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一

､

は

じ

め

に

二
､

前
史

三
､

治
罪
法
の

性
椅

四
､

民
間
憲
法
草
案
中
の

弁
護
権

五
､

刑
事
弁
護
権
の

主

張

六
､

刑
事
弁
護
の

実

際

一

は

じ

め

に

日

本
に

於
て

本

格
的
な

刑

事
弁

護
権
が

認

め

ら
れ

た

の

は

明

治

十

三

年

制

定
の

治

罪

法
に

よ

っ

て

で

あ

り
､

し
か

も
一

般
に

そ

れ

は

日

本

人
の

努
力
と

は

無
関
係

に

突
如

と

し
て

天

降
り

的
に

出
現

(

1
)

し

た

と

い

わ

れ

る
｡

そ

の

根
拠
と

し

て
､

前
年
の

十
二

年
に

司

法

省

修
法

課
の

磯
部
四

郎
が

刑

事
弁

護
を

権
利
と

し
て

認
め

よ

と

の

(

2
)

主

張
を

し
た

際
､

政
府

委
員
十

人

中

八

人

ま
で

が

猛

烈
な

反

対

を

椎

橋

隆

幸

し

た

に

も

拘
ら

ず
､

翌

年
に

は

政

府

顧
問
ボ

ア

ソ

ナ

ー

ド

の

手
に

ょ

っ

て

刑

事
弁

護
権
が

規
定
さ

れ

た

と
い

う

事
情
が

あ

げ

ら
れ

る
｡

こ

の

短

期
間
内

で

の

変
化
に

つ

い

て
､

穂
積
陳
重

は

｢

こ

れ

は

治

罪
法

起
草
者
た

る

ボ

ア

ソ

ナ

ー

ド

氏
が

､

磯
部
博
士
の

説
を

賛
成

し

た

か

ら
で

あ

ら

う
｡

当

時
の

大

官

連
は

､

…

…

非
常
な
る

外

国

人

崇
拝
者
で

あ
っ

た

か

ら
､

御
雇
外
国

人
の

云

ふ

事
な

ら
､

殆
ん

ど
一

軋
こ

一

も

無

く

尤
も

と

考
へ

て

鵜
呑
に

す

る

を

例
と

し
た

か

ら
､

磯
部
博
士

は

日

本

人
な

る

が

故
に

前
年
に

反

対
せ

ら
れ

､

ボ

ア

ソ

ナ

ー

ド

ほ

外

国

人
な

る

が

故
に

翌

年
に

賛
成
せ

ら
れ

た

の

で

あ

ら

(

3
)

ぅ
+

と
い

う
｡

確
か

に

ボ

ア

ソ

ナ

ー

ド

の

功

績
は

高
く

評
価
さ

れ

よ

う
が

､

彼
一

個
の

見

解
に

よ
っ

て

治

罪

法
に

刑

事
弁

護
が

実

現

し
た

と

す
る

の

は

皮
相

で

あ

ろ

う
｡

重

要
な
の

は
､

誰
が

草

案
を

作
っ

た

の

か

よ

り

以

上

に
､

当

時
､

政

府
が

弁

護
を

規
定
し

な

け

99
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れ

ば

な

ら

な
か

っ

た

事
情
で

あ

り
､

さ

ら

に

重

要
な
の

は

民

衆
の

問
で

弁

護
を

必

要
と

す
る

声
が

ど

れ

く

ら
い

の

拡
が

り

を

も
っ

て

い

た

の

か
､

ま
た

､

弁
護
に

つ

い

て

の

理

解
は

ど

ん

な

も
の

で

あ

っ

た

の

か

で

あ

ろ

う
｡

一

つ

の

制
度
は

そ

れ

を

支

え

る

基
盤
が

な

け
れ

ば

成

立

し

得
な
い

し
､

し

得
た

と

し

て

も

着
実
な

受
容
は

な

さ

れ

な
い

｡

勿
論

､

木
に

竹
を

継
い

だ

と
い

え

る

程
従

来
の

刑

事

手

続
と

ほ

異
質
の

治

罪

法
の

規
定
が

全
て

順
調
に

働
い

た

と
は

い

え

な
い

｡

理

想

的

な

内

容
を

含
ん

で

い

た

た

め

実
施
で

き

ず
､

当

(

4
)

分
の

間
留
保

さ

れ

た

も
の

も

多
く

､

実
施
前
の

幾
多
の

大

修

正
に

よ

り

実
際
の

適
用
に

於
て

は

従

前
と

大
差
な

く
な
っ

た

と

い

う

者

(

5
)

も

あ

る
｡

し

か

し
､

弁
護
権
に

つ

い

て

い

え

ば
､

代
言
人
の

数
の

少
な
い

た

め

重

罪
事
件
の

必

要
弁
護
(

三

八
一

条
一

項
)

が

十

分

(

6
)

行
な

わ

れ

な

か
っ

た

他

は

殆
ど

制
限
を

受
け
な

か
っ

た
｡

そ

し
て

､

被
告
人

の

権

利
に

無
理

解

な

裁

判
所
の

権
威
的
な

運
用
に

も

拘
ら

ず
､

代
言

人
の

活

動
を

中
心

に
､

弁

護
権
は

比

較
的

順
調
に

発
展
し

て

い

く
｡

お

そ

ら

く
､

そ

う
し

た

背
後
に

は

民

衆
の

問
に

弁
護
を

必

要
と

す
る

要
求
が

広
汎
に

あ

り
､

弁

護
に

つ

い

て

の

高
く

､

深
い

理

解
が

存
在
す
る

こ

と

が

必

要
で

あ

り
､

代
言
人
の

被
告

人

側
に

立

っ

た

弁
護
活

動
が

あ
っ

た

も
の

と

思

わ
れ

る
｡

本

稿
は

治
罪
法
の

刑
事
弁

護
権
が

決
し

て

偶
然
に

突
如
と

し
て

天

降
っ

た

も

の

で

は

(

7
)

な

く
､

生

れ

る
べ

く

し
て

生
れ

た

も

の

で

あ

る

こ

と

を

当

時
の

法

00
一

′

-

律
薙
誌
の

論
稿

を

中

心

に

明

ら
か

に

し

た

い

と

思

う
も
の

で

あ

る
｡

(

1
)

南

淡

杢
三

郎

｢

弁

護

学
+

三

八

貞
｡

な

お
､

山

田

武

雄

｢

日

本

に

於
け

る

弁

護
の

歴

史
+

六

五
･

-

六

六

頁
参
照

｡

(

2
)

尾

佐

竹

猛

｢

明

治

警
察

裁

判

史
+

一

九

七

-
一

九

八

頁
｡

(

3
)

穂

積

陳
重

｢

綻
法

窓

夜

話
+

一

〇
二

-
一

〇
三

頁
｡

(

4
)

染
野
義

信

｢

司

法

制

度
+

日

本
近

代

法

発

達

史

第

二

巻
一

二

〇

-
一

二
一

頁
参
照

｡

(

5
)

池
田

寅
二

郎

｢

司

法
二

関
ス

ル

法

制
+

司

法

資
料

第
百

四

号

四

七

頁
｡

(

6
)

｢

泊

罪
法

第
三

百

八

十
一

条

第
一

項
二

若
シ

弁

護
ナ

ク

シ

テ

弁

論
ヲ

為
シ

タ

ル

時
ハ

刑
ノ

言

渡
ノ

効

ナ

カ

ル

ヘ

シ

ト

有

之

候

得

共

其

裁
判

所
々

属
ノ

代

言

人

無

之

場
所
二

於
テ
ハ

当

分
ノ

内

弁

護

人
ヲ

用

ヒ

サ

ル

モ

其
刑

ノ

言

渡
ハ

無

効
ノ

限

リ

ニ

在
ラ

ス

+

明

治

十
五

年
一

月

九
日

太

政

官

布

告

第
一

号

法

規

分

類

大

全

第
一

編

治

罪

門
一

二

〇

九

頁
｡

(

7
)

大

分

時
代

は

下
る

が
､

穂
積

は

十

三

年

に

わ
が

国
が

刑

事

弁

護

制
を

採

用
し

な
い

で

は

済

ま

な

か

っ

た
こ

と
､

ま

た

そ

の

後

も

順
調

に

受
容
さ

れ

て

い

る

こ

と

を

述
べ

て

い

る
｡

穂
積

｢

陪

審

法
の

制

定

に

裁
て
+

法

曹

会

雑

誌
一

巻
四

号

十

頁
｡

〓

前

史

日

本
で

初
め
て

弁
護
人

制

度
が

設

け
ら

れ

た

の

は

明

治
五

年
の
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司

法
職
務

定

別
に

於
て

で

あ

り
､

代

言

人
は

｢

自
ラ

訴
フ

ル

能
ハ

サ

ル

者
ノ

為
メ

ニ

之
二

代
り

共
訴
フ

事
情
ヲ

陳
述
シ

テ

冤
柾

無
力

ラ

シ

ム

+

(

四

十
三

条
)

役
割
を

担
っ

た
｡

し

か

し
､

こ

こ

で

代

言

人
が

許
さ

れ

た

の

は

民

事
に

つ

い

て

だ

け
で

あ

っ

た
｡

明

治

四

年
に

暗
殺
さ

れ

た

参
議
広

沢

兵
臣
の

事
件
を

処
理

す
る

為
に

､

政

府
は

八

年
二

月
に

広
沢

故
参
議
暗

殺
事
件
別

局

裁
判
規

則
を

制
定

し
､

そ

の

中
に

｢

弁
護
官
+

の

制

度
を

設

け
､

弁

護
官
は

被
告
人

の

為
に

弁

護
す
る

貴
に

任

ず
る

(

六

条
)

も

の

と

さ

れ

た
｡

南

波

杢
三

郎
は

こ

れ

を

も
っ

て

｢

我

国
に

於

け
る

刑

事
弁

護
制

度
の

囁

(

1
)

失
で

あ

っ

た

ろ

う
+

と

す

る
｡

こ

の

規
則
に

よ

れ

ば
､

弁
護
官
は

｢

司

法
卿
ノ

選
ヲ

以

テ

省

中

官

吏
ノ

内
ヨ

リ
+

(

四

条
)

選

ば

れ

(

官
選

弁

護
)

､

意
見
を

述
べ

る

こ

と

は

で

き

て

も

｢

礼
弾
ノ

善

悪
ヲ

論
シ

又
ハ

罪
ノ

有
無
ヲ

論
シ

裁
判
ノ

当

否
ヲ

論
ス

ル

ノ

権

ナ

シ
+

(

五

条
)

と
の

制
限
を

受
け
た

｡

そ

し
て

､

実

際
に

弁

護

官

に

選

定
さ

れ

た

明

法
中

法
官

･

荒
木

博

臣
と

権
中
法
官

･

長
野

文

柄
は

陳
述
の

機
会
を

与

え

ら

れ

た

際
に

､

被
告
等
に

付
て

｢

別
に

弁

護
す
べ

き

意
見
な

し
､

仮
令
抑
圧

せ

ら

る

ゝ

と

も
､

真
正
の

事
実

を

述
､

ぺ

ら

れ

ざ

る

道

理

な

き

故
､

特
に

弁
護
す
る

に

及

ば

ず
と

信

(

2
)

ず
+

と

被
告
人

に

何
の

役
に

も

立

た

な
い

陳
述
を

し

た
｡

弁

護
権

の

認

識
を

全

く

欠
い

て

い

た

も
の

と
い

え
よ

う
｡

こ

の

規
則
は

特

別

規
則
で

あ

り
一

般
の

事
件
に

は

適
用
さ

れ

ず
､

当

該
事
件
で

の

弁

護
官
も

形

式
的
に

つ

い

た

と

い

う
だ

け
で

､

何
ら

実

質
的

な

弁

護
は

し

な

か
っ

た

か

ら
､

殆
ど

重

要
性
を

持
た

な
い

と
い

っ

て

よ

(

3
)

い

だ

ろ

う
｡

明

治

九

年
に

､

米
人
が

日

本
人

八

百

屋
夫

妻
を

傷
害

し
､

そ

の

う
え

告

訴
す
る

と
い

う

事

件
が

あ
っ

た
｡

被

告

人

に

｢

十

分
ノ

条
理

ア

リ

ト

見

込
モ

､

婦
女
子

又
ハ

詞
弁
ノ

為
メ

､

直

(

4
)

者
ヲ

シ

テ

却
テ

曲

者
卜

為
ラ

シ

ム

ル

ノ

憂
+

が

あ
っ

た

た

め
､

政

府
は

外

国
人

関

係
の

刑

事
事

件
に

限
っ

て

代

言
人

を

用
い

る

こ

と

を

許
し

た
｡

し

か

し
､

刑
事
事
件

一

般
で

は

な

く
､

し

か

も

事
件

(

5
)

毎
に

司

法

卿
へ

許
可

を

願
い

出
る

と
い

う

形
を

と
っ

た
｡

司

法

省

の

考
え

で

は
､

｢

従

来
刑

事
上

代

言

人

ヲ

用
ヒ

サ

ル

ハ

､

必

ス

シ

(

6
)

モ

禁
令
ア

ル

ニ

非
ス

､

自
然
ノ

習

慣
+

で

あ

っ

た

だ

け
で

､

代
言

人
を

許

す
理

由
は

｢

敢
て

公

訴
の

攻

撃
に

対

し

被
告
人
に

防
禦
を

許
す
の

趣
旨
に

出
で

た

る

も

の

に

あ

ら

ず
し

て

治
罪
手

続
上

対

外

的
に

国
民
の

権

利
を

保
護
す
る

を

目

的
と

し
+

た

も
の

で

｢

差
掛

(

7
)

り

の

事

件
の

必

要
に

基
き
た

る

に

過
ぎ

ざ

り

し
+

も
の

で

あ
っ

た
｡

被
告
人

の

利
益

よ

り

も

国
益
を

優
先
し

た

考
え

方
で

あ

る
｡

と
こ

ろ
で

､

こ

こ

ま

で

く

る

と
､

外

国

人

関
係
の

事
件
に

許

さ

れ
､

し

か

も

禁
止

さ

れ

て

い

る

の

で

な
い

な

ら
､

日

本
人

問
の

事

件
に

許

一
･

⊥

さ

れ

な
い

筈
は

な
い

と

考
え

る

の

は

当

然
で

､

九

年
七

月
に

は

三

上O
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(

8
)

(

9
)

谷
三

九

郎
の

抽
事
件
に

お

い

て

刑

事
弁
護
が

許
さ

れ

た
｡

し
か

し
､

こ

れ

も

司

法
卿
に

願
い

出
で

許
可
を

得
る

と
い

う

個
別

的

な
も

の

で

あ
っ

た
｡

か

く
て

､

刑

事
弁
護
が

被
告
人
の

権

利
と

し

て
一

般

に

認
め

ら

れ

る

の

は

治

罪

法

を

待
た

ね

ば

な

ら
な
い

｡

(

1
)

南

淡

前
掲
三

六

頁
｡

尾

佐

竹

猛

｢

日

本

陪
審

史
+

一

一

四

頁
｡

広
沢

暗

殺

事

件
は

本

書
が

詳
し

い

｡

(

2
)

尾

佐

竹

前

掲
一

二

三

-
一

二

四

頁
｡

(

3
)

滝

川

政

次

郎

｢

弁

護

官
+

自
由

と

正

義
二

巷
七

号
三

九

頁

参

照
｡

も
っ

と
も

五

年

後
､

同

じ

事

件
の

他
の

被
告

人
の

審
理

の

た

め

に

故

広

沢

参

議

暗
殺
事

件
別

局

裁

判

規

則
が

制

定
さ

れ

た
が

､

そ

の

際
選

定
さ

れ

た

弁

護
官

厳

谷

龍
一

は

｢

嬉
々

数

万

言
､

此

頃
と

し

て

は

真

に

比

類
な

き

大

陳
述

を

な

し
､

故
に

入

り

細
を

穿
ち

て
､

無

罪
の

大

弁

論

を

為

し

た
+

結

果
､

全

員

無

罪
の

判

決
を

勝
ち

得

た

と
い

う
こ

と
が

あ
る

｡

尾
佐

竹

前

掲
一

三

四

頁
｡

(

4
)

法

規
分

類

大

全

第
一

編

治

罪
門

一

(

5
)

山
田

前

掲
二

八

頁
｡

(

6
)

法

規
分

類

大
全

第
一

編

治

罪
門

一

(

7
)

山
田

前

掲
二

七

頁
｡

(

8
)

こ

の

事

件
に

つ

い

て

は

奥

平

昌

洪

以

下

参
照

｡

(

9
)

法

規
分

類

大

全

第
一

編

治

罪
門

一

三

治

罪
法
の

性
蒋

三
一

五

頁
｡

三
一

四

頁
｡

｢

日

本

弁

護
士

史
+

六
一

頁

三
一

五

頁
｡

明

治

政
府
の

上
か

ら
の

近

代

化

政

策
の

一

環
と

し
て

､

法

典
整

畑

備
要
求

(

そ

れ

は

直

接
的
に

は

不

平

等
条
約

撤
廃

と

い

う

切

実
な

目

標
が

あ
っ

た
)

が

あ

り
､

そ

れ

と

同
時
に

民

衆
の

間
か

ら

の

自

由

民

権

運

動
は

そ

の

要

求
の

一

つ

を

自
由

と

権

利
の

保

障
を

獲
得

(

1
)

す
る

こ

と

に

置
い

て

い

た
｡

こ

の

二

つ

の

大

き
な

流
れ

の

中
で

生

ま

れ

て

き

た

も
の

と

し
て

治

罪

法
は

次
の

よ

う
な

性
格
を

持
つ

こ

と

を

余
儀

な

く

さ

れ

た
｡

政

府
の

文

明

開
化

政

策
の

一

環
と

し
て

の

近
代

的
法

治

国

家
の

法

典
と

い

い

得
る

た

め
に

は

自
由

･

権
利

の

保
障
を

か

な

り

認
め

ね

ば

な

ら

な
い

｡

か

と
い

っ

て

自
由
民

権

運

動
の

昂
ま
り

を

見
て

､

政

府

は

そ

こ

に

出
て

い

る

要
求
を

あ

る

程
度
認
め

ざ
る

を

得
な
い

と

同

時
に

弾
圧
も

し
な

け
れ

ば

な

ら

な

い
｡

そ

の

よ

う
な

相

反

す
る

力
の

一

つ

の

均
衡
点
に

治

罪
法
は

成

立

し

た

と

い

え
る

｡

つ

ま

り
､

母

法
フ

ラ

ン

ス

治

罪
法

(

一

八

〇

(

2
)

八

年
)

よ

り

も

礼
間
的

色

彩
が

強
い

と

は

い

え
､

体

系
的
な

法
典

を

持
た

な

か

っ

た

当

時
の

日

本
と

し
て

は

画

期
的
と
い

え
る

在
国

(

3
)

民
の

自
由

･

権
利
を

保
障
し

た

進
歩
的
な

法

典
で

あ
っ

た
｡

公

訴

時
効
(

二

〇

条
)

､

保
釈
(

二
一

〇

-
二

一

九
)

､

不

告
不

理
の

原

則
(

一

一

三
､

二

七

六
)

､

公

開
主

義
(

二

六
三
)

弁

護

権
(

二

六

六
)

等
の

規
定
は

そ

の

例
で

あ

る
｡

ま

た
､

十

六

年
二

月
五

日
､

元

老

院
は

､

国

体
に

合
わ

な
い

と

い

う

理

由
で

治

罪

法
の

一

部
を
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改

正

す
る

よ

う
上

奏
し

て

い

る
｡

そ

れ

は
､

尊
属
に

対

す
る

罪
に

は

公

訴

時
効
を

認
め

な
い

こ

と

に

し
､

皇
室
に

対

す
る

犯

罪
者
は

少

年
と

雄
も

減
刑
し

な
い

こ

と

に

変
え

る

と

い

う

逆
の

方

向
へ

の

(

4
)

改

正

を

意
図

し
て

い

た
｡

こ

れ

か

ら

も

治

罪
法
の

進
歩
的

性
格
が

窺
わ

れ

る
｡

前
述
の

如
く

治

罪
法
に

は

法
文

上
､

運

用
上
の

例
外

が

多
く

あ
っ

た

け

れ

ど
､

全

体
と

し

て
､

当

時
に

し
て

み

れ

ば
､

進
歩
的
な

法

典
だ
っ

た

と

評
価
で

き
よ

う
｡

こ

こ

で
､

当

時
､

治

罪
法
が

い

か

に

理

解
さ

れ

て

い

た

の

か

を

少
し

見
て

お

く
の

も

無
駄
で

は

な
い

だ

ろ

う
｡

十
三

年
七

月
の

法

(

5
)

律

志

叢
の

論
稿
｢

治

罪
法

論
+

は
､

治

罪
に

お

い

て
､

犯

人
の

処

罰
及
び

無

季
を

罰
し

な
い

こ

と

と

は

相

反

す
る

二

つ

の

要
求
で

､

こ

れ

を

い

か

に

調

和
す
る

か

が

苦
心

す
る

と

こ

ろ
で

あ
る

こ

と

を

(

6
)

述
べ

た

後
､

治
罪
の

原

則
と

し
て

､

人

身
の

自
由

､

住

居
の

不

可

侵
､

そ

れ

に

犯

人
の

処

罰
の

三

つ

を

あ

げ
て

い

る
｡

人

身
の

自
由

が

保

護
さ

れ

る

理

由
と

し

て
､

有
罪
無

罪
不

明
の

問
の

厳
し
い

取

り

調
べ

は

無
季
を

罰

す
る

恐
れ

が

あ

り
､

無
季
を

罰
し

な
い

た

め

(

7
)

に

人

身
の

自
由
が

保

障
さ

れ

る

の

だ

と
い

う
｡

そ

し
て

､

予

審
に

つ

い

て

は

公

開

す
べ

き
だ

と

す
る

｡

理

由
は

｢

公

聴
ハ

官

吏
ノ

専

横
ヲ

制
シ

人

民

危
疑
ノ

念
ヲ

絶
ツ

其

利
タ

ル

大
+

な

る

も

の

が

あ

(

8
)

る

か

ら
で

､

予

審
は

原

則
と
し

て

公

開
と

し
､

罪
証

隠
滅
の

恐
れ

が

あ

る

場
合
に

適
宜
に

､

例
外
と

し

て
､

密
行
を

認
め

れ

ば

よ

い

(

9
)

と

す
る
｡

ま

た
､

治

罪

法
の

各

規
定
の

解

釈
に

当
っ

て

も
､

三

つ

の

原

則
つ

ま

り

犯

人
の

処

罰
､

人

身
の

自
由

､

住
居
不

可

侵
を

基

本
に

考
え

れ

ば

よ

く
､

枝
葉
末
節
に

と

ら

わ

れ

る

べ

き
で

は

な
い

(

1 0
)

と

し

て

い

る
｡

重

要
な
の

は
､

犯

人
の

処
罰
と

い

え

ど
も

人

身
の

自
由
を

侵
し

て

実

現
さ

れ

て

は

な

ら

な
い

､

と
い

う
デ

ュ

ー

･

プ

ロ

セ

ス

思

想
の

一

端
が

窺
わ

れ

る

こ

と
で

あ
る

｡

す

な

わ

ち

｢

罪

犯
ヲ

防
懲
ス

ル

ハ

国
民
ノ

大

義
ナ

リ

然
リ

ト

雉
ト
モ

決
シ

テ

人

身

(

n
)

自
由

､

住
居
不

侵
ノ

義
ヲ
目

目

ス

コ

ト

ヲ

得
ズ
+

｡

ま

た
､

十

四

年

一

月
の

｢

治
罪

法

論
+

は
､

治

罪
法
が

刑
法
の

実
現

を

助

け
る

手

続
で

あ

る

こ

と

を

述
べ

た

後
､

｢

治

罪

法
ハ

決
シ

テ
一

箇
ノ

裁

判

手

続
法
二

非
ラ

ス

人

民
ノ

自

由

安
全

ヲ

託
ス

ル

所
ノ

金

城
湯
池

ナ

(

12
)

リ

ト
一

石

フ

モ

亦

敢
テ

失

言
二

非
ラ

サ

ル

ナ

リ
+

と

し
て

､

治
罪

法

に

国

民
の

自
由
を

守
る

堅

固
な

城
と

し

て

の

役

割
を

認

め

て

い

る
｡

こ

れ

ら

は
､

治

罪
法
に

つ

い

て

優
れ

た

理

解
を

示

し

た

例
と

し

て

と

り

あ

げ

た

も

の

で
､

こ

れ

ら
の

ほ

か
､

治

罪
法
の

諸

問
題
に

(

1 3
)

つ

い

て

の

論
稿

は
､

当

時
､

数

多
く

発
表
さ

れ

て

お

り
､

治
罪
法

の

注

釈

書
も

た

く
さ

ん

刊
行
さ

れ

て

い

る
｡

治

罪
法
に

対

す
る

関

心
の

高
か
っ

た

こ

と
が

知
ら

れ

よ

う
｡

治

罪

法
が

制

定
さ

れ

て

か

畑



一 橋 論叢 第 七 十
一

巻 第
一

号 ( 1 0 4)

(

1 4
)

ら
は

､

そ

の

適
切

な

実

施
を

望

む

声
､

実

施
後
に

備
え

て

国

民

全

(

15
)

部
が

勉
強
す
べ

き

で

あ

る

と
の

声
も

聞
か

れ

る
｡

(

1
)

家
永
三

郎

｢

司

法

権

独
立

の

歴

史
的

考

察
+

一

七

七

頁
参

照
｡

(

2
)

密
室
監

禁

(

一

四
三

条
)

､

予

審

判
事
の

被
告

人

訊

問
(

一

四

九
)

､

現

行

犯
の

予

審

(

二

〇
一

)

等
々

の

札

間
的

な

規

定

が

多
い

う

え
､

陪

審
制

度
を

採

用
し

な

か

っ

た
｡

(

3
)

染
野

前
掲

一

二

〇

頁
｡

(

4
)

十

六

年
二

月
五

日

元

老

院
上

奏

法

規
分

頬

大

全

第
一

窮

治

罪

門
一

二

〇

〇

頁

参
照

｡

(

5
)

｢

法

律
志

叢
+

(

十
三

年
五

月
二

九

日

創

刊
)

は

論
説

､

弁

疑
､

裁
判

､

投
書
よ

り

成
り

､

弁
疑

､

投
書

欄
は

｢

博
ク

江

湖
(

注
･

民

衆
)

ノ

論
説

問
答
ヲ

録
ス

+

も
の

で

あ
る

が
､

論

説
に

つ

い

て

も

投

稿
者
の

基

盤
に

た

い

し

た

違
い

は

な
い

よ

う
で

あ

る
｡

(

6
)

｢

治

罪
法

論
+

法
律

志

叢

第

七

号

(

十
三

･

七

二

三
)

二

1

三

頁
｡

な
お

､

治

罪
法
の

趣

旨
が

､

国

家
の

利

益

(

犯

人
の

処

罰
)

と

被

告
人
の

利
益

(

無

葦
の

保

護
)

と

の

調

和
的

実
現

に

あ

る

こ

と

は
､

多
く
の

注

釈
書
の

認

め
る

と
こ

ろ

で

あ

る
｡

堀

田

正

忠

｢

治

罪

法

釈

義
+

十

九

頁
､

江

木

衷
｢

現

行

治

罪

原

論
+

上

巻
四

頁
等
参
照

｡

(

7
)

法

律
志

叢

第

七

号

二

頁
｡

(

8
)

法

律
志

叢

第

八

号

(

十
三

･

七
･

二

七
)

二

頁
｡

(

9
)

同

前

一

頁
｡

(

10
)

同

前

五

頁
｡

(

1 1
)

同

前

四

頁
｡

(

1 2
)

法

律
志

叢
第
三

一

号

(

十
四

･

一

･

二

七
)

九

頁
｡

(

u
)

自

白

論
､

未

決

拘
留

論
､

検

察
官

論

等
々

治

罪
迭
の

ほ

と

ん

ど

以
一

･⊥

の

論

点
に

つ

い

て

論
じ

ら
れ

て

い

る
｡

(

1 4
)

例
え

ば
､

近

事

評

論
第
三

三

〇

号

(

十
四

･

六

二
一

八
)

十

丁
｡

(

1 5
)

例
え

ば
､

近

事

評

論

第
二

八
一

号

(

十
三

･

七
･

二

八
)

二

丁
｡

四

民

間

憲
法
草
案
中
の

弁

護
権

十

四

年
を

頂
点

と

し
て

民

間

憲
法

草
案
が

数
多
く

作
製
さ

れ

る
｡

代
表

的

な

植
木
枝

盛
の

日

本

国
国

憲
案
が

｢

刑

事
裁

判
陪
審
ヲ

設

(

1
)

ケ

弁

護
人
ヲ

許
ス

+

(

百

九

十
二

条
)

と

規

定

す

る

他
､

少
な

く

と

も

十
三

の

民

間

憲
法
草
案
が

弁
護
権
を

保
障
し

て

い

る
｡

そ

し

て
､

そ

の

過

半
数
は

弁
護
を

認

め
る

だ

け
で

な

く
､

弁
護
人
の

つ

か

な
い

裁
判
は

無

効
だ

と

し
て

い

る
｡

な
か

で

も

交

詞
社
の

私

考

憲
法

草
案
(

十
四

年
五

月

-
六

月
)

は

弁
護
権
の

条
項
の

説

明
で

､

弁
護
権
の

前
提
に

無
罪
推
定

法
理

が

あ

る

こ

と

を

述
べ

て

い

る
｡

｢

刑

事

被
告

人
二

弁

護
者
ヲ

許
ス

ハ

劾
訴

法
ヲ

用
ユ

ル

ト

共
二

民

二

冤
拉
無
力

ラ

シ

ム

ル

ノ

便
法
卜

云
ハ

サ

ル

可
カ

ラ

ス

凡
ソ

人

罪

犯
ア

リ

ト

告
訴
セ

ラ

ル

､

モ

其

罪
犯

未
夕

分

明

ナ

ラ

サ

ル

問
ハ

之

ヲ

認
メ

テ

罪
人
ト

ナ

ス

可
ラ

ス

即

チ

英
人
二

属
ス

ル

ノ

権

理
ヲ

剥

奪
ス

可
ラ

ス

宜
シ

ク

充

分
二

白
ラ

弁
明
セ

シ

メ

サ

ル

可
ラ

ス

是
レ

(

2
)

弁
護

者
ヲ

許
ス

ノ

必

要
ナ

ル

所
以

ナ

リ
+

｡

こ

れ

は

何

よ

り

も

被
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告
人
の

地

位
･

権
利
に

つ

い

て

の

深
い

理

解
が

示

さ

れ

て

い

る

も

の

と

し
て

高
い

評
価
が

許
さ

れ

よ

う
｡

そ

の

他

民

間
憲
法

草
案
中

の

弁
護
権
の

規
定
の

特
徴
を

あ

げ

れ

ば
､

弁

護
権
と

陪
審
制
の

採

用
が

対
に

な
っ

て

規
定
さ

れ

て

い

る

も
の

が

い

く
つ

か

あ
る

こ

と
｡

ま
た

､

弁
護
権
の

規
定
が

､

植
木
案
を

例
に

と
れ

ば
､

第
四

編
の

｢

国

民
の

自
由
権
利
+

の

中
に

規
定
さ

れ

て

い

る

の

で

は

な

く
､

第
八

編
の

｢

司

法

権
+

の

中
に

規
定
さ

れ

て

い

る

と

い

う
よ

う
に

､

殆
ど

の

草
案
が

司

法
な
い

し

は

裁
判
の

偏
に

規
定
し

て

お

り
､

わ

ず
か

に

立

志

社
の

日

本
憲
法

見

込

案
(

十

四

年
九

月
)

が

第
四

節

｢

民

権
+

中
に

､

西

周
の

憲
法

草
案
が

第
三

章
｢

国
民
の

権
利

義

務
+

中
に

弁
護
権
を

規
定

し
て

い

る

の

が

注

目
さ

れ

る
｡

植
木

等

が

弁
護
権
を

い

か

に

理

解

し
て

い

た

の

か
､

何
故
国
民
の

権

利
と

し
て

規
定
せ

ず
に

裁
判
の

所
に

規
定
し

た

の

か

は

興
味
あ

る

問

題

で

あ

る

が

本
稿
の

任
で

は

な
い

｡

と

も

あ

れ
､

十

四

年

前
後
に

民

衆
が

国
の

基
本

法

で

あ

る

憲
法

中
に

弁

護
権

を

規
定

し

て

い

た

と

い

う

事
実
は

､

民

衆
が

弁
護
権
を

基

本

的

権
利
と

し
て

理

解

し
､

(

3
)

弁

護
の

実

現

を

強

く

望

ん

で

い

た

と
い

う
こ

と

が

知
ら

れ

る
｡

(

1
)

家

永
三

郎
･

松

永

昌
三

･

江

村
栄

一

編

｢

明

治

前

期
の

憲

法

構

想
+

二

四

八

頁
｡

そ

の

他

の

草

案
に

つ

い

て

も

本

書
を

参
照
し

た
｡

(

2
)

同

前

一

八

〇

貞
｡

(

3
)

な

お
､

森

長

英
三

郎

｢

在
野

法

曹
鮎

年
小

史
+

法

律

時

報
三

二

巷
五

号

一
一

一

頁
参
照

｡

五

刑

事
弁
護
権
の

主

張

弁
護
が

刑
事
事
件

一

般
に

権
利
と

し

て

保

障
さ

れ

た

の

は

十
三

年
の

治

罪
法
に

よ

っ

て

で

あ

る

が
､

早

く

も

七

年
に

は

政

府
の

開

明

化

政

策
を

代

表
す
る

が

如
く

､

井
上

毅
は

､

無
罪

推
定

､

不

当

な

身
柄

拘
束
の

禁
止

､

弾

劾
主

義
等
を

採
用

す
る

西

洋

刑

事
訴
訟

(

1
)

手

続
の

細
受
を

勧
め

て

い

る
｡

そ

し

て

十
一

年
に

､

井
上

は
､

公

判
の

所
で

､

被
告
人
の

利
益
に

な

る

も

の

と

し

て
､

原
被
告
の

対

(

2
)

審
､

公

判
の

公

開
､

そ

し
て

弁

護
権
を

あ

げ
て

い

る
｡

彼
は

｢

弁

護
ノ

権
利
ハ

､

刑

事

裁
判
ノ

緊
要
ナ

ル

者
ニ

シ

テ
､

古

昔
告

訴
法

ノ

精
神

､

其
由
テ

来
ル

所
､

久
シ

､

若
シ

此

権
利
無
ラ

シ

メ

バ
､

(

3
)

刑

事
裁
判

ハ

､

茂
ン

ト

圧

迫
ノ

具
タ

ル

ニ

帰
セ

ン

ト

ス

+

と

し
て

弁
護

権
が

弾

劾
主

義
訴

訟
に

欠
か

せ

な
い

旨
を

述
べ

て

い

る
｡

ま

た
､

公

判
に

お

け
る

必

要
弁

護
､

私

選
の

な
い

と

き

の

官
選

弁
護

を

も

述
べ

て

い

る
｡

こ

れ

に

対
し

て

権
力

外

す
な

わ

ち

民

衆
の

間
で

弁
護
権
は

ど

の

よ

う
に

理

解
さ

れ

て

い

た

の

か
｡

こ

の

点
が

よ

り

重

要
で

あ

る
｡

(

4
)

明

治

十

年
八

月
の

法

律
碓
誌

第
四

号
の

論
説

｢

代

言

弁

護
ノ

刑

事

畑
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ニ

欠
ク

可
ラ

サ

ル

ヲ

論
ス

+

に

お

い

て
､

金

丸
銭
は

代

言

人
が

必

要
な

理

由
と

し
て

第
一

に
､

法

廷
で

は

被

告
人

は

正

常

な

判

断

を

(

5
)

な

し

得
な
い

こ

と

を

的

確
に

指
摘
し

､

第
二

に
､

裁
判
官
が

被
告

人
の

言
に

耳
を

か

さ

ず
､

自
己
の

憶
測
に

顧
っ

て

判
決

す
る

こ

と

(

6
)

を

あ

げ
て

い

る
｡

｢

被
告
力

弁

白
ノ

難
キ

ト

偏
ヘ

ニ

法

官
ノ

侍
ム

可
ラ

サ

ル

ヲ

暁
ル

ニ

至
ラ

ン

既
二

之
ヲ

暁
ラ
ハ

宜
シ

ク

之
二

億
フ

ル

ノ

方
無

カ

ル

可
ラ

ス

是
則
チ

欧

米
ノ

諸

国

概
ネ

代

言
ノ

弁
護
ヲ

(

7
)

許
シ

テ

人

民

保

護
ノ

要
ヲ

得
ル

モ

ノ

ト

ス

ル

所
以

ナ

リ
+

｡

論
文

は

続
け
て

､

民

事

訴

訟
の

対

象
が

主
に

人
の

身
分

と

財
産
に

関

り

敗

訴
し

た

場
合
で

も

財
産
と

名

誉
が

損
わ

れ

る

に

止
る

の

に

対

し

て
､

刑

事
訴
訟
で

は
､

敗
れ

た

場
合

軽
く
て

罰
金

､

で

な

け
れ

ば

自
由
の

拘
束
と

名

誉
の

失

墜
､

さ

ら
に

は

終

身
刑

､

死

刑
と
も

な

る

重

大
な

も
の

で

あ

る

こ

と
を

説
き

､

民

事
に

だ

け

代

言

を

許
し

､

(

8
)

刑

事
に

許
さ

な
い

の

は

不

当
で

あ

る

と

し
て

い

る
｡

次
に

訴

訟

構

造
の

遠
い

と

そ

こ

で

の

代
言
の

安
否
に

つ

い

て
､

金

丸
は

､

検
察

官
制
度
も

な
い

､

礼
問
主

義
訴
訟
な

ら

代
言

人
は

必

要
な
い

か

も

し
れ

な
い

が
､

弾
劾
主

義
訴
訟
で

は

代

言
人
が

不

可

欠

と
な

る

こ

と

を

正

当
に

指

摘
し
て

い

る
｡

ま

た

そ

の

場

合
､

検
察
官
の

強
大

な

力
に

対

す
る

現

実

的

考
慮
も

忘
れ

て

い

な
い

｡

す

な

わ

ち

｢

告

訴
法
ヲ

用
テ

治

罪
ノ

法
ト

シ

既
二

学
卜

識
ト

ヲ

兼
ネ

威

権
ヲ

有
シ

ロ
ニ

法

草
ヲ

詔
ン

ジ

手
二

無

数
ノ

証

告

書
ヲ

捧
ケ

堂
々

被
告
ノ

罪

㈹
一

.⊥

ヲ

鳴
ラ

シ

論
告

弾

劾
刑
ヲ

求
ム

ル

ヲ

以
テ

職
ト

ス

ル

ノ

検
官
ヲ

シ

テ

原

告
ノ

位
二

立
タ

シ

メ

無
智

卑
屈
ノ

愚

民

ヲ

シ

テ

独
ソ

之
レ

ニ

当
ラ

シ

ム

ル

ガ

如
キ

コ

ト

有
ラ

シ

メ

ハ

吾

輩
未
夕

其

可
ヲ

称
ス

ル

(

9
)

コ

ト

能
ハ

ゲ

ル

ナ

リ
+

｡

す
で

に

十

年
に

､

こ

の

よ

う

な

弁
護
権

に

つ

い

て

の

理

解
が

な
さ

れ

て

い

た

こ

と

は

注

目
さ

れ

て

よ

い

だ

ろ

う
｡

十

五

年
一

月

治

罪

法

施
行

直
後

､

後
の

代

言
入

官

城

浩

蔵
ほ

｢

弁

護
権

ト
ハ

…

…

社

会
ノ

ー

人

罪
ア

リ

ト

シ

テ

法

庭
二

告
ケ

ラ

ル

､

ニ

当
り

弁

論
説

明
シ

テ

以

テ

自
ラ

護
衛
ス

ル

ノ

権
+

と

定

義

し

た

後
､

刑

事
弁
護
権
は

民

事
答

弁

権
と

異
な
り

｢

独

ソ

被
告
ノ

有
ノ

ミ

ナ

ラ

ス

刑

事
二

原

告
ノ

資
格
ヲ

具
フ

ル

社

会
モ

亦

共
二

之

(

1 0
)

ヲ

分

有
ス

ル
+

こ

と

を

主

張

す

る
｡

宮

城
に

よ

れ

ば
､

治

罪
法

全

(

1 1
)

前
に

亘
っ

て

厚
く

保

護
さ

れ

て

い

る

被
告

人
の

弁

護
権
は

検
察
官

､

予

審
判
事
に

よ

っ

て

大
き

な

制

約
を

受
け
る

｡

予

審
で

す
で

に

捺

印

済
み

の

調

書
が

と

ら

れ

て

い

る

と
､

弁

護
人
は

公

判
で

そ

れ

を

覆
す
こ

と
は

む

ず
か

し
い

｡

し
か

も

相

手
の

検
察

官
は

人

爵
を

有

す
る

熟
達
の

官

吏
で

あ

る
｡

弁

護
人
の

弁

論
は

空

論
に

な
っ

て

し

ま

う

恐
れ

が

あ

り
､

弁
護
権
の

趣
旨
は

全

う
さ

れ

な
い

｡

そ

れ

で

は

ど

う

す
れ

ば

よ

い

の

か

と

い

う
と

､

裁

判

官
や

検
察
官
は

｢

常
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ニ

弁
護

権
ノ

唯
り

被
告
人
ノ

為
メ

ニ

非
ル

ノ

理
ヲ

服
暦
シ

其
公

判

二

望
ム

ヤ

容
貌
ヲ

温

良
ニ

シ

言

語

ヲ

浮
厚
ニ

シ

テ

カ
メ

テ

被
告
人

(

1 2
)

及
ヒ

証

人
ヲ

誘
導
シ

弁
護
ノ

自
由
ヲ

尽
サ

シ

ム

ル
+

こ

と

が

必

要

で

あ

り
､

そ

う
し

な
い

で

弁
護
が

効
を

奏
さ

ず
､

そ

の

結
果
無

事

が

罰
せ

ら
れ

た

り
､

過
当
の

刑

を

課
せ

ら
れ

た

り

す
れ

ば
､

そ

れ

は

単
に

被
告
人

だ

け
の

不

幸
だ

け
で

は

な

く

社

会
の

不

幸
で

も

あ

る
｡

そ

れ

故
､

弁
護
権
は

被
告
人

だ

け
に

あ

る

の

で

は

な

く

社

会

(

1 3
)

に

も

あ
る

の

だ

と
い

う
｡

こ

れ

を

み

る

と
､

宮

城
の

考
え

は

実

質

的
弁
護
の

思

想
の

よ

う
に

み

え

る
｡

し
か

し
､

こ

れ

を

裁
判
官

､

検
察
官
の

被
告

人
に

対

す

る

従
来
の

あ

ま

り
に

も

権
威
的
な

態

度

を

改
め

る

べ

き

だ

と

の

要
求

と

も

受
け
る

こ

と
が

で

き

る

し
､

弁

護
に

つ

い

て

は

言

葉
足
ら

ず
の

た

め
に

不

明

確
で

あ

る

が
､

必

ず

し

も

実

質
的
弁
護
の

思

想
で

は

な
い

と

思

わ

れ

る
｡

少
し

時

代
は

下
る

が
､

彼
の

教
科

書
で

彼
の

見

解

を

補
足
す
れ

ば
､

裁
判
の

目

的
は

犯

罪
者

を

罰

す
る

こ

と

に

あ

る

が
､

そ

れ

に

優
る

社

会
の

利

益

と

し
て

無
季
を

罰
し

な
い

と

い

う
こ

と

が

あ
る

｡

弁
護
人
の

設

け
が

あ

る

の

は

ま
さ

に

無
季
を

罰
し

な
い

と
い

う

社

会
の

利

益
の

為
な
の

だ

か

ら
､

弁
護
人
は

唯
被
告
人
の

た

め

の

み

に

設

け
ら

れ

(

1 4
)

て

い

る

の

で

ほ

な

く

社

会
の

た

め

に

設
け

ら

れ

て

い

る

の

だ

と
い

う

所
に

力

点
が

あ

る
｡

し

か

し
､

宮

城
の

､

弁

護
権
は

被
告
人

だ

け
で

な

く

社

会
も

持
つ

､

と

の

主

張
は

､

む
し

ろ

重

罪

被
告

人
の

弁
護
権
放

棄
の

可

否
の

点
で

意
味
を
も
っ

て

く
る

｡

宮

城
の

弟
子

で

あ
る

｢

諷
々

生
+

と
い

う

筆
名
の

明

治

法
律
学

校
生

徒
は

宮

城

の

説
を

引
き

継
ぎ

発
展
さ

せ

て

い

る
｡

一

六

年
七

月
の

論
文
は

重

罪
事
件
の

強

制
弁

護
に

関
し
て

､

重

罪
弁
護
人
が

被
告

人
の

た

め

だ

け
に

あ

る

な

ら

被
告

人
が

そ

の

利
益
を

放
棄
で

き

る

の

は

当

然

だ

が
､

被
告
人

の

た

め

だ

け
で

は

な

く

社

会
の

た

め
に

も

あ
る

の

な

ら

被
告

人
の

意
思

だ

け
で

弁
護
権

を

放
棄
で

き

な
い

の

が

道
理

(

15
)

だ

と

す
る

｡

ま

た
､

彼
は

公

平

な

裁
判
を

担
保

す
る

た

め

の

不

可

欠
の

機
関
と

し

て

弁

護
人
が

必

要
だ

と

す
る

｡

公

平
な

裁
判
が

で

き

な

け
れ

ば

裁
判
の

信
用

を

失

な
い

､

社

会
公

衆
の

危
険
を

招
く

の

で
､

被
告
人

だ

け
の

不

幸
に

止

ら

ず
社

会
の

不

幸
と

な

る
｡

と

こ

ろ
で

､

強
大
な

権
限
を

有
す
る

検
察
官
に

対
し

て

被
告
人

一

人

で

は

あ

ま

り
に

も

均

衡
を

失

す
る

の

で
､

公

平
な

裁
判
と
い

え

る

(

1 6
)

た

め
に

は

被
告
人

に

必

ず
弁

護
人
が

必

要
と

な

る
､

と
い

う
｡

そ

れ

で

は
､

法

文
上

強

制

弁
護
と

さ

れ

て

い

な
い

軽

罪
に

つ

い

て

は

ど

う
か

｡

彼
は

言

う
｡

軽
罪
に

つ

い

て

も

裁
判
の

公

平
の

見
地

か

ら

す
れ

ば
､

弁

護
人
を

必

要
と

す
る

点

は

同

じ
で

あ

る

が
､

た

だ
､

軽
罪
は

そ

の

数
が

多
い

の

で

全
て

に

弁

護
人

を

つ

け
な

け
れ

ば

な

▲7

ら

な
い

と

す
る

と

裁
判
の

遅

滞
を

生

じ
､

公

益

を

計

ろ

う
と

し

て

ル



一 橋 論叢 第七 十
一 巻 第 一 号 ( 1 0 S)

一

方
で

は

公

益

を

害
す
る

結
果
に

な

る
｡

従
っ

て

軽
罪
に

つ

い

て

(

1 7
)

は

被
告
人
の

請
求
に

よ

る

と

し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

さ

ら
に

､

強

制
弁

護
に

つ

い

て

の

批

判

i
知
識
が

あ

り

法
律
も

知
り

十

分

自

ら

弁
護
で

き
る

者
ま
で

弁
護
権
を

放
棄
で

き

な
い

の

は

不

当
で

あ

る

-
に

つ

い

て

は

簡
単
に

｢

此

等
ハ

殆
卜

弁
護
人
ノ

何

物
タ

ル

(

18
)

ヤ

ヲ

弁

知
セ

サ

ル

謬
論
ニ

シ

テ

固
ヨ

リ

取
ル

ニ

足
ラ

ス

+

と

し
て

斥

け
て

い

る
｡

し

か

し
､

こ

の

点
は

彼
の

論
文

全

体

を

見
て

も

論

じ
尽

さ

れ

て

い

る

と

は

思
わ

れ

な
い

｡

の

み

な

ら

ず
､

こ

の

点
に

つ

い

て

の

疑

問
は

他
に

も

多
く
の

者
が

抱
い

て

い

た

よ

う

で

あ

る
｡

(

1 9
)

例
え

ば
､

佐

津
呑
月
が

十
五

年
六

月
に

質
問
を

投
書
し
て

い

る
｡

そ

れ

に

よ

れ

ば
､

第
一

に
､

重

罪
被
告
人
に

弁
護
人
を

つ

け
る

の

は

被
告
人

保
護
の

た

め

な

の

だ

か

ら

被
告
人

が

権
利
を

放

棄
す
る

の

は

自

由
で

は

な
い

か
｡

第
二

に
､

弁

護
人
の

日

当
､

弁
当

代

は

被
告
の

負
担
で

あ

り
､

貧
困

な

場
合
は

国
が

負
担
す
る

が
､

被
告

人
が

弁

護
人
を

必

要
な
い

と

思
っ

た

と

き
に

も
つ

け
て

費
用
を

負

担
せ

し

め

る

(

貧
困
の

場
合

ほ

国
に
)

の

は

不

当
で

は

な
い

か
､

(

2 0
)

(

2 1
)

の

二

点
を

あ

げ

て

い

る
｡

こ

れ

に

対

す
る

佐
田

裕
堂
の

答
は

弁

護

権
の

理

解
を

さ

ら
に

発
展
さ

せ

て

い

る

も

の

と

評

価
で

き

る
｡

｢

諷
々

生
+

は

重

罪
被
告
人
の

強
制

弁
護
を

説
明

す
る

た

め
に

宮

城
の

い

う
､

弁

護
権
は

被
告
人
の

み

で

は

な

く

社

会
も

持
つ

､

と

の

見
解

を

発

展
的
に

採

用
し

､

検
察
官
と

被
告
人

と
の

力
の

差
に

㈹
一

⊥

着
目

し
て

､

公

平
な

裁
判
の

た

め

の

不

可

欠
の

機

関

と

し
て

弁

護

人

を

位

置
づ

け

た
｡

こ

れ

に

対

し
て

佐
田

は
､

弁

護
権
は

被
告
人

を

保

護
す

る

た

め

の

権

利
で

あ

る

こ

と

を

ま

ず
述
べ

る
｡

そ

れ

で

は
､

法

律
に

通

じ
て

い

て
､

他

人
の

弁
護
を

必

要
と

し

な
い

者
に

も

弁
護
人

を
つ

け
る

の

は

ど

う
し

て

か

に

つ

い

て

は
､

｢

凡

ソ

人

ハ

何

程
聡
明

ナ

ル

モ

自
己
ノ

事
二

関
シ

テ
ハ

或
ハ

利
欲
ノ

迷
霧
二

惑
ハ

サ

レ

テ

邪
路
二

陥
イ

ル

コ

ト

ナ

シ

ト

セ

ス

此

場
合
二

於
テ

弁

護
人
ナ

ル

者
ア

リ

テ

其
邪

路
二

陥
ラ

ン

ト

ス

ル

者
ヲ

救
フ

ハ

豊
ニ

(

2 2
)

一

大

利
益
ナ

ラ

ズ

ヤ
+

と

答
え

て

い

る
｡

重

要
な
の

は
､

従

来
は

身
分
も

法

知
識
も

あ

る

検
察
官
に

対

し

て
､

被
告
人

は

大

抵
愚

民

で

あ

る

か

ら

弁
護
人
が

必

要
で

あ

る

と
の

説
明
が

な

さ

れ

て

い

た

(

2 3
)

の

が
､

こ

こ

で

は

｢

何

程
聡
明

な

人
で

も
+

弁
護
人
が

必

要
で

あ

る

と
い

っ

て

い

る

こ

と
で

あ

る
｡

佐
田

は

こ

れ

を

た

と

え

て
､

月

夜
に

客
を

帰

す
際
に

､

万
一

に

備
え

て

提
燈
を

貸
与

す
る

よ

う
な

も

の

だ

と

す
る

｡

被
告
人
の

保

護
に

厚
い

進
ん

だ

考
え

方
と

い

え

よ

う
｡

佐
田

は

さ

ら

に

も

う
一

つ

重

要
な

指
摘
を

し

て

い

る
｡

そ

れ

は
､

被
告
人

が

身
柄

拘
束
さ

れ

て

い

る

場
合
に

､

被
告
人

に

代

っ

て
､

証

拠
収

集
等
の

防
禦
活

動
を

弁
護
人
が

行

な

う

役
割
を

認

め
て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

｢

重

罪

被
告
人
二

在
テ

ハ

既
二

束

決
拘
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留
ヲ

受
ク

ル

ヲ

以
テ

共
身
ノ

進

退

自
由
ナ

ラ

ス

従

テ

証

拠
ヲ

集

衆

シ

及
ヒ

証

人

召

喚
ヲ

請
求
ス

ル

等
ノ

処

分

ヲ

為
ス

ニ

其

不

便

少
ナ

カ

ラ

ズ

然
ル

ニ

若
シ

弁
護
人
ア

リ

テ

之
ヲ

助

ケ
ハ

其
便
利

少
々

ナ

ラ

サ

ル

可
シ

既
二

此

便
益
ア

ル

以
上
ハ

仮
令

被
告

人

何

程

聡
明
ナ

(

2 4
)

ル

モ

弁

護
人

ヲ

選

任
ス

ル

ハ

決
シ

テ

無

要
ノ

業
二

非
サ

ル

可
シ
+

｡

身
柄

は

拘
束
さ

れ

て

い

て

も
､

有
罪
と

な

る

ま
で

は
､

被
告
人

は

自
由
に

自
己
の

防
禦
活

動
を

す
る

こ

と

が

で

き
る

と
い

う
こ

と

が

前

提
に

な

け
れ

ば
､

そ

れ

を

助

け
る

弁

護
人
の

活

動
も
あ

り

碍
な

い

わ

け
だ

か

ら
､

こ

の

主

張
は

か

な

り

重

要
な

も
の

で

あ

る
｡

こ

こ

ま
で

述
べ

て

き
た

と

こ

ろ

を

み

る

と
､

今

日

の

弁
護
権

論

の

エ

ッ

セ

ン

ス

は
､

こ

の

時
期
に

殆
ど

出
て

い

る

と
い

え

る

の

で

は

な
か

ろ

う
か

｡

明

治

憲
法

制
定
以

後
に

は
､

基

本

的

人

権
と

(

2 5
)

関

連
し

た

法
思
想
は

殆
ど

み

ら

れ

な

く

な
る

､

と
い

わ

れ

る

が
､

弁
護
権
発
展
史
に

お

い

て

も
､

明

治

憲
法

制
定

前
と

く
に

治

罪
法

制

定

期
前
後
は

重

要
な

一

時
期
を

画

し
て

い

る

よ

う

に

思

わ

れ

る
｡

4 3 2 1

井
上

毅
｢

治

罪
法

備

故
+

上

編

諸

言

序
一

-
五

参
照

｡

井
上

｢

冷

罪

法

備
放
+

下
編

一

ノ

六
｡

同

前

一

ノ

七

-
八

｡

｢

法

律
雑

誌
+

(

十

年
八

月

十
一

日

創
刊
)

は
､

官

令
､

論

説
､

問

答
､

外

国

裁

判
の

四

部
よ

り

成
り

､

｢

論

説
ノ

部
ニ

ハ

内

外

古

今

ノ

法

律
二

渉
ル

論
文

寄

書
ヲ

記
シ

､

問

答
ノ

部
ニ

ハ

法

律
ノ

問
題
ヲ

江

湖
ノ

諸

彦
二

得
テ

本

社

之
二

答
へ

或
ハ

本

社
ヨ

リ

間
ヲ

起
シ

テ

諸

彦
ノ

答

ヲ

請
フ

テ

之
ヲ

集

録
+

す
る

も
の

で
､

｢

四

方
ノ

君

子

幸
二

高
明

論

説
ヲ

寄
マ

ス

本

社
二

攻

寄
セ

ラ

レ

ン

コ

ト

ヲ

切

望
+

し
て

い

る
｡

ま

た
､

｢

論
説

問
答

外

国

裁

判
ノ

部
二

於

テ

記

者
ノ

姓

名

ヲ

掲

ケ

サ

ル

モ

ノ

ハ

皆

本

社

霜

輯
者
ノ

手

稲
二

係
ル

+

と

あ

り
､

初
代
の

編

輯

者

は

社

長
で

も

あ

る
､

後
の

代

言

人

(

十

五

年
一

月
よ

り
)

金

丸

域
で

あ
る

｡

(

5
)

｢

代

言

弁

護
ノ

刑

事
二

欠
ク

可

ラ

サ

ル

ヲ

論
ス

+

法

律

建

議

第

四

号

(

十
･

九
･

十
一

)

四

三

丁
｡

(

6
)

同

前

四
三

-
四
四

丁
｡

(

7
)

同

前

四

四

丁
｡

(

8
)

法

律
雑

誌

第
五

号

(

十
･

九
･

二

二
)

五

四

-
五
五

丁
｡

(

9
)

同

前

五

五

丁
｡

(

1 0
)

宮

城

浩

蔵
｢

弁

護
権
ヲ

論
ス

+

法

律
志

叢

第

八

七

号

(

十
五

･

一

･

三
)

二
一

-
二

二

頁
｡

(

1 1
)

宮

城
が

こ

こ

で

い

う

弁
護

権
と

は
､

精

神

錯

乱
の

際
､

弁

論
を

停
止

し
て

も

ら

う

利
益

､

違
警
罪

･

軽

罪
の

呼

出

状
に

被
告

事

件
を

記

載

し
て

も

ら

う

利

益
を

も

含
ん

だ

広
い

意
味

を

も
っ

て

い

る
｡

同

前

二

二

-
二

五

頁
参
照

｡

(

1 2
)

同

前

二

五

頁
｡

(

1 3
)

同

前

二

五

-
二

六

頁
｡

(q
)

(

1 4
)

宮

城

浩

蔵

｢

日

本

治

罪
法

講

義
+

四

七

九

!
四

八

〇

頁

参

照
｡

畑



一 橋論叢 第七 十
一

巻 第 一

号 ( 1 1 0)

(

15
)

｢

重

罪

被

告

人
ハ

弁

護
人

ヲ

辞
ス

ル

ノ

権

ナ

キ

所

以

ヲ

論

ス

+

法

律

志

叢
第

一

七

七

号

(

十
六

･

七

二
二

)

二

七

頁
｡

(

1 6
)

同

前

二

九

頁
｡

(

1 7
)

法

律

志

叢
第

一

七

九

号

(

十

六
･

七
･

十
五
)

二

三

l
一

四

頁
｡

(

1 8
)

法

律
志
叢

第
一

九

〇

号

(

十
六

･

九
･

二
一

)

三

〇

頁
｡

(

1 9
)

(

2 1
)

佐

津

呑

月
､

佐
田

番

堂
は

共
に

筆
名

で

あ

ろ

う

か
｡

両

者
は

幅
広
い

分

野
に

亙
っ

て

頻
繁
に

投
稿
し

て

い

る
｡

と

く

に

佐

田

は
､

刑

法
､

治

罪

法
ほ

も

と

よ

り

憲
法

､

民

法
の

分

野

に

ま
で

論

稲

を

寄
せ

て

い

る
｡

佐
田

に

よ

れ

ば
､

自
分

達
の

仲

間
で

､

あ
る

問

題

に

つ

い

て

議

論
し

､

解

決
の

つ

か

な
い

点

を

准

誌

社

及
び

読

者
の

意

見
を

求
め

る

と
い

う
こ

と
の

あ

る

こ

と
が

知
ら
れ

る
｡

法

律
耗
誌

第

二

〇
四

号

(

十
四
･

十

二
二
二

)

八

東
参
照

｡

(

2 0
)

佐

津
香

月

｢

重

罪
ノ

被

告

人

弁

護

人
ヲ

辞
ス

ル

ノ

権
ア

ル

ヤ

ノ

間
+

法

律
雅

誌
第
二

四
七

号

(

十
五

･

六
･

三
)

十

五

-
十
六

頁
｡

(

2 2
)

佐

田

裕

堂

｢

重

罪
ノ

被

告

人

弁

護
人

ヲ

辞
ス

ル

ノ

権

ア

リ

ヤ

香

ヤ

ノ

開
こ

答
フ

+

汝

律
凝

議

第
二

四

九

号

(

十

五
･

六
･

十
三
)

十

八

頁
｡

(

2 3
)

例
え

ば
､

法

律

雑
誌

第

五

号

五

五

丁
｡

(

2 4
)

法

律

雑

誌
第
二

四

九

号
二

〇

頁
｡

(

2 5
)

石
田

雄

｢

基

本

的

人

権
2
+

歴

史
Ⅰ

七

頁
｡

六

刑

事
弁
護
の

実

際

前
述
の

如

く
､

治

罪
法

制

定

期
前
後
に

お

い

て

弁
護
権
に

つ

い

て

の

高
く

､

深
い

理

解
が

民

衆
の

問
に

な

さ

れ

て

い

た

こ

と

が

明

〃
一

⊥

ら
か

で

あ

る

が
､

実

際
の

弁

護
は

い

か

に

行

な

わ

れ

て

い

た

か

が

当

然
に

問
題
と

さ

れ

よ

う
｡

治
罪
法

そ

し
て

弁
護

権
の

条
項
の

進

歩
的

性
格
に

対
し

て
､

政

府
の

設

け
た

様
々

な

妨
害

､

裁
判
所
の

権

力

的
な

態

度
､

被
告

人
の

地

位

や

弁
護
権
に

つ

い

て

の

無
理

解

等
(

1
)

等
に

よ
っ

て

弁

護
人
の

法

廷
で

の

活

動
は

様
々

な

制
約
を

受
け
た

｡

十

三

年
五

月

改
正

の

代

言

人

規
則
は

｢

訟

庭
二

於

テ

現

行
ノ

法

律

ヲ

誹
讃
ス

ル

者
+

や

｢

官
吏
二

対
シ

テ

不

敬
ノ

所
業
ヲ

為
ス

者
+

(

二

十
二

条
)

を

詰
責

､

停
業
さ

ら
に

除

名

(

二

十
三

条
)

の

即

決

裁
判
を

な

す

権
限

を

裁
判

所
に

与

え

た
｡

こ

う
し

た

制

限
に

も

拘
ら

ず
､

弁

護
人

は

そ

の

使
命
を

自

覚
し

､

弁

護
権
を

理

解
し

た

立

派
な

弁

護
を

な

し
て

い

る
｡

治

罪

法

施

行

後
の

事
件
に

よ
っ

て

そ

の

一

端
を

み

て

み

ょ

う
｡

十
五

年
三

月
の

強
盗

事
件
に

関
す
る

東
京

重

罪

裁
判
所
の

公

判
で

弁
護
人

角
田

兵
平

は
､

警
察
官
を

証

人

と

し
て

喚
問
さ

せ
､

拷
問
の

有
無

を

問
い

た

だ

し
て

い

る
｡

ま

(

2
)

た
､

拷
問
に

よ

る

自

白
は

無

効
で

あ

る

旨
を

主

張
し

て

い

る
｡

ま

た

十
五

年
十
二

月
の

桜
間

要
三

郎

故
殺
事
件
で

は

被
害

者
が

土

佐

出
身
の

自
由
党

貝
で

代

言

人
で

あ

っ

た

た

め
､

不

測
の

事
態
が

起

こ

る

か

も

し
れ

な

い

と
い

う
こ

と

で
､

弁
護
の

引

き

受
け

手
が

な

い

だ

ろ

う

と
の

評

判
で

あ
っ

た
｡

こ

れ

を

聞
い

て

代

言

人

大

岡

育
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造
は

｢

代
言

人
は

一

身
上
の

関
係
に

依
り

て

共
襟
背
を

決
す
べ

き

も
の

に

非
ず
+

と

し

て
､

飯
塚

銀

弥
･

角
田

兵
平

･

高
梨
哲
四

郎

等
と

相

談
の

上
､

自
ら

弁

護
に

当
っ

た
｡

大

岡
は

正

当

防
衛
の

主

張
を

し
､

裁
判

所
に

受
け
容
れ

ら

れ
､

被
告
人
は

無
罪
放
免
と

な

(

3
)

っ

た
｡

(

十

六

年
七

月
)

｡

正

当

防
衛
の

主

張

が

認

め

ら

れ

た

初

め

て

の

判
決
と

し

て
､

ま

た
､

弁
護
士
の

職

業
使
命
の

問
題
を

含

ん

で

い

る

点
で

重

要
な

事
件
で

あ

る
｡

こ

の

他
に

も
一

般
の

刑

事

事
件
で

弁
護
人
は

立

派
な

弁
護
を

し
て

い

る
｡

し
か

し
､

な
ん

と

い

っ

て

も

こ

の

時
期
の

最
た

る

も

の

は

福
島
事
件

､

大

阪

事
件

等

の

国

事

犯

事
件
に

お

け
る

星

亨
の

弁

護
活

動
で

あ
っ

た

ろ

う
｡

近

代
日

本

裁
判

史
上

､

公

開
裁
判
と

し
て

は

国

家

対

弁
護
人
が

対

決

(

4
)

し

た

本

格
的
な

大

裁
判
と

い

わ

れ

る

福
島
事
件
の

高
等
法

院
に

お

け
る

星
の

弁

論
は

､

内

容
の

充

実
と

舌
端
の

剛
健
を

粕

待
っ

て
､

我
が

邦
の

刑

事
弁

護
始
っ

て

以

来
､

曾
て

見
ざ
る

有
力

な

弁

護
で

(

5
)

あ
っ

た

と
い

わ

れ

て

い

る
｡

星
の

弁
論
の

詳
細
は

他
に

譲
る

と

し

て
､

こ

の

時
期
の

弁
護
人
の

共

通
の

悩
み

は

法
廷
で

の

弁
論
が

彼

ら
の

活

動
の

中
心
で

あ

る

に

も

拘
ら

ず
､

種
々

の

制
限
で

自
由
に

な

ら

な
い

こ

と

で

あ

っ

た
｡

十
六

年
八

月

六

日

の

公

判
開

廷
の

際
､

星

は
､

か

ね

て

裁
判
長
よ

り

誹
讃
認
諾
に

な

ら
ぬ

よ

う

弁

論
す
る

よ

う
に

言

わ

れ

て

い

る

が

｢

公

判
廷
に

於
て

是
非
を

論
争
す
る

に

当

り

て

は

多
少

誹
讃
蔑
諸
に

捗
る

こ

と

あ

る
ぺ

し

若
し

他
に

於
て

謂
ふ

所
の

誹
讃
護
誘
を

以
て

之
を

視
且

牽
制
せ

ら

る

る

な

ら
ば

公

(

6
)

廷

内
に

て

は

何

事
を

も
云

ふ

こ

と

能
は

ぎ

る

に

至

る
べ

し

…

…
+

と

法

廷
に

於
け
る

弁

論
の

自
由
を

主

張
し

て

い

る
｡

ま

た
､

星
は

大
阪
事

件
の

公

判
で

､

法

廷

内
で

の

被
告
人

と
の

接
見

談

話
は

自

由
で

あ

る

と

主

張
し

､

裁
判
長
が

､

そ

の

許

可
を

与

え

な

け

れ

ば

妄
り

に

接
見

談

話
し
て

は

い

け
な
い

と

す
る

と
､

こ

れ

に

対

し
て

異
議
申

立

を

な

し
､

そ

れ

に

対

し

て

裁
判

長
は

､

法
廷

内
の

こ

と

は

そ

の

取

締
に

属
す
る

こ

と

だ

か

ら

自
分

に

申
出
で

許
可
を

得
な

(

7
)

け
れ

ば

接
見
で

き

な
い

と

し
て

異
議
申
立

を

却
下

し

た
｡

星
の

接

見

自
由
の

主

張
は

次
の

通

り

で

あ

る
｡

｢

…

…

弁
護
人

と

被

告

人

と

の

間
に

於
て

談

話

す
る

は

公

然
た

る

も

の

に

し

て

治

罪
法
の

許

し

た

る

権
利

な

り

法

律
の

許
し

た

る

権

利
を

行
ふ

に

於
て

何
の

不

都
合
か

あ

る

治

罪
法

第
三

百

八

十
二

条
第
三

百
七

十
八

条
の

規
定

に

よ

り

公

判

下

調
の

終
り

た

る

後
に

は

弁

護
人
は

自
由
に

被
告
人

に

接
見
す

る

こ

と

を

得
而

し
て

接

見
の

場
所
を

規

定
せ

ざ

る

限

り

は

被
告
人
の

在
る

所
は

何

処
に

て

も

接
見

す
る

こ

と

を

得
る

は

弁

護
人
の

法

律
に

よ

り

許
さ

れ

た

る

権
利
な

り

…
‥
･

自
由
な

り

此

権

利

自
由
は

何

者
も

制

限

す
る

こ

と

能
は

ぎ

る

は

勿
論

､

裁

判
長
と

一

･⊥

雄
も

之
を

差
止

め

ら
る

る

こ

と
は

失

当
と

申
す
べ

し

況
や

自
分
の

JJ
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被
告

人

新
井
草
吾
と

談

話
し

た

る

事
項
は

弁

護
上

最
も

必

要
な

る

事
実
参
考
人

を

呼
出
す
こ

と
に

閲
し

法

律
の

禁
ぜ

ざ

る
べ

き

性

質

(

8
)

の

談

話
な
る

に

於
て

を

や

…

…
+

こ

れ

ら

は

代

言

人
の

弁

護

活

動
の

ほ

ん

の

一

部
で

あ

り
､

不

充

分
で

あ

る

が
､

そ

れ

で

も

代

言

人
が

様
々

な

制
約
の

中
で

も

活

発

芯

弁
護
を

行
な
い

､

弁

護
権
の

発
展
に

寄
与

し

た

こ

と

を

推
測

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

よ

う
｡

ま

さ

に
､

刑

事
訴

訟
の

歴

史
は

弁

護
の

歴
史
で

あ

り
､

弁

護
の

歴

史
は

代

言

人
の

歴

史
で

あ
る

所
以
で

あ

(

9
)

る
｡(

1
)

古

賀
正

義

｢

日

本

弁

護

士
の

基

本

的

諸

問

題
+

講

座

現

代
の

弁

護

士

第
三

巷
四

三

頁
｡

(

2
)

重

罪

裁

判

傍
聴

記

第
二

霜
五

丁
｡

(

3
)

奥

平

前

掲

四
三

五

-
四
三

八

頁

参
照

｡

(

4
)

色

川

大

吉

｢

明

治
の

精

神
+

現

代
法
ジ

ャ

ー

ナ

ル

一

九

七

三

年

一

月

号

四

〇

頁
｡

(

5
)

原

嘉
這

｢

弁
護
士

生

活
の

回

顧
+

六

四

頁
｡

(

6
)

奥

平

前

掲
四

四

六

頁
｡

(

7
)

｢

大

阪

弁

諸

士

史

稿
+

て

二

二

二

六

1
一

二
二

二

頁
参
照

｡

(

8
)

同

前
一

二

三
一

頁
｡

(

9
)

山
田

前
掲
七

八

頁
｡

(

鹿
児
島
大
学

講

師
)

J J β




