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（ 論 文 内 容 の 要 旨 ）  
 
 は じ め に  普 遍 教 会 と 公 共 性 の 関 連 を 中 心 に 、 普 遍 教 会 の 法 典 や 諸 文 書 に 見

出 さ れ る 国 家 像 や 国 家 と の 関 係 を 考 察 す る こ と に よ り 、 二 一 世 紀 の 法 や 国 家 に

つ い て 考 察 す る 素 材 を 提 供 す る こ と が 試 み ら れ る 。 特 に 、 第 二 ヴ ァ テ ィ カ ン 公

会 議 を 経 て 、 国 家 と 教 会 が 協 調 し 、 教 会 を 公 共 性 の 中 へ と 組 み 込 む こ と の 必 要

性 が 指 摘 さ れ て い る 。  
 
 第 一 章  一 二 世 紀 の 慣 習 法 論 か ら 一 九 世 紀 の カ ノ ニ ス テ ィ ク に お け る 慣 習 法

論 の 継 受 ま で の 変 遷 が 論 じ ら れ る 。 古 典 期 で は 、 グ ラ テ ィ ア ー ヌ ス 、 デ ク レ テ

ィ ス ト た ち 、 教 皇 令 集 以 降 の 三 つ の 時 期 に 分 か れ て 論 じ ら れ 、 制 定 法 に 反 す る

慣 習 法 の 形 成 の 可 能 性 、 立 法 者 の 黙 示 の 同 意 に よ る 拘 束 、 さ ら に 、 慣 習 法 は 理

性 に 合 致 し て い な け れ ば な ら ず 、 あ る 一 定 の 期 間 内 に 慣 行 と し て 存 在 し て い な

け れ ば な ら な い 、 と い っ た メ ル ク マ ー ル が 考 察 さ れ る 。  
 初 期 近 世 に お い て は 、 カ ト リ ッ ク 側 で は ス ア レ ス 、 福 音 主 義 側 で は ベ ー マ ー

の 法 理 論 が 検 討 さ れ る 。 ス ア レ ス に お い て は 、 慣 習 法 は 、 立 法 者 の 認 可 を さ え

も 必 要 と す る 、 と 説 か れ た が 、 一 九 世 紀 に は 慣 習 法 論 （ 特 に プ フ タ ） か ら の 継

受 に よ り 、 こ う し た 後 期 ス コ ラ の 法 理 論 は 、 部 分 的 に は 放 棄 さ れ て い く 。 特 に

シ ュ ル テ は 、 プ フ タ の 民 族 精 神 を 代 置 し た 聖 徒 の 交 わ り が 、 法 産 出 の 主 体 だ 、

と し て 、 カ ノ ニ ス テ ィ ク の 伝 統 理 論 と 対 決 し て い る の で あ る 。  
 
 第 二 章  一 九 一 七 年 ／ 一 九 八 三 年 の カ ト リ ッ ク 教 会 法 典 の 編 纂 と そ れ を め ぐ

る 法 理 論 、 お よ び 、 福 音 主 義 慣 習 法 理 論 の 展 開 が 考 察 さ れ る 。  
 ま ず 、 一 七 年 法 典 に お い て 、 第 一 ヴ ァ テ ィ カ ン 公 会 議 の 結 果 と し て 、 後 期 ス

コ ラ の 法 理 論 が 、 再 生 し て い く 様 相 が 叙 述 さ れ る 。 慣 習 法 は 、 そ の 法 的 効 力 を

有 す る の は 、 教 会 の 上 長 の 同 意 に 還 元 し 得 る 場 合 に 限 る 、 と さ れ る の で あ る 。  
 こ れ に 対 し て 、 八 三 年 法 典 は 、 第 二 ヴ ァ テ ィ カ ン 公 会 議 の 経 緯 を も 受 け て 、

結 果 と し て 慣 習 法 の 形 成 を 伴 う よ う な 、 二 つ の 要 素 を 区 別 す る 。 第 一 に 、 信 者

の 共 同 体 に よ る 導 入 で あ り 、 第 二 に 、 立 法 者 に よ る 慣 習 の 認 可 で あ る 。 し か し

後 者 に と っ て は 、 法 典 の 統 一 的 諸 基 準 に 合 致 し て い れ ば 十 分 な の で あ る 。 こ う

し た 規 定 に よ り 、 も は や 立 法 者 に よ る 擬 制 的 な 同 意 は 前 提 と は さ れ て お ら ず 、

む し ろ 、 信 者 の 共 同 体 の 確 信 を 通 じ た 法 形 成 が 、 原 理 的 に は 正 統 化 さ れ て い る

点 が 指 摘 さ れ る 。  
 
 第 三 章  慣 習 法 に お け る 法 史 上 の 規 定 と 限 定 、 国 家 法 に お け る 慣 習 法 、 教 会

法 の 法 理 解 に お け る 慣 習 法 、 ド イ ツ 国 家 教 会 法 に お け る 慣 習 法 に 分 析 が 施 さ れ

る 。 慣 習 法 の 理 論 は た い て い 民 事 法 律 学 の 内 部 に お い て 展 開 さ れ た が 、 原 則 的

に は 公 法 の 領 域 に お い て も 慣 習 法 の 形 成 が 承 認 さ れ る べ き こ と が 説 か れ る 。 ド

イ ツ 国 法 学 の 支 配 的 理 論 も ま た 、 慣 習 法 の 適 用 領 域 は 法 秩 序 全 体 に ま で 及 ん で

お り 、 諸 々 の 法 原 理 も 法 制 度 も ま た 、 慣 習 法 に よ っ て 刻 印 を 与 え ら れ て い る 、

と の 立 場 を 堅 持 し て い る 。慣 習 法 は 、憲 法 に お い て も ま た 形 成 さ れ る の で あ る 。 
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 国 家 教 会 法 に お け る 慣 習 法 的 な 法 命 題 の 効 力 と い う 問 題 は 、 こ れ ま で も っ ぱ

ら 周 辺 的 に 取 り 扱 わ れ た に 過 ぎ な か っ た 。 著 者 は 、 あ く ま で 仮 説 的 な も の で あ

る が 、 国 家 教 会 法 に お け る 幾 つ か の 法 原 則 を 提 示 し て い る 。 ド イ ツ の 歴 史 に お

い て は 、 国 家 教 会 法 が と り わ け 強 固 に 根 付 い て い る 点 を 指 摘 し て い る 。  
 
 第 四 章  法 史 学 の 自 己 理 解 、 カ ノ ニ ス テ ィ ク に お け る 方 法 上 の 特 殊 問 題 、 仮

説 的 個 別 問 題 が 論 じ ら れ る 。方 法 論 的 基 礎 と し て 、カ ノ ニ ス テ ィ ク に つ い て は 、

「 法 神 学 」 と の 対 話 に お い て の み 可 能 で あ る 。 普 遍 教 会 と い う 思 想 の 中 に 、 カ

ノ ニ ス テ ィ ク は そ の 基 準 点 を 有 し て い る こ と が 指 摘 さ れ る 。 特 に 二 一 世 紀 の 初

頭 に お い て 、 エ キ ュ メ ニ ュ カ ル な パ ー ス ペ ク テ ィ ブ だ け が カ ノ ニ ス テ ィ ク の 発

展 に と っ て 有 利 で あ る 旨 が 説 か れ る 。 ま た 、 教 会 法 史 学 が 、 教 会 の 起 源 と 常 に

結 合 し て い る 点 も 重 視 さ れ る 。  
 
 む す び に 代 え て  近 現 代 カ ノ ニ ス テ ィ ク の 課 題 が 考 察 さ れ る 。 法 学 部 や 神 学

部 の 卒 業 生 た ち が 同 一 の 法 的 素 養 を 有 し て い た こ と が 、ヨ ー ロ ッ パ に お け る「 見

え ざ る 公 共 圏 」 を 生 ぜ し め る 。  
 彼 ら の う ち の 第 一 級 の 者 た ち こ そ が 、「 当 事 者 た ち の 納 得 」を こ そ 背 景 に 、生

活 世 界 か ら の 普 遍 的 な 権 威 を 獲 得 し て い っ た 。ヨ ー ロ ッ パ 法 史 の 流 れ の な か で 、

普 遍 教 会 を 標 榜 す る カ ト リ ッ ク 教 会 の 国 家 観 、 慣 習 法 論 な ど を 中 心 に 分 析 が 施

さ れ た 。 一 九〜 二 〇 世 紀 に こ の よ う な エ キ ュ メ ニ ュ カ ル な 慣 習 法 理 論 が 存 在 し

て い た こ と は 、 そ れ が 法 の 成 立 論 に も 関 わ る も の で あ る か ら し て 、 両 教 会 法 に

お け る 普 通 法 理 論 さ ら に は 「 法 科 学 」 の 基 礎 も こ こ に 見 出 さ れ る 。  
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（ 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 ）  
 

本 論 文 は 、カ ノ ニ ス テ ィ ク が ヨ ー ロ ッ パ 法 史 学 の 王 道 で あ る と い う 立 場 か ら 、

特 に そ の 現 代 的 意 義 を 明 ら か に す る こ と を 試 み た 研 究 で あ る 。 一 九 一 七 年 ／ 八

三 年 の 法 典 編 纂 等 を 通 じ て 行 わ れ 続 け て い る 普 遍 教 会 の 法 理 論 や そ れ に 伴 う 国

家 観 の 確 立 と い う 一 連 の 作 業 は 、 あ た か も 一 九 世 紀 の 歴 史 法 学 派 が ヨ ー ロ ッ パ

法 史 学 に お け る 学 問 的 王 道 と し て の 立 場 か ら 法 典 編 纂 や 国 家 観 を 確 立 さ せ て い

っ た 歴 史 的 歩 み と 重 な る も の で あ る 、 と 筆 者 は い う 。 そ し て 、 ロ ー マ を 中 心 に

世 界 各 地 に 拡 が る カ ノ ニ ス テ ィ ク は 、 今 や ヨ ー ロ ッ パ 的 枠 組 み を 越 え た 世 界 的

枠 組 み へ と 発 展 し て お り 、 そ れ 故 に カ ノ ニ ス テ ィ ク 研 究 を 行 う こ と は 法 史 研 究

の 王 道 を 歩 む こ と で あ る 、 と 。 世 界 各 地 の カ ノ ニ ス テ ィ ク 研 究 は そ の 主 た る 関

心 事 を 近 現 代 領 域 へ と 移 し て お り 、 と り わ け ヨ ー ロ ッ パ で は 、 カ ノ ニ ス テ ィ ク

研 究 を 通 じ て Ｅ Ｕ の 行 方 を 考 察 す る と い う 極 め て 実 践 的 探 究 が 行 な わ れ て い

る 。 だ が 、 我 が 国 の 法 学 領 域 で は こ の よ う な カ ノ ニ ス テ ィ ク に お け る 動 き が 十

分 に は 検 討 さ れ て き て お ら ず 、 そ れ 故 に 本 論 文 は 我 が 国 の 法 研 究 に 一 つ の 独 創

的 な 視 点 を 提 示 し た と 言 え る で あ ろ う 。  
現 代 カ ノ ニ ス テ ィ ク の 世 界 的 枠 組 み を 背 景 に 、 筆 者 は そ の 発 祥 地 で あ る ヨ ー

ロ ッ パ と は 異 な る 歴 史 を 有 す る 他 文 明 地 域 、 特 に 日 本 の カ ノ ニ ス テ ィ ク が 抱 え

る 問 題 点 に も 関 心 を 向 け て い る 。 そ れ は 、 カ ノ ニ ス テ ィ ク と 世 俗 法 学 と の 接 続

を 如 何 に 可 能 と す る か と い う こ と で あ り 、 ヨ ー ロ ッ パ の 一 地 域 と し て の ド イ ツ

の 世 俗 法 を 出 発 点 の 一 つ と し て 発 展 し た 歴 史 法 学 派 の 法 理 論 や 国 家 観 が 近 代 日

本 等 に 継 受 さ れ た 際 、 法 制 度 の み な ら ず そ の 社 会 内 部 の あ ら ゆ る 側 面 に 二 重 構

造 を 生 じ さ せ 、 現 代 も な お 克 服 し 難 い 問 題 を 孕 ん で い る こ と と 本 質 的 に 同 様 の

問 題 意 識 で あ る 。 た だ 、 筆 者 は カ ノ ニ ス テ ィ ク が 抱 え る 問 題 を 提 示 し つ つ も 、

性 急 な 結 論 を 出 す こ と は 控 え 、 カ ノ ニ ス テ ィ ク と 世 俗 法 学 と の 対 話 、 普 遍 教 会

と 福 音 主 義 教 会 と の 理 論 的 な 対 話 の 末 に 、 真 に 存 在 し う る で あ ろ う 「 普 遍 法 」

の 行 方 を 探 究 す る こ と を 試 み て い る 。 そ し て 、 そ の 「 普 遍 法 」 と は 異 文 明 圏 に

お い て も 通 用 す る 法 で な け れ ば な ら な い 、 と 主 張 す る 。  
近 現 代 カ ノ ニ ス テ ィ ク 研 究 は 、 ヨ ー ロ ッ パ を 中 心 に 多 く の 先 行 研 究 が 発 表 さ

れ て お り 、 本 論 文 が そ れ ら の 内 容 を 十 分 に 捉 え て い る と は 言 い 難 い 。 本 論 文 所

収 の 個 々 の 論 文 に つ い て も 、 要 約 的 記 述 で は な く ド グ メ ン ゲ シ ヒ テ の 手 法 を 取

れ ば よ り 豊 か な 内 容 と な っ た で あ ろ う こ と は 否 め な い 。 だ が 本 論 文 で 筆 者 が 提

示 し た 視 点 は 、 ヨ ー ロ ッ パ と 日 本 の 近 現 代 カ ノ ニ ス テ ィ ク 研 究 を 結 び つ け 、 今

後 の 我 が 国 の 法 研 究 に 新 た な 領 域 を 切 り 開 く 可 能 性 を 有 す る も の と し て 高 く 評

価 で き る 。  
以 上 の 理 由 に よ り 、 本 論 文 は 博 士 （ 法 学 ） の 学 位 を 授 与 す る に 相 応 し い も の

と 認 め る 。  
な お 、 平 成 ２ １ 年 ２ 月 ２ ４ 日 調 査 委 員 ３ 名 が 論 文 内 容 と そ れ に 関 連 し た 試 問

を 行 っ た 結 果 、 合 格 と 認 め た 。  

 


