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刑
事
訴
訟
に

お

け
る

合
目
的
性
と

正

義

1
ド

イ

ツ

に

お

け

る

礼
間
訴
訟
の

進
展
に

即
し
て

-

第
一

章

序
説

1
事
実
認
定
手
続
を

適
切
に

理

解
す
る

た

め
に

第
二

章

公
的
犯

罪
･

刑
罰
観
の

成
立

第
三

事

犯

罪
訴
追
手
続
に

対

す

る

職

権
の

介
入

第
四

章

公
的

･

社
会
的
な

課
題
と

し

て

の

刑
事
司
法

第
五

章

札
間
訴
訟
へ

の

発
展

第
六

車

中
世
末
に

お

け
る

刑
事
司
法
の

悪
弊

第
七

草

正

義
の

理

念
へ

の

志
向

む

す

び

に

か

え

て

第
l

章

序

説

-
事
実

認

定

手

続
を

適
切

に

理

解

す
る

た

め

に

一

刑

事
訴
訟
の

目

的
は

､

刑
事
実

体

法
の

適

用
･

実
現

､

つ

ま
り

犯

罪
を

犯

し

た

者
を

処

罰

し
､

犯

罪
を

犯
し

て

い

な
い

者
は

米

山

耕

二

処

罰
し

な
い

､

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

こ

の

限

り

で

ほ
､

刑
事
訴

訟
の

目

的

は

自

明
の

こ

と

と

思

わ

れ

る
｡

し

か

し
､

そ

の

前
提
と

し
て

､

一

定
の

犯

罪

事
象
に

つ

き
､

そ

の

事
実

関

係

を

明

ら
か

に

す

る

と
い

う
こ

と

が

必

要
と

さ

れ

る

の

で

あ

り
､

こ

こ

に

刑
事

訴

訟
の

最
も

重

要
な

課

題
が

見
い

だ

さ

れ

る

と

と

も

に
､

極
め
て

困

(

1
)

薙
な

問
題
が

生

じ
.
て

く
る

の

で

あ

る
｡

即

ち
､

い

か

な

る

方

法
で

真
実
を

発
見

し
､

確
認

し
ょ

う
と

す
る

の

か

-
そ

の

手

続
の

構

造

及
び

判
断
形

成
の

要
因

-
と
い

う
問
題
で

あ

る
｡

現
行

法
に

お

い

て

は
､

第
一

条
で

｢

…

…

公

共
の

福
祉
の

維
持

と

個
人
の

基

本

的

人

権
の

保
障
と
を

全

う
し

つ

つ
､

事

案
の

真
相

を

明
ら

か

に

し

…
=

+

と
､

そ

の

基

本

理

念
が

宣

明
さ

れ
､

以

下

詳
細
な

規
定
が

置
か

れ

て

い

る
｡

事
実
認

定

手

続
の

概

要
は

､

次

7 4
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の

よ

う
に

把

握
さ

れ

る
･

=
･

H

当

事
者
主

義
の

構
造

被
告
人

(

被
疑
者
)

の

訴
追
者
に

対

す
る

同

等
の

地

位
が

保
障
さ

れ

-
こ

の

意
味
に

お

い

て
､

前
者
の

黙
租
権
及

び

弁
護
人

依
願
権
を

基
本
と

す
る

諸
々

の

権

利
に

よ

る

防
禦
権

(

2
)

の

拡
充
が

理

解
さ

れ

る

-
､

そ

し

て

こ

こ

に
､

裁

判
官
が

第
三

者

的
判
断
者
と

し

て

位

置
づ

け

ら

れ

る

の

で

あ

る
｡

そ

の

機
能
と

し
て

､

ま

ず
公

判
に

お

い

て

は
､

両

当

事

者
の

論

争
･

対

立
に

よ

る

真
実
追
究
が

目

ざ

さ

れ
､

裁
判

官
は

積
極

(

3
)

的
に

は

真
実

探
知
に

関
与

し

な
い

｡

し
か

も
､

客
観
的
な

真

実
そ

の

も
の

が

追
究
さ

れ

る

の

で

は

な

く
､

審
理
は

､

訴

追

者
に

よ

っ

て

提
示
さ

れ

た

課

題
の

解

決
､

つ

ま

り

訴
因
と

し

て

明

示
さ

れ

た

そ

の

主

張
の

美
香
を

判
断
す
る

こ

と
に

限

定

(

4
)

さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

ま

た
､

立

証

過

程
で

は
､

と

り

わ

け

訴

追

者
に

よ

り

捜
査

で

準

備
さ

れ

た

証

拠
の

批
判

･

検
討
が

重

(

5
)

祝
さ

れ

る

こ

と
に

な
る

｡

他

方
､

捜
査
に

お

い

て

は
､

合
目

的

的
な

傾
向
の

強
い

捜
査

活

動
に

対

し
て

被
疑
者
の

人

権
を

保

障
す
る

と

い

う

要
請
か

ら
､

捜
査

機
関
の

裁
量
権
の

規
制

-
し

か

も
､

第
三

者
(

裁
判
官
)

に

よ

る

事
前
の

具
体

的

(

6
)

規
制

1
が

重

要
と

さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

目

白
由
心

証

主

義
に

よ

る

判
断
形

成

証
拠
価

値
に

つ

い

て

汝
的
な

差

等
が

設
け

ら
れ

る

こ

と

な

く
､

す
べ

て

の

証
拠
の

価
値
が

平

等
に

取

扱

わ

れ
､

従
っ

て

そ

の

評
価
は

い

っ

さ

い

裁
判

官
の

合
理

的
な

裁
量
に

委
ね

ら

れ

る
｡

こ

の

意
味
に

お

い

て
､

直
接
証

拠

-
と

り
わ

け

被

告
人
の

自

白

-
が

偏
重
さ

れ

る

こ

と

な

く
､

経

験
則

･

論

理

則
に

基
づ

き
､

間
接
証

拠
の

比

較
考
量
が

重

視
さ

れ

る

の

(

7
)

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

理

解
に

よ

れ

ば
､

現

行
法
の

事
実

認
定
手

続
に

つ

い

て

ほ
､

当
事

者
主

義
と

自

由
心

証

主

義
と

の

結
び

つ

き

に

お

い

て
､

以

下
の

よ

う

な

基
本

思

想

を

認
め

る

こ

と

が

で

き

る
｡

即
ち

､

第
一

に
､

公

判
手

続
の

段
階
に

お

い

て
､

自
由
心

証
主

義
が

当

事

者
(

追
行
)

主

義
に

よ

っ

て

制

約
さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

つ

ま

り
､

訴
訟

対

象
の

設

定

及
び

証

拠
の

提
出
を

当

事
者
の

イ
ニ

シ

ア

テ

ィ

ブ

に

委
ね

､

他

方
そ

の

弁

論
の

結
果
を

裁
判

官
の

自
由
な

評

価
に

委
ね

て
､

権
限
の

合
理

的
な

分
立

を

は

か

る

こ

と
に

よ

り
､

裁
判
手

続
の

公

正
を

担

保

す
る

､

と

い

う
こ

と
が

意
図
さ

れ

て

い

(

8
)

る

の

で

あ

る
｡

し

か

も
､

第
二

に

は
､

訴
追

者
に

よ

る

採
証
の

過

樫
､

つ

ま

り

捜
査

手

続
の

段
階
に

お

い

て

も
､

実
体

的
真
実
の

追
究

が

第
一

義
と

さ

れ

る

こ

と

な

く
､

適
正

手

続
(

デ
ュ

ー
･

プ

ロ

セ

乃
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ス

)

の

遵
守
が

要
求
さ

れ

て

い

る
ひ

そ

の

法
的
な

形

式
に

､

被
疑

者
の

人

権
保
障
原

理
が

具

現
さ

れ

て

い

る
､

と

言

う
こ

と
が

で

き

る
｡

こ

の

よ

う
に

し
て

､

さ

き

の

い

わ

ば

技
術
的
な

意
味
に

お

け

る

当

事
者
主

義
の

枠
を

超
え

､

実
質
的

な

意
味
を

含
ん

だ

当

事
者

(

9
)

(

1 0
)

主

義
が

理

解
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

な

お
､

こ

の

意
味
に

お

け
る

当

事
者
主

義
は

､

捜
査
に

限
ら

ず
､

手

続
の

全

段

階
に

つ

い

て

理

解

さ

れ

る

べ

き

も
の

と

考
え

ら

れ

る
｡

一

例
を

挙
げ
る

な

ら
ば

､

証

拠
開

示
の

問
題
は

､

こ

の

よ

う
な

見
地
か

ら

分

析
さ

れ

る

こ

と

に

(

1 1
)

よ

り
､

は

じ

め
て

適
切

に

理

解
さ

れ

る

の

で

あ
る

｡

自

由
心

証

主

義
は

､

こ

の

よ

う
な

構
造

的

制
約
の

枠
組
に

お

い

て
､

そ

れ

と

関

連
し
っ

つ
､

さ

ら
に

内

容

的
に

も

制

約
さ

れ

て

い

る
｡

ま

ず
､

証

拠
能
力
に

よ

っ

て

制

約
さ

れ

る
｡

一

つ

に

は
､

自

然
的
及
び

法

律

的
関

連
性
(

証

拠
の

不

許
容
)

､

そ

し
て

二

つ

に

は
､

証

拠
禁
止

と

い

う

考
え

方
に

よ

っ

て
｡

こ

の

二

つ

の

考
え

方
の

交

錯
の

う
ち

に
､

と

り

わ

け

伝
聞

証

拠
､

任

意
性
に

疑
い

の

あ

る

自
白

及
び

違
法
に

(

12
)

収

集
さ

れ

た

証

拠
が

問
題
と

さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

さ

ら

に

は
､

任

意
性
の

認
め

ら
れ
る

自
白
に

つ

い

て

も
､

補
強

証

拠
が

要
求
さ

れ

る

こ

と

に

よ

り
､

証

拠
価
値
の

評
価
自
体
の

制
約
が

な

さ

れ

て

い

(

1 3
)

る

の

で

あ
る

｡

こ

の

よ

う
に

し

て
､

一

面
で

は

合

理

的

な

思

惟
の

観
点
か

ら
､

他

面
で

は

被
疑

者
･

被
告

人
の

人

権
保
障
と
い

う

観
点
か

ら
､

裁

指

判
官
の

自

由
な

心

証

形

成
に

よ

る

判
断
を

､

よ

り

確
実

な

も
の

に

し

ょ

う
と

す
る

努
力
が

な
さ

れ

て

い

る

の

を

見
る

こ

と

が

で

き

る
｡

二

右
に

一

応
の

理

解
を

見
た

思

想
は

､

次
の

よ

う

な
二

つ

の

考
え

方
に

よ
っ

て

基
礎
づ

け

ら
れ

て

い

る
､

と

思

わ

れ

る
｡

即

ち
､

一

つ

に

は
､

｢

法
は

目
的

か

ら

生

ず
る

が
､

そ

の

効
力

は

目

的

に

依
存
し

な
い

…
=
･

｡

訴

訟

法
は

実

体

法
の

実
現

を

助

け
る

と
い

う

目
的
に

奉
仕
す
べ

き
で

あ

る
｡

し

か

し
､

訴
訟

法

は

無

条
件
的
に

妥
当

し
､

従
っ

て

法
の

実
現
と
い

う
目

的
に

仕
え

ず
､

む

し

ろ
そ

(

1 4
)

の

妨
げ

す

ら

す
る

よ

う
な

場
合
で

も

妥
当

す

る

の

で

あ

る
｡

+

と

い

う

法
効

力

論
の

テ

ー

ゼ

が

生

き
て

お

り
､

こ

こ

に

訴

訟

法
の

固

有
理

念
が

看

取
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

そ

し

て
､

二

つ

に

は
､

｢

間

接
的
な
い

し

帰
納
的

推
論
に

お

い

て

は
､

常
に

質
的

蓋

然
性
に

し

か

達
し
ぇ

な
い

｡

つ

ま

り

そ

の

判
断
は

､

客
観
的
な

確
定

可
能

性

と
い

う

意
味
に

お

け

る

確

実
性
に

､

あ

る

程
度
は

接
近

す
る

け

れ

ど
も

､

そ

の

程

度
を

量
的

な
い

し

数

的
に

査

定

す
る

と
い

う
こ

と

(

1 5
)

に

は

決
し

て

親
し

ま

な
い

の

で

あ
る

｡

+

と
い

う

認

識

論
の

テ

ー

ゼ

が

措
定
さ

れ

て

い

る
｡

か

く
し

て
､

前
述
の

現

行

法

制
を

適
切

に

理

解

す
る

に

際
し

て

は
､

こ

の

二

つ

の

深

遠
な

テ

ー

ゼ

を

刑

事
訴

訟
理

論
の

中
に

正

し
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く

位

置
づ

け
る

こ

と
が

前
提
と

さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

そ

の

た

め

に

は
､

刑

事
訴

訟

法

学
と
い

う
枠
を

超
え

て
､

広
く

法
哲
学
な
い

し

哲
学

､

社
会
学

､

心

理

学

等
々

か

ら
の

ア

プ

ロ

ー

チ

が

不

可

欠
の

も
の

と

さ

れ

よ

う
｡

さ

ら
に

は
､

刑

事
訴
訟
の

歩
み

を

歴
史
的
に

振
返
る
■
こ

と

に

よ
っ

て
､

こ

の

二

つ

の

テ

ー

ゼ

が

ど
の

よ

う
に

し

て

認

識
さ

れ

る

よ

う
に

な

り
､

ま
た

手

続
構
成
の

う

ち
に

い

か

に

位
置
づ

け
ら

れ

て

き

た

か

を

考

察
す
る

こ

と

が
､

有
益
な

示

唆
を

与

え

て

く
れ

る
､

と

思
わ

れ

る
｡

三

事
実
認

定

手

続
は

､

歴

史
的
に

振
返
っ

て

み

る

と
､

H

こ

の

手
続
が

そ

の

実

現
に

奉
仕
す
べ

き

刑

事
実

体
法
の

原

理
に

相

応
し

､

か

つ

H

各
時
代
の

認

識
様

式
･

思
考
法

則
に

相
応
し

､

さ

ら

に

は

肖

実
体

的

真
実
の

追

究
と
い

う
目

的
と

訴
訟
法
の

固
有
理

念

と
の

問
の

緊
張

関
係
が

意
識
さ

れ

な

が

ら

発
展
し

て

き

た
､

と

思

わ
れ

る
｡

■
さ

て
､

わ

が

国
の

刑
事
訴
訟
法
は

､

周

知
の

と

お

り
､

明

治

以

降
､

大

陸
法

系
の

手

続
構
成

を

母

体
と

し

て

発
展
し

､

さ

ら
に

戦

後
､

英
米
法

､

と

り

わ

け

米
法
の

基

本

思

想
が

採
り

入

れ

ら

れ

て
､

現

行
法

が

制
定

さ

れ

た

の

で

あ

る
｡

そ

れ

故
､

こ

の

現

行
法

制

を

歴
史
的
に

理

解

す
る

た

め

に

は
､

ま

ず
大

陸
法
に

つ

い

て

考
察
す

る

こ

と
が

必

要
と
さ

れ

る
｡

そ

こ

で
､

目

を

大

陸
法
に

転

ず
る

と
､

刑
事
司

法
の

歴

史
に

お

い

て

は
､

二

つ

の

重

要
な

転

換
期
が

認
め

ら

れ

る
｡

そ

の

第
一

は

中
世
か

ら

近

世
へ

の

移

行

期
で

あ

り
､

そ

し

て

第
二

は

啓

蒙
期
で

あ

る
｡

こ

の

啓
蒙

期
に

お

い

て
､

近

代

刑

事
司

法
の

基

本

思

想
が

生

ま

れ

た
､

と

考
え

ら

れ

て

い

る
｡

手

続

面
に

あ
っ

て

ほ
､

礼
問

主

義
構
造

､

つ

ま

り

二
冗

的

権

力

集

中

機

構
が

根
本

的
に

批
判
さ

れ
､

ま

た

自

白

-
｢

証

拠
の

女
王
+

と

呼
ば

れ
､

礼
間
訴

訟
を

特

質
づ

け
る

標
語
と

な
っ

た

ー
を

強

要

(

1 6
)

す

る

た

め
の

拷
問
が

廃

止

さ

れ

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

改
革

へ

の

過

程
に

お

い

て
､

事
実

認
定
に

関

し
て

い

か

な

る

思

想
が

形

成
さ

れ

て

い

っ

た

の

か
､

と
い

う

問
題
こ

そ
､

事
実

認

定

手

続
を

歴

史
的
に

考
察
す
る

に

当
っ

て
､

そ

の

重

要
な

一

部
を

な

す
も

の

と

考
え

ら
れ

る
｡

と

こ

ろ
で

､

こ

の

改
革
に

お

い

て

批

判
の

対

象
と

な
っ

た

絶
間

訴
訟
に

つ

い

て

は
､

他

面

そ

れ

が

成

立

し
､

進
展
し

て

い

く

過

程

に

お

い

て
､

注
目

す
べ

き

思

想
の

動
き
が

見
ら

れ

る

の

で

あ

る
｡

即

ち
､

こ

こ

に

は

じ

め

て
､

刑

事
司

法
が

公

的
･

社

会

的
な

課

題

と

し

て

認

識
さ

れ

る

に

至

り
､

ま

た

証

拠
法
が

一

般
思

考
法
別
に

適
う
も

の

と

な
っ

た
｡

さ

ら
に

､

そ

の

進
展
の

過

程
で

は
､

公

的

な

犯

罪
訴
追
活
動
に

お

け

る

合
目

的

性
の

先

行
に

対

し
､

正

義
の

77
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理

念
に

よ

る

規

制
が

な
さ

れ

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

時
期
が

､

前
述

の

第
一

期
で

あ
っ

た
｡

右
の

よ

う

な

理

解
に

基
づ

き
､

本

稿
で

は
､

ド

イ

ツ

を

例
に

と

っ

て
､

札
間
訴
訟
の

成
立

･

進
展
の

過

程
を

､

そ

の

基

礎
と

な
っ

た

思

想
の

発
展
と
い

う

面
か

ら

考

察
し

ょ

う

と

す
る

も

の

で

あ

る
｡

(

1
)

鴨
良

弼
‖

訴

訟

管
理

権

年
､

所

収
)

八
一

頁
参
照

｡

(

2
)

鴨
‥

前

掲

八
二

頁
｡

同

収
)

一

六
二

-
一

六

四

頁
｡

(

刑

事

訴
訟

法
の

新

展

開
､

昭

和

四
八

‥

国

選

弁
護
人
の

法

的

性

格
(

前

掲

所

田

宮

裕
‥

捜
査
の

構
造

､

昭

和

四
六

年
､

三

八
六

貞
｡

(

3
)

鴨
‖

訴

訟

管
理

権
､

七

六

頁
｡

平

野
龍

一

‥

刑

事

訴

訟

法
､

昭

和
三

三

年
､

一

七

頁
｡

(

4
)

鴨
‥

刑

事

訴

訟
手

続
の

形

式

的

性

格
(

刑

事

訴

訟
に

お

け
る

技

術
と

倫
理

､

昭

和
三

九

年
､

所

収
)

八

九

-
九

四

頁
｡

同
‖

公

訴

権

論

(

新

展
開

所

収
)

三

三

頁
｡

平

野
‥

前

掲
一

三
一

-
一

三

二

頁
｡

田

宮
‥

刑

事

訴

訟
に

お

け

る

デ
ュ

ー

･

プ

ロ

セ

ス
､

昭

和
四

七

年
､

一

四

八

頁
｡

こ

の

よ

う
な

意

味
に

お

い

て
､

訴

訟
対

象
は

仮

設

的

な

(

首
勺

?

t

F
e
t

-

∽

C

F
)

性

格
を

持
つ

も
の

と

考

え

ら

れ

て

い

る
｡

(

5
)

鴨
‥

訴
訟

管
理

権
､

一

〇
四

…
一

〇
五

､

一

〇

八

-
一

一

〇

貞
｡

田

宮
‥

デ
ュ

ー
･

プ

ロ

セ

ス
､

一

六

頁
｡

(

6
)

鴨
‥

訴
訟

管
理

棟
､

七
五

､

九
五

-
九

八

頁
｡

団

藤
重

光
‥

新

刑

事
訴

訟

法

綱

要
､

七

訂

版
､

昭

和
四

二

年
､

三
一

八

頁
｡

(

7
)

鴨

∵
真

実

発
見

と

法

技

術

(

技

術

と

倫
理

所

収
)

一

五

七

-
一

閃

六
一

頁
｡

同
‥

過
失

犯

と

間

接

証

拠

(

新

展
開

所

収
)

二

八
一

i
二

八
八

百
｡

斎

藤
朔
郎

‥

自

由

心

証
の

運

用
に

つ

い

て

(

刑

事

訴
訟

論

集
､

昭

和
四

〇

年
､

所

収
)

二

三

五

-
二

四
二

頁
｡

同
‥

事

案
の

真

相
の

究
明

(

前

掲
所

収
)

二

八
五

-
二

八
六

頁
｡

岩

政
一二
郎

‥

経

験

則

論

(

民
事

訴
訟

凝

議
第

一

号
､

昭

和
二

九

年
)

一

八

-
二

一

頁
｡

な

お
､

有

罪

と

判

断

す

る

に

つ

い

て

ほ
､

｢

合
理

的

な

疑

い

を

超

え

る
+

(

b
e

づ
U

n

n

t

F
e

r

e

監
○
ロ

巴
U
-

e

d
O

亡

b
t

)

程

度
の

確

信
が

要

求

さ

れ

て

い

る
｡

(

8
)

鴨
‥

真
実

発

見

と

法

技

術
､

一

六

三

頁
｡

平

野
‥

刑

事

訴
訟

法

の

基

礎

理

論
､

昭

和
三

九

年
､

四

-
九

頁
｡

平
田

勝

雅

∵
裁

判
に

お

け

る

心

証

形

成
の

諸

問
題

(

司

法

研

究

報
告

書
､

第
一

輯
第

八

号
､

昭

和
三

九

年
)

三

九

-
四

一

頁
｡

(

9
)

怨

尾

括
也

‥

｢

当

事

者
主

義
+

に

つ

い

て

(

中

野
次

雄

判

事

遍

歴

祝
賀

･

刑

事

裁

判
の

課

題
､

昭

和
四

七

年
､

所

収
)

三

八

-
四

〇

頁
｡

田

宮
‥

デ
ュ

ー

･

プ

ロ

セ

ス

､

一

四
二

頁
｡

(

1 0
)

こ

の

被

疑

者
･

被
告

人
の

人

権
を

保

障
す
る

と
い

う

実

質
的

な

考

慮
か

ら
､

裁

判

所
の

み

な

ら

ず
､

検

察

官

に

つ

い

て

も
､

客

観

義

務

な
い

し

司

法

官
的

性

格
を

認
め

る

ぺ

き

か

香
か

が

議

論
さ

れ
る

の

で

あ

る
｡

さ

ら

に

は
､

よ

り
一

般

的

な

問

題

と

し
て

､

実

体

的

真

実

の

追

究
と

い

う
目

的

と

適

正

手

続
の

理

念
と

を
ど

の

よ

う
に

整

序
し

､

調

和
さ

せ

で

い

く

の

か
､

と
い

う

課

題
が

生

じ
て

く
る

｡

こ

の

よ

う

に

し

て
､

い

わ

ゆ

る

処

罰

機

能

と

保

障

機
能
と
の

緊

張

関

係
が

意

識

さ

れ

る

こ

と

と

な

り
､

こ

の

観
点

に

お

い

て
､

当

事

者
主

義
を
い

か



( 7 9 ) 刑 事訴訟 に お け る 合 目的 性 と正 義

に

理

解

す
べ

き

か
､

ま

た

と

り

わ

け

捜

査

段

階
に

つ

い

て

1
公

判

段
階
と

の

関
連

を

意

識

し
っ

つ

ー
､

そ

の

構

造
を

い

か

に

分

析
す

べ

き

か
､

と
い

う
こ

と
が

問
題

と
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

鴨
‥

訴

訟
管

理

権
､

一

一

〇

-

二
三

頁
､

一

一

八

頁
注

(

3 3
)

｡

団

藤
‥

前

掲
八

六

-
八

九

頁
｡

平
易

安

治
‥

実
体

的

真
実
主

義
と

当

事

者
主

義
(

刑

事

訴

訟

法

講
座

､

第
一

巷
､

昭

和
三

八

年
､

所

収
)

一

-
二

三

頁
｡

平

野
‥

刑

事

訴

訟

法

八
三

-
八

五

貞
｡

同
‥

基

礎

理

論
､

九

1
一

二

頁
｡

松

尾
‥

前

掲
､

三

八

-
三

九
､

五

七

-
五

九

頁
｡

井
戸
田

侃
‥

刑

事
手

続
の

構

造

序

説
､

昭

和
四

六

年
､

六

七

-
八

八
､

一

三

四

-
一

五

六

頁
｡

田

宮
‥

捜
査
の

構

造
､

一

四

-
二

一

､

三

八

四

-
三

八

六

頁
｡

同
‥

デ
ュ

ー

･

プ

ロ

セ

ス

､

一

六

-
一

九
､

一

四

五

-
一

五

〇
､

二

四
三

-
二

四

六

頁
｡

杉
原

泰

雄
‥

｢

人

身
の

自

由
+

と

刑

事

手

続
(

法

律
時

報
､

四

五

巻
二

号
､

昭

和

四

八

年
)

及

び

松

尾
､

木

田
､

杉

原

教

授
の

論
説

(

同
､

同

巻
六

､

九
､

一

一

､

一

四

号
)

等
々

参
照

｡

(

u
)

鴨
‥

訴
訟

管

理

権
､

九
四

頁
注

(

1 8
)
｡

松
尾

掲
､

一

五

四

頁
｡

田

宮
‥

七

六

-
七

七
､

八

〇

-
八

一

頁
､

九
三

-

前

掲
､

五

四

-
五

六

頁
｡

井
戸

田
‥

前

デ
ュ

ー

･

プ

ロ

セ

ス

､

二

四

三

-
二

五
一

頁
｡

な

お
､

こ

こ

で

は
､

公

平

な

裁

判

所
と
い

う
理

念
に

導
か

れ

て
､

裁

判
所
の

果

た

す
べ

き

積

極

的
な

役
割

-
訴
訟

管
理

権

-
が

認

め

ら

れ

る

の

で

あ

る
｡

(

1 2
)

鴨
‖

真
実

発

見
と

法

技
術

､

一

六

三

-
一

六

四

頁
｡

平

野
‖

刑

事
訴

訟

法
､

二

〇
三

1
二

三
一

､

二

三

九

-
二

四

〇

頁
､

田

宮
‥

捜

査
の

構

造
､

三

〇
三

-
三
一

五

頁
｡

(

1 3
)

鴨
‥

真

実

発

見
と

法

技

術
､

一

六
一

1
一

六

二

頁
｡

平

野
‥

刑

事

訴

訟

法
､

二

三
一

-
二

三

七

頁
｡

田

宮
‥

捜

査
の

構
造

､

三
一

六

-
三

二

三

頁
｡

な
お

､

別

個
の

観

点

か

ら

み

る

と
､

次
の

二

点

も

自

由
心

証
主

義

の

制
約
と
し

て

理

解

さ

れ

る
｡

即

ち
､

第
一

に
､

裁
判
に

は

理

由
を

附
し

､

さ

ら

に

有
罪

判
決

に

は

罪

と

な
る

ぺ

き

事

実

及
び

そ

の

証

拠

上

の

根

拠
を

表
示

す

る

こ

と
が

要

求
さ

れ
て

い

る

こ

と
｡

そ

し

て
､

第
二

に

は
､

事
実
誤

認

に

よ

る

上

訴
が

認

め

ら
れ

る

こ

と

で

あ

る
｡

鴨
‥

真

実

発

見
と

法

技

術
､

一

六

四

】
一

六

五

頁
｡

(

1 4
)

R

乱
打
宍
F

G
u
s
t

P

く
=

河
2

C

F
t

s

勺

F
〓

○

岩
勺

F

訂
､

P

A

已
.}

-

諾
い

.

S

.
N

∞

-
.

(

田

中
訳

･

法

哲

学
､

三

六

三

頁
)

(

1 5
)

ロ
O

F

ロ
e

､

G
O
t

t

F
O
-

d
‥

Z

宅
勺
s

}

d
F
O
E

O

聖
e

d
O
→

ユ
c

F
t

e

ユ
ー

c

F
e

ロ

亡
b
e

岩
e

亡

g

昌
g

+
窒
∞

､

S
.

-

い

.

(

1 6
)

鴨
‥

公

平

な

裁

判

所

(

刑

事

訴

訟

法

講

座
､

第
一

巻
､

所

収
)

三

七

-
三

八
､

四
一

-
四
三

貞
｡

S
c

F

巨
岩
叶

.

E

訂
r

F

巴
･

升

E
-

已
チ

2
】

品

ど

d

岩
.

G
e
s

c

F

訂
F
t

e

d
e
r

d
e

ま
s

O

F
e

n

S
t

r

巳
岩
C

F
t
s

勺
出

わ

笥
.

u
･

A

已
･

-

-

芸
h

､

S

･
N

-

N

声
-

N

か

00

持
‥

く
.

出

甘
勺
e
-

.

R
O

b
e

ユ
‥

せ
e
→

d
e

亡
t

胃
F
e

S
t

岩
甘
r

O
N

e
∽

∽
.

-

心

ム
ー

.

S
t

い

巴
一

.

い

ゃ

第
二

章

公

的

犯

罪
･

刑

罰
観
の

成
立

一

古

代

ゲ

ル

マ

ン

の

時

代
に

お

い

て

は
､

平

和
な
い

し

法

秩

序
の

侵
害
に

対

す
る

反

応
並

び

に

そ

の

克
服
の

活

動
は

､

被
害
者

乃
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対

加

害
者
と
い

う
私

的

な

関
係
に

お

い

て

行

な
わ

れ

て

い

た
｡

あ

(

1
)

る

違
法

行
為
(

買
s
s

e

t

巴
)

が

生

じ

た

場
合
に

は
､

そ

の

被
害
者

(

2
)

の

人

間
と

し
て

の

資
格

(

呂
P

ロ
n

訂
i

-

好

打
i

t

)

が

侵

害

さ

れ
､

従

っ

て

加
害

者
と

被
害
者

と
の

関

係
の

み

が

毀
損
さ

れ

る

こ

と

に

な

り
､

加
害

者
と

社

会
と

の

関
係
は

何
ら

顧
慮
さ

れ

る

こ

と

は

な
か

っ

た
｡

つ

ま

り
､

加
害
者
に

対
し

て

何
か

報
復
措

置
が

と

ら

れ

る

(

3
)

べ

き
か

香
か

ほ
､

い

っ

さ

い

被
害
者
及

び

そ

の

ジ

ッ

ぺ

(

S

首
p
e

)

(

4
)

の

意
思
に

か

か

る

問
題
と

さ

れ

て

い

た

の

で

あ
る

｡

こ

こ

で

は
､

宗
教
的
な

義
務
な
い

し

信
仰
に

ま
で

高
め

ら
れ

た

復
讐
(

群

発
F
e

)

(

5
)

(

6
)

が

法
の

一

要
素
を

な

し

て

い

た
､

と

言

う
こ

と

が

で

き
る

｡

〓

こ

の

よ

う
な

復

讐
信
仰
は

､

フ

ラ

ン

ク

時
代
に

お

い

て

も
､

な
お

支

配

的
な

思

想
と

し
て

生

き

て

い

た
｡

し
か

し
､

公

権

力

及

び

教
会
ほ

徐
々

に

こ

の

復
讐
を

､

と

り

わ

け

和
解
(

P
ユ
2

F

d

e
)

の

強
制
と

い

う

仕
方
で

制

限

し

よ

う
と
し

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う

に

し

て
､

人

命
金

(

W
e

r

g
e
-

d
)

及

び

腰
罪

金

(

出
一

邑
2

)

が

違
法

行

為
に

対

す
る

懲
罰
と

し
て

大
き

な

地

位
を

占
め

る

に

至

り
､

こ

こ

に

磨
罪
金

制

度

(

只
○

ヨ
p
O
S

E
O

n
2

n
S

y
S
t

e

m
)

が

成

立

し
て

く

る

の

で

あ

る
｡

し
か

も
､

そ

の

金

額
の

一

部
は

国

庫
に

帰
属

-

平
和
金

(

f

r

2

d

岳
)

-
す
る

も

の

と

さ

れ

て

お

り
､

ま

た

そ

の

割
合
は

時
代

を

経
る

に

つ

れ

て

次

第
に

高
め

ら

れ
､

フ

ラ

ン

ク

末

期
に

は

全

額
が

国

庫
に

帰
属
す
る

よ

う
に

な
っ

た

の

で

あ

る
｡

平

射

和
金
に

､

そ

の

初
め

か

ら

純
粋
な

罰
金
と

し

て

の

性
格
を

認

め

る

こ

と

が

で

き

る

か

香
か

に

つ

い

て

は

明
ら

か

で

な
い

が
､

こ

の

よ

う
な

進

展
に

つ

れ

て
､

磨
罪
金

制
度
が

確
立

さ

れ

る

と

と

も
に

､

公

刑

法
(

ひ
b

訂

已
-
i

c

F
2

S

S
t

r

已
記
C

F
t

)

の

思

想
へ

の

歩
み

が

認
め

(

7
)

ら

れ

る

の

で

あ

る
｡

三

し

か

し
､

中

世
に

入
っ

て

も
､

復
讐
権
の

基

本

思

想
が

な

お

そ

の

名

残
り

を

留
め

て

い

た

た

め
､

頗
罪

強
制
に

よ

る

フ

ェ

ー

デ

の

制
限

は

必

ず
し

も

大

き

な

効
果
を

上

げ
て

い

た
､

と

は

言
え

な

か

っ

た
｡

つ

ま

り
､

フ

ェ

ー

デ
は

被
害
者
及

び

そ

の

ジ

ッ

ぺ

の

権
利

と

し
て

､

な
お

合
法
的
と

み

な

さ

れ

て

い

た

の

で

あ

る
｡

し

か

し
､

公

権
力
の

伸
長
と

キ

リ

ス

ト

教
思

想
の

影

響
の

下
に

､

こ

の

よ

う

な

古
代

ゲ

ル

マ

ン

の

祭
祀
的
な

法

観

念
は

徐
々

に

駆

逐
さ

れ

て

い

く
の

で

あ
る

｡

こ

こ

に
､

公

権

力
と

教
会
は

以

前
に

も

ま

し
､

断

固
と
し

て

そ

の

克
服
に

乗
り

出
す
こ

と

に

な

り
､

ラ

ン

ト

平

和
令

(

8
)

(

｢
P

ロ

d

符
訂
d
e

)

に

よ

る

運

動
が

繰
り

広
げ

ら
れ

て

い

く
の

で

あ

る
｡

(

9
)

さ

ら

に
､

犯

罪
の

著
し
い

増
加

と
い

う

事
態
に

あ

っ

て
､

犯

罪

者
を

現

実
に

処

罰
す

る

と
い

う
必

要
が

生

じ
､

磨
罪
金

や

人

命
金

(

1 0
)

に

代
わ

り
､

実

刑

(

p
e

F
-

i

c

F
e

S
t

岩
f

e

ロ
)

が

現
わ

れ

て

く

る
｡

し

か

も
､

こ

こ

で

は
､

も
は

や

身
請

可

能

性
(

A
b
-

訝
b

舅

訂
丘
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が

認
め

ら
れ

な
い

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

し

て
､

公

的
活

動
と

し
て

の

厳
格
な

刑
法
が

形
成
さ

れ
､

カ

ロ

リ

ン

が

末
期
以

降

財
源

化

し
て

い

た

高
親
裁
判
権
(

F
O

F
2

〔
2
r
i

c

F
t

s

ぎ
r

打
2
-

t
)

が

流
血

な

い

し

刑

事
裁
判
権
(

望
已
･

〇

d

e
り

只
ユ

m
i

n

巴
g
e

ユ
c

F
t

s

訂
r

打
e
-

t

)

へ

と

発
展
し

て

い

く
こ

と
に

な
る

｡

そ

の

過

程
に

お

い

て

は
､

一

面

で
､

古

代
ゲ

ル

マ

ン

の

非
自
由
人

刑

法

-
肉
体

的
懲
罰

-
が

自
由

人
に

も

拡
張
さ

れ
､

他

面
で

は
､

現

行
犯

手

続

-
犯

罪

者

の

死
を

来
た

す

-
が

一

般
化
さ

れ

た
､

と
い

う
事
情
が

認

め

ら

れ

る
｡

つ

ま

り
､

平
和
を

保
持
し

ょ

う
と

す
る

公

的

な

活

動
に

あ

っ

て
､

一

方
で

､

自
由

人

と

非
自
由
人
と

を

区

別
し
て

取
扱

う

必

要
を

認
め

ず
､

ま

た

他

方
で

は
､

実
刑
を

科
す
こ

と

を

現

行

犯
･

非
現

行

犯
と
い

う

偶
然
的

な

手
続
状

況
に

依
存
さ

せ

な
い

､

と
い

(

]
)

う

思

想
が

生

ま

れ

て

き

て

い

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

し
て

､

犯

罪
及
び

刑

罰
に

つ

い

て

の

公

的
な

観
念
が

形

成
さ

れ

る

に

至
り

､

(

12
)

一

三

世

紀
中

頃
に

は

は

ぼ

確
立

さ

れ

た

の

で

あ

る
｡

(

1
)

こ

れ

は
､

確
か

に

法
の

侵

害

(

河
e
c

F
t

s

b

⊇
C

F
)

と

み

な
さ

れ

て

は

い

る

が
､

現

代

的

意
味

に

お

け

る

犯

罪

(

く
ゎ
r

b
r

e
c

F
e

ロ
)

と

は

基
本

的

に

異
な

る

も
の

で

あ

る
｡

呂
i

t
t

e
i

s

･

｢
訂
b
e

ユ
c

F
‥

O
e

已
･

S

C

F
O

河
O

C

F
t

品
e

胃
E
c

F
t

e
､

-

N
･

A

已
･

-

-

宅
-

､

S
.

N

P

(

世

良

訳
･

F

イ

ツ

法

制

史
概

説

改

訂

版
､

五

五

頁
)

な

お
､

後
出
注

(

5
)

参

照
｡

(

2
)

こ

の

時
代

に

ぉ

け

る

平

和

と
は

､

人

民

全

体
か

ら

発
し

て
､

そ

れ
に

係
わ

り
､

社
会

を

包

み

込

む

観

念
と

し
て

で

は

な

く
､

神
よ

り

賜
っ

た

平

和
と

い

う

祭
祀

的

な

(

k

已
t
i

s

c

F
)

観
念
と

し

て

把

え

ら

れ
て

い

た
｡

人
々

は

こ

の

平

和
の

う

ち
に

自

分
が

保

護
さ

れ

て

い

る

と

感

じ
る

の

で

あ

り
､

こ

の

平

和
に

参
与

す
る

各

人
は

､

お

互
い

に

人

間

と
し

て

の

資

格
を

尊
重

す
べ

き

も
の

と
さ

れ

た

の

で

あ

る
｡

S
c

F

m
己
t

-

E
∴

P

P

O
こ

S

.
N

二
N

N
.

(

3
)

古

代
ゲ
ル

マ

ン

民

族
に

お

い

て

は
､

い

っ

さ

い

の

法

は

元

来

団

体

法
で

あ

り
､

個

人

は

共

同

体
の

成

員
と

し
て

組
み

入

れ

ら

れ

る

こ

と

に

よ

り
､

は

じ

め

て

法

生

活
に

参

与

す
る

こ

と

が

で

き

た

の

で

あ

る
｡

そ

の

よ

う
な

共

同

体
の

う

ち
､

最
も

古
く

､

最
も

重

要
な

も
の

が

ジ

ッ

ぺ

で

あ

り
､

共

通
の

出

自
(

A

訂
t

P

ヨ
m
己
ロ

g
)

に

基
づ

く

共

同

体
で

あ
っ

た
｡

こ

の

ジ

ッ

ぺ

に

よ
っ

て
､

各
人

は

人

間

と

し
て

の

存

在
を

保

証

さ

れ
て

い

た
の

で

あ

る
｡

S
c

F

ヨ
E
t

.

E
∴

P

P

〇
..

∽
･

N

-

∴

岩
山

き
e
-

s
･

E
e

b
e
H

訂
F
‥

P

p
●

〇
.

.

∽
.

-

N
.

(

世

良

訳
､

二

七

頁
)
‥

ザ

ク

セ

ン

シ

ュ

ピ

ー

ゲ

ル

(

テ

ン

ト

法
)

､

一

･

三

二
ニ

(

久

保
訳

､

国

家

学

会

雑

誌
七

一

巻
二

号
､

昭

和
三

二

年
)

(

4
)

S
c

F

m
-

き
､

E
.

‥

P

P

〇
..

∽

N

-
＼

N

N
.

(

5
)

前
出

注

(

2
)

で

述
べ

た

よ

う
な

観

念
と

結
び

つ

い

て
､

遵
法

行

為
ほ

ジ

ッ

ぺ

間
の

潜

在

的

敵

対

関

係
が

顕
在
化

さ

れ

る

に

至
る

挑

戦

行

為
(

H
e
l

P

宏
f

O

邑
〔

⊇
ロ
粥

)

と

み

ら

れ
､

そ

れ

故
ジ

γ

ぺ

が

こ

の

復

讐

信

仰
の

担
い

手

と

し
て

理

解
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

と
こ

ろ
で

､

こ

の

復
讐
は

､

現
行

犯
に

お

い

て

最
も

直

接
的

な

形

朗
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で

行

な

わ

れ

た
｡.

現

行

犯
で

捕
え

ら
れ

た

行

為

者
は

､

自

己
の

行

為

に

よ
っ

て

白
か

ら

を

法
の

外
に

置
い

た

の

で

あ

る

か

ら
､

侵
害

行

為

の

性

質
な
い

し

重

さ

い

か

ん

に

か

か

わ

ら

ず
､

す
べ

て

殺
さ

れ

る

に

ま
か

さ

れ

て

い

た
の

で

あ
る

｡

次
に

､

行

為
が

も
は

や

現

行
犯

で

は

な

く

な
る

､

つ

ま

り
一

夜

明

け
て

(
▲

旨
e

【

ロ

腎
F
t

首
)

発

覚
し

た

瘍
合

に

は
､

ジ

γ

ぺ

間
の

組

織
的

な

復
讐

(

句
e

F
n

b
)

が

な
さ

れ

る

こ

と

に

な
る

｡

∽
c

F

m
E
t

.

E
∴

P

P

〇
.

-

S
一

N

二
N

山

∴

呂

き
e

i

s

･

E
e

b
e
H

打
F
‥

P

P

〇
.

.

∽
.

N

ヱ
N

Y

(

世

良

訳
､

五

五

-
五

七

頁
)

‥

H

早

戸
ロ
ー

○
-

f
‥

ロ
e

已
s

c

F
e
s

S
t

【

已
r

O
C

F
t

b

訂

N

亡
r

只
P

r

O
-

F
ヂ

一

語
加

.

S
.

毛
＼

蓋
∴

｢
ひ

琵
e

J

A
-

e

H
p

n
n

b

コ

ロ
訂

∽
O

F

已
已
○
【

m
e

ロ

d
e
s

S
t

→

巳
r

e

c

F
t
s

､

-

∞

¢

h
､

∽
.

N

γ

(

6
)

た
だ

､

こ

の

時

代
に

お

い

て

も
､

上

述
の

フ

ェ

ー

デ

事

件
の

ほ

か

に
､

直

接
に

人

民

全

体
の

利

益
を

害

す
る

よ

う
な

行

為

1
と

く

に
､

宗

教

上
の

犯

罪

1
､

ま
た

は

不

名

誉
な

心

情
の

発
露
た

る

行

為

-
夜
間

の

重

窃

盗
､

強

姦

等

-
の

如
き

､

ア

ハ

ト

事

件

(

A
c

F
t

芯
-
【

且

と
い

わ

れ

る

も
の

も
あ
っ

た
｡

行

為
者

は
､

平
和

喪

失

(

句
1

訂

巴
O

S
i

g

訂
山

上

に

処
せ

ら

れ
､

そ

の

保

護
団

体

た

る

ジ

グ

ぺ

か

ら

放

逐

さ

れ

て
､

人

間

と

し
て

の

存

在
を

失

う
こ

と

に

な

る
｡

こ

こ

で

は
､

前

述
の

ジ

グ

ぺ

の

平

和

(

∽
i

p

p
①

已
ユ
e

n

b
)

と
い

う

砕

か

ら

離
れ

て
､

ジ

ッ

ぺ

を

超
え

る

人

民

平

和

(

く
○
-

訂
{

ユ
e

d
e

)

と
い

う

観

念
が

抱
か

れ

て

お

り
､

行

為

者
に

対

す
る

法

共

同

体
の

積
極

的

な

干

渉
が

要
請
さ

れ

て

い

る

の

で

あ
る

｡

こ

こ

に
､

後
代
の

公

刑

法

と
い

う

観

念
の

最
初
の

萌
芽
を

見

る

こ

と
が

で

き
る

｡

な
お

､

こ

の

よ

う

な

考
え

方

が

生

ま

れ

る

た

め

に

は
､

血

讐

団

体

(

B

㌻
汀
㌣

c

F
e

く
e

r

b

冒
e

と
い

う
形
で

現

わ

れ
る

ジ

フ

ぺ

が

実

効

的

な

部

族

㍊

的

統
一

に

よ

っ

て

制

黎
さ

れ

る

こ

と

が

不

可

欠
で

あ

り
､

こ

こ

に

は

キ

リ

ス

ト

教
の

思

想
が

有
効
に

働
い

た
､

と

考

え

ら

れ

て

い

る
｡

∽
c

F
-

已
仁
t

､

E
∴

P

P

〇
一

､

S
一

N

か

..

N

ソ

H
i

s
‥

P

p
.

〇
こ

∽
.

(

7
)

S
c

F

m
E
t

､

E
.

P

O
こ

S

.
N

ヱ

ヒ
‥

呂
-

t
t

2

訂
1

L
i

e

訂
ユ
c

F
‥

P

(

世
良

訳
､

五

五

-
五

六
､

五

八

-
五

九

頁
)

‥

蓋
＼

h

Y

‥

P

P

O
こ

S

.
N

h

こ

h

ミ
h

ご

宣

き
e
←

?

J
-

e

訂
r

訂
F
‖

P

P

〇
.

.

S

.
ご
.

(

世

良
訳

､

一

五

四

1
一

五

五

頁
)
‥

H
一

門

P

P

O
こ

S
一

か

と
巴

､

一

-

芸
､

-

O

h

.

平

和
金
を

､

本

文
の

よ

う
に

磨

罪
金
の

一

部
と

み

る

ぺ

き

か
､

あ

る

い

は

別

個
の

も
の

と

み

る

ぺ

き
か

に

つ

い

て

は
､

明

ら
か

で

な
い

｡

な
お

､

購

罪
金

全

額
が

国

庫
に

帰
属

す
る

に

至
っ

た

後
､

被
害

者
が

い

か

に

し

て

自

己
の

損

害

を

補

填

す
る

か

と

い

う

問
題
は

､

被
害
者

自
身
に

一

任
さ

れ

た

の

で

あ

る
｡

(

8
)

S
c

F
-

已
き
､

E
∴

P

P

〇
･-

∽

･
ミ
＼

h
爪

∴

宣

告
e
ト

s

･

E
e

b
e

ユ
c

F
‥

P

P

〇
.

､

S

.
N

O

N
.

(

世

良

訳
､

四
二

三

頁
)
‥

H

賢
P
.

P
･

〇
･

-

S

･
か

空

笠
･

な
お

､

中

世
の

テ

ン

ト

平

和

令
は

､

教

会
が

発

起

者

と

な

り
､

フ

エ

ー

デ
の

制

限
を

目
的

と

し

て

誓
約

さ

れ

た

神

の

平

和

(

G
O
t
t

e
∽

･

沙

ユ
e
〔

訂
)

に

由
来

す
る

も
の

と

考

え

ら
れ

て

い

る
｡

く
g
1

.
く

.
エ

首
勺
e

r

河
O

b
e

ユ
‥
ロ
e

已
s

c

F
e
s

S
t

r

已
【

e

C

F
t

}

-

-

¢

N

h
-

S
.

巴
＼

ん

芸
.

.

9
U

.

(

9
)

と

く
に

､

流

浪

民
､

零
落
民

､

武

装
徒

党
､

盗

賊
騎

士

等
が

､

常
習

犯

人

(

G
e

w
O

F

ロ

F
2
ト

訂
く
2

古
記
C

F
e

r
)

と

し

て
､

テ

ン

ト

平

和

の

観

点

か

ら

大

き

な

問
題
と

さ

れ

た

の

で

あ

る
｡

く
粥
r

P

≡
t

e
i

?

｢
訂
す
0

ユ
わ
F
‥

P

P

〇
.

､

S
.

-

い

∞

.
(

世

良

訳
､

二

八

八

頁
)



(

1 0
)

こ

の

実

刑
ほ

､

首
手

刑

(

S
t
l

已
e

ロ

N

亡

H
已
s

亡

ロ

d

H
P

ロ

e

と

呼

ば
れ

て

い

る

が
､

そ

の

種

類

な
い

し

執

行

方

法
は

極
め

て

多

様

で

あ
っ

た
｡

こ

こ

に

は
､

ま

だ

昔
の

呪

術

的
(

m

品
i

s

c

F
)

諸

観

念
の

名

残

り
が

あ

る

の

か
､

あ

る

い

ほ

す
で

に

合
理

的

な

威

嚇
思
想

が

作

用
し

て

い

る

の

か

に

つ

い

て

は
､

明

ら
か

で

な
い

｡

く
g

【

.
呂
】

き
e
小

?

E
e

b
e

【

訂
F
‥

P

P

〇
.

､

∽

N

O

N

.
(

世

良
訳

､

四
二

四

頁
)

‥

昌
s

‥

P

P

〇
一.

∽
.

∽

N
＼

∞

甲

(

1 1
)

S
c

F

m
i

告
.

E
∴

P

P

O
こ

S

.
h

ご

g
∴

P

P

〇
･,

S

･
こ
ご
一

誌
.

､

N

O

N
.

(

世

良

訳
､

四

二

四

頁
)

‥

十
ロ
s

‥

P
.

P

〇
.

.

∽
.

ざ
＼

ご

ロ
岩.

F
O

F
e

G
e

ユ
c

F
t
s

J

賀
k
e

声

-

¢

N

N
､

S
.

=

岩
ト

t

t
e

訂
一

L
-

e

J
e

ユ
c

F
‥

二

八

七

-
二

八

九
､

∴

一

山
i

【
S

C

F

-

山
P

ロ
S

‥

-

ヱ
N

-

.

.

-

○

空

岩
N

こ

( 8 3 ) 刑 事 訴 訟 に お け る 合 目的 性 と正 義

ー
L

岩
＼

-

h

㍗

(

1 2
)

∽
c

F

m
己
t

.

E
∴

H

ロ

β
亡

訂

E
O

ロ
S

勺

岩
N

①

諾

亡

n

仏

日
e
N

e

甘
訂
ロ

.

-

心

ヰ

○
-

∽
.

-

N

.

第
三

章

犯

罪

訴

追
手

続
に

対

す
る

職
権
の

介
入

一

上

述
の

実

体

面
に

お

け
る

公

的

犯

罪
･

刑

罰

観
の

成
立

は
､

そ

の

進

展
過

程
に

お

い

て

既
に

明
ら

か

な

よ

う
に

､

犯

罪
訴

追
手

続
の

進
展
を

伴
っ

て

お

り
､

ま

た

そ

の

一

層
の

展
開
を

促
し
た

の

で

あ

る
｡

そ

の

最
も

重

要
な

契

機
と

な
っ

た

の

が
､

い

わ

ゆ

る

｢

ラ

ン

ト

に

と
っ

て

有
害
な

人

間
+

(
-

P

ロ
d
s

c

F

監
-
i

c

F
e

L

2
t

e
)

を

克
服

す
る

た

め

の

闘
い

で

あ

り
､

こ

こ

に

お

い

て

犯

罪
訴
追
手

(

1
)

続
に

対

し
､

公

権
力
が

介
入

し

て

く

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

動
き
は

､

現

行

犯

手

続
の

展
開
と

し

て

把

握

さ

れ

る
｡

元

来
､

現

行

犯

手

続
は

強
い

形
式
的
拘
束
に

縛
ら
れ

て

い

た
｡

即

ち
､

直
ち
に

叫
び

声
(

口
e

r

賢
F
t

)

を

あ

げ
､

そ

れ

を

法

廷
で

繰

り

返

す
こ

と
､

並

び

に

行

為
者
を

逮
捕
し

､

拘
禁
す
る

こ

と

が

要

求
さ

れ
､

さ

ら

に
､

盗

品

あ

る

い

は

武
器
の

如
き

物

的

証

拠
を

揃

え

て

即

時
に

訴
を

提
起

す
る

こ

と
に

よ

り
､

夜
が

明

け
る

の

を

阻

む
こ

と

が

必

要
と

さ

れ

る
｡

こ

れ

ら
の

条
件
の

下
で

､

原

告
は

､

シ

ご
フ

ィ

マ

ネ

ン

(

S
c

F

邑
m

呂
n
e

n
)

と

と

も
に

､

7

人
で

被
告

(

2
)

の

罪
責
を

証
明

す
る

(

旨
e

r
s
i

e

b

n
e

n
)

こ

と
が

で

き
た

の

で

あ

る
｡

二

し

か

し
､

ラ

ン

ト

の

平
和
を

保
持
す
る

と
い

う

観
点

に

お

い

て
､

有
害
な

人

間
を

抹
殺

す
る

た

め

に

は
､

こ

の

厳
格
な

形

式

は

極
め

て

不

都
合
な

も

の

と

感

じ

ら
れ

た
｡

そ

れ

故
､

訴
追
を

容

易
に

す
る

と

い

う
目

的
か

ら
､

徐
々

に

こ

の

形
式
が

ゆ

る

め

ら

れ

る

よ

う
に

な

り
､

ラ

ン

ト

に

と
っ

て

有
害
な

人

間
は

､

現
行

犯

で

な

く

て

も
､

ま

た
一

夜

明

け
て

も
､

な

お

逮
捕
さ

れ
､

訴
え

ら

れ

る

こ

と
に

な
っ

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

手

続
は

､

法
廷
に

お

け
る

証

明
が

原
告

を

含
め

て

七

名
の

宣

誓
に

よ
っ

て

(

邑
b
s

訂
b
e

n
t
)

行

(

3
)

な

わ

れ

た

の

で
､

｢

七

名

の

宣

誓
に

よ

る

断

罪

手

続
+

(

亡
b
e

r
･

S
-

e

b

ロ

占

n
g

等
e

ユ

旨
r

e

ロ

)

と

呼
ば

れ

て

い

る
｡

こ

の

よ

う
な

発

展

鮎



一

橋論叢 第 七 十
一

巻 第
一

号 ( 8 4 )

の

過

程
に

お

い

て
､

次
第
に

被
害
に

代
わ

り
､

公

的
な

機
関
が

犯

罪
者
を

逮
捕
し

､

訴
を

提
起
す
る

と

い

う

傾
向
が

生

じ
て

く
る

の

で

あ

る
占

と

こ

ろ

で
､

さ

き
の

共

同

宣

誓
人

(

宣

旨
c

F

w

守
e

n
d
e

)

に

は
､

元

来
真
の

シ

ュ

ラ

イ

マ

ネ

ン

が

な
っ

て

い

た
の

で

あ
る

｡

し

か

し
､

そ

の

よ

う
な

人
々

を

揃
え

る

の

は

必

ず
し

も

容
易

な
こ

と

で

は

な

く
､

こ

の

障
害

1
犯

罪
訴
追
と
い

う
公

目

的
に

と
っ

て

-
を

除
去
す
る

た

め
に

､

シ

ュ

ラ

イ

マ

ネ

ン

を

単
な
る

宣

誓

補
助

者

(

E
i

d

①
S

h
e
-

訂
r
)

に

か

え

る

動
き

が

出
て

き

た

の

で

あ

る
｡

か

く
し

て
､

一

四

世

紀
に

は
､

｢

七

名
の

宣

誓
に

よ

る

断
罪
手

続
+

が

｢

評

判
に

基
づ

く

手

続
+

(

く
e

ユ

旨
記
n

2
{

L
e

仁

m
亡

n
d
)

に

移

行
し

て

い

く
の

で

あ

る
｡

こ

こ

で

は
､

も

は

や

特
定
の

行
為
の

証

明
は

問
題
と

さ

れ

る

こ

と

な

く
､

被
告
の

社

会
的
な

害
悪
性

な
い

(

4
)

し

危
険
性
が

一

般
的
に

証

明
さ

れ

れ

ば

十

分
で

あ
っ

た
｡

こ

の

よ

う
に

し
て

､

現

行

犯

手

続
の

強
い

形
式
的

拘
束
が

徐
々

に

緩
和
さ

れ

て

い

く
と

と

も
に

､

被
告
の

雪

冤
の

通
が

閉
ざ
さ

れ
､

(

5
)

さ

ら
に

ほ

公

的
な

原
告
が

任

命
さ

れ

る

に

至
る

の

で

あ

る
｡

(

1
)

S
c

F

邑
d
t

.

E
.

‥

G
e
s

c

F

訂
F
t

e
､

S
･

∞

N

＼

∞

い

∴

d
e

コ
r

‥

Ⅰ

ロ

β
亡

丁

賢
ど
ロ
S

勺

岩
N

e
S

∽
､

S
t

-

ミ
ー

㍗

望
∴

冨

賢
e
-

s
･

L
訂
b
e

ユ
c

F
‥

p
･

P

〇
.-

S

.
N

O

山

.
(

世

良

訳
､

四

二

六

頁
)

‥

試

訂
c

F
‥

P
･

戸

〇
･､

S
･

で
T

∴

く
.

N

已
-

F
g
e
l

.

〇
t
t

O
‥

U
p
s

く
2

ユ
巴
}

岩
ロ

g
e

鷲
ロ

d

岩
.

-

P

邑
･

胃
F

監
-

-

c

F
e

J
e

仁
什
e

.

-

∞

浣
､

只
P

ワ

H
.

テ

ン

ト

に

と
っ

て

有
害

な

人

間
と

し

て
､

一

二

二
二

世

紀
に

お

い

て

は
､

常

習
的

な
､

破

廉

恥
(

仁

ロ
e

F

ユ
ー

c

F
)

犯

罪

1
窃

盗
､

私

密

殺

人

(

呂
○
】

己
)
､

放

火

等

-
の

行

為

者
が

理

解
さ

れ

る

の

で

あ

る

が
､

徐
々

に

そ

の

範
囲

が

拡

張
さ

れ
､

一

四

世

紀
に

は
､

す
べ

て

の

死
に

伍

す
る

(

t

O

d
e
∽

ノ

芸
r

乙
i

粥
)

犯

罪
が

含
ま

れ

る

よ

う

に

な
っ

た

∂4

の

で

あ

る
｡

(

2
)

S
c

F

m
己
t

.

E
∴

ユ
c

F
‥

P

p
.

〇
一.

∽
.

五

三

-
一

五

四

頁
)

一

･

六
六

･

一

､

一

G
e
s

c

E
c

F
t

2
.

S
.

∽

-
､

加

N

∴

宣

旨
e
小

s
･

｢
岩

.

J
e
･

N

か

一.

記
＼

ご
.

(

世

良

訳
､

五

六

1
五

七
､

一

な

お
､

ザ
ク

セ

ン

シ

ュ

ピ

ー

ゲ

ル

(

ラ

ン

ト

法
)
､

･

七

〇
･

三
､

二

二
二

五
､

二
･

六

四

(

久

保

訳
､

国

家

学

会
准

誌

七
一

巻
九

号
､

七
二

巷
二

号
､

七

三

巻
一

号
､

昭

和
三

二
､

三

三
､

三

四

年
)

参
照

｡

シ

ュ

ラ

イ
マ

ネ
ン

と

は
､

叫
び

声
を

聞
い

て

集
ま
っ

た

人
々

の

こ

と

で

あ

る
｡

彼
ら

は
､

行

為

自

体
で

は

な
い

に

し

て

も
､

嫌

疑
の

極

め
て

高
い

諸

事

情
を

見
聞

し
て

い

る

の

で

は
あ

る

が
､

な

お

本

来
の

知
覚
証

人

つ
司
p

F

⊇
e

F

ヨ
已
}

g
S

N

e
一

品
e

n
)

と

し
て

の

機

能
を

有
し

て

い

た
､

と

は

考

え

ら

れ
て

い

な
い

｡

(

3
)

古
い

手

続
に

お

い

て

は
､

被
告
は

､

原

則
と

し

て

訴
に

対

し
､

宣

誓
を

も
っ

て

白
か

ら

を

雪

冤

す
る

-
河
2.-
エ
ロ

g
u

ロ

笥
e
i

仁

-
こ

と

が

で

き

た
の

で

あ

る

が
､

そ

の

後
､

原

告
に

よ

る

証

明

が

認

め

ら

れ

る

よ

う
に

な

る

と

と

も
に

､

次

第
に

被
告
の

雪

冤
の

道
ほ

閉
ざ

さ

れ

て

い

く
の

で

あ
る

｡

S
c

F

m
i
(

芹
.

E
∴

G
e

s

c

E
c

F
t

2
-

S
.

蓋
.､

コ
､

＼

3
∴

巳
-

t
t

¢
-

?
J
i

e

b
e

ユ
c

F
‥

P

P

〇
･-

∽
･

ヒ
･､

N

O

山
･

(

世
良

訳
､
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六

九

-
七

〇
､

四
二

六

頁
)

‥

く

一
N

巴
】
小

口

的
0

【
‥

P

P

O
こ

S
.

N

N
､

N

山
一

な
お

､

後
出
第
五

章

注

(

4
)

参
照

｡

(

4
)

S
c

F

ヨ

己
t

-

E
.

‥

G
e

∽

C

F

訂
F
t

2
-

S
.

加

N
､

00
h

ご

d
2
1

S
‥

l

ロ
β

已
･

S

≡
○

ロ
S

p

コ
リ

N

e
S

S
-

S
.

い

牟

こ

芸
＼

毛
∴

岩
i

t

t
e

訂
･

L
i

e

♂
e

r

訂
F
‥

P

p
.

〇
.-

∽

一
N

O

山

∴

(

世

良

訳
､

四
二

五

-
四
二

六

頁
)

‖

く
.

H
甘
p
e
-

=

S
t

岩
甘
1

0
ト

e
S

S

.

∽
.

N

∞

∴

H
-

1
S

C

F
‥

p
.

P

〇
.

.

S

一
9
ロ
＼

-

○

干
‥

く
一

Z

已
-
i

ロ
粥

e
l

‥

P

P

〇
..

∽
.

-

今
N
＼

-

¢

h

こ

N

O

ヱ
N

-

か

.

(

5
)

こ

の

よ

う
な

発

展
の

過

程
に

お

い

て
､

カ

ロ

リ

ン

ガ

時
代
の

弾

劾

原
理
(

河
出

由
の

勺

ユ
ロ
N

首
)

が

復
活
し

､

職
権
に

よ

る

訴

追

が

進

展
し

て

い

く
の

で

あ
る

｡

こ

こ

で

は
､

ヴ
ュ

ス

ト

フ

ァ

ー

レ

ン

の

フ

ェ

ー

メ

裁
判

所

(

句
の

ヨ

習
ユ
c

F
t
)

及
び

教

会

法
に

お

け

る

ゼ

ン

ト

裁
判

所

(

S
e

ロ

d

g
e

ユ
c

F
t
)

が
､

と

く
に

注

目
さ

れ

る
｡

く
m

チ
S
c

F

m
-

d
t

.

E
∴

G
e
s
c

F

訂
F
t

e
.

S

.
∞

土

民
∴

P

曽
t
t

e
-

s
･

L
訂
♂
e
r
i

c

F
‥

P

P

〇
.

-

∽
.

-

¶

い
､

-

ご
一

(

せ
艮

訳
､

三

六
三

-
三

六

七

頁
)
‥

く
･

H

甘
p
e

-

‥

∽
t
r

已
･

【

e
C

F
t

､

∽
.

∞

N

こ

ー

N

ご

S
c

F

m
i

已
､

ヵ
ー

c

F

賀
d
‥

■q
ロ
0
→

d
-

O

H
e

ワ

打

亡

n

芹

d
e

s

H

ロ

β

已
s
-

亡
O

n
S

勺

岩
C

e
S
S

e
S

-

-
1 (

岩
N

.

S

い

ぶ
＼

3
.

な
お

､

カ

ロ

リ

ン

ガ

時

代
の

弾

劾

原

理

に

つ

い

て

は

…

…
く

的
-

一

S
c

F

m
-

d
t

.

E
∴

G
の
S

C

E
c

F
t

e
､

S
.

至
T

＼

£
∴

己
芹
t
e
-

s
･

H

L
e

♂
e
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訂
F
‥

P

P

〇
.

.

S
.

巴
＼

聖
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(

世
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､

一
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五
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七

六

頁
)

‥

S
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F

m
己
t

.

戸
‥

P

P

〇
.

.

∽
.

リ
N
＼

N

h

∴

望
e

ロ
e
r

.

句
ユ
①

n

打
i

c

F

A
亡

習
【

S

t
‥

出
e
-

汀
址

面
e

N

宅

G
e
s

c

E
c

F
t

e

d

諾

H

ロ

β

已
s

-

t

訂
n
s

p
r

?

N

e
S
S

e
S

∈

ロ

ー

d
e

r

G
e

s

c

F

弓
0

1

0

n
e

n

笥
ユ
c

F
t

2
.

-

加

N

㍗

∽
.

-

N

ヱ
ー

い

ゃ

第
四

章

公

的
･

社

会

的
な

課
題
と

し
て

の

刑

事
司

法

一

以

上
の

よ

う
に

し

て
､

犯

罪
に

対

す

る

反

応
並

び

に

そ

の

克
服
に

つ

き
､

実
体

的
に

も

訴
訟

的
に

も
､

公

的

な

思

想
が

形
成

さ

れ
､

発
展
し
て

い

っ

た

の

で

あ

る
｡

こ

れ

に

よ

り
､

古

代

ゲ

ル

(

1
)

マ

ン

の

時
代
に

そ

の

基
礎
が

見
い

だ

さ

れ

る

私

的
な

観
念
が

駆

逐

さ

れ
､

全

体

と

し
て

の

刑

事
司

法
が

公

的
･

社

会

的
な

課
題

と

し

て

認

識
さ

れ

る

に

至

る

の

で

あ
る

｡

な

お
､

こ

の

よ

う
な

刑

事
司

法
の

発
展
は

､

中

世

末
に

お

け
る

領
邦
高
権
(

｢
p

ロ
d
e

s

F
O

F
2

丘

の

成
立

と
い

う
､

ド

イ

ツ

国

利

史
上

の

重

安
問
題
と

切

り

離
し
て

は

理

解
で

き

な
い

｡

と
い

う
の

は
､

こ

の

領
邦
高
権
は

通

常
高
級

裁
判

権
な

し
に

は

形

成
さ

れ

え

な
か

っ

た
､

と

考
え

ら

れ

て

い

る

(

2
)

か

ら
で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

し
て

､

人
々

は
､

社

会
の

秩
序
維
持
が

､

被
害
者

と

加
害
者
と

の

間
の

私

的
な

事
柄
に

留
ま
る

も

の

で

は

な

く
､

公

権
力
と

犯

罪
者
と
の

間
の

公

的

な

関

係
に

お

い

て

解

決
さ

れ

な

く

て

は

な

ら

な
い

問
題
な
の

で

あ

る
､

と

い

う

認

識
に

目

覚
め

て

き

た
｡

こ

こ

で

は
､

公

的
な

刑

法

を

職
権
に

よ

っ

て

実

現
し

て

い

く

(

3
)

と
い

う

要

請
が

な

さ

れ
､

一

方
で

､

目

的
活
動
と

し

て

の

公

権

力

に

よ

る

犯

罪
追
求
が

問
題
と

な

り
､

他

方
で

は
､

犯

罪

者
が

そ

の

(

4
)

名
宛
人
と

し

て

把
握
さ

れ

る

の

で

あ
る

｡

〓

と

こ

ろ

で
､

こ

の

公

的

な

刑

罰
の

意
義
な
い

し

目
的

に

つ

鮎
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い

て

は
､

ラ

ン

ト

平
和
の

保
持
と
い

う

観
点

か

ら
､

並

び

に

そ

れ

と

関

連
し
っ

つ
､

刑

罰
に

よ

っ

て

神
の

怒
り

を

鎮
静

す

る

と
い

う

(

5
)

思

想
か

ら
､

こ

れ

を

理

解
す
る

こ

と
が

で

き

る
｡

し
か

し
､

未
だ

基
本

的
な

反

省
が

な
さ

れ

て

い

な

か
っ

た

た

め
､

公

権
力
に

よ

る

犯

罪

追
求
は

､

ま

ず
も
っ

て

警
察
的
な

考
慮
か

ら
､

ラ

ン

ト

平

和

の

破

壊
者
に

対

す
る

闘
い

と

し
て

進

め

ら

れ

た

の

で

あ

る
｡

し

か

も
､

帝

国
に

お

け
る

統
一

的

権
力

は

極
め
て

脆
弱
で

あ

り
､

そ

れ

に

相

応
じ
て

､

刑
罰
は

残
忍

･

苛
酷
な

も

の

と

な

り
､

こ

の

上

な

き

威
嚇
的

傾
向
を

示
し

て

い

た
｡

さ

ら
に

は
､

犯

罪

を

二

度
と

繰

り

返

し
え

な

く

す
る

と

い

う

考
え

方

(

P
n
s

c

F

監
-
-

c

F

m

賢
F
亡

n

g
)

(

6
)

も

見

ら
れ

る

の

で

あ

る
｡

こ

こ

で

は
､

警
察
目

的
が

先

行
し

､

い

わ

ば

剰
邪

的
要
請
に

よ
っ

て

す
べ

て

が

進
め

ら
れ

て

い

た
､

と

言

(

7
)

う
こ

と
が

で

き
る

｡

も

ち

ろ
ん

､

こ

の

残
忍

･

苛
酷
な

刑

罰
が

場
合
に

よ

っ

て

は

耐

え

ら
れ

な
い

と

感
じ

ら

れ
､

そ

の

厳
し
さ

が

緩
和
さ

れ

る

こ

と

も

あ
っ

た
｡

し

か

し
､

こ

こ

で

も
､

そ

の

基

準
に

つ

い

て

基
本
的
な

反
省
が

加
え

ら

れ

る

こ

と
は

な

く
､

場

当

り

の

感

情

論
に

堕

し

て

い

た

の

で

あ

る
｡

｢

恩

恵

に

よ

る

裁

判
+

(

R
打
F
t

e

n

n

告
F

G
ロ

邑
2
)

は

そ

の

典
型
と

も

言

え

る

も
の

で

あ

り
､

ま

た

教

会
､

修
道
院
に

ほ

庇
護
権
(

A
s

ユ
r
2

C

F
t

)

が

認
め

ら

れ

て

い

た
｡

こ

の

よ

う
な

方

策
が

個
別

事
例
に

お

い

て
､

そ

れ

な

り

の

意
味
を

持
っ

射

て

い

た

こ

と

は

認

め

ら

れ
る

が
､

他

面

裁
判
官
の

裁
量
権
が

大

き

く
な

る

と

と

も
に

､

そ

の

濫
用
が

目
立

ち
は

じ

め
､

さ

ら
に

は

慈

恵
が

横
行
す
る

こ

と
に

な

る
｡

こ

れ

に

加
え

て
､

裁
判

官
へ

の

賄

賂
が

頻

繁
に

行
な

わ
れ

､

こ

の

傾
向

に

拍

車
を

か

け
た

の

で

あ
っ

(

8
)

た
｡(

1
)

こ

の

よ

う

な

観
念
に

よ

れ

ば
､

基
本

的
に

は
､

被
害

者
に

満
足

(

G
e

ロ

亡

管
2
-

ロ

巴

が

与

え

ら
れ

る

と

い

う
こ

と

が

重

要

と
さ

れ

る
｡

S
c

F

m
己
t

.

E
∴

G
e

s

c

F

訂
F
t

e
､

∽

a
∴

H
訂
‖

P

P

O
こ

S
.

N

h
.

(

2
)

く
g
r

2
ロ
t
t
e

す
｢
訂
b
e

ユ
わ
F
‖

P

P

〇
..

只
血

匂
.

山
r h

ご

中

村
賢

二

郎
‥

十

四
･

五

世

紀
の

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

諸

国

-
ド

イ

ツ

(

岩
波

講

座
･

世

界

歴

史
1 1

所

収
)

｡

(

3
)

こ

こ

に

お

い

て
､

実

体

法

と

訴

訟

法
が

体

系
的

に

分

離

さ

れ
､

全

体
と

し

て

の

刑

事

司

法
に

お

け
る

両

法
の

関

係
に

つ

い

て
､

正

し

い

把

握
が

芽
生

え

て

き

た

の

で

あ

る
｡

こ

れ

以

前
に

あ
っ

て

は
､

実

体

的

効
果

､

つ

ま

り

刑

罰
の

内

容
が

､

い

か

な

る

手

続

状

況
に

お

い

て

被
告
が

犯

罪
者

と

し
て

訴

追
さ

れ

る

に

至
っ

た
の

か
､

と
い

う
こ

と

に

依

存
し

て

い

た
｡

同

じ

犯

罪
で

あ
っ

て

も
､

現

行

犯
で

訴

え

ら

れ

る

と

死

刑

に

処
せ

ら
れ

､

一

夜
明

け
て

し

ま

え

ば

腰

罪
金
で

済

む

の

で

あ
っ

た
｡

つ

ま

り
､

犯

罪
の

効

果
は

､

そ
の

行

為
の

性

質

1

今
日

の

用

語

法
に

よ

れ

ば
､

違
法

性

な
い

し

責

任

1
に

よ
っ

て

規

律
さ

れ
て

い

た
の

で

ほ

な

く
､

ま

た

実
体

法
の

実

現
と

い

う
訴

訟

法
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の

機
能

も

理

解
さ

れ

て

い

な

か

っ

た
の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う

な

未

発
達

な

法

観

念
が

排

除
さ

れ
､

こ

こ

に

す
べ

て

の

犯

罪

に

共

通

す

る

手

続
が

構

成

さ

れ

る

こ

と

に

な

る
｡

S
c

F

m
i

き
､

E
∴

S
t

岩
ナ

記
C

F
t
s

p

P
e

g
e

亡

邑

河
e

N
e

p
t
i

O

ロ
.

(

N

g
e
s

S
t

ノ

声

か

N

..

-

空
い

)

S
･

N

h

N
＼

N

h

い

.

(

4
)

こ

こ

に
､

刑

事

司

法
に

お

け
る

公

法
的

関

係
の

特

質
が

明

ら
か

に

さ

れ

て

い

る
｡

田

中
二

郎
‥

新

版

行

政

法
上

､

全

訂

第
一

版
､

昭

和
四

〇

年
､

六
二

頁
参
照

｡

(

5
)

∽
c

F

m
己
t

.

E
∴

G
e
s

c

F

訂
F
t
e

-

∽
.

宗
∴

H
訂
=

P

P

O
こ

S

･

¶

P
こ

の

よ

う
な

思
想

は
､

既

に

フ

ラ

ン

ク

時

代
に

見

ら
れ

､

中

世
に

お

い

て

も

生
き

て

い

た

の

で

あ
る

｡

(

6
)

S
c

F

m
昆
t

.

E
∴

G
e

胃
F
i

c

F
t
e

､

∽
･

a
＼

芸
∴

買
t
t

e
i

s
･

巳
e

訂
･

ユ
c

F
‥

㌘

P

〇
.

-

S
一

N

O

N
＼

N

O

い

.
(

世

良

訳
､

四
二

四

-
四
二

五

頁
)
‥

詫
訂
‥

P

P

〇
.

､

S
一

叫

い
＼

N

h

.-

∞

空
00

00

.

こ

の

よ

う

な

残

忍
さ

と

苛

酷
さ

は
､

ま

さ

し

く

政

治

的

中

央

権

力

の

脆

弱
さ

を

明

ら
か

に

示

す
も
の

と

言
う
こ

と

が

で

き
る

｡

な
お

､

犯

罪
の

繰
り

返
し

を

防
ぐ

と
い

う

考
え

方

か

ら
は

､

例
え

ば
､

直
接
的
に

､

窃

盗

す
る

た

め

の

手
を

切

り

落

し
､

ま

た

間

接

的

に

は
､

顔
に

焼
印

を

押
し
て

一

般

人
に

警
戒
さ

せ

る

と
い

う

よ

う

な

方
法

が

と

ら

れ

た
の

で

あ
る

｡

(

7
)

と

り

わ

け
､

前

述
の

｢

評

判
に

基
づ

く

手

続
+

に

お

い

て

は
､

行

為

者
を

｢

殺
し

て

し

ま

う
の

と

生
か

し

て

お

く
の

と
､

ど

ち

ら
が

よ

り

有

益
で

あ

ろ

う
か
+

と
い

う

よ

う

な

表

決
さ

え
､

な
さ

れ

て

い

た
の

で

あ
る

｡

S
c

F

ヨ
i

聖
､

E
∴

G
e
s

c

E
c

F
t
e

､

S

.
巴
∴

く
･

N

巴
〕

F
･

笥
1

‖
P

P

〇
..

S

.
N

-

P

(

8
)

S
c

F

m
己
t

､

E
∴

G
e
s

c

F

訂
F
t

e
-

S

･

監
＼

芦
‥

計
声

‥

S
t
【

已
一

記
C

F
-
s

勺

賢
笥
-

S

･
N

詮
∴

呂
t

t
e

軒
E
e

b
e

l

訂
F
‖

P
･

P

O
J

∽
･

N

O

い

∴
世

良
訳

､

四
二

五

頁
)

‥

H
-

s

‥

p

一
P

〇
･,

∽
･

3
＼

ご
∴

∽
-
i

已
N

呂
.

甲
｢
P

ロ

d
s

b
e

l

粥
‥

G
2
S

C

F

訂
F
t

e

d
2
1

計
亡
t

S

C

F
e

ロ

持
e
c

F
t

s

w
訂
s
e

n
s

c

F

已
t

I
.

-

∞
仙

岩
.

S

.
か

ー

○
＼

か

ー

ー
.

恩
恵
を

施
す

権
利
ほ

､

国

王
､

諸

侯
の

み

な
ら

ず
､

裁
判
官

､

さ

ら
に

は

死

刑

執

行
人

に

ま

で

認

め

ら

れ

て

い

た
の

で

あ

る
｡

ま

た
､

庇

護
を

与

え
る

こ

と

の

で

き

る

避
難
所

(

句
r
e

落
P
t
t

)

に

は
､

水

車

小

屋
や

渡
船

場

等
も

含
ま

れ

て

い

た
､

と

考

え

ら

れ
て

い

る
｡

こ

れ

ら

に

よ

る

刑

罰

緩
和
の

作

用
は

､

と

り

わ

け

責
任

主

義
の

未

発
達
か

ら

生

じ
て

く
る

弊

害
を

救

済
し

た

点

に
､

大

き

な

意
義
が

認

め
ら

れ

る
｡

第
五

章

札
間

訴
訟
へ

の

発
展

一

上

述
の

弊
害
に

対

し
て

は
､

し

か

し
､

徐
々

に

そ

の

矯
正

要
因
が

芽
生

え

つ

つ

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

実

体

面
に

お

い

て

は
､

(

1
)

と

り

わ

け

責
任

主

義
の

思

想
が

生

ま
れ

､

他

方

手

続
面
に

お

い

て

は
､

職
権
訴
追
の

一

層
の

進
展
と

と
も

に
､

実
体

的
真
実
追

究
へ

の

志

向
が

形
成
さ

れ

て

く

る

の

で

あ
る

｡

こ

こ

で

問
題
と

す
べ

き

手

続
面
に

お

い

て

は
､

そ

の

二

つ

の

要

素

-
職

権

追

行

原

理

8 7
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(

○
琵
N
i

巴
勺
r

5
.

N

首
)

と

実
体

的

真
実

追
究

原

理

(

I

n
∽

{

2
打
{
-

O

n
S
･

ヨ
p

已
m
e

)

-
の

進

展
が

見

ら
れ

､

そ

の

結
び

つ

き

に

よ

っ

て

礼
問
訴
訟

(

H

n

β

已
s

迂
O

n
S

勺
r

O
N

e
S

S

)

が

発
展
し
て

い

く

こ

と

に

(

2
)

な
る

｡

二

と
こ

ろ
で

､

前
述
の

犯

罪
訴
追

手

続
に

対

す
る

職

権
に

ょ

る

介
入

と
い

う

思

想
は

､

現

行
犯

手

続
か

ら
の

発
展
と

し
て

理

解

さ

れ
､

そ

の

証

明

過

程
に

お

い

て

は
､

な

お

古
い

ゲ
ル

マ

ン

的

法

(

3
)

観
念
の

枠
内
に

留
ま
っ

て

い

た
｡

い

わ

ゆ

る

｢

形

式
的
証

拠
法
+

(

訂
r

ヨ
巴
2

S

出
e

弓
2

瞥
2

C

F
t

)

が

こ

れ

で

あ

る
｡

証
明

L
は

､

即

ち
､

法

に

よ
っ

て

予

め

定
め

ら
れ

た

形

式
の

充

足
で

あ

り
､

そ

れ

は

当

該
犯

罪

行

為
と

は

何

ら
の

論
理

的

関
係
も

な

く
､

し
か

も
一

般
生

活
上
の

認

識
方

法
と
は

全

く
か

け

離
れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

こ

こ

に

は
､

一

方

で
､

寂
れ

る

の

は

自

分
し

か

い

な
い

と

い

う

認

識
が

働
い

て

お

り
､

そ

し
て

他

方
で

､

人

間
は

予
め

定
め

ら

れ

た

方

法

で
､

自
分
の

主

張
の

た

め

に

超
自
然
的
な

証

明
を

か

ち

得
る

こ

と

が

で

き

る
､

と
い

う

信
念
が

生

き
て

い

る
｡

法
は

､

こ

の

よ

う

な

考
え

方
に

基
づ

き
､

何
人
に

も
､

と

り

わ

け

裁
判
所
に

､

当

事

者

の

主
張

が

正

し
い

も

の

で

あ
る

と
の

確
信
を

抱
か

せ

る

で

あ

ろ

う

と

期

待
さ

れ

る
､

一

定
の

行
為
形

式
を

選

択
.
し

､

規
定
し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

そ

れ

故
､

個
々

の

事
例
に

お

い

て
､

こ

の

形

式
が

充

足
さ

れ

さ

え

す
れ

ば
､

そ

れ

で

証

明
は

な

さ

れ

た

こ

と
に

な

る
｡

お

こ

こ

で

は
､

問
題
と

さ

れ

る
べ

き

具
体

的

事
実
が

証

明
の

対

象
と

な

る

の

で

は

な

く
､

直
接
に

行
為
者
の

責
任
の

有
無
が

そ

の

対

象

(

4
)

と

な

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

意
味
に

お

い

て
､

形
式
的

証

拠
法
は

､

合
理

的

思

惟
と
は

相

容
れ

な
い

も

の

で

あ
っ

た
｡

前

述
の

｢

七

名

の

宣

誓
に

よ

る

断
罪
手

続
+

並

び

に

｢

評
判
に

基
づ

く

手

続
+

は

右
の

よ

う

な

思

惟
方

式
に

よ

っ

て

基
礎
づ

け
ら

れ

て

い

た
､

と

考

(

5
)

え

ら

れ

る
｡

三

し

か

し
､

公

刑

法
の

思

想
が

発
展
す
る

こ

と

に

よ

り
､

そ

の

刑

法
を

実

現

す

る

た

め

の

手

続
も

､

同

じ

く

公

的
な

目

的
志

向

に

よ

っ

て

支
配

さ

れ

な

く
て

は

な

ら
な
い

､

と

い

う

思

想
が

生

ま

(

6
)

れ

て

く
る

の

で

あ

る
｡

こ

こ

に

お

い

て
､

現

行

犯
で

は

な

く
､

さ

ら
に

古
い

訴
追
手
続
の

観
点
か

ら

は

い

か

な
る

方

法
を

も
っ

て

し

て

も

証

明

す
る

こ

と

の

で

き

な
い

場
合
に

､

犯

罪
者
を

断
罪
で

き

る

よ

う
な

手

続
が

必

要
と

さ

れ

た
｡

つ

ま

り
､

あ

る

程
度
の

嫌
疑

要
素

】
間

接
証

拠
(

-

ロ

d
小

N
i

e

n
)

1
が

存
す
る

に

過

ぎ

な

い

場
合
に

､

被
疑

者
を

職
権
で

拘
禁
し

､

訴
を

提
起
し

て
､

そ

の

罪

(

7
)

貴
を

証

明

す
る

と

い

う

手

続
で

あ

る
｡

刑
事
手

続
は

､

も

は

や
､

被
害
者
が

法

廷
に

お

い

て

加

害

者
を

断
罪

す
る

機
会
を

与

え

ら

れ

る

と

い

う
も

の

で

は

な

く
､

古
い

形
式

的

証

拠
法
は

不

適
当
な

も
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の

と

な
っ

た
｡

さ

ら

に

は
､

た

と

え

シ

ュ

ラ

イ

マ

ネ

ン

で

は

な
い

に

し

て

も
､

(

原

告
を

含
め

て
)

七

名
の

宣

誓
補
助

者

を

揃

え

な

く
て

は

な

ら

な

い

と

い

う
条

件
は

､

職
権
訴

追
の

思

想
に

と
っ

て
､

(

8
)

耐
え

難
い

も
の

と

感
じ

ら
れ

た

の

で

あ

る
｡

こ

こ

に

お

い

て
､

｢

実
際
に

は
､

何
が

起
こ

っ

た

の

か
+

を

公

的
な

機
関

自
ら
を

し

て

捜
査

さ

せ

る

と
い

う

要
請
が

な

さ

れ

る

に

及

び
､

証

拠
法
の

体

系
は

､

責
任
の

有
無
に

直
接
向

け
ら

れ

た

証

明

方

法
か

ら

脱
却
し

､

事
実
関

係
そ

の

も
の

を

推
論
し

ょ

う

と

す
る

方

法
に

変
わ

っ

て

い

(

9
)

っ

た

の

で

あ

る
｡

か

く
し

て
､

手

続
の

重

点

は
､

法

廷
に

お

け
る

形

式
の

充

足
と
い

う
こ

と

か

ら
､

予

備
手

続
(

く
O
r

く
e

r
叫

巴
-

r

e

ロ
)

に

お

け
る

捜
査

活

動
へ

と

移
行

し
､

証

人
の

供
述
が

求
め

ら

れ
､

(

1 0
)

検
証
が

な

さ

れ

る

こ

と
に

な

る
｡

け
れ

ど

も
､

事
実

関

係

そ

の

も
の

を

知
ろ

う
と

す
る

な

ら

ば
､

拘
禁
中
の

被
疑
者
の

供

述
こ

そ
､

最
も

確
実

な

証

拠
で

あ
っ

た
｡

し

か

も
､

自
白

を

と
っ

て

し

ま
え

ば
､

す
べ

て

の

仕

事
か

ら

解
放

さ

れ

る

こ

と
に

な

り
､

こ

こ

に

｢

被
疑
者
の

自
白
を

獲

得
す
る

運

命
的

な

利
益
+

が

生

じ
､

拷
問
に

よ
っ

て

自
白

を

強
い

る

傾
向
が

大
き

く

な
っ

て

い

く
の

で

あ

る
｡

こ

れ

こ

そ
､

職

権
的
に

実

体

的

真
実
を

究
明
し

よ

う
と

す

る

新
ら

し

い

手

続
の

明

白
な

徴
候
と

見

(

]
)

る

こ

と

が

で

き

る
｡

四

こ

の

発
展
の

過

程
に

お

い

て
､

死
に

値
す

る

犯

罪
の

範
囲

(

1 2
)

が
一

層
拡
張
さ

れ
､

さ

ら
に

は

定

住

民
に

対

す

る

寛
容
な

取

扱
い

が

消

滅
し
て

い

っ

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

事

情
を

背
景
と

し
､

一

五

世

紀
に

は
､

札
問
訴

訟
が

す
べ

て

の

嫌
疑

あ

る

者
に

対

す
る

(

1 3
)

(

1 4
)

一

般
手

続
と

し
て

確
立

さ

れ

る

に

至

る

の

で

あ

る
｡

(

1
)

公

的

犯

罪
･

刑

罰

観
の

成
立

に

よ

っ

て
､

社

会

と

犯

罪

者
と

の

関

係
が

問

題
と

さ

れ

る

よ

う
に

な

り
､

犯

罪
に

対

す
る

反

応

及
び

克

服
の

活

動
に

お

い

て
､

被
害

者
の

私
的

な

利

益
に

左

右
さ

れ

て

は

な

ら

な
い

､

と

い

う

考
え

方
が

生

ま

れ

て

く

る
｡

こ

こ

に
､

犯

罪

処

罰

に

関

し
て

､

行

為

者
の

人

間

性

に

主

た
る

考

慮

を

払

う

契

機
が

生

じ
､

責
任

要

素
と

し

て

の

行

為
者

意

思

が

認

識
さ

れ

る

に

至
る

の

で

あ

る
｡

S
c

F

m
己
t

-

E
∴

ロ
ー

O

C

賀
○

〓

n
p

(

N

R
G
.

G
e

【

m
.

A
b
t

こ

訟
.

-

£
い

)

S
.

-

N
＼

-

ご

｢
ひ

琵
e
→
‥

P

P

〇
一､

∽
.

N

汁

(

2
)

礼
間

訴

訟
は

､

こ

の

二

つ

の

原

理
に

よ

っ

て

基

礎
づ

け

ら

れ

て

い

る
｡

即
ち

､

第
一

に
､

嫌

疑
の

発

生
に

は

じ
ま

り
､

手

続
の

開

始

か

ら

判

決
の

言

渡
ま
で

の

全

追

行
が

､

公

的

機
関
の

職

権
的

な

主

導

に

よ

っ

て

進

め

ら

れ

て

い

く

と
い

う

原
理

｡

第
二

に

は
､

公

的

機

関

が

自
ら

実

体

的

真
実

を

追

究

す
る

義
務
を

負
う
と

い

う
原

理
｡

S
c

F

m
i

已
､

E
.

‥

G
e
s

c

E
c

F
t
e

.

S
.

宗
＼

加

ご
d
e

コ
r

‖

｢
e

F

ユ
ハ

O

m
･

m
e

ロ
t

賀
N

亡
【

S
t
r

已
勺

岩
N

e
S

S

O

昆
n
亡

口

内

亡

ロ

ー

N

∈

ヨ

G
e

r
i

c

F
t
s
･

く
e

ユ

監
S

∈
ロ

笥
笥

S

e
t

N

I
-

N
一

A

已
.

､

-

芸
阜

.

S

.
N

0

0
＼

N

O

い

∴

H
O

ロ
･

打
e

-

､

ロ
巴
ロ

ユ
c

F

=
S
t

【

已
く
e

ユ
a

F
【

e

ロ
S

H

票
F
t

.

N

一
A
已
.-

-

冨
00

､

∽
.

¢

N
･

-

-

0

0
＼

-

O

h

.
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(

3
)

S
c

F

m
i

き
ー

E
∴

G
e

s

c

F
i

c

F
t

e
-

S

･
∽

と
∞

干

(

4
)

S
c

F

ヨ
i

き
ー

E
∴

G
e
s

s

F
i

c

F
t

2
､

S
.

い

空
全
U

.

-

謀
＼

ヨ
∴

呂

き
e

i

s

･

こ
e

b
e
r

訂
F
‥

p
.

P

〇
.

-

S

.

ヒ
＼

山

千

(

世

良

訳
､

六

九

-
七

二

頁
)

‥

P
-

P
S
e

J

-

已
i

亡
S

‥

出
e

古
址

有
e

N

亡
1

｢
e

F
l

e

く
O

m

出
e

w
e

訂

告
-

S

汀
已
勺
1

0
N

e
S

S
.

-

恥

∞

い
ー

S
･

亡
N

∴

勺
-

P
ロ
C

打

ナ

W
∴

U
監

良
e

亡
t
S

C

F
e

G
e

ユ
c

F
t
s

く
e

ユ
p

F
【

e

n

i

m

P

戸
t
t

e
-

a
-

t

e
【

Ⅰ

Ⅰ
.

】

00

叫

¢
､

∽
.

N
＼

-

N

∴

班
r

亡

ロ

ロ
e

J

H
①

F
r
-

c

F
‥

U
2

已
∽

C

F
2

河
e

c

F
t
s

粥
2
S

C

F
i

c

F
t

e

I
.

N
.

A

已
.

.

-

害
か

▼

S

一
N

設
＼

N

票
∴

内

田
一

郎
‥

ド

イ

ツ

刑

訴
に

お

け
る

自
由
心

証
主

義
の

成

立

(

斎

藤

金

作

先

生

還

暦
祝

賀

記

念
論
文

集
､

昭

和
三

八

年
､

所

収
)

二

六
五

-
二

六

八

貞
｡

こ

の

よ

う
な

形

式
的

証

拠

方

法

と

し
て

は
､

第
一

の

認

識
に

基
づ

く

被
告
の

雪

冤

宣

誓
､

並

び

に
､

第
二

の

信

念
と
も

結
び

つ

い

て
､

宣

誓

補
助

者
､

血

闘
､

神

判
が

挙

げ

ら

れ

る
｡

こ

れ

ら
の

証

拠
方
法

に

つ

い

て

は
､

一

般
的

な

民

族

確

信
に

よ

っ

て
､

そ

の

信

憑

性
に

疑

う

余

地
を

与
え

な
い

信

頼
が

寄
せ

ら

れ

て

い

た
の

で

あ

る
｡

そ

し

て
､

究

極
に

は
､

当

事

者
の

全

人

格
が

問
題

と

な

り
､

そ

れ

が

神
の

助

力

に

催

す
る

か

香
か

が

試
さ

れ

る
､

と

言

う
こ

と
が

で

き
る

｡

な

お
､

こ

の

よ

う

な

証

明

過

程
に

お

い

て

は
､

当

然
の

こ

と

な
が

ら
､

証
明

ほ

常
に

当

事
者
の

仕

事
で

あ
っ

て
､

裁

判

所

は
一

定
の

形

式
が

充
足

さ

れ

た
か

ど

う
か

を

判

断

す
る

に

過

ぎ

な
い

の

で

あ
る

｡

(

5
)

な
お

､

こ

の

点
に

つ

い

て

は
､

次
の

こ

と
が

注

意
さ

れ

な

く

で

は

な

ら

な
い

｡

即

ち
､

｢

七

名
の

宣

誓
に

よ

る

手

続
+

及

び

｢

評

判

に

基
づ

く

手

続
+

が

進

展
し

て

い

く

過

程
に

お

い

て
､

単
に

被

告
の

悪

評
の

み

な

ら

ず
､

特

定
の

犯

罪
行

為
の

立

証

も

問
題

と

な
る

に

及

び
､

自

白
を

強
い

る

た

め
に

拷

問

も

用
い

ら

れ

た
､

と
い

う
の

で

あ

細

る
｡

し

か

し
､

こ

の

場
合
で

も
､

被
告
が

法

廷
で

自

白
を

繰
り

返
さ

な
い

と

き

に

は
､

な

お

七

人
に

よ

る

証

明
が

要
求
さ

れ

て

い

た
の

で

あ
っ

た
｡

い

ず
れ

に

せ

よ
､

こ

こ

に

は

形

式

的

証

拠
浅
か

ら

脱
却

す

る

き

ざ

し

が

見

ら

れ
､

職

権
に

よ

る

訴
提
起

と
い

う

要
因
と

結
び

つ

い

て
､

後
代
の

札
問
訴

訟
へ

の

発

展
が

準

備
さ

れ

る
､

と

言

う
こ

と

が

で

き
る

｡

S
c

F

m
-

(

芹
.

E
∴

Ⅰ

ロ

β

已
s

二

〓
○

ロ
S

勺

;
N

e
∽

∽
.

S
･

無
下

･

,

芸
､

毛
∴

出
-

e

ロ
e
r

‥

P

P

〇
..

S

.
-

レ

空
-

今
N

∴

く
.

N

巴
-

首
習
:

P

P

〇
.

.

∽
.

-
1 (

芯
＼

-

¢

∞
.

(

6
)

S
c

F

ヨ
己
t

.

E
ト

G
2
S
C

F

訂
F
t

2
.

S
.

加

㍗
‥

n

b
r
S

∴

I

n

づ
ー

ー

s

㌣

t

訂
ロ
S

勺
r

O
N

e

S
S

.

S

.
-

〇

一.

-

N
＼

-

い
.

(

7
)

S
c

F

m
己
t

､

E

∴

G
e
∽

C

F
-

c

F
t

e
.

∽
.

∞

ご
∞

P
‥

d
2

r
S

∴

H

ロ

β

已
s

T

t
i

O

n
S

p

岩
N

e

S

S
.

S
.

-

い

こ

h

山
＼

h

か

∴

d
e
r

s

∴

∽
t

岩
才
e

c

F
t

s

勺
巳

b
g
e

-

S
.

N

設
＼

N

宗
一

(U

O

【U

こ

の

手

続
は

､

即
ち

､

現
行

犯

手

続
か

ら
で

は

な

く
､

そ

れ

と

と

0

0

も
に

発
展
し

て

き
た

､

と

言

う
こ

と

が

で

き

る
｡

そ
の

よ

う
に

し

て
､

一

三

世

紀
に

準

備
さ

れ
､

一

四

世

紀
を

通

じ

て

進

展
し

､

さ

ら
に

､

一

五

世

紀
に

は
一

般
的
な

も
の

と

な
っ

て

い

く
の

で

あ
る

｡

な
お

､

同
じ

く

嫌

疑
要

素
の

存

在
と
い

う
状

況

に

お

い

て
､

嫌

疑

手

鏡

(

i

n
N
i

c

F
t

く
e

ユ
巳
-

r
e

n
)

が

生

ま

れ

て

い

た
の

で

あ
っ

た
｡

し

か

し
､

強
い

嫌

疑
あ

る

者
に

､

宣

誓
に

よ
っ

て

刑

罰

を

免
れ

る

こ

と

を

認

め
る

と
い

う
の

は
､

も

は

や

公

目

的

に

と
っ

て

耐
え

難
い

こ

と

と

感

じ

ら
れ

る

よ

う
に

な

り
､

ま

さ

し

く

進

展
し
っ

つ

あ
る

札

間

訴

訟

を

担
う

原

理
に

ょ

っ

て
､

排
斥

さ

れ

て

い

く

の

で

あ

る
｡

く
耶
r
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S
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四
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注
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6
)

)

‥

B

2
ロ

n
e

ロ

m
e
小

s

t

e

♪

E
･‥

U
ふ

e

灯

喜
〓
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ロ

計
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u
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日

訂
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笥
ロ
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.
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S
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8
)

S
c

F

m
i
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E
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G
e
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訂
F
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S

.

笥
＼
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F
g
e
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¢

¢
.

(

9
)

S
c

F

m
i

阜
E
∴

G
e
s

c

F

訂
F
t

e
.

S
.

害
∴

告
r
s

∴

H

ロ
β

已
s

≡
○

ロ
S

･

七

岩
N

e
S

S
､

∽
･

N
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∴
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き
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i
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･
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e

b
e

ユ
c

F

‥

P

P

〇
..

∽

.
N

O

と

N

O

今

(

世

良

訳
､

四
二

六

-
四
二

七

頁
)

‥

S
t

ど
t

N

ど
甲
｢
p

ロ

計
b
e

品
‥

P

P

〇
･

-

S
･

堅
ロ

P
‥

G
-

監
e

り
‥

P

P

〇
一.

S
.

N
､

干

こ

こ

に

お

い

て

は
､

一

方
で

､

被
告
の

雪

冤
宣

誓
の

道
が

閉

ざ
さ

れ
､

他

方
で

は
､

原

告
の

七

人
に

よ

る

証
明
の

方

法

が

排

除
さ

れ
る

こ

と
に

な
る

｡

こ

の

よ

う
な

証

拠
法
の

発
展
は

､

古
い

証

拠

法
の

形

式

的

拘
束
か

ら
の

離

反
と

し

て

把
握

さ

れ

る

と

と

も
に

､

そ
の

形

式

的

証

拠

法
に

は

事

物
の

理

に

適
っ

た

思

惟
が

欠

け
て

い

た
､

と

い

う

認

識
に

よ

っ

て

基

礎
づ

け

ら

れ

て

い

た
の

で

あ

る
｡

(

1 0
)

S
c

F

ヨ
岩
t

､

E
∴

G
e

s
c

F

打
F
t

e
.

S

.
ヨ
＼

3
.

.

1 (

芯
＼

-

O

N

∴

n

b
r
∽

∴

l

ロ
β

2 .

S
i

t
i

O

n
S

勺
1

0
N

①
S

S
､

S
.

い

ご
山

如

こ

∞

チ
‥

E

き
e

訂
･

L
i

e

す
0

ユ
c

F
‥

P

P

O
-

S
･

N

O

と
N

O

ヰ
･

(

世

良

訳
､

四
二

六

-
四
二

七

頁
)

こ

の

発
展

過

程
に

お

い

て
､

い

わ

ゆ

る

｢

最
終

開

廷
日
+

(

e

ロ
d
･

E
i

c

F
2
【

知
2

C

F
t
s

t

品
)

は
､

一

つ

の

儀

式

的

な

飾
り

物

と

な
っ

て

い

く
の

で

あ
る

｡

(

1 1
)

S

已
}

m
i

d
t

.

E
-‥

G
e

s

c

F
i

c

F
t

e
.

S
.

苫
＼

¢

ご

n

わ
r

S

∴

H

ロ

β

已
･

S
i

t
i

O

ロ
∽

勺

岩
N

e
S

S
.

S

.
N

N
＼

N

ヰ

こ

哲
U

.

も

ち
ろ

ん
､

古
い

手

続
に

お

い

て

も
､

自

白
は

証

拠
と

し

て

の

意

義
を

有
し

て

い

た
の

で

は

あ
る

が
､

基

本

的
に

当

事

者
の

争
い

と

し

て

把

握
さ

れ

る

そ
の

手

続
に

お

い

て

は
､

裁

判

所
が

自

白
の

獲
得

に

積
極
的

な

関

心

を

寄
せ

る

と
い

う
こ

と
は

な
か

っ

た
｡

こ

の

意
味

に

お

い

て
､

拷

問
に

よ

る

自

白
の

強

要

と
い

う

動
き

の

う
ち

に
､

古
い

手
続

が

瓦

解

し
､

新

ら

し
い

手

続

-
証

言
と

自

白
が

重

要

な

証

拠

方

法

と

さ

れ

る

ー
が

芽

生
え

て

く
る

､

と

言
う
こ

と

が

で

き

る
｡

(

12
)

流

血

裁

判

権
の

行

使
及
び

職
権

訴

追
へ

の

動

き

に

あ
っ

て

は
､

ま

ず
も
っ

て

余

所

者

(

S
t
m

己
t

占
ロ

ー

ロ
○

品
蒜
m
d
e

)

あ

る

い

は

流

浪

民

(

亡

m
F
e

r

N

訂
F
e
-

乙
e

J
e

已
e

)

が

そ

の

対

象

と

さ

れ
､

こ

れ

に

対
し

定

住

民

(

e
-
-

J

g
e
∽

e

誤
e

ロ
e

E
-

ロ

弓
O

F
ロ
e

r
S

C

F

已
t
e
-

】
､

r

e
.

出

守
･

笥
r

仁

ロ
n

N
i

ロ
S

訂
亡
e

ユ
､

と

り

わ

け

富

裕
な

市

民

ほ

か

な

り

寛

容

な

取

扱
い

を

受

け

て

い

た

の

で

あ

る
｡

S
c

F

m
i

d
t

.

E
∴

G
e
∽

C

F
i

･

C

F
t
e

-

∽
.

00

〇
.

.

00

∞

∴

a
e

l
∽

‥

∽
t
l

已
1

e
C

F
t

s

セ

ロ
e

g
e

.

S
.

N

訟
∴

1 .

岩
e
t
t

e
ト

s
.

｢
訂
b
e

ユ
c

F

H
-

詔
C

F
‥

p
.

P

〇
.

.

P

P

〇
.､

S

.
N

O

い
.

(

世

良

訳
､

四
二

六

頁
)

‥

S

.

ミ
＼

p
00

.

(

1 3
)

∽
c

F
ヨ

已

已
.

E
.

t

5.
ロ
∽

勺
r

O
N

e
S

S
､

S
一

(

1 4
)

と
い

っ

て

も
､

‖

G
e

s

c

F

訂
F
t

①
.

S
.

岩
か

一､

d
e

詔
r

‥

H

ロ
β

亡
-

咋
↑

毛
＼

蓋
･
な
お

､

前

出

第
三

章

注

(

1
)

参
照

｡

こ

こ

に

至
る

遥
ほ

平

担
で

あ
っ

た

と

は

言

え

ず
､

現

に
パ

ン

ベ

ル

ゲ

ン

シ

ス

も
､

二

七

三

条
に

お

い

て
､

七

人

に

ょ

る

証

明
の

禁
止

を

明

言
し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

S
c

F

m
i

d
t

.

E
∴

I

n

β

已
s

i

t
-

ロ
S

p

岩
N

①
S

S
.

S

山

ご
い

甲
‥

く

一
N
が

ヒ
訂

管
1
‥

a

.

P

O
こ

S

･
N

O

N
＼

N

O

い

∴

田
r

u

ロ
ロ
e

2

ヨ
e

i

s
t
e

l

‖
P

P

〇
.

.

S

.
N

望
＼

N

N

h
.

9 J



一 橋論叢 第七 十 一 巻 第 一

号 ( 9 2 )

第
六

華

中

世

末
に

お

け
る

刑

事
司

法
の

悪
弊

中

世
の

刑

事
手

続
は

､

以

上
の

よ

う
に

し
て

発
展
し

て

い

っ

た

の

で

あ

る

が
､

そ

こ

に

は
､

な
お

十

分
と

は

言
え

な
い

面
が

見

ら

(

1
)

れ

る
｡

即

ち
､

札
間
訴

訟
の

進
展
に

際
し

て
､

単
な

る

嫌

疑
か

ら
､

個
別

事
実
に

基
づ

く

推
論
を

経
て

罪
責
を

証

明

す

る
､

と
い

う

重

要
な

問
題
が

未
だ

十

分
に

は

認

識
さ

れ

て

い

な
か

っ

た
｡

と

く
に

､

学
問
的

素
養
の

な
い

参
審
員
(

S

c

F
m

缶
e

n
)

に

と
っ

て

は
､

こ

の

困

難
な

任

務
は

そ

の

能
力
を

超
え
る

も
の

で

あ

り
､

そ

れ

故
刑

事
手

続
は

､

か

の

｢

運

命
的

な

利

益
+

の

た

め

に
､

拷
問
へ

と

走
っ

て

(

2
)

い

く
の

で

あ

る
｡

し
か

も
､

被
疑
者
は

､

一

度
自

白

を

し

て

し

ま

ぅ

と
､

も
は

や

そ

れ

を

取

消
す
こ

と

は

不

可

能
に

近
か

っ

た
｡

と

い

う
の

は
､

た

と

え

最
終

開

廷

日

-
儀
式
的
な

飾
り

物
に

過

ぎ

な
い

1
に

お

い

て

香
認
し
て

ぁ
､

予

備

手

続
を

主

宰

し
､

自
白

を

聞
い

た

参

審
員
の

証

言
に

よ

っ

て
､

直
ち
に

有
罪
と

さ

れ

る

の

(

3
)

で

あ

る
｡

拷
問
に

対

す
る

拘
束
的
規

範
は

､

ほ

と
ん

ど

設
け
ら

れ

る

こ

と

な

く
､

ま

た

被
疑
者

自
身
の

防

禦
権
に

つ

い

て

も
､

何
ら

の

保
障
も

与

え

ら

れ

て

い

な
い

｡

す
べ

て

が

実
体

的
真
実
の

発
見

と
い

う

根
本
目

的
に

導
か

れ
､

そ

の

目

的
に

適

う
こ

と
が

正

し
い

(

4
)

と

さ

れ

て

い

た
｡

こ

の

目

的

意
識

的
な

観
点
に

お

い

て

は
､

拷
問

を

制
約
し

､

被
疑

者
に

防
禦
の

道

を

開
く
と

い

う
こ

と

は
､

考
え

鮨

(

5
)

ら

れ

る

余
地

が

な
か

っ

た

の

で

あ

る
｡

か

く

し
て

､

礼
問
訴

訟
は

､

そ

の

進
展
と

と

も

に
､

裁
判

官
の

裁
量
に

よ

っ

て

の

み

支

配
さ

れ

る

手

続
と

化

し
て

し

ま
っ

た
｡

し

か

も
､

ド

イ

ツ

に

お

い

て

は
､

未
だ

学
問
が

育
っ

て

い

な

か

っ

た

た

め
､

原
理

的
な

問
題
に

対

す
る

反

省
が

加

え

ら

れ

る

こ

と

な

く
､

裁
量
権
の

濫

用
が

大

き

く

な

り
､

さ

ら
に

は

窓

意
が

横
行
す

る

に

至
る

の

で

あ
る
｡

(

1
)

実

体

面
で

の

責
任
主

義
に

つ

い

て

は
､

未

だ

原

理

的

な
理

解
が

欠

け
て

い

た

た

め
､

故
意

な
い

し

過

失

と
い

う

観

念
は

行

為
の

外

面

に

と

ら

わ

れ
､

類

型

的

思

惟
の

枠
内
に

留
ま

っ

て

い

た
､

と
い

う
こ

と

が

指

摘

さ

れ

る
｡

S
c

F

m
己
t

.

M
∴

G
の
S

C

F

打
F
t

〇

..

S
.

ご
∴

H
-

s

‥
P

P

〇
.

､

S
.

ヱ

〓
.

(

2
)

S
t

ト

已
巴
口

甲
｢

賀
d
s

b
e

蒜
‥

P

P

〇
.

.

S

.

巴
○
＼

か

ご
∴

S
c

F

邑
↑

声

G
e
H

･

F

賀
d

‖
S
i

n

ロ

亡

邑

出
e

d
e

已
亡
】

品

計
r

C
O

ロ
S
t

†

t

已
-

O

C
l

r

ロ
ー

ロ
む

ヒ
s

C

胃
○
-

ぎ
P

巴
∽

○

邑
H

…
ロ
粥

d
n

s

ヨ
賢
e
r

i

e

亡
e

ロ

u

ロ

ー

p

岩
N

e
S

S

亡

巴
-

e

ロ

河
e

c

F
什

s

(

N

R
G
一
G
e
r

m
.
A

g
.

00
山

L
諾
ヱ

S
.

N

ヰ

〇
.

な

お
､

中

世
の

裁

判

所
は

､

カ

ル

ル

大

帝
に

よ

っ

て

設

置
さ

れ

た

参
審

貞
制

度

(

S
c

g
幹
n
く

邑
監
S

呂
巴

に

よ
っ

て

支

え

ら

れ
､

裁

判

官
と

判

決
人

(

参

審

員
)

と

が

分

離

さ

れ

て

い

た
の

で

あ

る
｡

こ

の

参
署

員
に

は
､

い

わ

ゆ

る

地

方
の

名

望

家
が

選

ば
れ

た

の

で

あ

り
､



く9 3 ) 刑事訴訟に お け る合 目 的性 と正 義

彼

等
は

と

も

す
る

と

時

代
の

流
れ

に

遅

れ

を

と

り

勝

ち
で

あ
っ

た
｡

そ

の

認

識
は

具

象
的

な

も

の

の

域
に

留

ま
っ

て

お

り
､

従
っ

て

概

念

的
な

思

考
を

進
め

る

と
い

う
こ

と
が

で

き

な

か

っ

た

の

で

あ

る
｡

呂

賢
e

訂
･

H

L
2

け

示

ユ
c

F
‥

P

P

〇
･

-

∽

･
∞

山
.

(

世

良

訳
､

一

七

四

-
一

七
五

頁
)

‥

勝

田

有

恒
‖

河
e

N

e

p
t
-

○
ロ

の

素

描
(

一

橋

大

学
研

究

年

報
･

法

学

研

究
4

､

昭

和
三

七

年
､

所

収
)

一

八

三

1
一

八

四

貞
｡

(

3
)

S
c

F

ヨ
i

已
.

E
∴

G
e
s

c

E
c

F
t

e
.

S
.

3
､

岩
N

∴

n

b

詔
r

‖
{

n

β

已
･

S
-

t
小

○

ロ
S

勺

ウ
リ
N

e
S

S
.

S

.

蓋
＼

h

い
.

.

聖
T

∴

く
.

Z

巴
ご
ロ

g

馬
‥

P

P

〇
.

.

S
.

N

O

P

な
お

､

予

備

手

続
に

お

い

て

自
白

が

得
ら
れ

た

時
に

の

み
､

最

終

開
廷

日
に

ま
で

進
ん

だ

の

で

は

な

い

か
､

と

考

え

ら

れ

て

い

る
｡

(

4
)

S
c

F

ヨ
i

き
ー

E
∴

G
2
S

C

E
c

F
t

①
､

S
.

-

O

N
.

､

-

○

ミ

岩
Y
‥

呂
二

T

t

e
i

s
･

L
小

e

訂
ユ
c

F
‥

P

P

〇
.

､

∽
.

N

O

N
＼

N

O

い
.

(

世

良

訳
､

四
二

五

頁
)

ま

さ

し

く
､

拘
禁
中
の

被

疑

者
か

ら
､

い

か

に

す

れ

ば

最
も

早

く

自
白

が

得
ら

れ

る

か
､

と
い

う
こ

と

が

問
題
な
の

で

あ
っ

た
｡

こ

の

よ

う

な

状

況

を
､

シ

ュ

､
､

､

ッ

ト

は
､

い

み

じ

く

も

こ

A
c

F

w

監
･

S
t

p

n

仁
勺

亡

口

打
t

:

(

｢

あ
っ

､

び

ど

い

+

と
い

う
気

持
を

起
こ

さ

せ

る

よ

う
な

非

人

道

的

立

場
)

と

表

現
し

て

い

る
｡

(

5
)

拷

問
に

対

す
る

抗

争
も

､

全
く

見
ら

れ

な

か

っ

た

わ

け

で

は

な

い

が
､

実
体

的

真

実
の

発

見

と
い

う

公

目

的
の

陰
に

か

く

れ

て
､

次

第
に

消
え

行

く
の

で

あ
っ

た
｡

S
c

F

ヨ
己
什

.

E

∴

G
e
s

c

F
i

c

F
t

e
.

S
.

巴
＼

¢

00

∴

d
e

【
S

∴

H

ロ

β

已
s

E
O

ロ
S

勺

岩
N

e
S

S
.

S
.

い

土
い

か
一

策
七

草

正

義
の

理

念
へ

の

志

向

一

上

述
の

よ

う

な

状

況
に

あ

っ

て
､

中

世

末
の

刑

事
司

法
は

､

一

面

的
に

合
目

的

性
の

見

地
か

ら

把

握
さ

れ

る
､

と

言

う
こ

と

が

で

き
る

｡

一

三

世

紀
以

降
進
出

し
て

き
た

職

権
に

よ

る

実

体

的

真

実
の

追
究
と

い

う

原
理

は
､

日

常
の

裁
判
実
務
の

経
験
か

ら

慣
習

法
的
に

形

成
さ

れ
､

し

か

も

無
形

式
･

無
原

則

的
に

発
展
し
て

き

た

の

で

あ

る
｡

法
規

上
の

細
目
の

規
定
は

､

い

わ

ば

そ

の

後
づ

け

(

1
)

と

し

て

設

け
ら

れ

た

に

過

ぎ

な
い

｡

札
同
訴
訟
の

進
展
と

と

も

に

生

じ
て

く
る

困

難
な

問
題
は

､

学
問
が

欠

除
し

て

い

た

た

め
､

未

だ

概
念
的
に

考
え

ら

れ

る

と
い

う
こ

と
が

な
か

っ

た
｡

そ

の

間

題

と

は
､

即

ち
､

真

実
が

発

見

さ

れ

て
､

正

し

い

(

g
e

岩
C

F
t

)

判
決
が

な
さ

れ

る

た

め

に

ほ
､

い

か

な

る

仕
方

で

手

続
が

進
め

ら
れ

る
ぺ

き

か
､

と

い

う
問
題
で

あ
る

｡

真
実
と

正

義

(

口
e

r

e

c

F
t

首
k
e

丘

の

た

め
の

手
続
が

考

案
さ

れ

る

ぺ

き

で

あ
っ

(

2
)

た
｡

し

か

し
､

現
実
に

は
､

実

体

的

真
実
の

発
見
と

い

う
目

的

が

過

度
に

強
調
さ

れ

た

た

め
､

拷
問
に

よ

る

自
白
の

強
要
と
い

う

結

果
を

び

き

起
こ

し
て

し

ま
っ

た

の

で

あ
る

｡

け
れ

ど

も
､

ま

さ

に

こ

の

こ

と

に

よ

っ

て
､

札

問
訴
訟
は

癒
さ

れ

る

こ

と

の

な
い

矛

盾

へ

と

落
ち

込
ん

で

い

く
の

で

あ
っ

た
｡

と
い

う
の

は
､

拷

問
に

よ
っ

て

自
白
が

強

要
さ

れ

な

け

れ

ば
な

ら
な
い

場
面
ほ

ど
､

真
実
が

大

き

な

危
険
に

さ

ら

さ

れ

る

所
は

な

い

か

ら
で

あ

る
｡

即

ち
､

性
急

鮎
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な

合
目

的

的
見

地

に

お

い

て

は
､

真
実

発
見
に

必

要
と

さ

れ

る

慎

重

な

洞
察
力
が

か

き

消
さ

れ
､

つ

い

に

は

す
べ

て

が

無
に

帰

し
て

(

3
)

し

ま

う
こ

と
に

な
る

｡

拷

問
に

よ

り

虚
偽
の

自
白
が

な

さ

れ
､

注

意
深
い

吟
味
を

加
え

ら
れ

る

こ

と

な

く
､

安

易
に

信
用
さ

れ

る

こ

と

に

よ
っ

て
､

無
実
の

者

を

罪
に

陥
れ

て

し

ま

う
の

で

あ

る
｡

こ

の

危
険
性
が

次

第
に

認

識
さ

れ

る

よ

う
に

な

り
､

｢

正

し

く

な
い

判

決
+

が

刑
事
司

法
に

お

け
る

｢

不
正

義
+

と

し
て

考
え

ら

れ

る

に

(

4
)

至
っ

た

の

で

あ

る
｡

こ

れ

は
､

即

ち
､

合
目

的

性
が

一

面

的
に

強

調
さ

れ

た

た

め

に

不

正

義
が

生

じ

て

き

た
､

と
い

う
こ

と

を

意
味

し

て

い

る
｡

確
か

に
､

法
は

目

的
に

対

す
る

手

段
で

は

あ

る
｡

し

か

し
､

そ

の

有
用

性
は

正

義
の

理

念
が

伴
わ

ず
し

て

理

解
さ

れ

て

は

な

ら
な

い
｡

け
れ

ど

も
､

合
目

的

性
と

正

義
と

は
､

予

定

調

和
に

お

い

て

結
び

つ

く
も
の

で

ほ

な

く
､

さ

ら
に

一

面

的
な

合
目

的

的

考
量
は

正

義
の

敵
に

す
ら

な

り

う
る

の

で

あ

る
｡

と

り

わ

け

刑

事

司

法
に

あ

っ

て

は
､

こ

の

こ

と
が

強
く

意
識
さ

れ

る

必

要
が

あ
る

｡

二

こ

の

緊
張
関
係
は

､

正

義
の

優
位
に

お

い

て

解
決
さ

れ

な

(

5
)

く
て

は

な

ら
な

い
｡

こ

の

認

識
こ

そ
､

中
世

末
の

刑

事
司

法

改

革

(

6
)

へ

の

声
と

な
っ

て

現

わ

れ

て

き

た

の

で

あ
る

｡

こ

こ

に

お

い

て
､

根
本
的
に

は
､

次
の

よ

う
な

問
い

か

け
が

な
さ

れ

る

こ

と
に

な

る
｡

即

ち
､

い

か

に

す
れ

ば
､

真
に

貴
あ

る

者
の

み

を

断
罪

し
､

貴
な

き

者
を

不

当

な

刑

罰
か

ら

護
る

こ

と

が

で

き
る

か
､

と

い

う

観
点

幽

か

ら
､

公
権

力
に

い

か

な
る

配

慮
と

慎
重

が

要
求

さ

れ
､

ま
た

い

か

な

る

手

続
的

制

約
が

課
せ

ら

れ

る
べ

き

か
､

と
い

う

問
題
で

あ

る
｡

そ

し
て

､

そ

の

核
心

的
内

容
は

､

い

か

な

る

条

件
の

下
で

､

と

り

わ

け
ど

の

程

度
の

嫌
疑
の

強
さ

に

お

い

て
､

拷

問

-
ほ

と

ん

ど

の

場
合
に

､

被
疑

者
の

運

命
を

決
し
て

し

ま

う

-
が

許
さ

(

7
)

れ

る

の

か
､

と

い

う
こ

と
で

あ
っ

た
｡

こ

こ

に
､

被
疑
者

1
受

身
の

形
で

刑

事
手

続
に

関
与

す
る

-
の

保
護
と

い

う

思

想
､

つ

ま

り

正

義
の

理

念
に

よ

る

刑

事
手

続
の

規
制

と

い

う

思

想
が

見
ら

(

8
)

れ

る

の

で

あ

る
｡

三

と
こ

ろ
が

､

ド

イ

ツ

に

お

い

て

は
､

既
に

述
べ

た

と

お

り
､

こ

の

よ

う
な

思

想

を

担
う
ぺ

き

｢

学

問
+

が

未
だ

育
っ

て

い

な

か

っ

た

た

め
､

当

時
イ

タ

リ

ア

で

発
展
し
て

い

た

｢

学

問
+

に
､

そ

の

範
が

求
め

ら

れ

た

の

で

あ

る
｡

そ

の

イ

タ

リ

ア

に

お

い

て

は
､

当

時
､

注

解

学

派
(

只
O

m
m
2

n
･

t

巳
O
r

e

n
)

に

よ
っ

て
､

前

代
の

注

釈

学

派

(

G
-

O
S

∽

賢
0
1

e

ロ
)

の

下
に

発

展
し

て

き

た

中

世
ロ

ー

マ

法
と

現

行
法
と
の

綜
合
が

進
め

ら

れ
､

こ

こ

に

理

論
と

実

務
が

相

関

達
し

て
､

イ

タ

リ

ア

普
通

法

(

F
s

c

O

m
m
亡

n
e

)

が

作
り

上

げ

ら

れ

て

い

た

の

で

あ

る
｡

刑

事

法
､

と

く
に

手

続
面
に

あ
っ

て

は
､

カ

ノ

ン

法
に

お

い

て

発
展

し
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(

9
)

て

き

た

礼
間
訴
訟

が
､

一

三

世

紀
後
半
以

降
､

世

俗
裁

判

所
の

原

則
手

続
と

し

て

受
容
さ

れ

る

に

至
り

､

し

か

も
､

そ

こ

で

よ

り
一

層
の

発

展
を

と

げ

た

の

で

あ
っ

た
｡

こ

の

発
展
に

は
､

と

り

わ

け

ガ

ン

デ
ィ

ヌ

ス

(

と
b
2

ユ
亡
S

G
P

n

d

F

宏
)

が

大
き

な

寄
与

を

な

し

て

お

り
､

そ

の

著
｢

犯

罪
論
+

(

T
r

宍
t

巳

岳
d
e

m
已
e

P
c

賢
+
N

冨
)

の

中
に

､

形
式
に

よ

る

礼
問
訴
訟
の

制
約
が

理

解

さ

れ

て

い

た

の

を

見
る

こ

と

が

で

き

る
｡

こ

の

学
問
が

､

そ

の

後
ド

イ

ツ

に

も

た

(

1 0
)

ら
さ

れ

た

の

で

あ

る
｡

こ

こ

に
､

刑

事
法
に

お

け

る

ロ

ー

マ

法

碓

受
の

動
き

が

見
ら

れ
､

そ

の

意
味
す
る

と

こ

ろ

は
､

法

素
材
の

移

入

と

し
て

よ

り

も
､

む
し

ろ
､

第
一

義
的
に

は

学

問
の

吸

収

と

し

(

1 1
)

て

理

解
さ

れ

る

べ

き

も
の

と

考
え

ら
れ

る
｡

と
こ

ろ
で

､

私

法
の

領
域
に

お

い

て

は
､

｢

ロ

ー

マ

法

の

継

受

は

慣
習

法

的
に

進

展
し

た
+

と

言

わ

れ

る

よ

う
に

､

ロ

ー

マ

法

(
-

亡
S

C

O

m
m
亡

n
2

)

の

適
用
は

､

立

法
に

よ

ら

ず
､

法

学

識

者
に

ょ
っ

て

実

務

上

行
な

わ

れ

て

い

っ

た
｡

そ

の

過

程
で

は
､

従

来
か

ら
の

固

有
法
の

分

裂
に

加
え

､

こ

の

新

ら

た

な

外

来
法
の

進
出
も

相

倹
っ

て
､

法
の

統
一

は

な

か

な

か

達
成
さ

れ

な

か

っ

た

の

で

あ

る
｡

こ

れ

に

対

し
､

刑

事
法
の

領
域
に

お

い

て

は
､

早

く
も

､

一

六

世

紀

前
半
に

帝

国
立

法

が

生

ま

れ

て

お

り
､

一

五

三

二

年
の

｢

カ

ル

ル

五

世

の

刑

事

裁

判

令
+

(

d
i

e

勺
e
i

已
i

c

F
e

口
e

ユ
c

F
t

s
･

O
r

d

n

⊆
ロ

粥

只

賀
-

∽

く
.

)

､

い

わ

ゆ

る

｢

カ

ロ

リ

ナ

刑

事

法

典
+

(

1 2
)

(

C
O

ロ
S

t
i

t

亡
t
}

O

C
r

i

m
i

n

巴
-

s

C

賀
○
-

i

n

且

が
､

そ

れ

で

あ

る
｡

こ

れ

に

よ
っ

て
､

無
形

式
･

無

原

則
的
に

発
展
し
て

き

た

礼
問

訴
訟

に

秩
序
と

形
式
が

も

た

ら

さ

れ
､

真
実
と

正

義
を

志

向

す
る

手

続

(

1 3
)

(

u
)

が

構
成

さ

れ

た

の

で

あ

る
｡

(

1
)

S
c

F

m
i

d
t

-

E
∴

G
e
s

c

F
i

c

F
t
e

.

S
.

∞

ソ
り

d
e
r

s

∴

】

ロ

β

已
s

T

t
i

O

ロ
S

勺

岩
N
e

S

S
.

S
.

〓
.

(

2
)

∽
c

F

ヨ
己
t

.

E
∴

G
e
s

c

F
i

c

F
t

e
-

S
.

-

O

N
.

(

3
)

S
c

F

m
己
t

-

E
∴

G
認
C

F
i

c

F
t

e
､

S

.
蓋
∴

仁
の

r
S

∴

S
t
l

已
く
e
r
f

p

F
r

①

ロ
S

O
]

五
日
亡

ロ
g

-

m

G
p

ロ
N

e

ロ

d
e
l

S
t

岩
音
岩
N

e
S

S
e

已
已
c

打
-

∈

ロ
叫

(

Z

g
2

S

∽
t

W
.

已
こ

阜

い

ヰ

.

U
i

e

只
ユ
e

g

s
･

仁
e

亡
t

S
C

F
e

n

-

で
T

N

)

S
.

(

4
)

正

義
に

通
う

判

決

と

は
､

訴

訟

手

続
の

面
か

ら

考

察
す

る

と
､

次
の

二

つ

の

要
因

に

お

い

て

理

解
さ

れ

る
｡

即
ち

､

一

つ

に

は
､

被

告

人
が

真
実
の

行

為
者
で

あ

り
､

し
か

も

そ

れ

が

信
じ

う
る

証

拠
を

も
っ

て

合
理

的

に

認
定

さ

れ

て

い

る
､

と

い

う
こ

と
｡

二

つ

に

は
､

そ
の

証

拠
の

採

取
方

法

が

倫

理

的

な

価

値

規

準
に

相

応
し

て

い

る
､

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

く
g
-

.
宣
e
【

打
e

】

､

A
争
U

-

{

‖
-

宅
i

s

t
ト

s

c

F
e

E
n
･

N

y

打
-

〇

七
抑

d
一

夕

干

A

已
.､

-
爪

岩
¢

.

∽

一
-

ミ
ー

γ

中

世

末
に

お

い

て
､

｢

不

正

義
+

と

感

じ

ら

れ

た

の

は
､

ま

ず
も

っ

て

こ

の

前

者
の

要
因
に

お

い

て

で

あ
っ

た
､

と

考

え

ら
れ

る
｡

(

5
)

S
c

F

m

己
t

-

E
.

‖
只
ユ
e

g
s
･

S
t

く
〇
..

S

.
N

窒
＼

N

い

h

∴

呂
e
l

打
e
-

‥

P

P

O
こ

∽
.

-

中

こ

一

望
-

P

9 ∂
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こ

こ

に

は
､

全

体
主

義
の

思

想
の

下
に

､

個
人
の

人

格
を

否
定
し

､

極
度

に

合

目

的

的

な

権
力
を

ふ

る

っ

た

ナ

チ

の

支

配
に

対

す
る

反

省

と

し

て
､

ラ

ー

ト

ブ
ル

フ

が

正

義
の

優
位
を

説
い

た
こ

と

と
､

相

通

じ
る

も

の

が

認
め

ら

れ

る
｡

諾
-

･

打
P

き
r

亡
C

F
‥

ゴ
U

⊇
口

F

已
e

告
→

河
e

c

F
t
s
】

盲
〓
O

S

O

や
F

ぎ
u
･

A
已
こ

一

芸
h

､

S
･

山

N
･

(

6
)

こ

の

結
実
と

し

て
､

帝
窒

裁

判

所
(

河
2

琵
r

s

打

賀
ロ

ヨ
2

宅
賢
F
t

)

は
､

一

四

九

六

年

リ

ン

ダ

ウ

の

帝

国

議

会

(

河
e

訂
F
s

く
｡

詔
p

R
T

m
-

亡

ロ
g

)

に

対

し
､

刑

事

司

法

改

革
の

提

議
を

な
し

た

の

で

あ

る
｡

∽
〔

F

m
i

声
E
∴

G
e

s
c

F
-

c

F
t

e
.

S

J
O

ご
く
･

H
首
p
e
-

‖

S
t

岩
f

完
C

F

㌣

∽

+
監
∴

S
{

i

ロ
t
N

呂.
g

･

｢

呂
告
訂
H

申

P

P

〇
･

､

S
･

か

N

二
か

N

N
･

(

7
)

∽
c

F

m
己
t

.

E
∴

G
e
s

c

F
小

c

F
t
e

･

S

J
O

N

･
L
O

㌢

(

8
)

法
の

内

容

は
､

二

つ

の

観
点

か

ら

考

察
す

る

こ

と

が

で

き
る

｡

一

方
で

､

法

の

定

立

者
及

び

そ
の

目

的
の

観
点
か

ら
､

他
方
で

は
､

法
の

名

宛
人
の

保

護
と
い

う

観

点

か

ら
､

で

あ
る

｡

前

者
が

合
目

的

性
の

問
題

､

後

者
が

正

義
の

問
題
と

し
て

理

解

さ

れ

る
｡

P

冒
k
｡
-

‥

P

P
.

〇
.

-

S
.

-

∽
.

(

9
)

ヵ

ノ

ン

法
の

札

間
訴
訟
は

､

イ
ン

ノ

セ

ン

上
二

世
の

下

に
､

第

四

回

ラ

テ

ラ

ン

公

会

議
(

-

N

-

い

)

に

お

い

て

確
立

さ

れ

た
の

で

あ

り
､

そ

の

歴

史

的

起

源
に

つ

い

て

ほ
､

ゼ

ン

一

哉
判

所
､

従
っ

て

カ

ロ

リ

ン

ガ

の

弾
劾
手

続
と

考

え

ら

れ

て

い

る
｡

く
粥
-

･

S
c

F

m
乙
-

･

E
∴

G
e
s

c

F

岩
F
t
e

-

S
.

宝
＼

£
∴

望
e

ロ
e

H
‥

p
･

p
･

〇
･

-

∽
･

N

00
＼

志
∴

く
･

H

官
0
-

‥

S
t

邑
喜
ぎ
S
.

∞

m

忘

ご
S
c

F

邑
声

R
∴

｡
･

P

〇
･

･

S
.

∞

N
＼

ヱ
.

-

¢

N
＼

冨
.

.

-

○

ご
ー

ー

㍗

(

1 0
)

S
c

冒
套
､

E
∴

G
の

岩
F

訂
F
t

e
-

S

J
O

ミ
○

甲
‥

く
･

H

宮
｡

ご

∽
t

邑
r
e

c

耳
S
.

∞

P
､

宍
二

軍
い

出

巨
e

【
‥

P

P

.
〇
こ

S

･
∞

芸
-

N

↓

甜

S
c

F

邑
声
G
∴

P

P

.
〇
:

S

･
N
上

戸
‥

S
c

F

m
i

早

戸
‥

P

P
･

〇
･･

∽
.

運
-

○

ご

野
呂
n

昌
ヨ
e
-

s

-

e
r
‥

p
･

P

〇
･､

S

J
O

空

岩
ヅ

N

阜

N

-

ご

勝

田
‥

前
掲

､

一

九

八

-
一

九

九

頁
｡

な

お
､

カ

ノ

ン

法
で

は
､

拷
問
は

認
め

ら

れ

て

い

な

か
っ

た
の

で

あ

る

が
､

そ
の

後
の

発

展
に

お

い

て
､

ロ

ー

マ

淡

か

ら

移
入

さ

れ

た

の

で

あ

る
｡

(

1 1
)

こ

の

こ

と

は
､

刑

事

法

領

域
に

留
ま

ら

ず
､

ロ

ー

マ

法

継

受
一

般
に

つ

い

三
日

え
る

の

で

あ

る
｡

即
ち

､

ロ

ー

マ

法

維

受

は
､

｢

素

材
的

な

異
質
物
の

採
用
と

い

う

形
で

は

な

く
､

一

つ

の

発

展
過

程

と

し

て
､

つ

ま

り
､

具

体

的
に

は

ド

イ

ツ

法
の

在
り

方

及

び

そ

の

専

門

的

担
い

手
の

学

問
化

と

し
て

捉

え

た

方
が

､

よ

り

良

く
こ

れ

を

理

解

す
る

こ

と

が

で

き

る
+

の

で

あ

る
｡

く
g
l

･

W
訂

害
訂
J

句
H

賀
N
‥

勺
ユ
く

旨
e

c

F
-
s

笥
∽

C

J

訂
J
t

口

告
1

2
e

已
e

声

N

･

A
已
‥

-

ま
N

･

∽

+
山

戸
(

鈴

木
訳

･

近

世

私

法

史
､

一

二

五

頁
)

そ

し

て
､

と

く
に

刑

事

手

続
の

領
域
に

お

い

て

は
､

既

に

述
べ

た

と

お

り
､

札
間
訴
訟

が

そ

の

基

礎

原

理
に

関
し

て

は
､

ド

イ

ツ

に

お

い

て

自
立

的
に

形
成

さ

れ

て

い

た
の

で

あ

り
､

ロ

ー

マ

法

継

受
に

よ

っ

て

も

た

ら
さ

れ

た

も

の

は
､

そ

の

素

材

的

形

成

物

を

整

序

し
､

規

律
す
べ

き

思
粕
心

-
正

義
の

理

念
へ

の

志

向

-
-
で

あ
っ

た
｡

こ

の

意

味
に

お

い

て
､

継

受
さ

れ

た

も
の

は
､

本

質
で

は

な

く
､

形

式
で

あ
っ

た
､

と

言
う
こ

と

が

で

き
､

そ
れ

故
ロ

ー

マ

法

継

受
は

､

刑
事

司

法
の

合
理

化
と

し

て

理

解
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

S
c

F

m

巨
-

E
∴

G
e
s

c

F

訂
F
t

e
､

∽
-

〓

ご
d
e

芦
‥

I

n

宅
賢
t
叶

○
ロ
∽

勺

岩
N
2

S

S
･

S
･

冨
･‥
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己
-

{

t
e

i

s

ト
i

e

訂
ユ
c

F
‖

a
･

P

O
:

∽
･

N

-

モ
N

-

h
.

(

世

良

訳
､

四
五

一

頁
)

(

1 2
)

S
c

F

ヨ
i

d
t

､

E
∴

C
P
r

O
】
i

ロ
P

.

S
.

(

ご

宣

≡
e

i

s
･

H

L
e

b
e

ユ
c

F
‥

P

P

〇
･-

∽
･

N

-

ミ
N

-

汁

(

世

良
訳

､

四
五

一

頁
)

…

勝
田
‖

前

掲
､

一

七

二
､

二

ニ
ー

頁
｡

(

1 3
)

S
c

F

ヨ
i

き
E
∴

G
e
s

c

E
c

F
t

e
.

∽
.

〓

㍗
-

い

P
､

-

ヒ
＼

-

山

戸
‥

d
e

声
‥

∽
t

岩
訂
d
C

F

訂
勺

芳
g
2

.

S
.

N

h

声
‥

W
O
-

♪

E
r

芹

こ
O

F

㍗
ロ

く
○

ロ

S
c

F

弓

賀
N

e

n

訂
1

粥

(
i

ロ
‥

G
岩
h

訂

河
e
c

F
t
s

d
e

ロ

打
e
r

n

わ
H

年
印

亡
t

∽

C

F
e

ロ

G
e

賢
①
∽

g
e
S

C

F
i

c

F
t

2
.

い
.

A

已
.

.

-

ま
ー

)

S
.

ご
空

〓
や

な

お
､

カ

ロ

リ

ナ

は
､

一

五

〇

七

年
､

か

の

シ

ュ

グ
ア

ル

ツ

ェ

ン

ベ

ル

ク

(

】

O

F

P
ロ

句

邑
F
e
l

H

く
○

ロ

S
c

F

弓

賀
N

e

ロ

b
e

蒜

∈

n
d

H
O

F
e

已

岩
倉

訂
蒜
)

に

よ

っ

て

編

纂
さ

れ

た

｢

パ

ン

ベ

ル

ク

刑

事

裁
判

令
+

(

出
P

ヨ
b
2

ぷ
r

岩
F
e

H
已
s

g
e

ユ
c

F
t
s

O

邑
口
亡

口

巴
､

い

わ

ゆ

る

｢

バ

ン

ベ

ル

ゲ
ン

シ

ス

+

(

C
O

n
S

t
}

t

已
ト

O

C
ユ

m
呂

.

已
i

s

U
P

m
ロ
O
r
･

笥
ロ
S

且
を

母

体

と

し
て

成

立

し

た

も
の

で

あ

る
｡

く
g

-
.

∽
c

F

m
i

き

E
∴

G
e

s

c

E
c

F
t

e
､

S
･

-

旨
＼

-
山

戸
‥

∽
t

F
t
N
i

ロ
g

r
P
n

d
s

b
e

品
‥

P

P

〇
..

S
.

か

N

N
＼

か

N

い

こ

ひ

N

P
‥

G
琵
①
】

旨
O
C

打
.

C

告
-

‥

D
-

e

E
ロ
t

S

t

e
.

F
亡

ロ

g
S

粥
e
S

C

E
c

F
t

e

d
e
H

C

胃
○

-

5
.

p

P

已
G
r

亡

ロ

良

寛
C

F

才
巴
i

s

c

F
e
【

勺
O
r

∽
C

F

亡

n
g

昌

亡

ロ

a

ロ
e

ロ

望
-

首
e

訂
日

計
ロ
e
→

E

已
弓

守
訂

.

-

加

宗
.

∽
.

£
＼

玉
一

(

1 4
)

パ

ン

ベ

ル

ゲ
ン

シ

ス

及
び

カ

ロ

リ

ナ

に

至

る

前

史
と

し
て

は
､

と

り

わ

け
一

四

九

八

年
の

｢

グ

オ

ル

ム

ス

改
革

法

典
+

(

W
O

r

ヨ
S

e
り

知
e

訂
r

m

賢
-

O

n
)

が

注

目
さ

れ

る
｡

く

箪
S
c

F

邑
き
.

E
∴

G
e
s

c

E
･

C

F
t
e

､

∽
･

-

N

い

＼

ト

N
･

ご

S

旨
邑

阜

G
∴

P

P

〇
.

､

∽

.
N

志
∴

ロ
r

ロ

ロ

ロ
e

ロ

ヨ
e
小

賢
0

コ

P

a
.

〇
..

∽

.
岩
N

＼

-

宗
.

む

す
び

に

か

え
て

本

稿
を

終
え

る

に

当
っ

て
､

以

上
の

素
描
に

よ

り

理

解
さ

れ

た

こ

と

を
､

こ

こ

に

ま

と

め

る

こ

と

に

す

る
｡

ま

ず
､

中
世
の

刑

事
司

法

が
､

古
代
に

お

け
る

私

的
な

観
念
を

駆
逐
し

､

公

的
･

社

会
的
な

課

題
と

し

て

認

識
さ

れ

る

よ

う
に

な

っ

て

い

く

過

程
､

並

び

に
､

そ

れ

と

呼
応
し

て

証

拠
法

が
､

形

式

的
な

思

惟
か

ら

脱
却

し
､

一

般
思

考
法

則
に

適
う
も
の

と

な
っ

て

い

く

過

程
が

明

ら
か

に

な
っ

た
､

と

思
わ

れ

る
｡

こ

こ

に
､

札
問
訴

訟
の

発
展
が

理

解
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

し
か

し
､

そ

の

後
､

実
体

的

真
実
の

発
見
と

い

う

目

的
が

過

度
に

強

調

さ

れ

た

た

め
､

こ

の

札
間
訴

訟
は

､

裁
量

権
の

濫
用
と

窓

意
の

横
行

す
る

-
つ

ま

り
､

合

目

的

性
に

よ
っ

て
一

面

的
に

支

配
さ

れ

る

一
手

続
と

化
し
て

し

ま
っ

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う

な

状

況
に

お

い

て
､

と

り

わ

け

拷
問
の

危
険
が

次

第
に

認

識
さ

れ

る

に

及
び

､

正

義
の

理

念
に

よ

っ

て

刑
事
手

続
を

規
律
し
な

く
て

は

な

ら

な
い

､

と
い

う

声
が

高

ま
っ

て

く
る

｡

し
か

し
､

ド

イ

ツ

に

お

い

て

は
､

未
だ

学

問
が

育

っ

て

い

な
か

っ

た

た

め
､

当

時
イ

タ

リ

ア

で

発
展
し
て

い

た

学

問

に
､

そ

の

要
請
を

満
た

す
べ

き

指

導
原

理
が

求
め

ら
れ

る

こ

と

に

即
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な
っ

た
｡

こ

の

よ

う
に

し

て
､

ヴ
ォ

ル

ム

ス

改

革
法
典
を

経
て

､

バ

ン

ベ

ル

ゲ
ン

シ

ス

､

カ
ロ

リ

ナ
へ

と
､

一

連
の

改

革
立

法
が

編

纂
さ

れ

て

い

く
の

で

あ

る
｡

こ

こ

に

お

い

て
､

無
形
式

･

無
原
則

的
に

発
展
し

て

き

た

札

問
訴
訟
に

秩
序
と

形
式
が

も

た

ら

さ

れ
､

真
実
と

正

義
を

志

向

す
る

手

続
が

構
成
さ

れ

た

の

で

あ

る
｡

右
の

よ

う

な

理

解
に

基
づ

き
､

次

稿
に

お

い

て

は
､

前
述
の

改

革
立

法
に

つ

い

て
､

そ

の

具
体

的
な

規

定

内

容
に

即

し
っ

つ
､

正

義
と

合

目

的

性
と

の

間
の

緊
張
関
係
を

理

解
し

た

い
､

と

思
っ

て

い

る
｡

本
稿
の

作
成
に

当
っ

て

は
､

鴨
良
弼
教
授

､

福
田

平
教
授
並
び

に

勝
田

有
恒
助

教
授
か

ら
､

ご

指
導

､

ご

教
示

を

た

ま

わ

り

ま
し

た

こ

と
､

こ

こ

に

深
く

感

謝
す
る

次

第
で

あ

り
ま

す
｡

ま

た
､

と

く
に

勝

田

助
教
授
か

ら

は
､

貴
重
な

文
献
を

拝
借
さ

せ

て

い

た

だ
い

た
こ

と
､

改
め
て

お

礼
申
し

上

げ
ま

す
｡

(

一

橋
大

学

助

手
)
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