

れ
て

い

る
｡

例
え
ば

､

政

治
的
な

理

由
に

基
づ

く
犯

罪
人

引

渡
し
の

請
求
を

､

被
請

求
国
が

審
査
す

る
こ

と
′
は

､

外
国
の

国
内
事
項

(
-

n
t

e

2
巴

P

鞄
已
り

且

に

(

4
)

介
入

す
る

に

等
し
い

､

つ

ま

り

干
渉
に

な

る

と

す
る

見
解

､

犯
罪
人
が

引

渡
さ

れ

る

に

は
､

当
該
犯

罪
が

請
求
国
だ

け

で

は

な

く

被

請
求
国
に

お

い

て

も

犯

罪
を

構
成
す
る

場
合
で

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

が

(

p

ユ
n
O
i

旦
e

O
f

㌢
戸
b
-

e

0
1

ど
P
-

n

巴
芹

ユ
､

政
治
犯

罪
は

被
請
求
国
に

お
い

て

は

犯

罪
を

構

成
し

な
い

こ

と
が

多
い

か

ら
で

あ

る

と
い

う
乱

撃
一

八

世
紀
末
の

フ

ラ

ン

ス

革
命
を

契
機
と

し
て

政
治
思
想
の

自
由
の

確
立

し

た
こ

と
と

､

あ

わ

(

6
)

せ

て

政
治
犯

罪
人
の

生

命
､

人

橿
の

保
護
の

必

要
性
を

強
調
す
る

見
解

､

又
フ

ラ

ン

ス

革

命
を

始
め

と
し

て

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

諸

国
に

革
命
が

頻
発
し

､

今
日

の

政
権
必

ず
し

も

明

日
の

政
権
で

な
い

と
い

う
状
態
と

な

り
､

そ

の

た

め

今
日

の

主

権
者
に

政
治
犯

罪
人
を

引
渡
す
こ

と

は
､

今
ま
で

の

よ

う

な

外
交
上

の

利
益

を

期
待
で

き
な

い

ば

か

り

か
､

か

え
っ

て

マ

イ

ナ
ス

に

な
る

お

そ

れ

も

あ

る

と
い

う
政
治
事
情

､

外
交
政

策
的
考
慮
を

強
調
す
る

臥
鮎
等
々

､

多
々

存
在
す
る

｡
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(

8
)

右
の

諸
説
の

検

討
ほ

別
と

し

て
､

政
治
犯

罪
人
不

引
渡
し

の

原
則
が

確

立
し

た

叔
拠
と
し

て

次
の

こ

と

が

言
え

る
で

あ

ろ

う
｡

一

八

世
紀
末
の

フ

ラ

ン

ス

革
命
を

契
機
と

し
て

､

そ

れ

ま

で

の

絶
対

主

義
､

君
主
主
義
に

代
っ

て
､

立
憲
主
義

､

民
主
主
義
が

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

諸
国

に

ひ

ろ

ま
っ

た
｡

そ

れ
に

と

も

な
い

諸
国
の

内
部
に

お
い

て

次
第
に

世
論

が

形
成
さ

れ
､

そ
の

圧

力
は

諸
国
の

政
府
に

と
っ

て

無
視
し

待
な
い

も

の

(

9
)

と

な
っ

た
｡

か

く
し

て

政
治
犯

罪
人
の

引
渡
し

は
､

そ

れ

ま

で

と

異
り

世

論
の

激
し

い

批
難
に

直
面
す

る

こ

と
に

な
っ

た

の

で

あ

る
｡

例
え
ば

一

八

九
二

年
に

パ

リ

駐
在
の

ナ
ポ

リ

大
使
が

強
盗
罪
等
で

炭
焼

党
員
の

一

人
で

あ
る

ガ
ロ

ッ

テ
ィ

の

引
渡
し

を

請
求
し

､

彼
を

政
治
犯
罪

で

処
罰
し

な
い

旨
誓
約
し

た
｡

フ

ラ

ン

ス

政
府
は

そ
の

請
求
を

容
れ

て

彼

を

引
渡
し
た

｡

と
こ

ろ

が

こ

れ

は

即
座
に

激
し
い

世
論
の

批
難
を

受
け

る

こ

と
に

な

り
､

そ

の

結
果
フ

ラ
ン

ス

政
府
ほ
そ

の

引
渡
し

を

取
消
さ

ざ
る

を

得
な

く
な
っ

た
｡

そ

し

て

こ

の

事
件
を

契
機
と

し

て
､

フ

ラ
ン

ス

は

政

治
犯

罪
人
の

不

引
渡
し

を
､

そ

の

犯

罪
人
引
渡
し

条
約
に

具
体
化
す
る

よ

(

皿
)

う
に

な
っ

た
の

で

あ
る

｡

こ

の

よ

う
に

政
治
犯

罪
人
の

引
渡
し
が

世
論
の

激
し
い

批
難
を

受
け

て

取
消
さ

れ

る

例
は

少
な

く
な

く
､

諸
国
が

政
治
犯

罪
人
の

引

渡
し

を

そ
の

国
是
と

し
て

採
用
し

た

理

由
の

一

つ

は
､

右
の

如
き

世
論
の

反
対
に

対
処

す
る

と
い

う
意

頒
班
の

国
内
政
策
的
考
慮
の

う
ち

に

あ
っ

た

こ

と

は

香
定

で

き

な
い

の

で

あ

る
｡

な

お

国
に

よ
っ

て

は

右
と

異
っ

た

動
機
か

ら

政
治
犯

罪
人
の

不

引
渡
し

を

国
是
と

し
て

採
用
し

て

い

る
｡

即
ち
ベ

ル

ギ
ー

の

場
合
に

は
､

革
命
に

ょ
っ

て

存
在
す
る

七

重
っ

た

弱
い

国
家
で

あ

る

た

め
､

自
国
よ

り

も

強
い

国
家
(

例
え

ば
フ

ラ
ン

ス

)

に

よ
っ

て
､

政
治
亡
命
者
の

問
題
に

関
し

て

湖

支
配
さ

れ
る

こ

と
を

避
け
る

目

的
で

､

政
治
犯
罪
人
不

引
渡
し

を

そ
の

国

(

1 2
)

是
と

し
て

採
用
し

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

場
合
に

は
､

政
治
犯

罪
人
の

不

引

渡
し

は
､

対

外
政
策
的
な

考
慮
に

基
づ

い

て

い

る

と

言
え

よ

う
｡

以
上

か

ら

明

ら
か

で

あ
る

よ

う
に

､

政
治
犯

罪
人
不

引

渡
し
の

原
則
ほ

､

直
接
に

は

国
家
の

対
内
或
い

は

対

外
政

策
的
な

考
慮
を

根
拠
と
し

て

い

る

(

13
)

の

で

あ

る
｡

(

1
)

H
篤
く
p

a

押
e
∽

e

p
り

阜
O

p
.

〇

F
､

や

ー

○

00
.

(

2
)

例
え

ば
一

八
三

四

年
の

ロ

シ

ア
､

オ

ー

ス

ト

リ

ア
､

ブ

ロ

シ

ャ

問
の

条
約
は

､

以

上
の

三

国
の

う
ち
い

ず
れ

か

の

国
で

政

治

犯

罪
で

有

罪
と
さ

れ

た

者
は

､

他
の

二

国
に

お

い

て

庇

護
を

与

え

ら

れ

な
い

と
い

う

趣
旨
の

規
定
を

置

い

て

い

た
｡

G
P

邑
守
民
○

旨
､

0

9

0

ぎ

写

ご

-

ざ

な
お

グ

ロ

チ

ウ

ス

は
､

公

共
の

安

寧

を

害

す

る

罪

(

政

治
犯

罪
を

含
む

も
の

と

解
さ

れ

る
)

に

つ

い

て

の

み
､

犯

罪

人

引

渡
し
の

権

利

が

行

任
さ

れ

る

と

考
え

た
｡

H
.

G

邑
ど
∽

､

ロ
e

J

喜
e

官
-

-

-

P
O

評
○

首

E
訂

-

ゴ
e
払

-

ど
○
打

N
､

0

訂
p
N

-
､

地

声

u

(
h

)

(

t

岩
n

巴
p
t

e

a

す
句
-

W
.

内
巴

旨
y
-

¢

N

ヤ
Y

(

3
)

G

賀
○

軒
呂
○

き
O

p

O

羊
甲

ざ
H

篤
く

胃
良

知
e

旨
p
→

阜
○

甲

O

F
-

p
.

-

○

00
.

(

4
)

句
･

呂
○

品
e

n

賢
e

言
､

○

ワ

O

F

p
.

い

N

㍗

(

5
)

こ

の

見

解

を

主

張

す
る

学

説
は

比

較

的

多
い

｡

例
え

ば

F
.

ロ
O

e

蒜
)

○

勺
･

〇

革

ワ

N

蓋
い

横
田

喜
三

郎
｢

国
際

法

Ⅱ
+

一

七

七

頁
｡

(

6
)

ガ

ル

シ

ア

=

モ

ラ

ほ
､

フ

ラ

ン

ス

革
命
を

契
機
と

し

て
､

個
人

ー

′
}

′
人

･
､

/ /
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の

圧

制
に

反

抗

す
る

権
利
が

当

時
の

政

治

思

想
に

強
く

移

植
さ

れ

た

こ

と
､

そ

の

コ

ロ

ラ

リ

ー

と

し

て
､

個
人

が

暴

政
に

反

抗

す
る

権
利

を

有
す

る

と

す
れ

ば
､

そ
の

企

画

に

失

敗

し
た

者
は

､

外

国
に

お
い

て

避
難

所
を

見
い

出
す
ぺ

き
で

あ

る

と

主

張
さ

れ

た
こ

と
､

又

革
命

の

失

敗

者
を

請
求
国

に

引

渡
す
こ

と

は
､

即

座
の

死

刑
執
行
か

､

少

な

く
と

も

政

治
的
パ

ッ

シ

ョ

ン

に

彩

ら

れ

た
･
裁
判

所
に

よ
っ

て
､

裁

判
､

処

罰
さ

れ

る

危

険
に

曝

す
こ

と
に

等
し
い

こ

と

に

不

引

渡
し
の

根
拠
が

あ

る

と

す

る
｡

G
P

昌
㌻
･

呂
○

旨
-

○

ワ
O

F
､

匂
9

ヨ
一
芸
.

な

お

ハ

イ

F

は
､

不

引

渡
し
の

根
拠
と
し

て
､

政

治
犯

罪

は

被
請
求

国

で

は

犯

罪
と

認

め

ら

れ

な
い

こ

と

と
あ

わ

せ

て
､

政

治

犯

罪
人

を

請

求
国

に

引

渡
す
こ

と

は
､

即

座
か

つ

慈

恵
的
な

取

扱
い

に

曝
す
こ

と

に

な

る

こ

と

及

び

政

治

犯
は

い

わ

ゆ
る

道

徳
的

に

批
難
の

余
地

な
い

確

信
犯

で

あ

る

こ

と

を

あ

げ
て

い

る
｡

C
●

C
●

H
=

昆
①

.

一

己
e

→
ロ

p
･

t
-

○

ロ

巴

P
p

弓
.

匂

や

ー

○

-

¢

-
-

O

N

〇
.

(

7
)

田

岡

良
一

｢

国

際
法

学
大

網
上

巻
+

三

六

〇

頁
-
三

六
一

頁
｡

一

九

世

紀
以

前
の

政

治
犯

罪
人

の

引

渡
し

が
､

礼
譲
や

奉

仕
に

基
づ

き
､

何

ら
か

の

外

交

的

利
益

を

期

待
し

て

行

わ

れ

た
こ

と

か

ら

す
れ

ヽ

ヽ

ば
､

こ

の

見

解
の

正

当

性
は

推
論
さ

れ

う

る
｡

実
証

可

能
性
の

点
は

保

留
し
七

お

き
た

い

｡

(

8
)

諸

説
と

そ

の

批
判
に

つ

い

て

は
､

田

岡

前

端

幸
三

五

九

頁
1
三

六

〇

頁
｡

(

9
)

■
H

篤
く

寛
P

河
e

琵

琶
O

g

O

や

O
i

√

p

や

ー

£
-
-

○

や
.

(

1 0
)

F

ロ
e

巧
e

､

0

9

0
-

t
一

､

や

設
〇

.

(

1 1
)

例
え

ば
ル

ド

ダ
イ

ア

ツ

(

知
日
A

司
訂
)

事
件
に

お

い

て

ア

メ

リ

カ

合

衆

国
は

､

そ
の

引

渡
し

決
定
に

対

す
る

大

抗
議
集

会
に

直
面

し

て
､

引

渡
し

決

定

を

取

消

し
た

｡

旨
㌫
r

､

甲
N

笥
.

な
お

単
な
る

推
測

に

す

ぎ

な
い

が
､

政
治

犯

罪
は

被

請
求
国
で

は

犯

罪
と

認
め

ら

れ

な

い

こ

と
､

政

治

犯

罪
人

は

道

徳

的
に

批
難
の

余
地

な
い

確

信
犯
で

あ

る

こ

と
､

請
求

国

に

引

渡
さ

れ

れ

ば
､

慈

意
的

な

裁
判

､

処

罰
に

曝

さ

れ

る

こ

と

等
は

､

結
局

せ

論
の

同

情
を

喚
起

す

る

原

因
と

認

め

ら

れ

る

も
の

と

思

わ

れ

る
｡

け
れ

ど

も

国

家
が

政

治

犯

罪

人
の

不

引

渡

し

を

国

是
と

し
て

採

用

す
る

直

接
の

動
機
は

､

世

論
の

批

難
に

対

す

る

対

応

と
い

う

意

味
で

の

国

内
政

策
的

な

考

慮
に

あ

る
｡

(

1 2
)

旨
打
r

)

七

ワ

N

筈
-
N

巴
.

(

1 3
)

横

田

教

授
は

､

政

治
犯

罪
人
の

引

渡
し

は
､

国

際
関

係
の

上

か

ら

み

て

も
､

国

内

政

治
の

上

か

ら

み

て

も

不

適
当
で

あ
る

こ

と
を

理

由
と
さ

れ
る

｡

横

望
別

掲

書
一

七

七

頁
｡

臼
政

治
犯

罪
人
不

引
渡
し
の

原
則
の

法
的
性

質

政
治
犯

罪
人
不

引
渡
し

の

原

則
は

､

国
際
法
上
い

か

な
る

内
容
を

有
す

る
か

｡

果
し

て

国
際
慣
習
法
と

し
て

成
立

し
て

い

る

か
｡

被
請
求
国
は

､

政

渦
流
罪
人
を

請
求
国
に

対
し

て

引
渡
し
て

は

な

ら
な
い

義
務
を

負
っ

て

い

る

か
｡

こ

の

間
題
の

解
答
は

､

以

上
に

検

討
し
た

政
治
犯
罪
人
不

引
渡
し

の

原

則
の

本
質
か

ら
お

の

ず
と

明
ら
か

に

な
る

で

あ

ろ

う
｡

即
ち

政
治
犯
罪
人

不

引
渡
し

の

原
則
が

確
立

し

た

国
際
慣
習
法
で

あ

る

と
い

う
た

め
に

は
､

政
治
犯

罪
人

の

不

引

渡
し

は

国
際
法
上
の

義
務
で

あ

る

と
い

う
規
範
意
識

が

諸
国
に

存
在
し

な

け

れ
ば

な

ら
な
い

｡

し

か

る

に

こ

の

原
則
の

本
質
は

､

前
述
の

よ

う
に

国
家
の

対

内
或
い

は

対

外
政
策
的
な

考
慮
の

う
ち
に

あ
る

息ヲ3
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の

で

あ
っ

て
､

国
家
は

右
の

如
き

規
範
意
識
を

も
っ

て

こ

の

原
則
を

採
用

し

た

と

は

言
え

ず
､

従
っ

て

国
際
慣
習
法
と

し

て

確
立
し

て

い

る

と
い

う

(

2
)

こ

と

は

で

き

な
い

の

で

あ

る
｡

確
か
に

一

八
三

〇
年
頃
よ

り

成
立
し

た

犯

罪
人

引
渡
し

条
約
の

ほ

と

ん

ど

は
､

政
治
犯

罪
人
は

｢

引
渡
さ

れ

て

は

な

ら

な
い

+

(

仏

F

巴
-

ロ
O
t

b
e

笥
P

已
e

e

と
か

､

引
渡
し

は

｢

生

じ

て

は

な

ら

な
い
+

(

臣
巴
-

ロ
○

こ
P

粁
e

p
-

琶
e
)

と
い

う
よ

う
に

い

わ

ゆ

る
｢

義
務
的
(

命
令
的
)

+

(

計
也

5
年
p
t

O
→

y
)

な

規
定
を

置
い

て

お

り
､

引
渡
し

ほ

認
め

ら

れ
る

｢

必

要
は

な
い
+

(

β
e

e

中

ロ

O
t
)

と
か

､

引
渡
す
｢

義
務
は

な

い

+

(

臣
巴
}

ロ
O
t

訂

訂
▼

仁

邑
)

と
(

急
)

い

う
よ

う
に

｢

許
容
的
+

(
】

古
1

日
-

邑
d

d
)

な

規
定
を

置
い

て

は

い

な

い
｡

‥

稲
川

稲
川

…

絹
門

山

鞘
㍍
順

調
姻

㍍
れ
M

獅

㌍

引
渡
し

条
約
は
二

国
間
条
約
で

あ
っ

て
､

多
数
国
間

条
約
は

極
め

て

少
な

(

5
)

い

の

で

あ

り
､

こ

の

こ

と

は

条
約
当
事
国
は

利
害
の

一

致
し

た

相
手
国
に

対
し
て

の

み

政
治
犯

罪
人
の

不

引
渡
し

の

義

務
を

負
う
と
い

う
こ

と
､

当

事
国
以
外
の

国
に

対
し

て

は

か

か

る

義
務
を

負
う
意
思
を

有
し

て

い

な
い

と
い

う
こ

と

を

意
味
す
る

も

の

で

あ

る

と

言
え
よ

う
｡

従
っ

て

多
数
の

犯

罪
人

引
渡
し

条
約
が

｢

義
務
的
+

な

規
定
を

置
い

て

い

る

と

し

て

も
､

そ

の

こ

と

か

ら

直
ち

に

国
際

慣
習
法
の

存
在
を

肯
定
す

る
こ

と

は
で

き

な
い

(

6
)

の

で

あ

る
｡

そ

れ

で

は

政
治
犯

罪
人
不

引
渡
し

の

原
則
は
い

か

な
る

内
容
を

有
し

て

い

る

で

あ

ろ

う
か

｡

そ
れ

は

次
の

よ

う
な

内
容
の

も
の

と

解
す
る

こ

と

が

で

き

る
｡

即
ち

前
述
の

如
く

国
家
は

､

犯
罪
人

引
渡
し

条
約
の

存
在
し

な
い

場
合

に

は
､

請
求
国
に

対

し

犯

罪
人
を

引
渡
す
べ

き

義
務
は

な
い

の

で

あ

る

が
､

脱

(

7
)

実
際
に

は

礼
譲
や

奉
仕
と

し

て

し

ば

し

ば

引
渡
し

を

行
っ

て

い

た
｡

と
こ

ろ
が

既
に

検
討
し

た

上

う
に

フ

ラ
ン

ス

革
命
後

､

対

外
或
い

は

対
内
政
策

的
に

み

て

政
治
犯

罪
人
の

引
渡
し

ほ

得
策
で

は

な
い

と
い

う
考
え
が

諸
国

に

広
ま

る

と
､

政
治
犯

罪
人

に

つ

い

て

は
､

請
求
国
に

引
渡
さ

な

く

て

も
､

い

わ

ゆ

る
コ

､
､

､

タ
ス

･

ゲ

ン

テ
ィ

ウ

ム

(

壬
ロ
ー

ぎ
払

的
e

邑
-

戸

2
)

に

反

す
る

も
の

で

は

な
い

と
さ

れ

る

よ

う
に

な
っ

た

と

考

え

ら

れ

る

の

で

あ

(

8
)

る
｡

い

ず
れ
に

し
て

も

政
治
犯
罪
人

不

引
渡
し

の

原
則
は

確
立

し
た

国
際
慣

習
法
と
は

認
め

ら
れ

ず
､

こ

の

原
則
か

ら

国
家
の

政

治

犯

罪

人

不

引

渡

し
の

義
務
を

導
出
す

る

こ

と

は

で

き

な
い

｡

こ

の

原
則
の

成
立
の

背
後
に

は
､

政
治
犯

罪
人

の

人
権
の

尊
重
や

人

道
構
神
の

存
在
し
て

い

た

こ

と

は

認
め

ら
れ

る

が
､

国
際
法
の

平
面
で

は
､

直
接
に

は

国
家
の

政
策
的
考
慮

を

そ

の

本
質
と

す

る
の

で

あ
る

｡

そ

の

意
味
で

こ

の

原
則
は

､

政

治
犯
罪

人
の

人

磐

濾
の

見
地
か

ら
は

､

そ

れ

ほ

ど

載
り

に

な

る

原

則
と

は

言
え

な
い

の

で

あ

る
｡

(

1
)

こ

れ

ら
の

点
に

つ

い

て
､

例
え

ば

宮
崎

素
材

｢

亡

命
を

め

ぐ
る

人

権
の

法

理
+

世

界
一

九
六

八

年
二

月

号
一

二

〇

頁
以

下
｡

高

野
准

一

｢

退

去
強

制
と

政

治

亡

命
の

蔑

理
+

法

学
セ

ミ

ナ

ー
一

九
六

九

年

五

月

号
一

八

頁
以

下
｡

い

わ

ゆ

る

伊
秀
善

事
件
に

つ

い

て

の

前
記

東

京
地

裁
判

決
｡

及

び

同

裁
判
に

提

出
さ

れ

た

大

平

善
梧

､

高
野
蛙
二

､

小
田

滋

各

教
授
の

鑑
定

書
参
照

｡

(

2
)

こ

の

原

則
の

規

範

性
を

否

定
す

る

見

解

と

し

て
､

例

え

ば
一

九

三

五

年
の

ハ

ー

グ
ァ

ー

F

条

約

草

案
の

政

治

犯

罪
(

勺
○
-

-

t

訂
巴

′

-

二

′
′･･



よ

三

( 99') 研 究- ノ ー ト

0

鞄
空
P

寺
山

)

の

コ

メ

ン

ト

は

｢

国

家
は

若
し

選

ぶ

な

ら
､

政

治

犯

罪

に

よ
っ

て

追

求

さ

れ

て

い

る

者
を

引

渡
す
こ

と

を

妨

げ

ら

れ
る

ぺ

き

理

由
は

な
い

｡

い

く
つ

か

の

国
が

､

密

接
な

結
合
の

故
に

､

或
い

は

そ
の

政

治

制

度
の

密

接
な

類
似
性
の

故
に

､

政

治

犯

罪
人
の

引

渡
し

を

望
ま

し
い

と

考
え
る

の

は

も
っ

と

も

な
こ

と

で

あ

る
｡

…

…

政

治

犯

罪
を

理

由
と

す
る

引

渡
し

が
､

こ

の

点

に

つ

い

て

の

被
請
求

国
の

見
解
の

い

か

ん
を

問
わ

ず
許

容

的
で

は

な
い

と

す

る
一

般

的

に

承

認
さ

れ

た

国

際
法

の

規
則
は

存

在
し

な

い

+

と

い

う
｡

H

罵
や
p

邑

声
e

琵
琶
O

F
O

や

2 .

√

ワ

ニ
〇

.

又

オ

コ

ン

ネ
ル

も

｢

政

治
犯

罪
人

の

不

引

渡
し

は

国
内
法
の

泉
則
で

あ
っ

て
､

国
際

法
の

魂
珊
ヤ

は

な

い

+

と
い

う
｡

○
-

n
O

β
β

阜
H

n
t

e

H
ロ

邑
ど
ロ

巴

P
P

専
-

や

嘗
P

な

お

立

作
太

郎

｢

平

時
国

際
公

法

論
+

三

五

八

東
｡

田

岡

前
掲

育
三

五

五

-
三

五

六

頁
｡

小

田

鑑
定

書
一

頁
｡

小

田

教

授
は

､

犯

罪
人

引

渡
し

条
約
に

政

治
犯

罪
人

不

引

渡

し

に

つ

い

て

監
F
日

中
p

ざ
叫

叫

な

規

定

が

あ
っ

て

も
､

引

渡
し

請
求
の

主

体

と
､

不

引

渡
し

義
務
の

相

手
方

が
一

致

す
る

か

ら
､

不

引

渡
し

を

義

務

と

す
る

の

は

論
理

的

に

ナ

ン

セ

ン

ス

で

あ

る

と

さ

れ

る
｡

こ

の

見
解
に

対

す
る

批
判
と

し

て
､

宮

崎
前
端
論
文

一

ニ
ー

頁

-
一

二

二

頁
､

高
野

鑑
定

書
一

一

七

頁

以

下
｡

(

3
)

出
p

ヨ
1

告
a

河
e

診
p

3
g

O

p

O

F
､

せ
り

岩
や

1
ご
○
●

(

4
)

曳
範
牲
を

肯
定

す

る

見

解
と

し
て

､

高
野

前

端
籠
文

一

二

〇

頁

-
一

二

二

頁

(

前

記

東

京

地

裁
判

決
は

､

ほ

ぼ

高
野

鑑
定

書
に

従
っ

た

も

の

で

あ

る
)

｡

宮

崎
前

端

論
文

一

二

〇

頁
･

-
一

二

二

頁
｡

(

5
)

犯

罪
人

引

渡

し

に

関

す

る

多

数

国

間

条
約

に

つ

い

て

は
､

H

発
く

p

a

P
e

琵

琶
O

F
､

○

や

O

F
-

宅
.

毛
-
肌

-

”

句
●

出
○

已
叫
)

l ミ
四

盟
→

P

巴
t
-

○

ロ

♂

叫

呂
已
t

ご
p

富

蒜
-

n
O

n

く
e

已
i

O

ロ
｡

､

:
一

C
●

r

P
〉

く
○
-

■

h
.

(
-

設
8

.

(

6
)

田

岡
教

授
は

､

｢

若
し

或
る

国

家
の

条
約
が

政

治
犯

罪
人

不

引

渡
し
の

原

則
を

採

用

せ

ず
､

政

治

犯

罪
人
を

相
互

に

引

渡
す
べ

き
こ

と
を

約
束
し

て

も
こ

の

条
約
は

遵
法
と

な
ら

ず
､

こ

れ

を

修
正

す
べ

き

責
任
は

生

じ

な
い

｡

現
在
す
べ

て

の

条
約
が

一

致
し

て

い

て

も
､

そ

れ

は

事

実
上

の
一

致

で

あ
っ

て
､

当

為
と

し
て

の

一

致
で

は

な
い

｡

従
っ

て

政

治
犯

罪
人

不

引

渡
し
の

原

則
は

一

般
国

際
法

の

克
則

で

は

な
い

の

で

あ

る
+

と

さ

れ

る
｡

田

岡
前
端
書
三

五

六

頁
｡

(

7
)

拭

発
く

宅
a

押
①

等
p

3
F

-

0

9

0
-

t
●

-

p

き
■

(

8
)

庇

護
に

関

す

る

条
約
等
に

､

国
家
の

庇

護
権
の

行

使
を

僧

国

は

非

友

好
的

行

為
と

し
て

み

な

し
て

は

な

ら

な
い

旨
の

規
定
が

あ

る

の

は
､

か

か

る

結
論
を

支

持
す
る

も
の

と

言
え

よ

う
｡

例
え

ば
一

九

六

七

年
の

庇

護
権
に

関

す

る

宣

言
の

前
文

｡

宮

崎

頼
｢

国

際
人

樺
に

関

す
る

条
約

･

宜

言

な

ら

び
に

各

国

憲
法

の

現
臭
+

法

律
時

報
一

九

六

九

年
四

月

号

五
二

頁
｡

(

9
)

政

治

犯

罪

人
の

人

権
の

保

護
は

､

後
述
す
る

よ

う

に

第
二

次

大

戦
後

､

国

際
連
合

を

中

心
と

し

政

治
亡

命
者
の

人

格
保

護
を

基
調
と

し

た

新
た

な

傾
向

と

し
て

の

政

治
的

庇
護
理

論
の

な

か

に

求
め
る
ぺ

き

で

あ

る
｡

三

個
人
の

庇
護
権
の

検
討

H
伝
統
的
理

論

息ヲ∂
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以
上

に

考
察
し

た
の

は
､

国
家
の

観
点
よ

り

み

た

政
治
的
庇
護
で

あ
っ

た
｡

そ
こ

で

次
に

個
人
の

観
点
よ

り
み

た

政
治
的

庇
護
の

問
題
を

検
討
し

(

l
)

て

み

た
い

｡

国
家
は

､

そ
の

領
域
に

存
す
る

す
べ

て

の

個
人
に

対
し

排
他
的
管
轄
権

を

行

使
す
る

結
果

､

自
由
に

外
国
人
の

出
入

国
を

規
律
し

う
る

｡

外
国
人

の

入

国
を

拒
絶
し
ょ

う
が

､

外

国
人
を

追
放
し
ょ

う
が

国
際
法
上

は

原
則

と

し

自
由
で

あ

る
｡

個
人
ほ

国
際
法
上
こ

れ
に

対
し

異
議
を

述
べ

る
こ

と

は
で

き

な
い

｡

庇
護
権
(

ユ
叩

F
t

O
叫

覧
y

-

β

2
)

は

国
家
の

権
利
で

あ
っ

て
､

(

2
)

個
人
の

権
利
で

は

な
い

の

で

あ
る

｡

こ

の

点
に

つ

い

て

学
説
は
ほ

と

ん

ど

異
論
は

な
い

し
､

諸
国
の

判
例
も

､

政
府
の

公
式
見
解
も

個
人
に

庇
護
壊
が

な
い

こ

と

を

度
々

明
ら
か

に

し

て

(

3
)

い

る
｡

例
え

ば
一

九
四

八

年
の

チ

ャ

ン

ド

ラ
ー

(

C
F
P

ロ

巴
e

l
)

事
件
に

お
い

て
､

ア

メ

リ

カ

合
衆
国
巡
回

控
訴
裁
判
所
は

､

｢

そ
の

権

利
(

庇

護

権
)

は
､

庇
護
を

自

発
的
に

捷
供
す
る

国
家
の

権
利
で

あ
っ

て
､

そ

れ

を

主
張
す
る

個
人
の

権
利
で

は

な
い

｡

庇
護
国
は

､

政
策
を

理

由
と

し

て

逃
亡
政
治
犯

罪
人
を

引
渡
す
こ

と

が

あ

る
｡

こ

の

湯
合
我
々

は

被
訴
追

者
は

､

請
求
国

の

裁
判
所
に

お
い

て

起

訴
の

免
除
を

有
し

頒
ひ
と

考
え

る
の

で

あ
っ

て
､

そ
の

反
対
を

示
す

権
威
を

知
ら
な

い

の

で

あ

る
+

と
い

う
｡

要
す
る

に

個
人
の

庇
護
権
を

香
足
す
る

の

が

伝
統
的
な

国
際
法
で

あ
っ

て
､

そ

れ

は

例
外
的
に

条
約
に

よ
っ

て

認
め

ら

れ
る

こ

と

が

あ

り

う
る

に

過
ぎ

な
い

｡

(

1
)

一

こ

の

よ

う
な

観

点

か

ら
の

庇

護
権
の

詳

細
な

検

討

と

し

て
､

G

買
O

F
】

き

き
○

甲

○

芦
､

O

ぎ
ゃ

く
H

H
H

こ
っ

･

峯
)

ぷ
e

邑
e

岩
､

○

甲

0

芦
.

勺

宇

い

2
-
訟
ヰ

.

(

2
)

G

賢
○

軒
呂
O
H

p
-

O

p
.

(

き
t

､

p
.

-

N

小
一

句
.

呂
○

品
e

n
¢
t

O

⊇
-

○

甲

0
-

t
.

-

勺
.

訟
｢

(

3
)

ガ

ル

シ

ア

=

モ

ヲ

は
､

庇

護
権
は

､

国

家
の

権

利
で

あ
っ

て
､

個
人
の

榛
利
で

は

な
い

と

す

る

の

は
､

国
際
法

秩
序
を

国

家
間
の

関

係
に

の

み

適
用
さ

れ

る

と

考

え

る

国

際

法
の

実
証

学
派
の

不

可

避
の

結
果
で

あ

る

と
い

う
｡

G

告
○

㌻

呂
○

旨
-

O

p
.

〇

デ
p
.

-

N

〇
.

(

4
)

句
.

呂
○

蒜
e

n
∽
t
e

r

ロ
､

○

ワ

O
i

t
.

-

p
.

ヒ
ー

ー
ヒ
N

.

肖
政
治
的
庇
護
に

関
す
る

第
二

次
大
戦
後
の

新
た

な

傾
向

第
二

次
大
戦
後

､

一

九
四
五

年
に

創
設
さ

れ

た

国
際
連
合
は

､

そ

の

目

的
の

一

つ

と

し
て

国
際
協
力
を

謳
い

､

そ
の

対

象
と

し

て

す
べ

て

の

者
の

(

l
)

た

め
に

人
権
及
び

基
本
的
自
由
を

尊
重

す
る

こ

と

を

規
定
し

て

い

る
｡

国

際
法
の

分
野
に

お

け

る

個
人
の

人

権
保
護
の

傾

向
は

､

亡

命

者
(

岩
f

苧

(

2
)

g
e

O
)

の

人

権
の

面
で

も

例
外
で

は

な

か
っ

た
｡

一

九
四

八

年
に

採

択
さ

れ

た

世

界
人

権
宜
言
ほ

､

国
連
憲
章
の

言
及
し

て

い

る

人

権
に

具
体
的
内

容
を

与
え

､

第
一

四

条
で

､

｢

何
人

も

迫
害
か

ら
の

庇
護
を

他

国
に

お

い

て

求
め

且
つ

享
有
す
る

権
利
を

有
す

る
+

(

第
一

項
)

､

｢

右
の

権

利
は

非

政
治
的
犯

罪
又
は

国
際
連
合
の

目
的
及
び

原
則
に

反
す
る

行
為
を

真
の

原

因
と

す
る

訴
追
の

場
合
に

は
､

援
用
す
る

こ

と

が

で

き

な
い

+

(

第
二

項
)

(

3
)

(

4
)

と

規
定
し

､

不

完
全
な

が

ら

も

政
治
犯

罪
人
に

庇
護
権
を

与
え

て

い

る
｡

又
一

九
四

八

年
に

ボ
ゴ

タ
で

開
催
さ

れ

た

第
九
回

汎
米
会
議
に

お
い

て

採

択
さ

れ
た

人
間
の

権
利
及
び

義
務
に

関
す
る

ア

メ

リ

カ

宣
一

一
只
担
ヨ
e

ユ
c

中
ロ

ロ
e

O
-

P
り
払

巨
○

臼

○

:
F
e

巴
吋
F
t

払

a
▲

邑

0

き

訂
O
f

t

訂
E
巴
ェ

は
､

第

二

七

条
で

､

｢

す
べ

て

の

者
は

､

普
通
犯

罪
を

原
因
と

し

な
い

追
求
の

易
合

β3(ヲ

′

■
)

-



､

-

へ

■､(

′

(J OJ) 研 究 ノ ー ト

に

は
､

各
国
の

法
と

国
際
協
定
に

従
っ

て
､

外
国

領
域
に

お

い

て

庇
護
を

(

5
)

求
め

且
つ

受
け
る

権
利
を

有
す

る
+

と
い

う
規
定
を

置
い

て

い

る
｡

以

上
の

如
く

個
人
に

国
際
法
上

の

庇
護
権
を

与
え
る

も
の

と

は

言
え

な

い

が
､

亡
命
者
の

人

権
保
護
の

要
請
か

ら
､

主
権
の

属
性
と

し

て

認
め

ら

れ
る

国
家
の

追
放
権
(

ユ
吋
F
t

O
f

e

出

七
已
巴
○

ロ
)

を
一

定
の

場
合
に

制
限

(

6
)

す
る

多
数
国
間
条
約
が

存
在
す

る
｡

一

九
五

一

年
に

採
択
さ

れ

た

亡
命
者

(

避

難
民
)

の

地

位
に

関
す

る

条
約

(

n
O

n
く
2

n
t

-

○

ロ

河
e
-

邑
ロ

g

t

O

旨
e

望
邑

宏
O
h

河
e
f

亮
e
e

∽
)

は

第
三

二

条
一

項
で

､

｢

締
約
国
は

自

国
の

領

土
内
で

合
法
的
に

滞
在
す

る

亡

命
者
を

国
家
的
安
寧
若
し

く
は

公
共
の

秩

序
を

理

由
と

す
る

場
合
を

除
い

て
､

追
放
し
て

は

な

ら

な
い
+

と

規
定
し

､

第
三

三

条
一

項
で

､

｢

い

か

な

る

締
約
国
も

､

そ

の

生

命
若
し

く

は

自

由

が
､

そ

の

人
種

､

宗
教

､

国
籍

､

特
定
の

社
会
的
集
団
へ

の

所
属
若
し

く

は

政
治
的
恩
恵
の

故
に

脅
か
さ

れ
る

領
土
の

国
境
に

い

か

な
る

方
法
に

お

い

て

も

亡
命
者
を

追
放
又

は

送
還
し
て

は

な

ら

な

い
+

と

規

定
し

て

い

る
｡

こ

の

よ

う
に

第
二

次
大
戦
後
は

､

亡
命
者
を

､

そ
の

人

権
保
護
の

見
地

か

ら

保
護
し

ょ

う
と

す
る

努
力
が

国
際
法
の

分
野
に

お
い

て

も
な

さ

れ

て

い

る
｡

更
に

第
二

次
大
戦
後
の

各
国
の

憲
法
そ

の

他
の

国
内
法
も

政
治
亡

(

7
)

命
者
の

保
護
を

規
定
し
て

い

る

も

の

が

極
め

て

多
い

の

で

あ

る
｡

か

か

る

亡
命
者
保
護
が

へ

国
際
法
と

し

て

既
に

定
着
し
て

い

る
と

即
断
す

る
こ

と

は

問
題
で

あ
る

が
､

少
く
と

も

国
際
法
の

進
む
ぺ

き

趨
勢
と

し

て

認
識
す

る
こ

と

が
で

き
る

｡

政
治
犯

罪
人

不

引

渡
し
の

原
則
が

､

国
家
の

政
治
犯

罪
人
不

引
渡
し
の

義
務
を

内
容
と

す
る

と
い

う
見
解
は

､

恐
ら

く

以

上

の

認
識
に

基
づ

い

て

い

る

の

で

あ

ろ

う
｡

け
れ

ど

も
一

九
世

紀
以

降
諸
国
に

よ
っ

て

採
用
さ

れ

た

政

治
犯

罪
人

不

引
渡
し

の

原

則
と

近

時
の

亡
命
者
保
護
と

は
､

現
象
面
で

は

類
似
し
て

い

る

が
､

本
質
的
に

は

別
個
の

も

の

で

あ

る
｡

け

だ

し

前
述
の

よ

う
に

前
者

は

国
家
の

対

内
或
い

は

対

外
政
策
的
な

考
慮
を

本
質
と

す
る

の

に

対
し

､

後
者
は

亡
命
者
の

人
権
保
護
を

そ

の

本
質
と

す

る

か

ら
で

あ

る
｡

言
葉
の

上

で

区
別
す

れ
ば

､

前
者
は

｢

国
家
の

庇
護
権
+

の

問
題
で

あ

り
､

後
者

は

｢

個
人
の

庇
護
権
+

の

問
題
な

の

で

あ

る
｡

(

1
)

国

連

憲
章

第
一

条
四

項
｡

(

2
)

も
っ

と

も

亡

命
者
(

避

難
民
)

の

国

際
的

庇

護
は

国

際

連

盟

時

代

に

も

な
さ

れ
て

い

た
｡

こ

の

間
題
に

つ

い

て
､

例
え

ば

宮

崎
繋
樹

｢

国

際
避

難
民
+

(

亡

命

者
)

の

保

護

(

｢

国

際
法
に

お

け
る

国

家
と

個
人
+

所

収
)

｡

外

務

省
国

際
協
力

局

第
二

課
｢

国

連
に

お

け

る

亡

命

者

問

題
+

(

国

連
月

報

第
六

巷
二

号

所

収
)

｡

G

覧
○

岩
､

･

呂
○

旨
､

O

p
.

2 .

t
.

-

p

や

一

浩
-
-

設
”

句
.

呂
○

→

的
e

n

賢
e

→

ロ
ー

O

p
.

〇

芹
.

､

p

9

宏
一

-

い
ぃ

叫
一

(

3
)

世

界
人

権
宣

言
の

認

め

る

個

人
の

庇
護
権
の

不

完
全
性

は
､

次

の

二

点
に

求
め

ら

れ

る
｡

第
一

は
､

こ

の

宣

言

自
体
の

法

的

拘
束

性

(
-

e

g

巴
-

y

b
i

ロ

巴
n

的

P

F

告
p
q
t

e

ユ

の

不

完
全

性
で

あ

り
､

第
二

は
､

第
一

四

条
の

原
案
が

｢

何
人

も

迫
害
か

ら

の

庇

護
を

他

国

に

お

い

て

求
め

か

つ

与

え

ら

れ

る

(
t

O

訂
g

旨
β
t

e

e

権
利
を

有

す

る
+

と

規

定
し

て

い

た

の

に

対

し
て

､

第
一

四

条
は

右

の

ど

訂
叫

声
已
e

β

を

ど

e

且
○
叫

(

享

有

す
る
)

と

修

正

し

た
こ

と
に

よ

り
､

国

家

は

個
人

に

対

し

庇

護
を

与

え
る

法

的
義

務

を

負
わ

な
い

と

解
さ

れ

る

こ

と

で

あ

る
｡

世

界
人

権

宣

言
に

お

け

る

庇

護

権
の

詳
細
な

検

討
と

し

丘沼7
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て
､

の

寛
○

訂
1

E
O
→

p
､

O
p
.

〇

芦
､

胃
.

-

鼓

-
-

泣
.

(

4
)

一

九

六

七

年
一

二

月
一

四

日

の

｢

庇

護

権
に

関

す
る

宣

言
+

は
､

前
文

で

第
一

四

条
を

再

確

認
し

て

い

る
｡

(

5
)

こ

の

宜

言
の

原
文

は
､

A
●

J
●

H
●

F
,

S
仁

勺

甲
､

く
0
-

.

£
､

9

-

怒
(
-

苫
β

,

(

6
)

政
治

犯

罪
人

と

亡

命
者
の

頼

遵
に

つ

い

て

は
､

例
え

ば

大

平
鑑

定

書
二

〇

頁
｡

高
野
鑑
定

書
一

五

七

頁
以

下
｡

(

7
)

各
国

国

内
法

の

具
体

的

な

内

容
に

つ

い

て

は
､

小

田

滋
｢

政

治

亡

命
者

保

護
に

関

す

る

各

国

決

別
+

ジ

ュ

ワ

ス

ト

第
二

八
一

号
｡

国

内
法

上
の

個
人
の

庇

権
権
の

検

討
と

し
て

､

G

賀
0

㌻
･

巳
○

冒
､

O
p
.

?

芦
､

り

甲
-

訟
1
-

笥
-

ガ

ル

シ

ア

ーー

キ

ラ

は
､

個
人
の

庇

護
権
は

､

そ

れ

を

認
め

る

各
国

国

内
法

規
定
と

慣
行

に

よ
っ

て
､

｢

文

明

国

に

よ

っ

て

認

め

ら

れ

た

法
の

一

般
原

則
+

(

的

中
ロ
e

旨
-

p

江
口
0

首
-

e

の

○

〓
p

弓

【
¢

8
粥
ロ
ー

N

O

ト

ビ

y

O
-

ユ
ー

ー

邑
n

邑
i

O
ロ

且

と

な
っ

て

い

る

と

い

う
｡

-

b
-

チ

甲

-
h

示
一

円

結

語

庇
護
の

付
与
に

つ

い

て

は
､

常
に

人
道
の

考
慮
と

外
交
政
策
上

の

考
慮

(

1
)

と
い

う
相
矛
盾
す

る

要
請
が

つ

き
ま

と

う
｡

国
家
は

政
治
犯

罪
人
を

含
め

て
､

亡
命
者

一

般
を

請
求
国
に

引
渡
す
こ

と

も
､

追
放
す
る

こ

と

も
､

国

際
法
上

原
則
と

し

て

自
由
で

あ

る
｡

け

れ

ど

も

政
治
亡
命
者
の

保
護
は

､

特
に

第
二

次
大
戦
後
の

国
際
法
の

分
野
で

の

人
権
保
護
の

強
い

要
請
を

背

加

点
と

し

た

趨
勢
な

の

で

あ
っ

て
､

人

道
や

人

権
の

考
慮
を

す
る
こ

と

な

く
､

単
に

外
交
政

策
の

考
慮
を

優
先
さ

せ
､

亡
命
者
を

追
放
し

た

り
､

請
求
国

に

引
渡
す
こ

と

は
､

国
際
法
の

以

上
の

発
展
に

逆
ら

う
も
の

で

あ

る

と
い

う
批
判
を

受
け

ね

ば

な

ら

な
い

｡

こ

こ

で

我
々

は
､

ガ
ル

シ

ア

‖

モ

ヲ

の

次
の

言

葉
に

傾
聴
す
る

必

要
が

あ

る

で

あ

ろ

う
｡

｢

新
し
い

概
念
は

伝
統
的
な

法
原
則
の

擁
護
者
の

懐
い

て

い

る

先
入

観

を

常
に

侵
害
す
る

こ

と

は

認
め

ら

れ

ね
ば

な

ら
な
い

｡

従
っ

て

国
際
法
の

直
面
し
て

い

る

諸
問
題
に

対
し
て

合
理

的
な

ア

プ
ロ

ー

チ

を

達
成
す
る

唯

一

の

方
法
は

､

恐
ら
く

､

陳
腐
な

概
念
が

人
間
の

正

義
と

権
利
と
い

う
よ

り

根
本
的
な

問
題
と

矛
盾
し

て

い

る

と

思
わ

れ

る

と

き

は
､

い

つ

で

も
そ

れ

ら
を

廃
棄
す
る
こ

と
で

あ

る
と

提
言
さ

れ

る
｡

か

か

る

発
展
が

な

さ

れ

な

け
れ

ば
､

国

際
社
会
に

お

け
る

人

間
の

必

要
と

要
求
と
の

接
触
を

長
い

間
置
き

忘
れ

て

い

る

と
こ

ろ

の

概
念
の

保
全
に

､

国
際
法
ほ

尽
力
す

る
こ

(

2
)

と

に

な

る

で

あ

ろ

う
+

｡

(

1
)

A
●

四

日
く

㌍
ロ

∽

∵

カ

亀
0

邑
O

n

仁
匂
O

n

t

ど
W

p
U
-

≡
○

巴

○

苧

e

n

藷
i

n

H

已
e

→
ロ

邑
-

0

日

巴

勺

冒
O
t

訂
e
｡

.

A
.

ナ

ー
.

F
.

七

d
｢

-
.

h

り
.

p
一

N

(
-

冨
山

)
.

(

2
)

G

賀
凸

㌻
1

呂
○

旨
-

O

p
.

〇

芦
-

や
ー

N

山
.

(

司

法

修

習
生
)

{

)

ナ

】




