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「
法
」
と
は
何
か
？ 

  
「
法
」
と
い
う
と
、
何
か
難
し
く
堅
苦
し

い
イ
メ
ー
ジ
を
抱
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
一
言
で
言
え
ば
社
会
に
あ
る
様
々
な

「
ル
ー
ル
」
の
ひ
と
つ
で
す
。 

 

例
え
ば
、
学
校
に
は
登
校
時
間
や
時
間

割
な
ど
の
ル
ー
ル
が
あ
り
、
地
域
に
は
ゴ

ミ
出
し
日
や
分
別
の
方
法
な
ど
の
ル
ー
ル

が
あ
り
、
ま
た
、
サ
ッ
カ
ー
で
は
「
ボ
ー

ル
を
手
で
扱
っ
て
は
い
け
な
い
。
」
と
い

う
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
す
。 

 

法
も
、
こ
れ
ら
と
同
じ
ル
ー
ル
の
ひ
と

つ
で
す
。 

 
 

 

 

法
の
代
表
的
な
も
の
は
？ 

  

ま
ず
、
「
憲
法
」
が
あ
り
ま
す
。 

 

日
本
国
憲
法
に
は
、
国
民
主
権
、
平
和
主

義
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
と
い
う
三
つ
の

原
則
や
三
権
分
立
の
原
則
な
ど
の
国
の
大

切
な
ル
ー
ル
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

そ
の
ほ
か
の
代
表
的
な
法
に
は
、
ど
の

よ
う
な
こ
と
を
す
る
と
犯
罪
と
な
り
、
ど

の
よ
う
な
処
罰
を
受
け
る
か
と
い
う
ル
ー

ル
を
定
め
た
「
刑
法
」
、
犯
罪
を
犯
し
た

人
を
処
罰
す
る
た
め
の
裁
判
の
ル
ー
ル

（
手
続
き
）
な
ど
を
定
め
た
「
刑
事
訴
訟

法
」
等
が
あ
り
ま
す
。 

 

そ
し
て
、
憲
法
は
、
国
の
最
高
法
規
で

あ
り
、
ど
の
よ
う
な
法
も
憲
法
に
反
す
る

こ
と
を
定
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

法
っ
て
な
ぁ
に
？ 

 

例
え
ば
、
交
通
ル
ー
ル
が
あ
れ
ば
、
ト
ラ
ブ
ル

が
起
こ
っ
た
際
に
、
こ
の
ル
ー
ル
を
守
ら
な
か

っ
た
人
に
責
任
が
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し

て
、
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
し
や
す
く
な
り
ま
す
。 

法
と
道
徳
の
違
い
は
？ 

  

大
切
な
ル
ー
ル
の
ひ
と
つ
に
「
道
徳
」
が

あ
り
ま
す
。 

 

で
は
、
法
と
道
徳
と
、
ど
こ
が
違
う
の
で

し
ょ
う
か
。 

 

そ
れ
は
、
道
徳
が
強
制
力
は
な
い
が
自
発

的
に
守
る
べ
き
ル
ー
ル
で
あ
る
の
に
対
し
、

法
は
ル
ー
ル
違
反
を
す
る
者
に
制
裁
を
加

え
、
強
制
的
に
守
ら
せ
る
ル
ー
ル
で
あ
る
と

い
う
点
が
違
う
の
で
す
。 

 

例
え
ば
、
お
年
寄
り
に
席
を
譲
ら
な
く
て

も
処
罰
さ
れ
ま
せ
ん
（
道
徳
）
が
、
自
動
車

が
左
側
通
行
を
し
な
い
と
処
罰
さ
れ
ま
す

（
道
路
交
通
法
と
い
う
法
で
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
）
。 

 
で
は
、
な
ぜ
法
に
は
強
制
力
が
認
め
ら
れ

る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

そ
れ
は
、
法
は
、
国
民
が
自
ら
決
め
た
ル

ー
ル
だ
か
ら
で
す
。 

 

つ
ま
り
、
法
と
い
う
ル
ー
ル
を
決
め
る
の

は
国
会
で
す
が
、
国
会
は
選
挙
で
選
ば
れ
た

国
民
の
代
表
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る

の
で
、
国
会
で
決
め
た
ル
ー
ル
は
国
民
が
自

ら
決
め
た
ル
ー
ル
と
言
え
る
か
ら
で
す
。 

 

法
の
役
割
と
は
？ 

  

ま
ず
、
法
に
は
「
社
会
の
秩
序
を
維
持
す

る
」
と
い
う
役
割
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

自
動
車
の
通
行
方
法
の
ル
ー
ル
が
な
か
っ

た
ら
、
事
故
が
起
き
て
し
ま
い
ま
す
。 

ま
た
、
法
に
は
紛
争
つ
ま
り
ト
ラ
ブ
ル
を

解
決
し
、
「
社
会
を
安
定
さ
せ
る
」
と
い
う

役
割
も
あ
り
ま
す
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
法
に
は
、
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然

に
防
ぎ
、
ま
た
、
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
て
も
み
ん

な
が
納
得
で
き
る
方
法
で
解
決
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
大
切
な
役
割
が
あ
り
ま
す
。 
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犯
罪
は
、
と
て
も
身
近
な
と
こ
ろ
で
発
生
し
て
い
ま
す
。
最
近
の
少
年
非
行
等
を
み
て
も
、

新
聞
や
ニ
ュ
ー
ス
で
報
じ
ら
れ
社
会
の
注
目
を
集
め
る
よ
う
な
重
大
な
事
件
を
少
年
が
起

こ
し
た
り
、
ま
た
、
少
年
が
様
々
な
犯
罪
に
巻
き
込
ま
れ
被
害
に
あ
う
事
件
も
起
き
て
い

ま
す
。 

 

そ
こ
で
、
「
法
」
と
は
何
か
、
何
の
た
め
に
「
法
」
が
必
要
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

 



 

 

 

 

 

  

自
転
車
と
歩
行
者
の
衝
突 

 

下
の
【
図
２
】
の
左
側
の
歩
道
を
見

て
く
だ
さ
い
。 

Ａ
さ
ん
は
自
転
車
に
乗
っ
て
帰
宅
中
、

歩
道
を
走
行
す
る
の
で
あ
れ
ば
歩
道
の

車
道
寄
り
の
部
分
を
ゆ
っ
く
り
走
行
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
歩
行
者
が

通
行
す
る
側
を
速
い
ス
ピ
ー
ド
で
走
行

し
て
い
ま
し
た
。 

そ
の
上
、
Ａ
さ
ん
は
考
え
事
を
し
て

い
て
前
を
よ
く
見
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

歩
道
を
歩
い
て
い
た
Ｂ
さ
ん
に
後
ろ
か 

ら
衝
突
し
、
Ｂ
さ
ん
は
転
倒
し
て
、
頭

の
骨
を
折
る
と
い
う
大
怪
我
を
負
い
ま

し
た
。 

Ｂ
さ
ん
は
病
院
に
運
ば
れ
、
３
か
月

間
入
院
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

さ
て
、
Ａ
さ
ん
は
、
ど
の
よ
う
な
責

任
を
取
る
必
要
が
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
。 

～
社
会
の
ル
ー
ル
～ 

 

【
責
任
】
と
は
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

辞
書
に
は
、
３
つ
意
味
が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。 

 
 
 
 

①
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
つ
と
め
。
「
―
を
果
た
す
。
」 

 
 
 
 

②
悪
い
結
果
が
生
じ
た
と
き
、
そ
の
損
失
や
罰
な
ど
を
引
き
受
け
る
こ
と
。
「
―
を
と
る
。」 

 
 
 
 

③
《
法
》
自
分
の
行
為
に
つ
い
て
負
わ
さ
れ
る
法
律
的
な
制
裁
。 

 

例
え
ば
、
①
は
、
生
徒
会
長
や
部
活
の
キ
ャ
プ
テ
ン
な
ど
を
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
に
使
う
責
任
で
す
。 

 

②
は
、
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
で
「
○
○
会
社
の
社
長
が
責
任
を
と
っ
て
辞
任
し
ま
し
た
。」
な
ど
と
よ
く
耳
に
し
ま
す
。 

 

③
は
、
少
し
表
現
が
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
③
の
責
任
と
い
う
の
が
、
社
会
に
出
て
、
事
件
や
事
故
を
起

こ
し
た
場
合
に
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
責
任
に
な
り
ま
す
。 

 

こ
の
あ
と
、
社
会
で
の
責
任
の
取
り
方
に
つ
い
て
、
み
な
さ
ん
の
身
近
で
も
起
こ
り
得
る
『
自
転
車
に
よ
る
交
通

事
故
』
を
例
に
と
っ
て
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

そ
の
前
に
ま
ず
・・・ 

知
っ
て
い
ま
す
か
? 

 

昨
年
一
二
月
一
日
に
道
路
交
通
法
が

改
め
ら
れ
、
自
転
車
に
も
新
た
な
ル
ー
ル

が
加
わ
り
ま
し
た
。 

 

歩
道
が
な
い
道
路
を
自
転
車
で
通
行

す
る
場
合
は
、
車
と
同
様
、
左
側
の
路
側

帯
（
道
路
端
の
白
線
で
区
切
ら
れ
た
帯
状

の
部
分
）
を
通
行
し
な
く
て
は
い
け
ま
せ

ん
（
左
の
【
図
１
】
の
と
お
り
）
。 

刑
事
上
の
責
任 

 

Ａ
さ
ん
は
、
自
転
車
で
走
行
中
、
考

え
事
を
し
て
前
を
よ
く
見
て
い
な
か
っ

た
と
い
う
過
失
（
不
注
意
に
よ
っ
て
、

事
故
を
予
想
し
な
か
っ
た
り
し
た
こ
と
）

に
よ
っ
て
Ｂ
さ
ん
に
怪
我
を
負
わ
せ
て

い
る
の
で
、
刑
法
の
重
過
失
傷
害
罪
と

い
う
罪
の
処
罰
対
象
と
な
り
ま
す
。 

処
罰
さ
れ
る
場
合
に
は
、
五
年
以
下

の
懲
役
や
百
万
円
以
下
の
罰
金
な
ど
に

な
り
ま
す
。 

そ
の
際
に
は
、
検
察
官
が
、
裁
判
所

に
起
訴
す
る
こ
と
で
、
刑
事
裁
判
が
始

ま
り
ま
す
（
詳
し
く
は
、
次
頁
の
『
検

察
官
の
仕
事
』で
説
明
し
て
い
ま
す
。
）
。 

民
事
上
の
責
任 

 

Ｂ
さ
ん
に
は
何
の
落
ち
度
も
な
い
の

で
、
当
然
Ｂ
さ
ん
は
Ａ
さ
ん
に
怪
我
の

治
療
費
の
ほ
か
に
、
怪
我
で
仕
事
を
休

ん
だ
分
の
収
入
に
相
当
す
る
金
額
を
請

求
す
る
で
し
ょ
う
（
損
害
賠
償
）
。 

し
か
し
、
何
の
保
険
に
も
入
っ
て
い

な
け
れ
ば
、
Ａ
さ
ん
は
、
請
求
さ
れ
た

金
額
を
補
償
し
き
れ
な
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。 

行
政
上
の
責
任 

 

自
動
車
に
よ
る
事
故
の
場
合
は
、

運
転
免
許
の
取
り
消
し
や
停
止
の
処

分
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
が
行
政
上
の
責
任
で
す
。 

自
転
車
を
運
転
す
る
に
は
免
許
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
自
転
車
で

の
事
故
の
場
合
は
、
行
政
上
の
処
分

は
あ
り
ま
せ
ん
。 

た
だ
し
、
平
成
二
七
年
六
月
頃
か

ら
は
、
一
定
の
違
反
を
繰
り
返
し
た

自
転
車
運
転
者
に
講
習
の
受
講
命
令

が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

自
転
車
運
転
者
も
ル
ー
ル
を
守
っ

て
安
全
運
転
を
す
る
義
務
が
あ
る
こ

と
を
み
な
さ
ん
に
も
っ
と
知
っ
て
い

た
だ
け
た
ら
い
い
な
と
思
い
ま
す
。 

 

 

 

Ｑ１  Ａさんは，本屋に行き，本を買おうとしました

が，お金を使うのがもったいなくて，本を万引

きしました。Ａさんは，どのような罪になるでし

ょう？ 

Ａ 窃盗罪（刑法第２３５条） 
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、１０

年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処す

る。 

 

Ｑ２ Ｂさんは，興味本位でシンナーを吸いました。

Ｂさんは，どのような罪になるでしょう？ 

Ａ 毒物及び劇物取締法違反 
（同法第３条の３，第２４条の３）    

第３条の３ 興奮，幻覚又は麻酔の作用を有す

る毒物又は劇物（これらを含有する物を含む。）

であって政令で定めるものは，みだりに摂取し，

若しくは吸入し，又はこれらの目的で所持しては

ならない。 

第２４条の３ 第３条の３の規定に違反した者

は，１年以下の懲役若しくは５０万円以下の罰金

に処し，又はこれを併科する。 

 

Ｑ３ Ｃさんは，車を運転中によそ見をしてしまい，

前方の車にぶつかって，その車の運転手に

ケガをさせました。Ｃさんは，どのような罪にな

るでしょう？ 

Ａ 過失運転致傷罪 
（自動車の運転により人を死傷させる行

為等の処罰に関する法律第５条） 
自動車の運転上必要な注意を怠り，よって人を

死傷させた者は，７年以下の懲役若しくは禁錮

又は１００万円以下の罰金に処する。ただし，その

怪我が軽いときは，情状により，その刑を免除す

ることができる。 

 

Ｑ４ Ｄさんは，Ｅさんのことが気に入らなかったの

で，殴ってケガをさせました。Ｄさんは，どのよ

うな罪になるでしょう？ 

Ａ 傷害罪（刑法第２０４条） 

人の身体を傷害した者は，１５年以下の懲役又

は５０万円以下の罰金に処する。 

 

Ｑ５ Ｆさんは，通行人Ｇさんの手提げバッグを無

理矢理奪おうと思い，バッグを力一杯引っ張

り，Ｇさんを転倒させてバッグを奪い，その

時，Ｇさんにけがをさせてしまいました。Ｆさん

は，どのような罪になるでしょう？ 

Ａ 強盗致傷罪（刑法第２４０条） 

強盗が，人を負傷させたときは無期又は６年以

上の懲役に処し，死亡させたときは死刑又は無

期懲役に処する。 

 

 

 

 

 

 

 

そ
ん
な
時
は
民
事
裁
判
に
よ
っ
て

補
償
額
な
ど
を
決
め
、
解
決
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。 

民
事
裁
判
は
、
Ｂ
さ
ん
が
Ａ
さ
ん

に
対
し
て
裁
判
を
起
こ
す
こ
と
で
始

ま
り
ま
す
。 

実
際
に
小
学
生
が
自
転
車
で
歩
行

者
を
は
ね
て
、
歩
行
者
は
寝
た
き
り

状
態
に
な
り
、
小
学
生
の
親
に
多
額

の
損
害
賠
償
金
の
支
払
い
を
命
じ
る

判
決
が
出
た
事
例
が
あ
り
、
ニ
ュ
ー

ス
な
ど
で
話
題
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

クロスワードパズルの設問 
〈ヨコのカギ〉 

①  検事や検察事務官が働いている役所。 

熊本地方○○○○○○○。 

⑥ 犯罪行為のこと。犯人は必ず○○○○現場に戻る？ 

⑫ 原因と結果のこと。○○○関係。 

⑬ 検察庁は○○○省に属しています。 
刑務所や保護観察所も同じだよ。   

⑭ 距離や時間などで，それより少ない範囲のこと。↔以外。 

⑮ ○○も実力のうち？ 

⑯ 犯人などの両手にはめる鉄製の腕輪。 

○○○○をかける。 

⑰ くらい。身分のこと。高い○○につく。 

⑱ ショウガ科の多年草。英語名はターメリック。 

カレーには欠かせない香辛料だよ。 

〈タテのカギ〉 

①  窃盗は○○○○第２３５条に書いてあるよ。 

罪を犯したら，この法律に基づいて処罰されるんだ。 

②  特定の人に対して一定の給付をしなければならない義務の

こと。○○○を負う。↔債権。 

③  西郷隆盛が飼っていた犬の名前。 

④  外国の領域内においてその国の法律の支配を受けない特権

のことを○○○法権と言います。 

⑤  まわり道をすること。遠回りをすること。 

⑥  平和の象徴とされる鳥。○○が豆鉄砲を食ったよう。 

⑦  車を○○○○するには，免許証がいるよ。 

⑧  公訴○○○が完成すると，犯人を処罰できないんだ。 

⑨  証明の根拠。あかし。論より○○○○。 

⑩  四季の一つ。春，○○，秋，冬。 

⑪  犯人を捕まえること。現行犯人○○○。 
※答えは最終頁の QR

コードの HP を見てね♪ 

ちょっとブレイクタイム 

歩
道
を
走
行
す
る
場
合
は
、
左
側
の

歩
道
の
中
央
か
ら
車
道
寄
り
の
部
分
を

徐
行
し
て
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

違
反
し
た
場
合
に
は
、
六
か
月
以
下

の
懲
役
か
、
五
万
円
以
下
の
罰
金
に
な

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

【図１】 

【図２】 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   

                

検
察
官
と
は
、
「
検
事
」
と
「
副
検

事
」
と
を
合
わ
せ
た
呼
び
名
で
す
。 

月
９
ド
ラ
マ
で
某
イ
ケ
メ
ン
俳
優

演
じ
る
主
人
公
が
検
事
と
し
て
活
躍

し
て
い
た
の
で
、
知
っ
て
い
る
方
も
多

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

こ
の
検
察
官
が
行
う
仕
事
は
、
主

に
、
刑
事
事
件
に
つ
い
て
の
「
捜
査
」

と
「
公
判
」
の
二
つ
に
分
か
れ
ま
す
。 

ま
ず
、
犯
罪
が
起
こ
る
と
、
警
察
な

ど
の
捜
査
機
関
が
犯
罪
を
行
っ
た
疑

い
の
あ
る
人
（
「
被
疑
者
」）
を
捜
し
だ

し
、
証
拠
を
集
め
た
上
で
、
検
察
庁
に

事
件
を
送
り
ま
す
（
「
送
致
」
と
言
い

ま
す
。
）。 

検
察
官
は
、
そ
の
被
疑
者
が
本
当
に

犯
人
な
の
か
、
ま
た
犯
人
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
場
合
ど
の
よ
う
な
罪
に
あ
た

る
の
か
な
ど
を
判
断
す
る
た
め
に
、
被

疑
者
や
被
害
者
、
目
撃
者
か
ら
話
を 

 

検
察
事
務
官
は
、
検
察
官
と
比
べ

て
人
数
が
多
く
、
よ
り
多
様
な
仕
事

に
関
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
内
容

は
、
大
き
く
分
け
る
と
、
捜
査
公
判

部
門
、
検
務
部
門
、
事
務
局
部
門
の
仕

事
に
分
か
れ
ま
す
。 

 

捜
査
公
判
部
門
で
は
、
検
察
官
と

ペ
ア
を
組
み
、
取
調
べ
の
際
の
書
類

作
り
な
ど
捜
査
を
一
緒
に
行
う
立
会

事
務
官
な
ど
が
活
動
し
て
い
ま
す
。 

検
務
部
門
で
は
、
刑
事
事
件
や
証

拠
品
の
受
理
、
裁
判
で
有
罪
と
な
っ

た
人
へ
の
刑
の
執
行
や
罰
金
の
徴
収

の
手
続
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

 

事
務
局
部
門
で
は
、
給
与
の
支
給

や
物
の
購
入
な
ど
職
員
が
働
き
や
す

い
環
境
を
整
備
す
る
仕
事
を
行
っ
て

い
ま
す
。 

な
お
、
検
察
事
務
官
は
、
一
つ
の

部
門
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ

ら
の
各
部
門
を
数
年
ご
と
に
異
動
す

る
こ
と
が
多
く
、
幅
広
い
実
務
知
識 

聞
く
な
ど
様
々
な
方
法
で
証
拠
を
集

め
ま
す
。 

そ
の
上
で
、
検
察
官
は
、
被
疑
者
を

裁
判
に
か
け
る
（
「
起
訴
」
）
か
、
裁
判

に
か
け
な
い
（
「
不
起
訴
」
）
か
を
判
断

し
ま
す
。 

原
則
と
し
て
、
起
訴
す
る
か
ど
う
か

を
判
断
で
き
る
の
は
検
察
官
の
み
で

あ
り
、
検
察
官
は
、
無
実
の
人
を
絶
対

に
起
訴
し
な
い
と
い
う
原
則
に
従
っ

て
こ
の
判
断
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

 

こ
れ
が
一
つ
目
の
捜
査
と
い
う
仕

事
で
す
。 

そ
し
て
、
起
訴
し
た
場
合
、
検
察
官

は
、
裁
判
所
の
法
廷
で
開
か
れ
る
裁
判

に
立
ち
会
い
、
証
拠
を
提
出
し
て
、
被

告
人
（
起
訴
さ
れ
る
と
こ
う
呼
ば
れ
ま

す
。
）
が
犯
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

証
明
し
た
り
、
ど
の
よ
う
な
罰
を
与
え

る
べ
き
か
裁
判
官
に
対
し
て
意
見
を 

述
べ
た
り
し
ま
す
。 

こ
れ
が
二
つ
目
の
仕
事
で
あ
る

公
判
で
す
。 

裁
判
で
有
罪
の
判
決
が
出
た
場

合
に
は
、
検
察
官
が
刑
罰
の
執
行

（
被
告
人
を
刑
務
所
に
入
れ
た
り
、

罰
金
を
払
わ
せ
る
こ
と
）
を
指
揮
し

ま
す
。 

こ
れ
ら
の
仕
事
は
、
人
の
人
生
を

左
右
し
て
し
ま
う
非
常
に
責
任
の

重
い
仕
事
で
す
が
、
検
察
官
は
、
常

に
強
い
熱
意
と
責
任
感
を
持
っ
て

仕
事
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。 

を
習
得
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
ま

す
。 検

察
官
と
検
察
事
務
官
の
関
係

は
、
し
ば
し
ば
医
者
と
看
護
師
の
よ

う
な
関
係
と
例
え
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
が
、
診
察
や
手
術
の
ス
ペ

シ
ャ
リ
ス
ト
で
あ
る
医
者
を
、
受
付

や
注
射
と
い
っ
た
幅
広
い
作
業
を

行
う
看
護
師
が
支
え
る
こ
と
で
病

院
が
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
に
、
検

察
庁
も
ま
た
、
捜
査
公
判
の
ス
ペ
シ

ャ
リ
ス
ト
で
あ
る
検
察
官
を
、
検
察

事
務
官
が
様
々
な
面
か
ら
支
え
る

こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
す
。 

 

裁判官の役割 
 
 裁判をつかさどり，人を裁く役割を担う。 

 刑事裁判では，検察官，被告人双方の言い分を聞いて，被告人が本当

に罪を犯したのかを証拠に基づき明らかにします。有罪であれば，検察

官の求刑が妥当であるかを判断し，判決を下します。 

 また，民事裁判では，和解を提案することもあり，柔軟に解決を導き

出します。 

検察官の役割 
 
 捜査を行い，被疑者が本当に犯人なのか，被疑者が犯した罪がどのよ

うな罪に当たるかを見極め，最終的に被疑者を裁判にかけるか，かけな

いかを判断する。 

 これは，原則として検察官のみに認められた権限です。 

 起訴をした場合は，被告人（起訴された被疑者のこと）が，どのよう

な犯罪を犯し，どの法律に違反するのかを説明し，どの程度の刑罰に当

たるかを示して，裁判官に求刑します。 

弁護士の役割 
 
 依頼人の法律上の権利や利益，人権を守る，えん罪の防止。 

 刑事裁判の場合，犯罪を犯した「悪い人を守っている」ということで

はなく，被告人が有罪であったとしても，行き過ぎた刑罰が科されたり，

違法な手続きが見逃されたりしないようするためにも，被告人の立場か

ら意見を述べ，証拠を提出します。 

 また，被告人の代わりに被害者と話をしたり，示談の手続きを行った

りします。 

裁判官，検察官，弁護士

の役割って何だろう？ 

 

事件発生 
警

察

官 

警
察
な
ど
の
捜
査 

被疑者を逮捕！ 

被疑者や被害者，目撃者から話を聞く

取調べなどの捜査を行う 

送致 

↓ 

警察から送致された事件の記録を見

て，検察官も取調べを行ったり，事件

や事故の現場に行くなどの捜査を行

い，起訴するか不起訴にするか決め

る  

↓ 

起訴 

起訴したら，裁判に立ち会い，被告人が

犯罪を行ったことを証明したり，どのよう

な罰を与えるべきか意見を述べる 

裁判官が判決を言い渡す 

裁判官，裁判員 

検察官 被告人 弁護人 

裁判で有罪の判決が言い渡された場

合，刑の執行を指揮する 

懲役・禁錮など 

(刑務所に入る) 

罰金など 

(お金を払う) 

検
察
官
の
仕
事【
捜
査
】 

検
察
官
の
仕
事【
公
判
】 

検

察

官 

被疑者は起訴

されたら被告人
と呼ばれる 

不起訴  

 
検
察
庁
は
、
法
務
省
に
属
し
、『
検
察
官
』
や
『
検
察
事
務
官
』
が
働
い
て

い
る
所
で
す
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
仕
事
を
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

検
察
官
の
仕
事 

【
刑
の
執
行
指
揮
】 

裁判官のバッジ 

検察官のバッジ 

弁護士のバッジ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

熊本地方検察庁では，出前教室・

移動教室を行っています！ 

 検察庁の仕事，裁判員制度，検察

官のことなどについて，もっと知り

たいという方がおられましたら，お

気軽にお問い合わせください。 

 また，検察官の仕事や裁判員制度

等について分かりやすく紹介したＤ

ＶＤの貸出しやパンフレットの配布

も行っています。 

 

●お問い合わせ先● 

〒860-0078 
 熊本市中央区京町１丁目１２番１１号熊本地方検察庁企画調査課（広報担当） 

TEL 096-323-9035 FAX 096-323-9097 

メールアドレス 39-kikakutyousaka@ppo.moj.go.jp 
ＨＰ http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/kumamoto/kumamoto.shtml 
  

熊本地方検察庁 検索 

ＱＲコード 

 

検察庁では，インターンシップ（職業体

験）の受け入れも行っており，８月４日，

熊本北高校１，２年の生徒さんが体験に来

てくれました。当日は，検察庁や裁判所を

見学したり，現役の検事による業務説明や

模擬取調べを体験してもらいました。また，

北高校出身の検察庁職員とのざっくばらん

な会話を行うことで，検察庁の仕事を理解

してもらいました。 

８月７日，小・中・高校の教員の方々

を対象に研修を実施しました。研修には，

２０名の方に参加していただき，法廷の

見学や裁判員裁判の模擬裁判を経験して

いただきました。模擬裁判は，検察庁が

各学校に出向いて授業で実際に行うプロ

グラムを体験していただきました。当日

は，逮捕状や勾留状の見本等の展示も行

いました。 

 

検察庁では，出前講座等も実施してお

り，山鹿市民，会社員，各学校の生徒の

方々等に検察庁に来ていただいたり，学

校等に出向いたりして，検事による業務

説明や，裁判員制度の説明を行っていま

す。出前講座等は，DVD やプロジェクター

を使用して，分かりやすく理解していた

だけるように工夫しています。また，い

ろいろな質問にお答えして，業務内容や

裁判の仕組みなどを理解していただいて

います。 

 

６月２６日，検察庁と裁判所の合同見学

会を開催しました。当日は，１１名の方に

参加していただきました。見学会では，DVD

上映の後，見学者の方が検察官役となり，

模擬取調べ（詐欺事件）を行っていただき

ました。見学会会場には，実際に使用して

いる手錠や警棒，逮捕状等の見本を展示し

て，触れていただくなどしました。 

 
検
察
官
に
よ
る
説
明 

検察庁・裁判所見学会 インターンシップ（職業体験） 

小・中・高校の教員の方々に対する研修 出前講座等 

模
擬
裁
判 

 犯罪や事故は，とても身近なところで起こっています。 
 もしかしたら，あなたの周りで起こり，その場面を目撃してしまうかもしれません。 
 次のような事例で考えてみましょう。 

【事例】 
 ある日，Ａ君は，交差点の横断歩道を青信号で渡っ 
ていました。 
 その時，前から走ってきたＢさん運転のバイクと， 
左側から信号を無視して走ってきたＣさん運転の車が 
ぶつかり，Ｂさんは転んで大けがをしてしまいました。 
 この場合，Ｃさんが赤信号を無視して交差点に入り， 
事故を起こしているので，Ｃさんには，７年以下の懲 
役もしくは禁錮又は１００万円以下の罰金が科せられ 
ることになるでしょう（「自動車の運転により人を死 
傷させる行為等の処罰に関する法律違反」という罪に 
なります。）。 
 しかし，Ｂさん，Ｃさんの言い分が次のように食い 
違っています。 

 

 「検察官の仕事」の中でも触れましたが，検察官は１００％

有罪であるという確信がなければ起訴に踏み切ることはあり

ません。 

 そのため，検察官は，「Ｃさんの話が嘘でＢさんが本当の

ことを言っているのではないか？」と思ったとしても，Ｂさ

んの話が絶対に信用できると考えられる証拠がなければ，結

局，「どっちの信号が青だったのかはっきり分からない。」

という結論になり，Ｃさんを起訴することはできません。 
このようなとき，Ａ君のような目撃者がいて，正直に「僕 

私は，ちゃんと青信号を確認して

交差点に入りました。 Ｂさんの言うことは嘘です。 
私の方が青信号でした。 

バイクを運転していたＢさん 車を運転していたＣさん 

が青信号で渡っていたときに事故が起きた。僕もはねられる

かと思って怖かった。」と話をしてくれれば，検察官は，Ａ

君が渡っていた横断歩道の信号が青であれば，当然，Ｂさん

の信号も青であったと考えることができるので，Ｃさんを起

訴して，刑事上の責任を問うことができるでしょう。 

 事件や事故を解決するためには，目撃者の証言もとても大

事になってきます。 

 もし，皆さんが犯罪や事故の目撃者になり，警察や検察庁

から協力を求められたときは，必ず協力してくださいね。 

 


