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設 問 １  1  

第 １ ． ① ② の 取 調 べ  2  

① と ② の 取 調 べ の い ず れ に お い て も 、 取 調 べ 開 始 か ら 終 了 ま3  

で の 間 に 甲 が 取 調 べ の 中 止 を 訴 え た り 、 取 調 室 か ら の 退 去 を 希4  

望 し た こ と は な か っ た の で あ る 。 し た が っ て 、 ① と ② の 取 調 べ5  

は 、 甲 の 意 思 を 制 圧 し て 、 取 調 べ に 応 じ る か ど う か の 自 由 に 制6  

約 を 加 え て 強 制 的 に 捜 査 目 的 を 実 現 す る 手 段 と は い え な い か ら 、7  

「 強 制 の 処 分 」（ 刑 事 訴 訟 法 1 9 7 条 1 項 但 書 ） に は 当 た ら ず 、8  

強 制 処 分 法 定 主 義 ・ 令 状 主 義 に は 反 し な い 。  9  

そ こ で 以 下 で は 、① と ② の 取 調 べ に つ い て 、任 意 捜 査（ 1 9 7 条1 0  

1 項 本 文 、 1 9 8 条 1 項 本 文 ） と し て の 適 法 性 を 論 じ る 。  1 1  

１ ． ① の 取 調 べ  1 2  

（ １ ） 任 意 捜 査 と し て の 取 調 べ で あ っ て も 、 被 疑 者 の 行 動 の 自1 3  

由 の 制 約 や 心 身 の 疲 労 ・ 苦 痛 を 伴 う か ら 、 捜 査 比 例 の 原 則1 4  

が 適 用 さ れ 、 ① 事 案 の 性 質 、 ② 嫌 疑 の 程 度 、 ③ 被 疑 者 の 態1 5  

度 等 を 考 慮 し て 、 社 会 通 念 上 相 当 と 認 め ら れ る 方 法 な い し1 6  

態 様 及 び 限 度 に お い て の み 許 容 さ れ る と 解 す る 。  1 7  

（ ２ ）被 疑 事 件 は V の 殺 人・窃 盗 と い う 重 大 事 件 で あ り 、し か1 8  

も 事 例 ３ の 取 調 べ に お い て 甲 が 供 述 を 変 遷 さ せ て い る こ1 9  

と か ら 、 事 案 を 解 明 す る た め に 、 甲 を 取 り 調 べ る 必 要 性 が2 0  

高 か っ た と い え る （ ① ）。  2 1  

甲 は V と 面 識 が あ っ た こ と か ら 、犯 人 で あ る 可 能 性 が あ2 2  

る 。し か も 、事 例 3 の 取 調 べ に お い て 甲 は 指 輪 の 窃 盗 に つ2 3  
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い て 自 白 し て い る と こ ろ 、窃 盗 の 日 時 と V 死 亡 の 日 時 が 近1  

接 し て い る た め 、指 輪 を 窃 盗 し た 甲 が V を 殺 害 し た 可 能 性2  

が 高 い と い え る 。 し た が っ て 、 甲 に は 殺 人 に つ い て の 嫌 疑3  

も 認 め ら れ る （ ② ）。  4  

P か ら の 捜 査 協 力 の 要 請 に 対 し て 、 甲 は 「 1 日 く ら いな5  

ら 、 仕 事 を 休 ん で 、 取 調 べ に 応 じ て も よ い 」 と 言 い 了 承 し6  

て い る 。 ま た 、 甲 は 自 ら P に 宿 泊 先 の 紹 介 を 頼 ん で お り 、7  

H ホ テ ル ま で は 自 ら 歩 い て 行 き 、 宿 泊 代 も 自 分 で 負 担 し て8  

い る 。 し か も 、 P は 、 甲 に 捜 査 員 を 同 行 さ せ た り 、 甲 の 宿9  

泊 中 の ホ テ ル に 捜 査 員 を 派 遣 し た り す る こ と は し な か っ1 0  

た 。 し た が っ て 、 P が 甲 を 取 り 調 べ に 応 じ さ せ た と は い え1 1  

ず 、 甲 は 任 意 に 取 り 調 べ に 応 じ た と い え る （ ③ ）。   1 2  

よ っ て 、 ① の 取 調 べ は 、 社 会 通 念 上 相 当 と 認 め ら れ る方1 3  

法 な い し 態 様 及 び 限 度 で 行 わ れ た と い え 、 適 法 で あ る 。  1 4  

２ ． ② の 取 調 べ  1 5  

（ １ ）P の 取 調 べ の 要 請 に 対 し て 、甲 は「 宿 泊 す る 金 が な い し 、1 6  

続 け て 仕 事 を 休 む と 勤 務 先 に 迷 惑 を か け る こ と に な る の1 7  

で 、 一 旦 寮 に 帰 っ て 社 長 に 相 談 し た い 」 と 言 い 拒 絶 し て い1 8  

る 。  1 9  

ま た 、 宿 泊 先 は 警 察 が 確 保 し 、 宿 泊 費 も 警 察 が 負 担 して2 0  

い る 。  2 1  

さ ら に 、甲 が 拒 否 し た に も か か わ ら ず 、 P は Q ら 3 名 の2 2  

司 法 警 察 員 を 同 じ 客 室 の 8 畳 和 室 に 待 機 さ せ て い る 。 8 畳2 3  
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和 室 と 甲 が 宿 泊 し た 6 畳 和 室 と は 、ふ す ま で 仕 切 ら れ て い1  

る に す ぎ ず 、 錠 が 掛 か ら な い 構 造 で あ っ た 。 し か も 、 通 路2  

に 出 る た め に は 必 ず 8 畳 和 室 を 通 ら な け れ ば な ら な い の で 、3  

甲 は 事 実 上 6 畳 和 室 か ら 一 人 で 出 る こ と が で き な い と い え4  

る 。  5  

し た が っ て 、 甲 は ② の 取 調 べ に 応 じ ざ る を 得 な い よ うに6  

さ れ て い た と も い い 得 る （ ③ ）  7  

（ ２ ） し か し 、 甲 は ① の 取 調 べ の 段 階 で 殺 人 に つ い て も 自 白 し8  

て い る も の の 、 事 例 ３ の 取 調 べ の 段 階 で 甲 が 供 述 を 変 遷 さ9  

せ て い る こ と か ら 、 虚 偽 の 自 白 で あ る 疑 い が あ る 。 し た が1 0  

っ て 、 誤 逮 捕 を 回 避 す る た め に 、 客 観 的 証 拠 で あ る ゴ ル フ1 1  

ク ラ ブ が 発 見 さ れ る ま で は 、 甲 を 逮 捕 し な い で 取 り 調 べ る1 2  

必 要 が あ っ た （ ① ）。  1 3  

ま た 、 甲 が 殺 人 に つ い て 自 白 し た こ と に よ り 、 殺 人 につ1 4  

い て の 甲 の 嫌 疑 は よ り 強 く な っ た と い え る （ ② ）。  1 5  

こ れ ら の 事 情 を 考 慮 す れ ば 、 ② の 取 調 べ は 、 社 会 通 念上1 6  

相 当 と 認 め ら れ る 方 法 な い し 態 様 及 び 限 度 で 行 わ れ た と1 7  

い え 、 適 法 で あ る 。  1 8  

第 ２ ． ③ の 取 調 べ  1 9  

起 訴 後 勾 留 中 の 被 告 人 を 取 り 調 べ る こ と は 適 法 か 。  2 0  

１ ． 当 事 者 主 義 お よ び 公 判 中 心 主 義 の 理 念 に か ん が み 、 ① 取 調2 1  

べ を 必 要 と す る 特 別 の 事 情 が あ り 、 か つ 、 ② 強 制 処 分 的 性 格2 2  

を 有 し て い な い 場 合 に 限 り 、 許 さ れ る と 解 す る 。  2 3  
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２ ． 乙 が 「 指 輪 を 友 人 の 甲 に 無 償 で 譲 渡 」 し た と 供 述 し た こ と1  

に よ り 、 甲 は 指 輪 を 窃 盗 し た の で は な く 、 無 償 譲 渡 を 受 け た2  

の で は な い か と い う 疑 い が 生 じ て い る 。 し た が っ て 、 公 訴 事3  

実 を 窃 盗 か ら 盗 品 等 無 償 譲 受 け 罪 に 変 更 す る べ き か を 判 断 す4  

る た め に 、 甲 を 取 り 調 べ る べ き 特 別 の 事 情 が あ る と い え る5  

（ ① ）。ま た 、R は 、弁 護 人 を 立 ち 合 わ せ て い な い が 、取 調 べ6  

に 先 立 ち 「 嫌 な ら 取 調 べ を 受 け な く て も よ い し 、 取 調 べ を 受7  

け る と し て も 、 言 い た く な い こ と は 言 わ な く て も よ い 」 と 言8  

い 、甲 の 自 由 を 確 保 す る た め の 配 慮 を し て い る 。し た が っ て 、9  

③ の 取 調 べ は 強 制 処 分 的 性 格 を 有 し な い と も い え（ ② ）、適 法1 0  

で あ る 。  1 1  

設 問 ２  1 2  

第 １ ． 殺 人 の 公 訴 事 実  1 3  

１ ．殺 人 の 日 時 を 2 月 2 日 午 後 1 時 頃 と す る 訴 因 の ま ま で 、裁1 4  

判 所 が 2 月 3 日 午 後 1 時 頃 の 殺 人 を 認 定 す る に は 訴 因 変 更 を1 5  

要 す る の で あ れ ば 、 検 察 官 は 、 訴 因 変 更 請 求 （ 3 1 2 条 1 項 ）1 6  

を す る べ き で あ る 。 で は 、 訴 因 変 更 は 必 要 か 。  1 7  

（ １ ） 訴 因 の 機 能 は 、 裁 判 所 に 対 す る 審 判 対 象 の 画 定 と 、 被 告1 8  

人 に 対 す る 防 御 範 囲 の 告 知 に あ る 。  1 9  

し た が っ て 、 ① 審 判 対 象 の 画 定 に 不 可 欠 な 事 実 に つ いて2 0  

変 動 が あ っ た 場 合 に は 、 訴 因 変 更 が 必 要 で あ る と 解 す る 。 2 1  

    ま た 、 ② 被 告 人 の 防 御 に と っ て 一 般 的 に 重 要 な 事 項 に つ2 2  

い て 、 検 察 官 が 訴 因 で 明 示 し た 場 合 に も 、 訴 因 と 実 質 的 に2 3  
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異 な る 事 実 を 認 定 す る に は 、 原 則 と し て 訴 因 変 更 が 必 要 で1  

あ る と 解 す る 。 た だ し 、 ② の 場 合 で も 、 被 告 人 に 不 意 打 ち2  

と な ら ず 、 か つ 、 認 定 事 実 が 訴 因 に 比 べ て 被 告 人 に 不 利 益3  

で な い の で あ れ ば 、 例 外 的 に 訴 因 変 更 を 要 し な い と 解 す る 。 4  

（ ２ ） 同 一 人 の 死 亡 は 論 理 的 に 一 回 し か 起 こ り え な い か ら 、 殺5  

人 の 被 害 者 が V で あ る こ と が 特 定 さ れ て い る 以 上 、殺 害 の6  

日 時 が 変 動 し て も 他 の 犯 罪 事 実 と 識 別 す る こ と が で き る 。7  

し た が っ て 、 殺 害 の 日 時 は 、 審 判 対 象 の 画 定 に 不 可 欠 な 事8  

実 で は な い （ ① ）。  9  

   確 か に 、 殺 害 の 日 時 は 被 告 人 の ア リ バ イ 事 実 の 成 否 に 影1 0  

響 す る た め 、 一 般 的 に 被 告 人 の 防 御 に と っ て 重 要 で あ る と1 1  

い え る 。そ し て 、検 察 官 は 、訴 因 で 殺 害 の 日 時 を 2 月 2 日1 2  

午 後 １ 時 頃 と 明 示 し て い る か ら 、 ② に 該 当 す る 。  1 3  

し か し 、甲 は 自 分 が V を 殺 害 し た こ と 自 体 は 認 め て い る1 4  

か ら 、殺 害 の 日 時 を 2 月 3 日 午 後 1 時 頃 と 認 定 し て も 、甲1 5  

へ の 不 意 打 ち に は な ら な い 。 ま た 、 訴 因 に 比 べ て 甲 に 不 利1 6  

益 と な る こ と も な い 。し た が っ て 、訴 因 変 更 は 不 要 で あ る 。 1 7  

２ ． 検 察 官 は 、 争 点 顕 在 化 の た め に 、 釈 明 に よ り 、 殺 害 の 日 時1 8  

を 2 月 3 日 午 後 1 時 頃 と 主 張 す る べ き で あ る 。  1 9  

第 ２ ． 窃 盗 の 公 訴 事 実  2 0  

１ ． 審 判 対 象 が 窃 盗 か ら 盗 品 等 無 償 譲 受 け に 変 動 し て い る か ら2 1  

① に 当 た り 、 訴 因 変 更 が 必 要 で あ る 。  2 2  

２ ．「 公 訴 事 実 の 同 一 性 」と は 、新 旧 両 訴 因 の 基 本 的 事 実 関 係 が2 3  
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同 一 で あ る こ と を 意 味 す る 。  1  

指 輪 の 窃 盗 と 無 償 譲 受 け は 、 同 一 の 客 体 を 対 象 と し て 時 間2  

的 に 近 接 し て 一 連 の 過 程 で 行 わ れ た も の だ か ら 、 不 可 罰 的 事3  

後 行 為 に よ り 、 両 立 し な い 関 係 に あ る 。 し た が っ て 、 基 本 的4  

事 実 関 係 が 同 一 と い え 、「 公 訴 事 実 の 同 一 性 」 が 認 め ら れ る 。  5  

そ こ で 、 検 察 官 は 訴 因 変 更 請 求 と い う 措 置 を 講 じ る べ き で6  

あ る 。                         以 上  7  


