
甲南大学法科大学院入学試験問題について  

2 0 1 8 年 度 秋 入 学・ 2 0 1 9 年 春 入 学  

一 般 入 学 試 験 （ B 日 程 ・ 8 月 1 9 日 分 ）  

 

試験科目：刑事訴訟法  

 

1 .  出題 趣旨  

〔設 問１ 〕  

ひ ろ く 自 動 車 検 問 と さ れ る 警 察 の 活 動 に つ い て 、 多 面 的 に

考 察 す る 視 野 に つ い て 問 う 。 犯 罪 発 生 後 で あ る が 、 ど の 車 両

が 本 件 に 関 連 す る か 不 明 で あ る 段 階 で は （ １ ） 警 察 法 ２ 条 １

項に よる 一 般 的 な自 動車 検 問も 可能 であ る。（２ ）走 行の 概 観

に 不 審 事 由 が あ れ ば 、 職 務 質 問 の た め の 停 止 が 可 能 で あ る 。

（ ３ ） 逃 走 車 両 の 特 徴 な ど が あ る 程 度 明 確 で あ れ ば 、 犯 罪 捜

査 と し て 特 定 の 車 両 の 停 止 を 求 め る こ と も で き る （ 法 １ ９ ７

条１ 項本 文）。 それ ぞれ 適 法性 の限 界が あ るが 、基本 的に は、

「 必 要 性 ・ 緊 急 性 ・ 相 当 性 」 原 則 に よ っ て い る こ と な ど を 簡

潔に 説明 す るこ と。  

 

〔設 問２ 〕  

・ 条 文 に 従 い 、 令 状 執 行 開 始 か ら そ の 終 了 ま で 、 ま た 事 後

の 救 済 拑 篋 に つ い て ま で の 流 れ を ど の 程 度 簡 潔 に ま と め る こ

とが でき る かを 問う もの で ある 。  

 

〔設 問３ 〕  

・ 証 拠 能 力 の う ち 、 違 法 捜 査 に よ る も の を 証 拠 に し な い 趣

旨の 摘示（ やや 学説 の整 理 に近 い形 でよ い）。を 踏ま えて 、判

例 の ス タ ン ス ～ 法 １ 条 、 法 ３ １ ８ 条 の 条 文 解 釈 で あ る と す る

～の 位置 づ けを 明確 にす る こと 。  

・ 実 質 的 基 準 と し て 、 判 例 が 求 め る 「 証 拠 物 の 押 収 等 の 手

続 に 憲 法 三 五 条 お よ び こ れ を 受 け た 二 一 八 条 一 項 等 の 所 期 す

る 令 状 主 義 の 精 神 を 没 却 す る 重 大 な 違 法 が あ り 、 証 拠 と し て

許 容 す る こ と が 将 来 に お け る 違 法 捜 査 抑 制 の 見 地 か ら 相 当 で

ない と認 め られ る場 合に は 、証 拠 能力 は否 定 され る」（ 最 判昭  

５ ３ ・  ９ ・  ７ ） な ど に つ い て 、 ど の 程 度 簡 潔 明 瞭 に 書 け る

かを 問う も ので ある 。  

 

2 .  採点 実感  

 次 の 点 の 摘 示 に は と く に 注 意 を は ら う べ き で あ り 、 こ れ を

欠く 場合 が 多い 。こ れら は 低い 評価 にな る 。  

〔設 問１ 〕  

警 職 法 ２ 条 、 警 察 法 ２ 条 し か で て こ な い 。 特 定 犯 罪 が 発 生

し て い る 以 上 、 法 １ ９ ７ 条 １ 項 の 犯 罪 捜 査 と し て こ れ を 行 っ



てい ると 解 する 余地 があ る がほ とん ど触 れ てい ない。警 察法 、

警職 法 、法 １９ ７ 条１ 項い ず れで あれ 、各場 面に あ わせ て「必

要 性 ・ 緊 急 性 ・ 相 当 性 」 原 則 に し た が っ た 法 的 限 界 の 個 別 的

な 検 討 が 必 要 で あ る こ と を 指 摘 し な け れ ば な ら な い が 、 適 確

にで きて い るも のは あ ま り ない 。  

 

〔設 問２ 〕  

捜 査 段 階 の 捜 索 差 押 許 可 状 と 起 訴 後 裁 判 所 が 主 体 と な っ て

行 う 場 合 を 分 け る こ と （ こ の 点 は 大 き な 減 点 対 象 に し な い ）。

主 に 捜 査 段 階 の 捜 索 差 押 許 可 状 の 執 行 方 法 を 説 明 す れ ば よ い

が 、 令 状 提 示 、 必 要 な 処 分 、 出 入 り 禁 止 、 押 収 物 あ る と き の

措置 、な い とき の措 置（ 捜 索証 明書 発付 ）、女 子 の身 体の 捜 索

の 場 合 の 注 意 事 項 な ど を ２ ２ ２ 条 も 摘 示 し て ま と め た も の が

ない 。  

 

〔設 問３ 〕  

判 例 の 基 準 を 正 確 に 理 解 し て い る も の が ほ と ん ど な い 。 原

則 と し て 違 法 収 集 証 拠 は 排 除 し な い こ と を 摘 示 し た も の は 皆

無 で あ る 。 令 状 主 義 の 精 神 を 没 却 す る 重 大 な 違 法 で あ り 、 将

来 の 違 法 捜 査 抑 制 の 観 点 か ら も 排 除 を 相 当 と す る 旨 、 正 確 に

書け た答 案 も少 ない 。  

 

3 .  学習 方法  

既 修 者 と し て 入 学 す る 基 礎 と し て 理 解 し て お く べ き 刑 事 訴

訟法 の学 習 にな って いな い 。  

教 材 は 定 評 の あ る 基 本 書 で よ い が 、 条 文 ・ 実 務 ・ 判 例 （ 学

説で はな い ）を「 流れ 」とし て理 解 する 学習 が 不可 欠で ある 。  

 


