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刑事事件と人権保障について考えておこう
け い じ じ け ん じ ん け ん ほ しょう

無罪の推定と法定手続きの保障
む ざい すいてい ほうてい て つづ ほ しょう

日本国憲法は、なぜ刑事事件の被疑者や被告人の権利を保障しているのだろうか。
けい じ じ けん ひ ぎ しゃ ひ こくにん けん り ほ しょう

それは、歴史的に経験してきた事実からの悲壮な声なのである。
れき し てき けいけん じ じつ ひ そう こえ

憲法や法律に定められていることは、もめごと(事件)の代表例だと
けんぽう ほうりつ さだ だいひょうれい

も言える。かつて人類が経験してきた事件の解決方法を憲法や法律の明
じんるい けいけん じ けん かいけつほうほう けんぽう ほうりつ めい

文で規定しているのは、同じようなことがいつでも復活するおそれがあ
ぶん き てい ふっかつ

るからである。私たちはそのことを忘れてはならない。
わす

ところで、「殺人事件をおこした人は、さっさと裁いて死刑にしたらいい」とか、
さつじん じ けん さば し けい

「悪い人をどうして弁護しなければならない
わる ひと べん ご

のだろう？」と思うことがあるだろう。

凶悪な殺人事件がおこり、新聞やテレビの
きょうあく さつじん じ けん しんぶん

マスメディアに被疑者の氏名や顔写真が報道
ひ ぎ しゃ し めい かおじゃしん ほうどう

されると、「世論」は「理性」を忘れたかの
せ ろん り せい わす

ように、「犯人」に対する断罪を求める感情
はんにん たい だんざい もと かんじょう

的な雰囲気になる。しかし、マスメディアは
てき ふん い き

「確定判決」を報道しているのであろうか。もしも、その被疑者とされている人が
かくていはんけつ

「無実」だったら、どんな方法で償うのだろうか。報道にあお
む じつ つぐな

られた「世論」は、どんな責任を果たすのだろうか。事件が重
せきにん は じ けん じゅう

大であれば重大であるほど、疑いをかけられた人の名誉は 著
だい うたが ひと めい よ いちじる

しく傷つけられる。でも、「小さな事件」でも心が傷つくこと
きず

は同じなのだ。

犯罪事実が明確になり有罪が確定するまでは「無罪の推定」
はんざい じ じつ めいかく ゆうざい かくてい む ざい すいてい

が働き、だれでも犯人扱いされてはならない。こんな当たり
はたら はんにんあつか あ

前のことが、うっかりすると忘れられるのが現実社会なのだ。
まえ わす げんじつしゃかい

だから、事件の取り調べ(捜査の方法)(逮捕令状や捜索・押
じ けん と しら そう さ ほうほう たい ほ れいじょう そうさく おう

収令状のことなど)から公判(公開裁判の法廷)のしかた、判
しゅうれいじょう こうはん こうかいさいばん ほうてい はん

決を出す方法までの手続きを法律で取り決めている。これを法
けつ て つづ ほうりつ と き ほう
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定手続きの保障という。現在の日本では、これを刑事訴訟法という法律で、具体的
てい て つづ ほ しょう げんざい けい じ そ しょうほう ほうりつ ぐ たいてき

に決めている。
き

この法律の定める手続きを無視すると、社会正義を守り、
さだ て つづ む し しゃかいせい ぎ まも

国民の安全な暮らしを守る使命のために、自分の生命を危険
あんぜん く まも し めい じ ぶん せいめい き けん

にさらして職務に励んでいる警察官自らが、法を犯し国民
しょく む はげ けいさつかんみずか ほう おか

の自由と権利を奪う矛盾に陥ることになる。そのために、
じ ゆう けん り うば む じゅん おちい

警察官も国民も、法律(法定手続きの保障 )を守って、社会
ほうりつ ほうてい て つづ ほ しょう

正義を形成し、維持しなければならない。
けいせい い じ

君は、授業中に紹介した私(倉橋)の体験談(銀行強盗やチ
しょうかい たいけんだん ぎんこうごうとう

カンの疑いを受けて取り調べられた)を覚えているだろう
うたが う と しら おぼ

か？ かつて私は、何度も警察官の職務質問に出会って
なん ど しょく む しつもん で あ

きた。眼球の障害のために、サングラスをかけて歩かな
がんきゅう しょうがい

くてはならない私にとって、これは「運命」なのかも知れ
うんめい

ない。特に、建築現場の作業員をしていた頃、地下足袋
とく けんちくげん ば さ ぎょういん ころ じ か た び

を履いてサングラスをかけていた私は、たびたびそんな経
は けい

験をした。社会正義に自分の人生をかけようとしていた私
けん じんせい

なのに。幸い、私にかけられた嫌疑は自分で晴らすこと
さいわ けん ぎ は

ができたからよかったが、もし、私が法律に無知だった
ほうりつ む ち

ら、どうなっていたのだろうか。私だけでなく、正義感に燃えて職務を遂行しよう
せい ぎ かん も しょく む すいこう

としていた警察官にとっても不幸な事態になっていただろう。
けいさつかん ふ こう じ たい

犯罪は社会の秩序を乱し、人々の平和で安全な暮らしを破壊する行いである。だ
はんざい しゃかい ちつじょ らん ひとびと へい わ あんぜん く は かい おこな

から、人々は犯罪を犯す者に対して厳しい態度をとる。その犯罪行為に対する厳しさ
はんざい おか もの たい きび たい ど はんざいこう い たい きび

は、極めて自然な感情であり、行動である。
きわ し ぜん かんじょう こうどう

しかしながら、人の行動は、本来は自由であるべきである。そこで、どのような
ひと こうどう ほんらい じ ゆう

行いが犯罪になり、その犯罪を犯した者がどのような刑罰を受けるべきかを 予 め
おこな はんざい おか もの けいばつ う あらかじ

定めておく必要がある。それを罪刑法定主義という。これは国家や国民・社会が、社
さだ ざいけいほうていしゅ ぎ こっ か しゃ

会正義を実現するための最低限度の約束事である。
かいせい ぎ じつげん さいていげん ど やくそくごと

ところが、罪刑法定主義と法定手続きの保障は、太平洋戦争(大東亜戦争)敗戦ま
ざいけいほうていしゅ ぎ ほうてい て つづ ほ しょう たいへいようせんそう だいとう あ せんそう はいせん

での日本では、往々にして無視された。あいまいな法律(何が犯罪かがあいまい)で、
おうおう む し

権力側にとって都合の悪い人達を拘束し、監獄につないだり、捜査段階の拷問で死
けんりょくがわ つ ごう わる ひとたち こうそく かんごく そう さ だんかい ごうもん し

に追い込む事例が数多くあったのである。特に、戦争に反対する意見を発表したり、
お こ じ れい かずおお せんそう はんたい い けん はっぴょう

民主主義を唱えるだけで、逮捕され取り調べられた。その時の根拠にされた治安維持
みんしゅしゅ ぎ とな たい ほ と しら こんきょ ち あん い じ

法の存在を忘れてはならないだろう。
ほう そんざい わす
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