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第 一 章 序 論

(1)は じ め に

す で に[B]部 門 に お い て 示 し た よ う に 、 私 た ち に 伝 え ら れ て い る 、 ラ

テ ン 語 表 現 の 法 格 言 の 相 当 な 部 分 は 、 純 正 の 古 代 ロ ー マ 産 の も の と 、 中 世

以 降 に 伝 え ら れ た 、 「古 代 ロ ー マ 法 」 に ま つ わ る 歴 史 的 成 果 、 お よ び 、 そ の

系 譜 に 属 す る 産 物 と に よ っ て 占 め ら れ て い る の で あ る が 、 そ の 格 言 の 姿

つ ま り 、 言 葉 の 表 面 的 な 意 味 を そ の ま ま 個 々 に 示 し て い く だ け で 、

格 言 と い う も の 全 体 の 生 い た ち ・背 景 や ポ ジ シ ョ ン に つ い て ま っ た く ふ れ

な い ま ま に 終 わ っ て し ま う 、 と い っ た 扱 い か た に は 、 筆 者 の よ う に 歴 史 研

究 に 従 事 す る 者 と し て の 立 場 か ら す れ ば 、 や は り 、 適 切 な も の と は 言 え な

い の で は な か ろ う か 、 と 筆 者 に は 感 じ ら れ る 。 そ の よ う な わ け で 、 こ れ ま

で の と こ ろ で 、 格 言 を 生 み だ す 母 胎 と な っ た ロ ー マ 法 学 に つ い て は 、 そ れ

な り に 詳 細 な 分 析 を 試 み て き た が([F]部 門)、 し か し 、 そ の 法 学 の 歴 史

的 ・構 造 的 な 位 置 を 知 っ て 頂 く た め に は 、 ど う し て も 、 そ の 背 景 に ひ か え

て い る ロ ー マ 法 史 そ れ 自 体 の 時 間 的 展 開 を こ の さ い フ ォ ロ ー し て お く 必 要

が あ る 。 こ の 法 学 と ペ ア を 組 ん で ロ ー マ 法 と い う 知 的 産 物 を つ く り あ げ て

き た 法 律(制 定 法 ・成 文 法)の 動 き に つ い て も 、 同 じ よ う な こ と が あ て は

ま ろ う 。 こ の よ う に 考 え て 、 か な り の 量 に な る が こ の[G]部 門 を

と く に 設 け る こ と に し た 。 な お 、 本 部 門 で 「戦 争 」 と い う も の に つ い て か

な り ペ ー ジ を さ く こ と に す る の は 、 法 史 を 概 観 す る テ キ ス ト と し て は 異 例

の 扱 い に な ろ う が 、 こ れ は 、 以 下 の よ う な ロ ー マ 独 特 の 事 情 を と く に 考 慮

し た た め で あ る 。

① ロ ー マ に は 「法 と 武 器(戦 争 と い う も の の シ ン ボ ル)」 を 「ロ ー マ 国 家 」

と い う 「車 」 の 両 輪 の よ う に 考 え る 精 神 的 風 土 が 古 く か ら 存 在 し た が 、 そ

れ に は 実 質 的 な 背 景 が あ る 。 た と え ば 、 戦 闘 術 の 変 化 に よ っ て 軍 隊 組 織 内

部 で 重 要 な 役 割 を う け も つ よ う に な っ た 、 平 民 階 層(重 装 歩 兵)は 、 政 治

的 発 言 力 を 高 め て 、 そ の 政 治 的 地 位 を 向 上 さ せ る の に 成 功 し た が 、 そ れ に

は 、 法 律 に よ る 裏 づ け=保 障 ・保 証 が 不 可 欠 で あ っ た 。 そ れ か ら 、 文 字 ど

お り 戦 争 に 明 け く れ て い た 共 和 政 ロ ー マ で は 、 ミ リ タ リ ー な 軍 規 に な れ し

た し ん で い た ロ ー マ 人 に と っ て 、 シ ヴ ィ ル な 、 法 規 と い う構 造 物 は 、 身 近

な 、 親 し い も の で あ っ た 。 戦 争 は 、 敗 戦 の 場 合 は も ち ろ ん の こ と 、 勝 利 し

た 場 合 で も 、 そ れ を 遂 行 し た 国 家 そ れ 自 体 に 、 直 接 の 結 果 と と も に 多 く の

後 遺 症 を 深 く 刻 み つ け る 。 そ れ は 、 戦 争 と い う も の が 、 程 度 の 差 は あ れ 、

総 力 戦 だ か ら で あ る 。 一 国 の 歴 史 を 通 観 す る と き 、 過 去 の 戦 争 の 存 在 に ふ

れ ず に 終 わ れ る よ う な 平 穏 な ケ ー ス は あ ま り な い 、 と 言 っ て も さ し つ か え

な か ろ う 。 法 の 歴 史 は 、 と り も な お さ ず 、 政 治 の 歴 史 で あ り 、 政 治 の 歴 史

の ポ イ ン ト に は 戦 争 の 歴 史 が し ば し ば か ら む 。 し た が っ て 、 戦 争 か ら 法 を
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見 て い く の も 、 遠 ま わ り で は あ る が 法 な る も の へ の 一 つ の 有 力 な ア

プ ロ ー チ な の で あ る 。

② 戦 勝 に よ る 領 土 の 拡 大 を 通 じ て 、 ロ ー マ 法 が 大 き く 変 質 す る こ と に な

っ た 。 ま ず 、 私 法 の 領 域 で は 、 ロ ー マ が あ ら た に 支 配 下 に 組 み い れ た 外 人

(自 由 人 市 民)を ロ ー マ 法 上 ど の よ う に 処 遇 す る か 、の 難 問 が 発 生 し た 。 属

人 主 義 が 支 配 し て い た ロ ー マ で は 、 外 人 を そ の ま ま ロ ー マ 法 の テ リ ト リ ー

内 に そ れ な り に か か え こ む た め に 、 い く つ か の テ ク ニ ッ ク が 考 案 さ れ る 。

さ ら に 、 地 中 海 周 辺 に ひ ろ が っ た 領 土 の な か で 、 商 取 引 が 活 発 に な り 、 ロ

ー マ 固 有 の 市 民 法 に よ る の で は そ れ へ の 法 的 対 応 が む ず か し く な っ た 。 そ

の た め に 、 ロ ー マ 法 は 使 い 勝 手 の よ い も の へ の 変 容 を 強 く 求 め ら れ る 。 つ

ぎ に 、 公 法 の 領 域 で は 、 伝 統 的 に 都 市 国 家 の 国 制 を も っ て い た ロ ー マ は 、

支 配 領 域 が 拡 大 す る に つ れ て 、 少 し ず つ そ の 国 家 構 造 を 、 ど ち ら か と 言 え

ば ホ ン ネ の フ ィ ー ル ドで 、 か え て い く こ と に な る 。 建 国 の と き の 王 政 を ひ

き つ い だ 共 和 政 が 、 ま ず 元 首 政(初 期 帝 政)へ 、つ ぎ に 専 主 政(後 期 帝 政)

へ と 移 行 し て い く の は 、自 然 の 流 れ で あ っ た 。そ の 結 果 、「ロ ー マ 帝 国 」は 、

ロ ー マ の 原 像 で あ る 共 和 政 ロ ー マ か ら は か け は な れ た 姿 を と る こ と に な る 。

他 方 で 、 公 法 の あ り か た と 深 く か か わ っ て い る 政 治 の 分 野 で は 、 軍 隊 の も

つ 実 力(ゲ バ ル ト)が 、 生 の ホ ン ネ と し て 、 タ テ マ エ で あ る 法 ・国 制 に 対

し て た え ず 挑 戦 し 、 こ れ ら を 圧 倒 す る 局 面 も 生 ま れ て く る 。 法 の 権 威 は こ

の よ う に し て 大 き く 下 落 す る 。 こ こ で も 、 「法 の 国 」 ロ ー マ の イ メ ー ジ は 決

し て 消 し さ ら れ る こ と は な か っ た が 、 し か し 、 こ の 状 況 は 、 共 和 政 時 代 下

の そ う い う イ メ ー ジ の 鮮 明 さ と は 比 べ も の に な ら な い 。

(H)古 代 地 中 海 世 界

古 代 ロ ー マ と い う 国 家 を 歴 史 の な か に 正 確 に 位 置 づ け て み る た め に は 、

ま ず 、 そ の ロ ー マ が 属 し て い た 古 代 地 中 海 世 界 と い う と こ ろ が ど の よ う な

地 域 で あ っ た か 、 を 念 頭 に お い て お く 必 要 が あ る 。

(1)緯 度:ロ ー マ は 北 緯42° に あ り 、 日 本 の 津 軽 海 峡 の 位 置 に 対 応 す る

(知 床 岬=パ リ 、 鹿 児 島=エ ル サ レ ム)。 前20～ 前10世 紀 の 段 階 に お け る

世 界 の 古 代 先 進 文 化 地 帯(北 緯40Q～30Q:エ ー ゲ 海 地 域 、 ヒ ッ タ イ ト、

エ ジ プ ト、 バ ビ ロ ニ ア 、 ア ッ シ リ ア 、 ヴ ェ ー ダ 、 股 ・周 な ど が 位 置 し て い

た ゾ ー ン)に ほ ぼ ふ く ま れ る(南 の 方 に あ る エ ジ プ ト は 別 格 の 存 在 で あ る)。

な お 、 近 代 の 工 業 国 は 、 古 代 地 中 海 世 界 の あ っ た 緯 度 の ゾ ー ン と く ら べ る

と 、 か な り 高 緯 度 の 地 帯 に 位 置 し て い る 。 ち な み に 、 わ が 日 本 は 、 例 外 的

に 、 熱 帯 の 気 候 の 影 響 下 に も あ る 「暑 い 」 先 進 工 業 国 で あ る 。 そ の う え 、

最 近 の 地 球 温 暖 化 な ど に よ り 、 熱 帯 化 現 象 が い っ そ う 進 む こ と に な っ た 。

(2)気 候:地 中 海 性 気 候(温 暖 、夏 季 乾 燥 ・雨 量 少)に 支 配 さ れ て い る 。

G-3



豊 か な 森 林 に は 乏 し い た め に 、「石 の 文 化 」し か 生 み だ せ な い 。石 炭 、石 油 、

水 力 の 資 源 を 欠 く 関 係 で 、 現 在 で は 、 ど ち ら か と 言 え ば 、 後 進 地 帯 と な っ

て し ま っ て い る 。 し か し 、 太 陽 光 エ ネ ル ギ ー に 依 存 す る こ と が 絶 対 に 必 要

と な る 近 未 来 社 会 で は 、 陽 光 に め ぐ ま れ た こ の 地 域 の 地 位=国 力 は か な ら

ず 高 ま る で あ ろ う。

(3)産 業:牧 羊(牛 の た め の 緑 豊 か な 牧 場 が 存 在 し に く い た め に 、 牛 は

あ ま り 育 成 で き ず 、 牛 乳 ・バ タ ー は あ ま り つ く ら れ な い)と 穀 物 栽 培(天

水 農 業 で あ る が 、 農 業 の 効 率 的 な 経 営 方 式 は 、 は る か 後 代 の 中 世 に な っ て

は じ め て 、 一 般 化 し た も の で あ る)と 果 樹 栽 培(オ リ ー ブ 油 と ブ ド ウ 酒 を

生 産 す る)の 三 つ の 要 素 が 地 中 海 地 方 の 農 業 に 標 準 的 に 見 ら れ る 。 鉱 物 資

源(銅 、 錫 、 鉄 、 金 、 銀)・ 大 理 石 、 お よ び 農 産 物 な ど(麦 、 オ リ ー ブ 、 ブ

ド ウ 酒 、羊 毛)の 主 産 地 が 地 中 海 の 周 辺 に 散 在 し て い る た め に 、「液 体 の 道 」

で あ る 地 中 海(乾 燥 の た め 見 通 し が よ く 、 し か も 、 航 行 の さ い 目 印 に な る

島 も 多 い;11.月 ～3月 は 航 海 に 適 し な い)を 利 用 し て 、 遠 隔 地 間 の 海 上 交

易 が す で に 古 く か ら 盛 ん で あ っ た 。

(4)文 化:地 中 海 世 界 は 、 人 類 の 第 一 次 文 化 の 発 祥 地 の 一 つ で あ る 東 方

の オ リ エ ン ト世 界 と の あ い だ に 適 当 な 距 離 を お い て い た の で 、 こ れ に 吸 収

さ れ ず に 、 し か も 、 そ こ か ら 影 響 は う け て 、 ま ず ギ リ シ ア で 文 明 が 早 く か

ら 栄 え た 。 ロ ー マ は 、 オ リ エ ン ト 世 界 か ら 離 れ す ぎ て お り 、 東 方 世 界 で の

交 易 に 参 加 す る の は 、 ギ リ シ ア の 場 合 よ り も ず っ と 後 代 の こ と で あ る 。 と

り わ け 、 精 神 文 化 の 面 で 、 ロ ー マ は 先 行 す る 大 き く ギ リ シ ア に た ち お く れ

た 。 だ い た い の と こ ろ 、 ギ リ シ ア の 興 隆 と ロ ー マ の 興 隆 と の あ い だ に は 、

約 二 〇 〇 年 の 間 隔=遅 れ が 認 め ら れ る 。

(5)ロ ー マ の 、 ギ リ シ ア 世 界 と か か わ り あ い

① 前750550年 ご ろ … シ キ リ ア(シ シ リ ー)島 や 南 伊 の 東 部 ・南 部 ・

西 部 に 、 ギ リ シ ア の 各 都 市 国 家(ポ リ ス)の 海 外 植 民 市 が い く つ か 建

設 さ れ る 。 シ ラ ク サ(シ シ リ ー 島)や ナ ポ リ が そ の 代 表 で あ る 。 ロ ー

マ 人 は 、 は じ め て 、 こ の 地 域 に お い て 先 進 的 な ギ リ シ ア 文 明 に 直 接 ふ

れ る こ と に な っ た 。

② 前282272年 … イ タ リ ア 半 島 南 部 の 都 市 タ レ ン ト ゥ ム 、 お よ び 、

マ ケ ド ニ ア の ア レ ク サ ン ダ ー 大 王 の 血 縁 者 で ギ リ シ ア 世 界 の 有 力 者 で

あ る ピ ュ ッ ロ ス 王 と 、 ロ ー マ と の 戦 争 が 生 ず る 。

③ 前215205年 … 第 一 次 マ ケ ド ニ ア 戦 争 。 こ の マ ケ ド ニ ア は 、 ア レ ク

サ ン ダ ー 大 王 の 大 帝 国 の 系 譜 を ひ く ヘ レ ニ ズ ム 国 家 の 一 つ で あ る 。

④ 前200197年 … 第 二 次 マ ケ ド ニ ア 戦 争 。

⑤ 前171168年 … 第 三 次 マ ケ ド ニ ア 戦 争 。

⑥ 前148年 … 旧 大 国 ・マ ケ ド ニ ア は 、滅 ぼ さ れ て 、ロ ー マ の 属 州 と な る 。
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⑦ 前146年 … 有 力 な ギ リ シ ア ・ポ リ ス で あ る コ リ ン トが ロ ー マ に よ っ て

ほ ぼ 完 全 に 破 壊 さ れ る 。 こ れ は 、 ギ リ シ ア の 各 ポ リ ス の 独 立 的 な 政 治

的 地 位 が つ い に 失 な わ れ た こ と を 象 徴 す る 出 来 事 で あ る 。

(6)ち な み に 、 ロ ー マ が 古 代 地 中 海 世 界 の 支 配 を ひ と ま ず 成 功 さ せ た こ

の 前 二 世 紀 に 、 ア ジ ア の 中 国 で は 、 漢 が 支 配 権 を 確 立 し て い る 。 さ ら に 、

歴 史 的 に 見 た 「世 界 帝 国 」 の ジ ャ ン ル に は 、 そ の 漢 帝 国 の ほ か に 、 東 方 の

ア ッ シ リ ア 帝 国 と ペ ル シ ア 帝 国 、 地 中 海 系 の ア レ ク サ ン ダ ー の 帝 国 に つ づ

い て 、 共 和 政 ロ ー マ お よ び 帝 政 ロ ー マ の 支 配 体 制 が 入 っ て く る 。

(7)古 代 ロ ー マ の 歴 史 全 般 に か ん す る 邦 語 文 献 情 報 の リ ス トは 、 松 本 宣

郎 ・前 沢 伸 行 ・斉 藤 貴 弘 ・砂 田 徹 ・有 光 秀 行 ・薩 摩 秀 登 著 『文 献 解 説 ・ ヨ

ー ロ ッ パ の 成 立 と 発 展 』(南 窓 社 ・2000)に お さ め ら れ て い る 。

(8)つ い で に 記 す と 、 ロ ー マ 法 関 係 の 邦 語 文 献 に つ い て は 、 第 二 次 大 戦

後 か ら1978年 ま で の 分 は 、 マ ッ ク ス ・カ ー ザ ー 著 ・柴 田 光 蔵 訳 『ロ ー マ

私 法 概 説 』(創 文 社 ・1979)の 「文 献 目 録 」 を 、 そ れ 以 前 お よ び 以 後 に つ

い て は 、 ① 『法 制 史 研 究 』(法 制 史 学 会 年 報:創 文 社)の 毎 年 の 号 の 末 尾 に

あ る 「文 献 目 録 」、② 勝 田 有 恒 ・森 征 一 ・山 内 進 編 著 『概 説 西 洋 法 制 史 』(ミ

ネ ル ヴ ァ 書 房 ・2004)の 「文 献 案 内 」、 ③ ウ ル リ ッ ヒ ・ マ ン テ 著 ・ 田 中 実

・瀧 澤 栄 治 訳 『ロ ー マ 法 の 歴 史 』(ミ ネ ル ヴ ァ 書 房 ・2008)の 「文 献 一 覧 」

を 、 そ れ ぞ れ 御 参 照 頂 き た い 。

(皿)ロ ー マ 法 資 料 に つ い て

(1)概 説

ま ず 、 古 代 の ロ ー マ 法 が ど の よ う な 過 程 を へ て 私 た ち に 具 体 的 に 認 識 さ

れ る よ う に な っ て い る の か 、 と い う 点 に つ い て い く ら か 考 察 し て み よ う。

こ の 認 識 資 料 に は 、 大 別 し て 、 著 述 に よ る も の と 記 録 に よ る も の と の 二 種

が あ る 。(イ)前 者 は 、 ロ ー マ 時 代 に 生 み だ さ れ た 作 品(写 本)が 主 と し て

中 世 の 僧 院 図 書 館 や 宝 物 殿 な ど に 保 存 さ れ 、 そ の 後 、 ル ネ ッ サ ン ス な ど の

機 会 に 発 見 さ れ た こ と に よ っ て 、 ま た 、 比 較 的 新 し い 発 掘 に よ っ て 、 そ れ

ぞ れ 、あ ら た に 私 た ち の 眼 に 触 れ る よ う に な っ た も の で あ る 。『ユ ー ス テ ィ

ー ニ ア ー ヌ ス 法 典 』 や 、 ロ ー マ の 法 学 者 の 作 品 の 断 片 が 、 法 律 的 資 料 と し

て も っ と も 重 要 な 地 位 を 占 め る の は 言 う ま で も な い が 、 ロ ー マ 法 を 育 ん だ

ロ ー マ 社 会 の 法 律 的 な 側 面 を 知 る た め に は 、 歴 史 書 を 筆 頭 と す る 、 い わ ゆ

る 「非 法 律 的 資 料 」 も き わ め て 重 要 で あ る 。 歴 史 家 の 著 作 、 古 事 研 究 、 具

体 的 な 法 廷 弁 論 ・政 治 弁 論 、 国 家 理 論 、 測 量 術 の 教 本 、 農 業 論 、 詩 、 弁 論

術 理 論 、 書 簡 文 学 、 キ リ ス ト 教 教 史 の 著 作 な ど が そ の 例 で あ る 。(ロ)記 録

に は 、 芸 術 的 記 念 物 、 ブ ロ ン ズ や 石 の 碑 文 、 パ ピ ル ス 、 木 板 、 羊 皮 紙 な ど

の 形 態 が あ る 。 こ れ ら に 記 さ れ た 法 律 、 元 老 院 議 決 、 告 示 、 日 常 的 な 記 録
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(契 約 ・遺 言 ・訴 訟 記 録 ・組 合 規 約)が ロ ー マ 法 の た し か な 第 一 次 的 認 識 資

料 と な る 。

(2)つ ぎ に 各 時 期 に つ い て そ れ を み て み よ う。

(a)第 一 期 の 「興 隆 の 時 代 」(前3世 紀 中 ご ろ ま で)の ロ ー マ 法 の 姿 を

伝 え て く れ る 資 料 と し て は 、 ロ ー マ の 中 心 部 で あ る フ ォ ル ム で1899年 に

発 見 さ れ た 古 い 碑 文(前5世 紀 の も の)と1536年 に 発 見 さ れ た カ ピ ト ー

リ ウ ム 表(前510年 以 後 の 政 務 官 の 一 覧 表)と い う 考 古 学 上 の 原 資 料 と 、

後2世 紀 に 書 か れ た ポ ン ポ ー ニ ウ ス の 『法 学 通 論 単 巻 書 』、 デ オ ド ー ル ス

・ シ ク ル ス や ポ リ ビ ウ ス の 史 書 、 キ ケ ロ ー の 『国 家 論 』、 伝 説 的 な 王 法 、

12表 法 な ど の 資 料 が あ る が 、 い ず れ も 、完 全 に 利 用 で き る 形 態 で 私 た ち に

伝 え ら れ て い る わ け で は な い 。

(b)第 二 期 の 「世 界 支 配 の 時 代 」(後3世 紀 中 ご ろ ま で)に 入 る と 、 法

律 ・告 示 ・元 老 院 議 決 ・勅 法 ・法 学 者 の 著 作 な ど の 原 資 料 が 、 直 接 ・間 接

的 な ル ー ト で 相 当 多 く 伝 わ っ て く る 。 し か し 、 こ の 時 期 の ロ ー マ 法 の 実 像

も 、 も し 、 数 世 紀 も の ち に 、 第 三 期 に 実 現 し た ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス の

立 法 事 業 が な け れ ば 、 と て も 推 測 で き な い 性 質 の も の で あ っ た 。

と こ ろ で 、 ロ ー マ 法 の 実 態 ・実 質 を も っ と も 明 瞭 に 示 し て い る 、 法 学 者

の 著 作 の 中 味 は 、 ほ と ん ど 、『ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス 法 典 』 の 一 部 門 で あ

る 『学 説 彙 纂 』 を 通 じ て し か 知 ら れ て い な い 。 わ ず か に 、 つ ぎ の も の が 、

そ れ を 経 由 し な い で 、 直 接 私 た ち に 伝 え ら れ て い る だ け で あ る 。 ポ ン ポ ー

ニ ウ ス の 『法 範 』 の 役 権 の 部 分 、 パ ピ ニ ア ー ヌ ス の 『解 答 録 』 の 断 片 、 ウ

ル ピ ア ー ヌ ス の 『法 範 』 と 『異 同 録 』 の 断 片 、『ユ ー リ ウ ス ・パ ピ ウ ス 法 註

解 』 の 断 片 、 裁 判 ・国 庫 ・親 族 な ど に か ん す る 各 個 の 断 片 、 ウ ル ピ ア ー ヌ

ス の 『告 示 註 解 』 の 断 片 な ど で あ る が 、い ず れ も ご く 一 部 で あ る 。 し か し 、

ガ ー イ ウ ス の 『法 学 提 要 』 の 発 見(1816年)は 、 古 い 時 代 の ロ ー マ 法 を

研 究 す る た め に 大 き な 刺 激 を 与 え た 点 で 、 以 上 の 断 片 の 場 合 と は ま っ た く

異 な っ た 特 別 の 資 料 価 値 を も っ て い る 。 他 方 で 、 法 律 に 関 係 し な い 資 料 に

も 、 こ の 第 二 期 の 法 生 活 を 認 識 さ せ る も の が 多 い 。 す な わ ち 、 キ ケ ロ ー 、

プ ラ ウ ト ゥ ス 、 テ レ ン テ ィ ウ ス ・ワ ッ ロ ー の 、 広 い 意 味 に お け る 文 学 作 品

群 、 『神 皇 業 績 録 』、 文 法 学 者 ワ レ ー リ ウ ス ・ プ ロ ブ ス の 作 品 、 大 セ ネ カ 、

ワ レ ー リ ウ ス ・マ ー ク シ ム ス の 作 品 、 ク ィ ー ン テ ィ リ ア ー ヌ ス の 弁 論 術 の

作 品 群 、 ア ス コ ー ニ ウ ス の 『キ ケ ロ ー 註 解 』、 ゲ ッ リ ウ ス の 『ア テ ー ナ イ 夜

話 』、 フ ロ ン テ ィ ー ヌ ス な ど の 測 量 師 の 作 品 、 フ ロ ー レ ン テ ィ ー ヌ ス の 『ロ

ー マ 水 道 論 』、 小 プ リ ー ニ ウ ス の 『書 簡 集 』、 ス エ トー ニ ウ ス 、 リ ー ウ ィ ウ

ス 、 タ キ ト ゥ ス 、 ウ ェ ッ レ イ ユ ス ・パ テ ル ク ル ス 、 ア ッ ピ ア ノ ス 、 デ ィ オ

ン ・カ ッ シ オ ス な ど の 歴 史 家 の 作 品 群 が そ れ で あ る 。

(c)第 三 期 の 「衰 退 の 時 代 」(後6世 紀 中 ご ろ ま で)に お い て は 、『ヴ ァ
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チ カ ン の 断 片 』、『シ ュ リ ア ・ ロ ー マ 法 書 』、『テ オ ド シ ウ ス 法 典 』 な ど の 編

纂 物 が 残 っ て い る 。 非 法 律 資 料 と し て は 、 ボ エ テ ィ ウ ス の 『 ト ピ カ 註 解 』、

カ ッ シ オ ドル ス の 『雑 録 』、 リ ュ ド ゥ ス の 『官 吏 論 』、 イ シ ドル ス の 『語 源

論 』、 ピ ロ ネ ク ス ス と キ ュ リ ッ ル ス の 『辞 典 』、 シ ュ ン マ ク ス の 『報 告 書 』

が あ る 。 と こ ろ で 、 こ の 時 期 だ け で は な く 、 ロ ー マ 法 史 全 体 に つ い て の 大

資 料 は 、 ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス の 編 纂 事 業 に よ っ て 生 み だ さ れ た 作 品 で

あ る 。 ま ず 、 『学 説 彙 纂 』 に つ い て は 、 発 布 後 ま も な く の6世 紀 中 ご ろ か

ら7世 紀 に か け て ギ リ シ ア 人 に よ っ て 編 成 さ れ た と 見 ら れ る 写 本 が 、 か な

り 完 全 な か た ち で 残 さ れ て い る(フ ィ レ ン ツ ェ 写 本)。 こ れ は1406年 に ピ

ザ か ら 戦 利 品 と し て フ ィ レ ン ツ ェ に 渡 来 し た も の の よ う で あ る 。『学 説 彙 纂 』

の 存 在 自 体 や そ の 位 置 づ け が 正 確 に 知 ら れ た の は 、 実 に11世 紀 に 入 っ て

か ら な の で 、 ロ ー マ 法 研 究 の 歴 史 に は 、 大 き な 断 絶 が あ っ た わ け で あ る 。

一 方 で
、『法 学 提 要 』 の 写 本 は 、 か な り 多 く 存 在 し 、8世 紀 以 降 の も の が 残

っ て い る 。 『勅 法 彙 纂 』 の 九 巻 分 の 写 本 は9世 紀 以 降 の も の で 、 あ と の 三

巻 分 の 写 本 は12世 紀 以 降 の も の で あ る 。 『新 勅 法 』 の ギ リ シ ア 語 版 は12

世 紀 の 写 本 の か た ち で 保 存 さ れ て い る 。 し た が っ て 、『学 説 彙 纂 』 の 写 本 以

外 の 写 本 は 、 か な り 早 く か ら 知 ら れ て い た わ け で あ る 。

以 上 の よ う な 認 識 資 料 を 用 い て 、 私 た ち は 、 古 代 の ロ ー マ 法 が ど の よ う

な 内 容 の も の で あ っ た か を つ き と め よ う と す る わ け で あ る が 、 第 一 期 の ロ

ー マ 法 を 知 る た め に は 、 そ の 時 代 に お い て 書 か れ た 資 料 が 極 度 に 不 足 し て

い る だ け で は な く 、 後 代 の 歴 史 記 述 も 矛 盾 ・対 立 し た か た ち で し か こ の 時

代 の こ と を 伝 え て い な い 、 と い う 大 き な 障 害 が た ち は だ か る 。 し た が っ て 、

こ の 時 代 に つ い て は 、推 論 を 通 じ て 仮 説 的 に 結 論 を 導 き だ せ る だ け で あ る 。

第 二 期 に お い て も 、 紀 元 前 の 時 代 の 状 況 は 、 か な ら ず し も 明 確 に 知 る こ と

は で き な い 。 し か し 、 紀 元 後 の 時 代 に 入 る と 、 そ の 状 況 は 、 法 学 の 古 典 期

が は じ ま っ て 、 多 く の 著 作 が 生 ま れ て く る 関 係 で 、 か な り 明 瞭 に な っ て く

る 。 そ れ で も 、 こ れ ら の 著 作 は 、1000年 以 上 の 長 年.月 を へ て 、 書 記 ・註

釈 学 者 ・読 者 ・編 纂 者 な ど の 手 を 通 じ て 、 間 接 的 に 、 し か も 不 完 全 な か た

ち で し か 私 た ち に 伝 え ら れ て い な い の で(よ み が え っ た 古 代 都 市 ポ ン ペ ー

イ イ ー の 出 土 品 は 、 こ れ と は ま っ た く 対 照 的 に 、 見 事 な ま で に 生 々 と し た

伝 わ り か た を し て い る が)、 こ れ ら の 認 識 資 料 を そ の ま ま う け い れ て 、 ロ ー

マ 法 の 実 体 と す る こ と が で き な い の は 、 当 然 で あ る 。

と こ ろ で 、 古 代 の 法 資 料 と し て 圧 倒 的 に 信 頼 度 の 高 い 『ユ ー ス テ ィ ー ニ

ア ー ヌ ス 法 典 』 は 、 も ち ろ ん 、 た ん に 歴 史 的 な モ ニ ュ メ ン ト と し て で は な

く て 、 現 行 の 法 規 と し て 編 纂 さ れ た も の で あ る(も っ と も 、 こ の 法 典 が そ

の ま ま 適 用 さ れ た の は 首 都 お よ び 大 都 市 の 裁 判 所 ぐ ら い に か ぎ ら れ て い た

と も 推 測 さ れ て い る)。 し か し 、 そ の 素 材 は 、 『学 説 彙 纂 』 に と く に 顕 著 に
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示 さ れ て い る よ う に(『 法 学 提 要 』 に つ い て も 、 ほ ぼ 同 様 で あ る)、 数 世 紀

も 以 前 の 古 典 期 に 求 め ら れ て い る 。 こ こ で 、 こ の よ う な 時 代 的 ・時 間 的 な

隔 た り が 介 在 し て い た こ と の ほ か に 、 地 域 的 な 相 違 が あ る こ と も 、 注 目 さ

れ な け れ ば な ら な い 。 つ ま り 、 古 典 期 の 法 は 、 も ち ろ ん 、 イ タ リ ア を 中 核

と す る ラ テ ン 世 界 に 属 す る 最 盛 期 の ロ ー マ 帝 国 の 法 で あ る が 、 ユ ー ス テ ィ

ー ニ ア ー ヌ ス は ギ リ シ ア 世 界 に 属 す る 東 ロ ー マ 帝 国 に そ の ロ ー マ 法 を 大 幅

に 導 入 し よ う と し た か ら で あ る 。 そ こ で 、 こ の よ う な 二 重 の ギ ャ ッ プ か ら

生 ず る 矛 盾 を 解 消 す る た め に 、 彼 は 、 法 文 自 体 に 内 在 す る 重 複 ・抵 触 を 避

け る だ け で は な く 、 彼 自 身 の 時 代 の 要 求 や 制 度 に 合 致 し な い 過 去 の 勅 法 や

学 説 命 題 に 対 し て 、 挿 入 ・削 除 ・変 更 を 自 由 に 加 え て も よ い 、 と い う 重 大

な 権 限 を 編 纂 委 員 に 与 え た 。 こ の 修 正 ・加 筆 は 「イ ン テ ル ポ ラ ー テ ィ オ ー 」

(interpolatio)と 名 づ け ら れ る(編 纂 の 中 心 人 物 で あ っ た ト リ ボ ニ ア ー ヌ

ス に ち な ん で 「ト リ ボ ニ ア ー ヌ ス の 挿 入 語 」(emblemataTriboniani)と

も 呼 ば れ る)。 私 た ち は 、こ の よ う な 作 業 が か な ら ず し も 完 壁 に は な さ れ ず 、

古 い も の が そ の ま ま 残 存 し て し ま っ て い る こ と を 手 が か り と し て 、 ユ ー ス

テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス の 法 を 歴 史 的 に 分 析 し 、 そ こ か ら 、 長 い 、 ロ ー マ 法 の か

つ て の 歴 史 を 推 測 す る こ と が で き る 。 こ の イ ン テ ル ポ ラ ー テ ィ オ ー が そ の

当 時 ど の 程 度 に く わ え ら れ た の か を 研 究 す る こ と は 、 す で に16世 紀 の 復

古 学 派 が 先 駆 的 に と り あ げ て い た テ ー マ で あ っ た が 、 そ の 後 と く に19

世 紀 以 後 、 比 較 言 語 学 の 発 達 や 、 新 し い 発 見(た と え ば 、 ガ ー イ ウ ス

の 『法 学 提 要 』 の 写 本 の 発 見)な ど を 通 じ て 、 原 資 料 に 比 較 的 近 い も の と

後 代 に お い て 手 が く わ え ら れ た も の と の 比 較 対 照 が 可 能 に な っ た た め も あ

っ て 、 ふ た た び 盛 ん に な っ た 。 こ の ほ か に 、 立 法 過 程 に お け る 法 資 料 の 参

照 、 歴 史 的 事 実 と の 矛 盾 ・同 一 学 者 の 章 句 問 の 矛 盾 ・論 理 的 矛 盾 な ど の 指

摘 、 用 語 ・文 体 の 差 異 や 特 有 の 用 語 法 の 検 討 、 法 文 内 容 の 分 析 や そ こ に 示

さ れ る 傾 向 の 認 識 、 な ど の 手 法 が そ の さ い に 利 用 さ れ る 。 現 在 で は 、 さ ら

に 進 ん で 、6世 紀 よ り 前 の 長 い 時 代 に ど の よ う に 手 が く わ え ら れ た か を 探

る 研 究(い わ ゆ る 「テ キ ス トの 諸 段 階 の 探 究 」)も 行 な わ れ る よ う に な っ た 。

ロ ー マ 法 が 、 近 代 の 法 典 を 生 み 出 す 母 胎 と し て の 役 割 を 失 な っ て し ま い 、

歴 史 的 産 物 と し て の 側 面 を 強 め る よ う に な っ て か ら は 、 こ の 研 究 方 向 は 、

現 代 ロ ー マ 法 学 の 中 心 的 課 題 と な っ て い る 。 し か し 、 イ ン テ ル ポ ラ ー テ ィ

オ ー は 、 決 し て ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス 法 典 の 編 纂 委 員 の 手 で 一 挙 に 行 な

わ れ た わ け で は な く 、 そ れ ま で の 長 い 過 程 に お い て 、 場 合 に よ っ て は 何 重

に も 行 な わ れ て い た も の と も 推 測 さ れ る の で 、 実 際 に は 、 こ の イ ン テ ル ポ

ラ ー テ ィ オ ー か ら 過 去 の あ り か た を 逆 推 す る 方 法 に は 困 難 が 多 く 、 こ の 研

究 方 法 に も 、 や は り 限 界 が あ る も の と 考 え な け れ ば な ら な い 。

第 二 章 本 論 歴 史 的 展 開
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は じ め に

(1)ヨ ー ロ ッ パ 文 化 の 根 幹 と な る の は 、 ギ リ シ ア ・ ロ ー マ の 古 典 古 代 文

化 と キ リ ス ト教 で あ る と さ れ て い る(あ る い は 、 ロ ー マ 法 ・ ロ ー マ 法 学 を

こ れ に 加 え る こ と も 、 許 さ れ る か も し れ な い)。 と り わ け 、 ロ ー マ は 、 独 特

の 民 族 性 を も っ て い た た め に 、 先 進 的 な ギ リ シ ア 文 化 を 全 面 的 に う け い れ

る こ と に は な ら な か っ た が 、 ロ ー マ が 、 征 服 し た 西 ヨ ー ロ ッ パ 各 地 に 、 部

分 的 に 継 承 し た ギ リ シ ア 文 化 や 自 身 の ロ ー マ 文 化 を 広 め た 点 で 、 文 化 ・文

化 の 展 開 の 面 に お い て 貢 献 度 が 高 い 。 ま た 、 キ リ ス ト教 も 、 も し 、 ロ ー マ

帝 国 と い う 、 統 一 さ れ た 、 そ れ な り に 均 一 化 さ れ た 移 動 の 自 由 な 世 界 と 、

ギ リ シ ア 語 ・ ラ テ ン 語 と い う 共 通 語 と が な か っ た な ら ば 、 世 界 宗 教 と な る

こ と が で き な か っ た だ ろ う し 、 教 会 の よ う に す ぐ れ た 世 界 的 組 織 も 生 み だ

さ れ る こ と は で き な か っ た だ ろ う。 ま た 、 組 織 法 と し て の ロ ー マ 法 が 、 カ

ト リ ッ ク 教 会 が そ の 世 俗 的 な 国 家 シ ス テ ム を 構 築 す る さ い に 大 き な 貢 献 を

し た こ と も 、 特 筆 し て お か な け れ ば な ら な い 。

(2)(a)建 国 か ら 数 世 紀 を 経 過 し た 前5世 紀 中 ご ろ の ロ ー マ の 支 配 面 積

は わ ず か に200平 方 キ ロ で あ っ た と い う 。 こ れ は 東 京 都 の10分 の1に す

ぎ な い 。 そ れ が 、 紀 元 後2世 紀 に は 、 い わ ゆ る 「大 陸 」 部 分 の 西 ヨ ー ロ ッ

パ 全 体 、 イ ン グ ラ ン ド 、 ウ ェ ー ル ズ 、 ハ ン ガ リ ー 西 部 、 ユ ー ゴ ス ラ ヴ ィ ア 、

ル ー マ ニ ア 、 ブ ル ガ リ ア 、 ア ル バ ニ ア 、 ギ リ シ ア 、 旧 ソ ビ エ ト 領 の ア ゾ フ

海 周 辺 、 旧 ソ ビ エ ト領 カ フ カ ズ 南 部 、 モ ロ ッ コ 、 ア ル ジ ェ リ ア 北 部 、 チ ュ

ニ ジ ア 、 リ ビ ア 、 ア ラ ブ 連 合(エ ジ プ ト)、 トル コ 、 シ リ ア 、 イ ス ラ エ ル 、

レ バ ノ ン 、 ヨ ル ダ ン 、 イ ラ ク お よ び イ ラ ン の 一 部 な ど の 地 を 支 配 す る よ う

に な っ た が 、 こ れ は 、 た ん に 広 大 な 領 域 で あ る 、 と い う だ け で は な く 、 テ

ィ グ リ ス ・ユ ー フ ラ テ ス 両 河 沿 岸 地 方 や エ ジ プ ト の よ う な 、 オ リ エ ン ト 文

化 、 ま た ギ リ シ ア 文 化 を 生 み だ し た 文 化 的 先 進 地 帯 ま で が そ こ に 含 ま れ て

い る 、 と い う 点 が 重 要 で あ る 。

(b)つ ぎ に 、 ロ ー マ の 属 州 の 一 覧 表 を 示 す こ と に し た い 。

[属 州 一 覧]

241

238

227

198-197

146

146

129

121

シ キ リ ア

サ ル デ ィ ニ ア

コ ル シ カ

ヒ ス パ ー ニ ア

マ ケ ド ニ ア

ア ー フ リ カ

ア シ ア

ガ ッ リ ア ・ナ ル ボ ー ネ ー ン シ ス
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100 キ リ キ ア

81頃 ガ ッ リ ア ・キ サ ル ピ ー ナ

74 キ ュ ー レ ー ナ イ カ

64 ク レ ー タ

64 ビ ー ト ゥ ー ニ ア ・ ポ ン ト ゥ ス

63 シ リ ア

58 キ ュ プ ロ ス

30 エ ジ プ ト

27-25 ア カ ー イ ア

25 ガ ラ テ イ ア

15 ラ エ テ ィ ア ・ ノ ー リ ク ム B.C.

6 ユ ダ ヤ ・モ エ シ ア AD.

9 イ ー ッ リ ュ リ ク ム

10 パ ン ノ ニ ア

17 カ ッ パ ド キ ア ・ コ ン マ ー ゲ ー ネ ー

40 マ ウ リ タ ニ ア

43-44 ブ リ タ ン ニ ア

43 リ ュ キ ア ・ パ ン ピ ュ ー リ ア

46 ト ラ ー キ ア

90 ゲ ル マ ー ニ ア

106 ダ ー キ ア ・ア ラ ビ ア

114-117 ア ル メ ニ ア

115-7 ア ッ シ リ ア ・ メ ソ ポ タ ミ ア

*属 州 設 置 の 年 に つ い て は 、 か な ら ず し も 見 解 の 一 致 は 見 ら れ な い 。

(c)伝 説 に よ れ ば 前8世 紀 に 建 国 さ れ た ロ ー マ が 、 西 ロ ー マ 帝 国 に つ い

て は476年 、 東 ロ ー マ 帝 国 に つ い て は1453年 ま で の 長 期 間 に わ た っ て 、

ど の よ う に し て 支 配 を 継 続 す る こ と が で き た の で あ ろ う か?

(d)ア テ ー ナ イ や ス パ ル タ と 同 じ よ う に 都 市 国 家 に す ぎ な か っ た ロ ー マ

が 、 そ の 、 硬 く 狭 い 機 構 を 温 存 し た ま ま で 、 ど う し て 地 中 海 を 「わ れ ら の

海 」 に か え る よ う な 広 大 な 領 域 を も つ 国 家 体 制 を 構 築 す る こ と が で き た の

で あ ろ う か?

(e)ロ ー マ に お い て は 、 「武 器 」 と 「法 」 は 車 の 両 輪 で あ っ た と 言 わ れ

て い る が 、 ロ ー マ 法(公 法 お よ び 私 法)は 、 こ の ロ ー マ の 発 展 に ど の よ う

な 役 割 を 演 じ た の だ ろ う か?

以 上 の よ う な 問 題 設 定 に 対 し て ひ と と お り の 解 答 を 筆 者 な り に 試 み よ う

と す る の が 、 こ の 「法 史 概 説 」 部 門 を 設 定 す る 筆 者 の 試 み の 目 的 で あ る 。

G-10



(3)と こ ろ で 、 ロ ー マ 法 の 発 展 の 流 れ を 時 代 的 に 区 分 す る や り か た

王
は 、 基 準 を な に に 求 め る か に よ っ て 、 そ れ ぞ れ 異 な る 。 一 つ は 、 政 体

を 基 準 に し た 方 法 で 、 王 政 、 共 和 政 、 帝 政(元 首 政 と 専 主 政 に 細 分 す

る こ と が 可 能 で あ る)に つ い て そ れ ぞ れ 考 察 を く わ え る 方 法 で あ る が 、 し

か し 、 法 の 発 展 と こ の 政 体 の 変 化 と は か な ら ず し も 相 応 し て い な い の で 、

法 的 な 展 開 と い う テ ー マ を め ぐ っ て 、 固 有 の 区 分 の し か た を と る 必 要 が 生

じ て く る 。 こ れ に は 、5分 説 、4分 説 、3分 説 、2分 説 が あ る 。 ① ま ず 、5

分 説 は 、 「推 測 の 時 代 」 「12表 法 制 定(前450年 ご ろ)か ら 共 和 政 の

終 わ り(前27年 ま で 」 「帝 政 時 代 の 当 初 の 数 世 紀 」 「古 典 期(3

世 紀 中 ご ろ ま で)」 「ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス 時 代(565年 ま で)」 に

分 け る 。 ②4分 説 は 、 「貴 族 政 一 古 拙 法(前367年 ま で)」 「共 和 政 一

古 典 法 前 の 法(前27年 ま で)」 「元 首 政 一 古 典 法(284年 ま で)」

「専 主 政=古 典 法 後 の 法 」 に 分 け る 。 ③3分 説 は 、 「農 耕 時 代=初 期 の 時 代

=古 代 法=古 代 」 を 第 一 期 と し(期 末 の 区 切 り か た に は 、 前286年 説 と 前

202年 説 と 前2世 紀 中 葉 説 と が あ る)、 「帝 国 主 義 と 世 界 支 配 の 時 代=大 国

家 ・世 界 国 家 の 法 一 古 典 法 一 古 典 期 」 を 第 二 期 と し(期 末 の 区 切 り か た に

は 、284年 説 と235年 説 と が あ る)、 そ れ 以 後 を 「崩 壊 の 時 代 一 後 期 の 時

代=中 間 期 ・法 典 編 纂 時 代=ギ リ シ ア 的 ・東 方 的 な 法 へ の 変 遷 の 時 代 」 と

す る 。 ④2分 説 に は 、 さ き の3分 説 に お い て 古 代 法 時 代 と 古 典 法 時 代 と さ

れ る 第 一 期 と 第 二 期 を あ わ せ て 「ロ ー マ 法 の 時 代 」 と し 、 第 三 期 を 「ロ ー

マ 法 の ギ リ シ ア 化 ・東 方 化 の 時 代 」 と す る も の と 、 さ き の3分 説 に お け る

第 一 期 を 「古 代(固 有 の 都 市 国 家 の 法 の 時 代)」 と し 、 そ れ 以 後 を 「古 典 時

代(世 界 法 へ の 進 化 の 時 代 、235年 を 境 に し て 前 期 と 後 期 に 細 分 さ れ る)」

と す る も の が 対 立 し て い る 。 本 編 で は 、 さ ま ざ ま な 考 慮 か ら 、3分 説 の 方

式 に し た が っ て 叙 述 を 進 め る こ と に す る 。第 一 期 は 、「興 隆 の 時 代 」と し て 、

第 一 ポ エ ニ ー 戦 争 の 開 始(前264年)ま で を 、 第 二 期 は 、 「世 界 支 配 の 時

代 」 と し て 、 デ ィ オ ク レ ー テ ィ ア ー ヌ ス の 即 位(後284年)ま で を 、 第 三

期 は 「衰 退 の 時 代 」 と し て 、 ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス の 死(565年 一 一 束 ロ

ー マ 帝 国 は こ の あ と 、 実 に1453年 ま で 存 続 す る)ま で を 、 そ れ ぞ れ 含 む

も の と す る 区 分 法 を と っ た 。 各 パ ー ト の タ イ トル の な か に 、 本 編 の 各 パ ー

トに 〈1>と あ る の は 、記 述 が さ き の 第 一 期 に 関 係 す る こ と を 示 し て い る 。

〈II>に つ い て も 、 〈皿 〉 に つ い て も 、 扱 い は 同 様 で あ る 。 〈A>か ら 〈H>

ま で は 、 目 次 に 示 さ れ て い る よ う に 、 各 時 期 の テ ー マ 別 解 説 の 部 門 で あ る

こ と を 示 す 。 つ ぎ に 、 筆 者 の 三 期 区 分 法 に よ る 時 代 の 区 切 り か た を あ ら た

め て 示 し て お こ う。

(1)第 一 期 興 隆 の 時 代(前6世 紀 ～ 前3世 紀 中 ご ろ)

(H)第 二 期 世 界 支 配 の 時 代(前3世 紀 中 ご ろ ～ 後3世 紀 末)
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(皿)第 三 期 衰 退 の 時 代(後3世 紀 末 ～ 後6世 紀 中 ご ろ)

A(軍 制)1(第 一 期(AH(第 二 期)、A皿(第 三 期)の 分 も 含 む))

都 市 国 家 ロ ー マ ・世 界 帝 国 ロ ー マ を 根 幹 か ら 実 質 的 に 支 え た の は 、 ロ ー

マ の 軍 事 的 能 力 ・才 能 で あ る 。 国 家 は ま ず 実 力 軍 事 力 を も た な け れ

ば な ら な い 。 こ れ は ホ ン ネ の 世 界 の 掟 で あ る 。 あ る ロ ー マ の 歴 史 家 の 伝 え

る と こ ろ に よ れ ば 、 建 国 か ら824年 間 に(つ ま り 、 前 八 世 紀 こ ろ か ら 、 ロ

ー マ の 最 盛 期 で あ る 後 一 世 紀 の 後 半 ま で の 時 期 に) 、 実 に320回 も の 、 戦

勝 を 祝 う 凱 施 式 が ロ ー マ で と り 行 な わ れ た 、と の こ と で あ る 。数 年 に 一 回 、

ど こ か で 大 き な 軍 事 的 勝 利 が え ら れ て い る 、 な ど と い う の は 、 ふ つ う の こ

と で は な い 。 そ れ で は 、 ま ず 、 国 の あ り か た に か ん し て も っ と も 基 本 的 で

重 要 な 要 素 で あ る 軍 制 に か ん し て 概 観 す る こ と か ら は じ め よ う。ロ ー マ は 、

世 界 第 一 級 の 「法 の 国 」 で あ る と 同 時 に 、 世 界 第 一 級 の 「戦 争 ・軍 事 ・軍

隊 の 国 」 な の で あ る 。

@〔 ロ ー マ 軍 の 構 成 〕

(1)前6世 紀 は じ め に は 騎 乗 重 装 兵 が 戦 闘 の 中 心 で あ っ た が 、 前500

年 ご ろ に は 、 ギ リ シ ア で 見 ら れ た よ う に 、 重 装 歩 兵 に よ る 密 集 隊(ギ リ シ

ア で 「フ ァ ラ ン ク ス 」と よ ば れ た も の)に よ る 集 団 的 戦 闘 法 が 主 流 と な り 、

そ の 部 隊 が 軍 の 中 核 と な っ て 、 騎 兵 は わ き 役 に お い や ら れ る 。 元 来 は 自 費

で 武 装 し て い た 各 兵 士 に は 、 伝 承 に よ れ ば 前406年 の ウ ェ ー イ イ

ー 攻 略 戦 の と き 以 来 、 給 料 の よ う な も の が 与 え ら れ 、 そ れ に よ っ て 国 費 で

武 装 で き る よ う に も な っ た と さ れ る が 、 し か し 、 兵 士 は 基 本 的 に は 武 器 自

弁 で あ る 。 一 定 額 以 上 の 財 産 を も つ 者(成 年 男 子)は す べ て 兵 役 の 義 務 を

負 う。

(2)そ の 額 で あ る11,000ア ー ス(約15万 円:対 応 す る 円 の 額 は 時 代 に

よ っ て 大 き く 異 な る)未 満 の 財 産 し か も た な い 者 は 、 「プ ロ ー レ ー タ ー リ イ

ー 」 で あ り 、 兵 役 か ら 除 外 さ れ て い た が 、 し か し 、 前214年 こ ろ に そ の 基

準 額 は 、半 額 以 下 の4,000ア ー ス へ と ひ き さ げ ら れ て 、兵 員 数 が 拡 充 さ れ 、

の ち 、 前2世 紀 に は 、 そ の 基 準 額 は1,500ア ー ス に ま で 低 下 し た 。 市 民 兵

の 主 力 を 構 成 す る 中 小 農 民 が 没 落 し て 無 産 市 民 と な り 、 兵 役 を は ず れ て し

ま っ た 関 係 で 、 基 準 を 下 げ て で も 十 分 な 兵 員 数 を 確 保 す る 必 要 が 生 じ て き

た た め で あ る 。

(3)ど こ の 国 に お い て も そ う で あ ろ う が 、 ロ ー マ で も 、 も と も と 、17

歳 以 上 の 男 子 市 民 か ら な る 、 義 務 制 の 民 兵(市 民 軍)集 団 が 、 軍 隊 で あ っ

た 。 し か し 、 戦 争 と い う も の が 変 質 し た(た と え ば 、 ロ ー マ か ら 遠 く は な

れ た 地 域 で 、 数 年 に わ た っ て 戦 争 が く り ひ ろ げ ら れ る)こ と も あ っ て 、 前

167年 に 、 執 政 官 の マ リ ウ ス の 改 革 に よ り 、 通 常 の か た ち で は 兵 役 に つ け
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な い プ ロ ー レ ー タ ー リ イ ー(「 子 供 の ほ か に は 財 産 を も た な い 人 」 の 意 味)

の 層 の 志 願 兵 が ロ ー マ 軍 の 中 核 の 一 部 と な り は じ め る よ う に 変 わ っ て い く 。

彼 ら は 、 除 隊 後 に は 、 ボ ス で あ る 将 軍 の 力 そ え に よ り 、 法 律 の 制 定 を 通 じ

て 、 戦 勝 に よ り あ ら た に 獲 得 さ れ た 土 地 を 分 与 さ れ る こ と が 多 か っ た 。 こ

の よ う な 軍 事 的 ク リ エ ン テ ー ラ(被 護 関 係)は 、 選 挙 の さ い に は そ の 将 軍

の 票 田 と し て 、 ま た 、 内 乱 の さ い に は そ の 私 兵 と し て 、 そ れ ぞ れ 重 要 な 役

割 を 演 ず る 。 こ の よ う に し て 共 和 政 末 期 に は 、 旧 来 の 厳 格 な 民 兵 制 は 大 き

く く ず れ て し ま う。

(4)ロ ー マ に 征 服 さ れ た り 、 そ れ と 軍 事 同 盟 を 結 ぶ こ と を し い ら れ た り

し た 都 市(国 家)は 、 軍 事 ・外 交 の 権 利 を ロ ー マ に 握 ら れ(そ の 他 の 分 野

で は 自 治 も 認 め ら れ て い た)、 同 盟 軍 の 部 隊 を 編 成 し て ロ ー マ の 行 な う 戦 争

に 参 加 さ せ ら れ る こ と に な っ た 。 そ の 兵 士 の 数 は ロ ー マ 軍 の 兵 士 の 数 と ほ

ぼ 同 じ で あ る 。 前90年 の イ タ リ ア 同 盟 市 戦 争 を 通 じ て 、 パ ー ト ナ ー で あ

る ロ ー マ に 対 し て 戦 い を い ど ん だ 多 数 の 同 盟 市 の 市 民 は 、 ロ ー マ 側 の 大 譲

歩 に よ り 、 和 平 の 成 果 と し て ロ ー マ 市 民 に 昇 格 す る こ と が 認 め ら れ た た め

に 、 こ の ジ ャ ン ル の 巨 大 な ス ケ ー ル の 、 い わ ば 外 部 の 軍 隊 は 、 発 展 的 に 解

消 す る 。

(5)共 和 政 時 代 に 、 パ ト ロ ン(保 護 者 ・庇 護 者)で あ る ロ ー マ の 将 軍 と

個 人 的 に 関 係 を も つ グ ル ー プ(外 地 の 王 や 貴 族)が 好 意 的 に 提 供 し た 軍 隊

の 存 在 も 無 視 で き な い 。 特 殊 な 武 器 や 戦 術 に 熟 練 し た 民 族 も 多 い の で 、 彼

ら は 貴 重 な 戦 力 で あ っ た 。

⑮ 〔戦 法 〕

(1)中 隊 戦 闘 中 心 の 時 代(前4世 紀 後 半 以 後 に 、 そ れ ま で の 密 集 隊 形 か

ら こ の 中 隊 隊 形 へ と 移 行 す る)

(2)大 隊 戦 闘 中 心 の 時 代(共 和 政 末 期 頃 か ら)

◎ 〔軍 隊 構 成 の 変 化 〕

騎 兵 中 心 の 戦 闘 方 式 が 共 和 政 に 入 っ て す た れ 、 重 装 歩 兵 が 戦 闘 の 中 核 と

な っ た と き に は 、 騎 兵 は 兵 士 全 体 の10分 の1か12分 の1に す ぎ な か っ

た が 、 し か し 、 専 主 政 時 代 に は い る と 、 遠 隔 地 で の 他 民 族 と の 戦 争 へ の 対

応 か ら 、 ふ た た び 騎 兵 の 重 要 性 が 高 ま り 、 最 終 的 に は 、 騎 兵 は 全 体 の3分

の1を 占 め る ま で に な っ た 。 さ ら に 、 ロ ー マ 市 民 の 、 兵 士 全 体 に 占 め る 割

合 も 低 下 し は じ め 、4世 紀 末 に は 蛮 族 ・外 人 か ら な る 、 い わ ば ア ウ トサ イ

ダ ー の 部 隊 は 、 実 に 国 民(市 民)軍 の3倍 に も な っ て い る 。

⑥ 〔兵 士 の 地 位 〕

将 校 職 業 軍 人 で は な い 。 元 老 院 階 層 出 身 者 と 騎 士 階 層 出 身 者 と か ら

な る 。 こ の 将 校 の 地 位 は 、 政 治 家 と し て の 高 級 政 務 官 の 出 世 コ ー ス に の る

た め の 一 つ の 段 階 で あ る こ と が 多 い 。 司 令 官 の 任 期 は1～2年 が 原 則 で あ
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る が 、 カ エ サ ル は 、 特 別 の 法 措 置 を ベ ー ス と し て 、9年 間 も ガ ッ リ ア(現

在 の フ ラ ン ス な ど)で 転 戦 し て い る 。

兵 卒 最 終 的 に は 職 業 軍 人 制 が と ら れ る が 、 元 来 は 、 兵 士 は ふ つ う の

市 民 で あ る 。 小 隊 長 ま で は 平 民 出 身 者 で 占 め ら れ る 。 給 料 の ほ か に 、 戦 利

品 、 略 奪 物 、 将 軍 か ら の ボ ー ナ ス が 与 え ら れ 、 ま た 、 外 人 な ら 、 除 隊 の さ

い 、 ロ ー マ 市 民 権 を 付 与 し て も ら え る 。 近 衛 兵16年 、 軍 団 兵20年 が そ の

勤 務 年 限 で あ る 。

◎ 〔指 揮 系 統 〕

(1)共 和 政 の も と で は 、 執 政 官 や 前 政 務 官 、 あ る い は 命 令 権(イ ン ペ リ

ウ ム)保 持 者 が 全 軍 団 の 司 令 官 で あ り(し た が っ て 、 現 場 で 軍 を あ や つ る

能 力 に は 人 に よ っ て か な り ば ら つ き が あ る)、 こ の 者 を 、経 験 を も っ た 数 名

の 副 将(legatus)が 補 佐 し た 。 政 務 官 の1人 で あ る 財 務 官(ク ア エ ス ト

ル)も 、 司 令 部 に あ っ て 、 司 令 官 を 助 け る 。 各 軍 団 に は6名 ず つ 軍 団 づ き

将 校(tribunusmilitum)が お か れ 、2名 ず つ 交 代 で 指 揮 を と る 。 帝 政 時

代 に は 、皇 帝 の 軍 事 上 の 側 近 と し て2名 の 近 衛 長 官(praefectuspraetorio)

が お か れ る(こ れ は 騎 士 階 層 出 身 者 の 最 高 ポ ス トで あ っ て 、 法 律 顧 問 の 役

割 も か ね て い る た め に 、 パ ピ ニ ア ー ヌ ス 、 ウ ル ピ ア ー ヌ ス 、 パ ウ ル ス な ど

の 有 力 法 学 者 が こ の 地 位 に つ い た)。 こ の ポ ス ト を 経 て 皇 帝 と な っ た 者 も い

る 。

と こ ろ で 、 軍 人 の 任 務 の 一 つ に 、 元 首(皇 帝)の 身 辺 を 警 固 す る こ と が

あ り 、 そ の ポ ス ト を し め る 親 衛 隊 の ボ ス が 、 第 三 代 元 首(皇 帝)の カ リ グ

ラ を 宮 中 で 暗 殺 し た こ と が ス タ ー ト と な っ て 、 そ の 後 、 彼 ら は 、 政 治 を 動

か し た り 、 変 え た りす る 重 要 な 役 割 を 演 ず る こ と に な る 。 地 方 の 大 軍 団 の

ボ ス に く ら べ る と 、 役 者 の 格 は け た ち が い に 低 い が 、 元 首(皇 帝)の 生 死

を 手 中 に に ぎ っ て い る 強 味 は あ る 。 ど こ の 国 、 ど こ の 時 代 に お い て も 、 宮

廷 の な か で の 身 内 の 暗 殺(毒 殺 が 多 い)が ま ん え ん し て い る 以 上 、 彼 ら の

所 業 だ け が 非 難 さ れ る の は い き す ぎ で あ ろ う。 ロ ー マ も 暗 殺 大 国 だ っ た の

で あ る 。

① 〔軍 団 数 の 変 遷 〕

前 三 世 紀 の 第 ニ ポ エ ニ ー 戦 争 の と き に は 、二 〇 か ら ～ 二 五 の 数 の 軍 団(五

〇 〇 〇 名 程 度 の 編 成)が 存 在 し た 。 そ の ほ か に 、 同 じ く ら い の 数 の 兵 士 が

同 盟 市 な ど か ら 徴 募 さ れ る(前 一 世 紀 に は 、 同 盟 市 市 民 か ら な る 軍 隊 は 、

そ の 市 民 へ の ロ ー マ 市 民 権 の 一 括 付 与 に よ っ て 、制 度 上 は 消 滅 す る)。 こ れ

以 外 に 、 ほ ぼ 同 数 の 補 助 軍 が 配 備 さ れ る 。 こ れ に は 、 騎 兵 大 隊(ア ー ラ)

と 歩 兵 大 隊(コ ホ ル ス)が あ る 。

⑧ 〔軍 の 種 別 〕

陸 軍 が 圧 倒 的 で 、 海 軍 は 独 立 の 組 織 と し て は 存 在 し な い(被 解 放 奴 隷 や
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奴 隷 が 船 団 を 組 織 し た)。

⑪ 〔デ ィ オ ク レ ー テ ィ ア ー ヌ ス 帝 の 改 革 〕(284年 以 後)

蛮 族 外 人 部 隊 は 、 新 設 の2つ の 組 織 の な か に 大 量 に 採 用 さ れ る 。

① 〔コ ー ン ス タ ン テ ィ ー ヌ ス 帝 の 改 革 〕(324年 以 後)

辺 境 屯 田 軍 か ら 精 鋭 を 抜 擢 し て 、 こ れ を 野 戦 機 動 軍 へ 移 し 、 帝 都 防 衛 軍

に は 全 員 騎 兵 か ら な る 親 衛 隊(5部 隊)を く わ え 、 こ れ ま で 軍 事 最 高 権 を

掌 握 し て い た 近 衛 長 官 を 文 官 に 格 下 げ し て 、 軍 務 長 官 の も と に 歩 兵 長 官 と

騎 兵 長 官 を 並 置 し た 。

BI戦 争(BII、B皿 も 含 む)

(1)ロ ー マ と い う 国 を と り ま く 政 治 ・軍 事 の 状 況 が い か に 厳 し い も の で

あ っ た か は 、 以 下 の 戦 争 の 記 録 を 見 て み れ ば 、 明 ら か で あ ろ う 。50キ ロ 四

方 の ラ テ ィ ウ ム 平 原 の な か の 、60メ ー トル 程 度 の 小 高 い 丘 に 展 開 し て い た

ロ ー マ は 、 た し か に 、 近 隣 の 同 系 の 共 同 体 の な か で は 大 き な 支 配 域 を 誇 っ

て い た が 、 そ れ で も 、 地 形 上 守 り に は ふ む き で あ っ た の で 、 ロ ー マ 人 は 、

本 能 的 に 、 つ ね に 外 部 へ 勢 力 を 拡 大 し 、 支 配 圏 を 広 げ る こ と に よ り 、 外 圧

を 弱 め て 身 を 守 る よ う に な っ て い っ た 。 以 下 に 、 戦 争 と そ れ 以 外 の 事 象 と

を 組 み 合 わ せ る か た ち で 、そ の 概 要 を 示 す こ と に し よ う 。① 以 下 の 数 字 は 、

本 格 的 な 戦 争 に 関 係 す る 出 来 事 を ピ ッ ク ア ッ プ し て と く に 示 す 項 目 に 関 係

す る 。

① 伝 統 的 な 王 政 時 代 後 代 の 歴 史 家 に よ れ ば 、 ト ゥ ッ ル ス ・ホ ス テ ィ

ー リ ウ ス 王 に よ る 対 ア ル バ 戦 争
、 ア ン ク ス ・マ ー ル キ ウ ス 王 に よ る 対

ポ リ ト リ ウ ム 、 テ レ ナ エ 、 フ ィ ー カ ナ 戦 争 、 タ ル ク ィ ニ ウ ス ・ プ リ ー

ス ク ス に よ る 対 ア ピ オ ラ エ 、 コ ラ ー テ ィ ア 、 コ ル ニ ク ル ム 、 フ ィ ー ク

レ ア 、 カ メ リ ア 、 ク ル ス ト ゥ メ リ ウ ム 、 ア メ リ オ ラ 戦 争 、 タ ル ク ィ ニ

ウ ス ・ス ペ ル ブ ス に よ る 対 ガ ビ イ ー 戦 争 が そ れ ぞ れ 遂 行 さ れ た こ と に

な っ て い る が 、 す べ て が 真 実 を 伝 え る も の で は な い と し て も 、 二 〇 〇

年 ほ ど の あ い だ に 数 次 に わ た る 戦 争 が あ っ た こ と は 確 実 で あ る 。 ロ ー

マ に 入 っ て き た 外 来 王 権 で あ る 、 タ ル ク ィ ニ ウ ス 氏 族 の 政 権 下 に お い

て 、 ア ル バ ・ロ ン ガ(ロ ー マ の 南 方 の 丘 陵 地 帯 に あ る 町)に か わ っ て 、

ロ ー マ が ラ テ ィ ウ ム ー 帯 の 支 配 権 を 握 っ た ら し い 。 こ の 点 に つ い て は

異 論 が 多 い 。 一 般 に 、 か な り 近 い 時 期 ま で 、 古 い 時 代 の こ と を 伝 え る

ロ ー マ の 資 料 の 信 頼 性 は 低 く 見 つ も ら れ て い た が 、 し か し 、 最 近 の 考

古 学 的 発 掘 の 成 果 を 通 し て 、 伝 承 に ひ と ま ず し た が っ て ロ ー マ 初 期 史

を 再 構 成 し よ う 、 と い う 試 み が 支 配 的 に な り つ つ あ る 。 本 部 門 で は そ

れ を 大 幅 に 反 映 し た 記 述 が な さ れ て い る 。 こ の こ と は 、 あ の ナ チ ス の

「ユ ダ ヤ 人 狩 り 」 に ち な ん で 「イ ン テ ル ポ ラ ー テ ィ オ ー 狩 り 」 と 名 づ け
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ら れ た 、 か た よ っ た 研 究 傾 向 に 示 さ れ て い る よ う な 、 ロ ー マ 法 源 へ の

全 般 的 不 信 の 念 が よ う や く 解 け 、 伝 え ら れ て き た ロ ー マ 法 法 源 そ れ 自

体 の 純 粋 性 を 見 直 そ う 、 と す る ロ ー マ 法 学 界 の 動 き と も 深 い と こ ろ で

符 合 し て い る 。

②509B.C.外 来 の エ ト ル ー リ ア 系 の 王 タ ル ク ィ ニ ウ ス ・ス ペ ル ブ ス は

王 宮 内 の ク ー ・デ タ ー に よ っ て 追 放 さ れ 、 王 の 親 族 が 国 の 支 配 権 を 握

る 。 そ の あ と 、王 族 と は 無 縁 の 有 力 氏 族 が 勢 力 を え て 、前507年 に は 、

王 に か わ る も の と し て の プ ラ エ トル(の ち の 執 政 官 に 相 当 す る ほ ど の

重 要 ポ ス ト)の 支 配 体 制 が し か れ る(伝 承 に よ れ ば 、 こ の 前509年 に

共 和 政 が 成 立 し た こ と に な っ て い る)。

505エ トル ー リ ア 王(ク ル ー シ ウ ム 王)ポ ル セ ー ン ナ は ふ た た び ロ

ー マ を エ トル ー ス キ ー の 勢 力 下 に お き 、 王 政 が 復 活 し た(509年 か ら

505年 に か け て の 史 実 の 扱 い に つ い て も 、 異 論 は 多 い)。

③504彼 は 、 ラ テ ィ ウ ム の 連 合 軍 に ア リ ー キ ア で 敗 れ 、 や む を え ず 、

ロ ー マ お よ び ラ テ ィ ウ ム の 支 配 を 貫 徹 す る こ と を 断 念 し て 、 こ れ ら と

同 盟 す る 策 を と る よ う に な る 。 そ し て 、503年 以 降 に は 、 ロ ー マ 共 和

政 の 政 務 官 が 選 出 さ れ は じ め る 。 な お 、 戦 争 と は 無 関 係 な こ と で あ る

が 、 こ の こ ろ に 、 ロ ー マ の 戦 力 増 強 に と っ て 重 要 な 事 件 が 生 じ た 。 ロ

ー マ 人 の 旧 敵 で あ る サ ビ ー ニ ー 人 の ア ッ ト ゥ ス ・ ク ラ ウ ス ス ー 族 が 、

5000人(こ れ は 誇 張 で あ ろ う)も の 被 護 民 を ひ き つ れ て ロ ー マ の 傘

下 に 入 っ た こ と が そ れ で あ る 。 こ の と き 、 ク ラ ウ ス ス の 家 は 、 ロ ー マ

貴 族 の 処 遇 を う け た の で あ る が 、こ の 家 は 、そ れ か ら 六 〇 〇 年 後 に は 、

ロ ー マ 皇 帝(元 首)を 出 す ほ ど の 有 力 氏 族 と な っ た 。

④498～493第 一 次 ラ テ ン 人(同 盟 市)戦 争(強 敵 の エ ト ル ー ス キ ー

を 駆 逐 し た 、 ロ ー マ の 周 辺 に 位 置 す る ラ テ ン 諸 都 市 は 、 王 政 末 期 以 来

の ロ ー マ の 優 位 に 挑 戦 し て 、 戦 い を く わ だ て る)。

493一 講 和 条 約 と し て 、 カ ッ シ ウ ス の 条 約 が 結 ば れ る 。 こ れ に よ っ て 、

ラ テ ィ ウ ム に ち か い 山 間 部 に 住 む サ ビ ー ニ ー や 、 ウ ォ ル ス キ ー 、 ア エ

ク ィ ー の 、 人 口 増 に と も な う 南 進 攻 勢 に 共 同 し て 対 抗 す る た め に 、 事

実 上 ロ ー マ の 優 位 を 認 め た 攻 守 同 盟 で あ る ラ テ ン 同 盟 が 結 ば れ る こ と

に な っ た(も っ と も 、 こ の こ ろ ラ テ ィ ウ ム を 支 配 し て い た の は 、 ロ ー

マ で は な く 、 ト ゥ ー ス ク ル ム で あ り 、 は る か あ と の 前340年 代 に な い

っ て よ う や く ロ ー マ が 優 位 に 立 つ よ う に な っ た だ け で あ る 、 と す る 説

も あ る)。 同 盟 市 と 共 同 で ウ ォ ル ス キ ー 山 地 に2つ の 植 民 市 を 建 設 す

る 。 こ れ に よ り 、 ロ ー マ は 周 辺 の 地 域 を ひ と ま ず 自 身 の 勢 力 下 に お く

こ と に 成 功 し た 。

486ロ ー マ は 、そ の 東 の 方 面 に い た ヘ ル ニ キ ー と も 同 様 な 条 約 を 締
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約 す る 。 こ の 年 か ら 、 ロ ー マ の 北 東 方 面 に い た ア エ ク ィ ー と 、 南 北 に

い た ウ ォ ル ス キ ー と 、 数 年 に わ た っ て 戦 う 。

475エ トル ー ル ア の ウ ェ ー イ イ ー 市 の 軍 は 、ロ ー マ 市 外 の ヤ ー ニ ク

ル ム 丘 を 占 領 し 、 交 易 路(塩 の 道 ・穀 物 交 易 路)の 利 用 を 妨 害 す る 。

442ロ ー マ は 、そ の エ トル ー ス キ ー 都 市 の 南 に あ る ア ル デ ア を 奪 取

し 、 植 民 市 を 建 設 す る 。

431ア エ ク ィ ー 、 ウ ォ ル ス キ ー を 攻 撃 す る 。

425テ ィ ベ リ ス 川 上 流 の エ トル ー ス キ ー の 都 市 ・フ ィ ー デ ー ナ エ ー

を 占 領 し 、21番 目 の ト リ ブ ス(地 区)を 設 置 す る(こ れ に よ り 、 北 の

エ トル ー リ ア 方 面 へ の 攻 勢 の 第 一 歩 が ふ み だ さ れ る こ と と な っ た)。

400前 後 ラ ビ ー キ ー(418)、 キ ル ケ ー イ イ ー(395)、 ウ ィ テ ッ リ

ア(?)、 サ ト ゥ リ ク ム(385)の4植 民 市 を 建 設 す る 。 以 上 の 植 民 市

建 設 は 、 ラ テ ン 同 盟 や ヘ ル ニ キ ー と 共 同 で 遂 行 さ れ る 。

400頃 ア ル プ ス の 北 方 の 有 力 な 民 で あ る ガ ッ リ ア 人(ケ ル ト 人)

は 、 イ タ リ ア へ の 侵 入 を 開 始 し 、 土 着 の 先 進 的 な 勢 力 で あ る エ トル ー

ス キ ー を 駆 逐 し て 、 イ タ リ ア 北 部 の ボ ー 平 原 に 進 出 し て く る 。

⑤396フ ァ リ ー ス キ ー 族 の フ ァ レ リ イ ー と 連 合 し た 、エ ト ル ス キ ー 支

配 圏 の 最 南 端 に あ る 重 要 な 商 業 都 市 ウ ェ ー イ イ ー を 攻 略 す る 。 こ こ に

い た る ま で に は 、10年 以 上 に わ た る 、前 五 世 紀 最 大 の 戦 争 を く り ひ ろ

げ る こ と に な っ た 。 戦 勝 後 、 併 合 さ れ た 領 土 に4つ も の ト リ ブ ス が あ

ら た に 設 置 さ れ る 。 こ れ は 中 継 商 業 を 守 る た め の 行 動 で あ っ た が 、 い

ず れ に し て も 、 ロ ー マ が は じ め て 本 格 的 な か た ち で 外 部 に む か っ て 勢

力 を ひ ろ げ た 画 期 的 な 事 件 で あ る 。 ウ ェ ー イ イ ー 市 は 破 壊 さ れ 、 そ の

領 土 は ロ ー マ に 併 合 さ れ た 。 貴 族 だ け で な く 、 平 民 に も 土 地 が 分 配 さ

れ る 。 こ の こ と が 、 戦 勝 の 最 大 の 成 果 で あ り 、 ま た 開 戦 へ の 動 機 と も

な っ て い た も の で あ る 。 こ れ に よ り 、 ロ ー マ は そ の 領 土 を 一 挙 に 二 倍

に ひ ろ げ る こ と に な る 。 な お 、 ウ ェ ー イ イ ー 市 民 が す べ て 殺 さ れ た り 、

奴 隷 に な っ た り し た 、 と い う わ け で は な い 。

390ロ ー マ と 、5世 紀 こ ろ か ら 、 ア ル プ ス を こ え て 南 下 し は じ め て

い た 勇 猛 な ガ ッ リ ア 人(ケ ル ト人)と の 最 初 の 衝 突 が 生 ず る 。

⑥387ガ ッ リ ア 人(ケ ル ト人)が 、 会 戦 で 大 勝 利 を お さ め た あ と 、 ロ

ー マ 市 を 略 奪 す る 。 幸 運 に も 、 ガ ッ リ ア 人 は 七 カ 月 後 に ロ ー マ か ら 反

転 し 、 北 方 へ む か い 、 そ こ に 定 住 し た の で 、 ロ ー マ の 被 害 は 最 少 限 に

く い と め ら れ た 。 な お 、 ロ ー マ 市 の 城 門 を こ え て 外 敵 が 侵 入 し て き た

例 は 、 き わ め て 少 な い 。 古 い 時 代 の 有 力 種 族 で あ る こ の ケ ル ト 人 の 素

姓 に は 不 明 の 点 も 多 い が 、1500年 こ ろ に 東 方 か ら や っ て き て 、 ラ イ

ン 川 沿 岸 に 定 住 し て い っ た よ う で あ る 。 そ の 後 、9世 紀 に は 、 ヨ ー ロ
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ッ パ 各 地 に ひ ろ が る 。 こ の ケ ル ト諸 部 族 と ロ ー マ と の 抗 争 ・対 決 は こ

の あ と300年 以 上 も つ づ く(前1世 紀 に カ エ サ ル に よ っ て よ う や く 平

定 が は た さ れ た)。 余 談 に な る が 、 古 代 ケ ル ト人 の 文 化 は 、 現 代 の イ ギ

リ ス ー 帯 や フ ラ ン ス 北 部 に お い て 立 派 に 生 き つ づ け て い る 。 ま た 、 政

治 的 に も 、 ケ ル ト の 血 を ひ く ア イ リ ッ シ ュ 系 の 人 々 は 、 ア メ リ カ な ど

で も 、 大 統 領 を は じ め と す る 有 力 な 人 物 を 輩 出 し て い る 。

380以 降 ガ ッ リ ア 人 に 対 抗 す る た め に 、 市 域 を か こ む 「セ ル ウ ィ

ウ ス の 城 壁 」 を 修 復 し 、 市 の 防 衛 体 制 の 強 化 に 努 め る 。 ケ ル ト人 が ふ

た た び 襲 来 し 、 ウ ォ ル ス キ ー が 反 撃 に 転 じ 、 ヘ ル ニ キ ー と の 友 好 関 係

は 放 棄 さ れ 、 テ ィ ー ブ ル 、 プ ラ エ ネ ス テ ー 、 ラ テ ン 植 民 地 ウ ェ リ ー ト

ラ エ 、 サ ト ゥ リ ク ム が ロ ー マ に 敵 対 す る 。

358ケ ル ト 人 に 決 定 的 な 反 撃 を 加 え 、 ラ テ ン 同 盟 の 再 結 束 に 成 功

し 、 ヘ ル ニ キ ー と の 協 調 関 係 を 回 復 し た ロ ー マ は 、 こ の と き 、 同 盟 の

盟 主 と し て ラ テ ィ ウ ム に お け る 優 位 を 再 確 立 し 、北 方 の エ トル ー リ ア 、

カ ル タ ー ゴ ー と 友 好 関 係 を 結 ん で 海 上 交 易 に 進 出 す る と と も に 、 山 地

民 族(と く に ウ ォ ル ス キ ー)と 数 々 の 局 地 戦 を 遂 行 す る こ と に よ っ て 、

2つ の 内 陸 交 易 路 へ の 彼 ら の 妨 害 を 排 除 す る 。2つ の ト リ ブ ス を 設 置

す る 。

357～351エ トル ー ス キ ー の 都 市 タ ル ク ィ ニ イ ー 、 カ エ レ と の 戦 。

354ロ ー マ と サ ム ニ ー テ ー ス が 対 ガ ッ リ ア 人 軍 事 同 盟 を 結 成 す る 。

348伝 説 的 な 、509年 の 第 一 次 友 好 条 約 の 締 結 の あ と 、358年 の 友

好 関 係 締 結 に ひ き つ づ い て 、 第 二 次 ロ ー マ ・カ ル タ ー ゴ ー 条 約 が こ の

年 に 締 結 さ れ る 。 ロ ー マ は 、 九 世 紀 以 来 の 伝 統 の も と に 、 古 く か ら 西

地 中 海 に 海 洋 帝 国 を 築 い て い た カ ル タ ー ゴ ー の 勢 力 を 有 利 に 用 い て 、

ラ テ ィ ウ ム と 海 岸 部 の 非 同 盟 市 を 牽 制 す る こ と に 成 功 し た 。

345ア ウ ル ン キ ー は ロ ー マ に 服 属 す る 。

⑦343～341第 一 次 サ ム ニ ー テ ー ス 戦 争 。 サ ム ニ ー テ ー ス は 、 ロ ー マ

の 東 に ひ ろ が る 、 ア ペ ニ ン 山 脈 の 山 間 部 に 住 む 勇 猛 な 部 族 で 、 そ の 当

時 で は 、 ロ ー マ の 最 強 の 敵 で あ っ た 。 彼 ら は 、 サ ビ ー ニ ー 、 エ トル ー

ス キ ー 、 ウ ン ブ リ ー 、 ケ ル ト 人 と く ん で 、 反 ロ ー マ 戦 線 を 結 成 す る 。

ロ ー マ は 、 そ の 南 に あ っ た カ ン パ ー ニ ア 地 方 の 中 核 都 市 の カ プ ア と 同

盟 す る(こ の 都 市 は 、 ラ テ ィ ウ ム 内 の 反 ロ ー マ 勢 力 を か こ い こ む た め

の 重 要 な 役 割 を は た す)。 ロ ー マ は サ ム ニ ー テ ー ス と の 死 闘 を 計 四 次 に

わ た っ て く り ひ ろ げ る こ と に な る 。 こ の こ ろ 以 後 、 ロ ー マ は 伝 統 的 な

密 集 隊 形 の 戦 法 を す て 、 柔 軟 な 対 応 性 を も つ 中 隊 を 中 核 に す え る 戦 法

へ と 移 行 す る 。 兵 士 の 装 備 が 改 良 さ れ た こ と と あ い ま っ て 、 ロ ー マ 軍

の 軍 事 的 実 力 は 大 き く 高 め ら れ た 。
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⑧340～338第 二 次 ラ テ ン 人(同 盟 市)戦 争 。 ラ テ ン 諸 都 市 は 、 独 立

と 地 位 向 上 と を 求 め て 同 盟 を 再 組 織 し て 、 反 乱 す る 。 ロ ー マ は 彼 ら に

対 し て 完 全 な 勝 利 を 収 め 、 そ し て 、 古 く か ら あ る 同 盟 は 解 体 さ れ 、 同

盟 市 相 互 間 の 条 約 ・同 盟 は 解 消 さ れ 、 相 互 の 通 婚 権 ・通 商 権 も 否 定 さ

れ 、ロ ー マ と 同 盟 市 と の 直 接 の 個 別 的 な 条 約 だ け が 軸 と し て の こ っ た 。

ロ ー マ は ラ テ ィ ウ ム 地 方 の 盟 主 と な る 。 ロ ー マ の 南 進 に 抵 抗 し て 、 平

地 住 民 ア ウ ル ン キ ー 、 シ デ ィ キ ー ニ ー 、 山 地 住 民 ウ ォ ル ス キ ー 、 平 原

住 民 カ ン パ ー ニ ー に ラ テ ン 諸 市 が 同 調 し て 戦 が は じ ま っ た が 、 彼 ら の

利 害 が 一 致 し な か っ た た め に 、 結 束 が え ら れ ず 、 ロ ー マ に 各 個 撃 破 さ

れ て し ま っ た の で あ る 。 そ の 結 果 、 若 干 の 領 土 奪 取 や 市 民 権 付 与 に よ

る 併 合(ト ゥ ー ス ク ル ム 、 ア リ ー キ ア 、 ラ ー ヌ ウ ィ ウ ム 、 ノ ー メ ン ト

ゥ ム の 各 都 市 の 場 合)は あ っ た が 、 全 体 と し て 、 ロ ー マ は 、 有 力 な ラ

テ ン 都 市(テ ィ ー ブ ル 、 プ ラ エ ネ ス テ ー 、 コ ラ な ど)を 攻 守 同 盟 の 義

務 を 負 う 独 立 の 同 盟 市 と し 、 ラ テ ン 系 以 外 の 都 市(ウ ォ ル ス キ ー の ウ

ェ リ ー ト ラ エ 、 ア ウ ル ン キ ー の フ ン デ ィ ー 、 フ ォ ル ミ ア エ 、 カ ン パ ー

ニ ア の カ プ ア 、 ク ー マ エ 、 ス エ ッ ス ラ)に は 、 二 重 市 民 権 と し て の 不

完 全 な ロ ー マ 市 民 権 を 与 え 、 戦 争 の さ い に 兵 員 ・武 器 の 提 供 を 義 務 づ

け る 、 と い う 新 し い タ イ プ の 支 配 関 係 を つ く り だ し た(従 来 は 、 タ テ

マ エ の う え で 同 等 の 平 等 条 約 に よ る 関 係 を た も つ こ と で ロ ー マ は 満 足

し て い た が)。 こ れ に よ っ て 、 ロ ー マ を 中 心 と し て 、 ラ テ ィ ウ ム を は る

か に こ え た 地 帯 に 、 自 治 市(ム ー ニ キ ピ ウ ム)、 ラ テ ン 人 植 民 市 、 同 盟

市 か ら な る ロ ー マ 支 配 圏 が 成 立 し 、言 語 ・文 化 の ロ ー マ 化 が 生 ず る(そ

の 人 口 総 数 は52.7万 と さ れ 、65万 の サ ム ニ ー テ ー ス 同 盟 と 拮 抗 す る

よ う に な る)。 そ の 国 土 は 建 国 当 初 の 一 〇 倍 を こ え る ほ ど ま で に な っ

た 。

329ウ ォ ル ス キ ー は ロ ー マ に 服 属 す る 。

⑨326～304第 二 次 サ ム ニ ー テ ー ス 戦 争 。 ラ テ ン 人(同 盟 市)戦 争 の

さ い ロ ー マ 側 に つ い て い た サ ム ニ ー テ ー ス は 、 今 度 は 、 ロ ー マ の 南 進

を 阻 止 す る た め に 、 ル ー カ ー ニ ー 、 サ ビ ー ニ ー 、 ア エ ク ィ ー 、 エ ト ル

ー ス キ ー と 連 繋 し て 、 再 戦 を い ど む 、 ロ ー マ は 、 カ ン パ ー ニ ア 、 ル ー

カ ー ニ ア 、 ア ー プ ー リ ア と 連 繋 し 、 そ れ ぞ れ 包 囲 作 戦 を と る 。 ロ ー マ

の 戦 勝 の 結 果 、 カ ン パ ー ニ ア は ロ ー マ の 完 全 な 支 配 下 に 入 る 。

321戦 争 の さ な か に 軍 道 と し て の ア ッ ピ ウ ス 道(現 在 の ア ッ ピ ア 街

道)が 建 設 さ れ る 。

310サ ム ニ ー テ ー ス と 結 ん で い た エ トル ー ス キ ー を 破 る(旧 大 国 エ

トル ー リ ア の 決 定 的 解 体)。

⑩298～290第 三 次 サ ム ニ ー テ ー ス 戦 争 。 サ ム ニ ー テ ー ス は 、 ウ ン ブ
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リ ー 、 新 来 の ケ ル ト人 ・セ ノ ネ ー ス と 連 繋 し 、 他 方 で 、 ロ ー マ は 、 マ

ル シ ー 、 パ エ リ ー グ ニ ー な ど 山 地 住 民 と 連 繋 す る 。 ロ ー マ の 戦 勝 の 結

果 、 サ ム ニ ー テ ー ス は 、 ロ ー マ へ 軍 隊 を 提 供 す る 義 務 を 負 う こ と に な

る 。

290ロ ー マ の 北 の 方 面 に い た サ ビ ー ニ ー を 屈 服 さ せ 、ロ ー マ の 支 配

は 半 島 の 東 に ひ ろ が る ア ド リ ア 海 に ま で お よ ぶ 。 多 年 に わ た っ て ロ ー

マ の 旧 敵 で あ っ た 彼 ら に 投 票 権 を 欠 く 市 民 権 を 付 与 し て 、 ロ ー マ 側 の

一 員 に 加 え る
。

⑪285～282セ ノ ネ ー ス(ケ ル ト人)と の 戦 。 西 海 岸 に 植 民 市 を 建 設

す る 。 ロ ー マ の 中 部 イ タ リ ア 征 圧 が 完 成 す る 。

⑫282～272ロ ー マ の 海 上 進 出 を お そ れ た 、 イ タ リ ア 半 島 南 端 に あ る

ギ リ シ ア 系 の 都 市 タ レ ン ト ゥ ム は 、 ロ ー マ に 宣 戦 す る 。 南 イ タ リ ア と

シ キ リ ア に 領 土 的 野 心 を も つ 、 ギ リ シ ア 本 土 の エ ー ピ ー ル ス の 王 ピ ュ

ッ ル ス は 、あ の ア レ ク サ ン ダ ー 大 王 を 気 ど る 野 心 的 な 武 将 で あ っ た が 、

彼 は 、 タ レ ン ト ゥ ム の 救 援 よ び か け に お う じ て 、20,000名 の 傭 兵 、

3,000騎 の テ ッ サ リ ア 騎 兵 、26頭 の 象 部 隊 を 率 い て ロ ー マ と 対 決 す

る 。 当 初 は ロ ー マ 軍 を 圧 倒 し て い た が 、275年 の 会 戦 に 敗 れ て 、 イ タ

リ ア か ら ギ リ シ ア へ と 撤 退 す る 。 ロ ー マ は 、272年 に お け る 対 タ レ ン

ト ゥ ム 戦 で の 勝 利 に よ っ て 、 タ レ ン ト ゥ ム 領 は ロ ー マ に 編 入 さ れ る 。

南 伊 の ギ リ シ ア 諸 都 市 は ロ ー マ の 同 盟 市 と な り 、 南 伊 に お け る ロ ー マ

の 覇 権 が 確 立 す る 。278年 段 階 で は 、 ピ ュ ッ ロ ス に 対 抗 し て 、 ロ ー マ

は カ ル タ ー ゴ ー と 攻 守 同 盟 を 結 ん で い た が 、 ま も な く 両 雄 は 全 面 的 に

対 決 す る こ と に な る 。

⑬280～275第 四 次 サ ム ニ ー テ ー ス 戦 争 。 敗 戦 に よ っ て 強 力 な サ ム ニ

ウ ム 同 盟 は 解 散 さ せ ら れ る 。 約70年 に わ た る 四 次 の サ ム ニ ー テ ー ス

戦 争 で 、 ロ ー マ は 、 獲 得 し た 広 大 な 領 土 に8つ の ト リ ブ ス を 新 設 し て

無 産 市 民 に 土 地 割 当 て を 実 行 す る と と も に 、 軍 事 的 拠 点 に5つ の ロ ー

マ 市 民 だ け か ら な る 植 民 市 を 建 設 し 、 ま た 、 ラ テ ン 諸 都 市 と 共 同 で 、

相 当 な 規 模 の 、19も の ラ テ ン 人 植 民 市 を 設 け た(こ の 市 民 は 地 方 都 市

(ム ー ニ キ ピ ウ ム)の 扱 い を う け る)。 こ れ に よ っ て 、 北 伊 を の ぞ い た

イ タ リ ア 半 島 全 体 の 統 一 は 、 ゆ る や か な か た ち に お い て 完 成 す る 。

B(戦 争)H

⑭264～241シ キ リ ア(シ シ リ ー 島)に 勢 力 を も っ て い た 海 洋 通 商 国

家 カ ル タ ー ゴ ー は 、 ロ ー マ と は さ ま ざ ま な 点 で 対 照 的 な 国 の か た ち を

も つ 国 家 で あ っ た が 、 つ い に 、 ロ ー マ は カ ル タ ー ゴ ー と の 第 一 次 ポ エ

ニ ー 戦 争 に ま き こ ま れ る 。 ロ ー マ は 、 は じ め て 、 イ タ リ ア 半 島 の 外 へ
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派 兵 す る 。 こ れ に よ り 、 西 方 へ の 海 上 進 出 の 第 一 歩 が ふ み だ さ れ た 。

戦 勝 の 結 果 、 カ ル タ ー ゴ ー が 手 ぱ な し た シ キ リ ア(シ シ リ ー)は 、 ロ

ー マ 最 初 の 属 州 と な る 。 多 額 の 賠 償 金 も 支 払 わ れ た 。ポ エ ニ ー 戦 争 は 、

そ の 後 二 〇 年 も 断 続 的 に つ づ く 。 属 州 と い う の は 、 ロ ー マ が 直 接 に 支

配 す る 領 域 で あ る が 、 国 土 の 扱 い は う け な い 、 格 下 の 存 在 で あ る 。

238カ ル タ ー ゴ ー の 内 紛 に つ け こ ん で 、 再 度 カ ル タ ー ゴ ー と 対 決

し 、 サ ル デ ィ ニ ア を 割 譲 さ せ 、 こ れ を 第 二 の 属 州 と す る 。

227コ ル シ カ も 属 州 と し て 付 加 す る 。 こ の 結 果 、 イ タ リ ア 半 島 の 西

に 広 が る テ ィ レ ニ ア 海 は ロ ー マ 人 に と っ て 「わ が 海(マ レ ・ノ ス ト ル

ム)」 と な る 。

⑮229～228第 一 次 イ ー ッ リ ュ リ ア 戦 争 。 ロ ー マ は 、 経 済 的 利 害 を 守

る た め に 、 イ タ リ ア 半 島 の 東 対 岸 に ひ ろ が る ア ド リ ア 海 の 海 賊 的 な 国

家 を 制 圧 す る 。219年 以 後 、 イ ー ッ リ ュ リ ア 海 沿 岸(イ タ リ ア の 東 の

対 岸)に 保 護 国 が 成 立 す る 。 ロ ー マ は 、 こ の 地 を 占 領 す る こ と は な か

っ た が 、 東 方 世 界 へ の 進 出 が ス タ ー トす る 。 こ れ に よ り 、 東 の 大 国 ・

マ ケ ド ニ ア と 接 触 す る 場 が で き て し ま う 。

222侵 入 し た イ ン ス ブ レ ー ス 人(ケ ル ト 人)を 追 撃 し て 、 そ の 首 都

ミ ラ ノ を 征 服 し 、 ア ル プ ス の 麓 ま で の ケ ル ト 人 を 同 盟 者 と す る 。 数 個

の 植 民 市 を 建 設 す る 。 ア ド リ ア 海 岸 北 部 に 通 ず る フ ラ ー ミ ニ ウ ス 道 を

建 設 す る 。 こ れ に は 、 北 の 抵 抗 勢 力 を お さ え る た め の 軍 道 の 性 格 が 強

く 見 ら れ る 。 ポ ー 川 流 域 を 支 配 下 に 収 め る 。220年 段 階 で は 、 ほ と ん

ど す べ て の ケ ル ト部 族 は ロ ー マ の 軍 門 に く だ る 。

⑯219第 二 次 イ ー ッ リ ュ リ ア 戦 争 。

⑰218～201第 二 次 ポ エ ニ ー 戦 争 。 ロ ー マ の 戦 史 の う え で 最 強 の 敵 で

あ る ハ ン ニ バ ル は 、 カ ル タ ー ゴ ー 再 興 を め ざ し て ヒ ス パ ー ニ ア(イ ベ

リ ア 半 島)に わ た っ た バ ル カ 家 の 三 代 目 の 当 主 で あ る 。 戦 略 家 で あ る

彼 は 、 マ ケ ド ニ ア 、 ガ ッ リ ア 人 、 イ タ リ ア 諸 部 族 と 同 盟 す る 。 し か し 、

イ タ リ ア の 同 盟 市 は 、 カ プ ア を の ぞ い て 、離 反 し な か っ た 。 ロ ー マ は 、

初 期 の 会 戦 で は 敗 北 を か さ ね た が 、 最 終 的 に は ザ マ の 会 戦 で 勝 利 を お

さ め る 。 そ の 結 果 、 ヒ ス パ ー ニ ア(ス ペ イ ン)を 獲 得 す る 。 一 方 で 、

ガ ッ リ ア ・ キ サ ル ピ ー ナ(ア ル プ ス の こ ち ら 側)の 北 伊 に 、 対 ガ ッ リ

ア 人 用 の 植 民 市 を い く つ か 建 設 す る 。

⑱215～205第 一 次 マ ケ ド ニ ア 戦 争(カ ル タ ー ゴ ー の ハ ン ニ バ ル と 同

盟 し て い た マ ケ ドニ ア の フ ィ リ ッ ボ ス 五 世 と の 戦)。 ロ ー マ は 、そ れ ま

で の 多 く の 戦 に よ り 西 方 に 勢 力 を 確 立 す る の に 成 功 し た の で あ る が 、

こ の と き 以 後 、 東 方 世 界 に 本 格 的 に 関 心 を も ち は じ め た 。 こ こ は 、 ア

レ ク サ ン ダ ー 大 王 の う ち た て た 王 国 の 流 れ を ひ く 先 進 地 域 で あ る 。
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212西 ヌ ミ デ ィ ア の シ ュ フ ァ ク ス と 、対 カ ル タ ー ゴ ー 同 盟 を 結 成 す

る 。 マ ケ ドニ ア 王 フ ィ リ ッ ボ ス 五 世 と の 戦 争 に 備 え て 、 ア エ トー リ ア

同 盟 を 結 成 す る 。

200～190ケ ル ト 人 と の 戦 。

⑲200～197第 二 次 マ ケ ド ニ ア 戦 争 。 ロ ー マ に 敗 れ た フ ィ リ ッ ボ ス

は 、 ギ リ シ ア 本 土 か ら 撤 兵 す る 。

199ヒ ス パ ー ニ ア(ス ペ イ ン)は 属 州 化 さ れ る 。

197～196ヒ ス パ ー ニ ア(ス ペ イ ン)の ケ ル ト系 原 住 民 の 反 乱 が 発

生 す る 。

196ギ リ シ ア 都 市 は マ ケ ド ニ ア の 支 配 か ら 自 由 と な る 、と い う よ う

に 、 ロ ー マ の 将 軍 フ ラ ー ミ ニ ウ ス に よ っ て 宣 言 さ れ る 。 し か し 、 事 実

上 は 、 こ れ ら の 都 市 は 、 外 来 の ロ ー マ の 覇 権 を 認 め る し か な か っ た 。

194そ れ と と も に 、 ロ ー マ 軍 は ギ リ シ ア か ら 撤 退 す る 。

⑳192～188シ ュ リ ア 戦 争(カ ル タ ー ゴ ー の ハ ン ニ バ ル を か く ま っ た

セ レ ウ コ ス 朝 の ア ン テ ィ オ コ ス 三 世 と の 戦)。 「ヨ ー ロ ッ パ 」 と 「ア ー

シ ア 」 の 対 決 が は じ ま る 。 ロ ー マ 軍 は は じ め て 小 ア ジ ア(現 トル コ)

の 地 に 入 る 。 戦 勝 に よ っ て ロ ー マ は 東 地 中 海 の 盟 主 と な る 。 敗 者 の ア

ン テ ィ オ コ ス は 、 ア ー シ ア 、 ギ リ シ ア 本 土 か ら 撤 退 す る 。 同 盟 者 ペ ル

ガ モ ン と ロ ド ゥ ス に 新 獲 得 地 の 一 部 を 与 え 、 東 方 の 諸 国 家(マ ケ ド ニ

ア 、 シ ュ リ ア 、 ビ ー テ ユ ー ニ ア 、 ポ ン ト ゥ ス 、 カ ッ パ ド キ ア 、 ガ ラ テ

ィ ア)を 監 視 さ せ る 、 と い う 間 接 統 制 策 を と る 。

191～189ヒ ス パ ー ニ ア で 原 住 民 の 反 乱 が 発 生 す る 。

191～169ケ ル ト 人 、 リ グ リ ア 人 を 制 圧 し て 、 ア ル プ ス 以 南 の 東 西

両 地 帯 を 平 定 す る(植 民 地 が 数 個 建 設 さ れ る)。

187一 北 伊 へ 通 ず る ア エ ミ リ ウ ス 道 が 建 設 さ れ る 。

⑳181～179第 一 次 ケ ル テ ィ ベ ー リ ア 戦 争(ヒ ス パ ー ニ ア(ス ペ イ ン)

原 住 の ケ ル ト 系 諸 族 の 反 乱)。

⑳171～168第 三 次 マ ケ ド ニ ア 戦 争(フ ィ リ ッ ボ ス 五 世 の 子 ペ ル セ ウ

ス と の 対 決)。 マ ケ ド ニ ア 王 国 は 、 敗 戦 に よ り 四 分 割 さ れ 、 消 滅 す る 。

多 大 の 戦 利 品 が え ら れ た の で 、 前167年 に な っ て 、 ロ ー マ 市 民 の 直 接

税(戦 時 負 担 金)は 、 以 後 免 除 さ れ る 。 こ れ ま で の ロ ー マ の 親 ギ リ シ

ア 的 な 態 度 は 消 え 、 そ の 東 方 政 策 は 、 保 護 ・ 自 由 の 政 策 か ら 、 一 転 し

て 内 政 干 渉 政 策 へ と 変 化 す る 。 ギ リ シ ア 本 土 で も 、 反 ロ ー マ 的 な 活 動

に 対 し て 、 報 復 が な さ れ る 。 と り わ け 、 反 ロ ー マ 勢 力 の 中 軸 で あ る ア

カ イ ア 同 盟 各 市 の 指 導 的 な 家 系 の 者 の う ち か ら 、1000人 も の 要 人 が

人 質 と し て ロ ー マ へ つ れ て い か れ た 。 前 一 六 七 年 の こ と で あ る 。 余 談

で あ る が 、 彼 ら の う ち 知 的 水 準 の 高 い 人 々 は 、 ロ ー マ に ギ リ シ ア 文 化
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を 直 接 に 伝 え る 役 割 を は た す 。 彼 ら は 上 流 ロ ー マ 人 の 子 弟 の 家 庭 教 師

と な っ た か ら で あ る 。

154イ ス パ ー ニ ア 西 部 の ル ー シ ー タ ー ニ ア 人 の 反 舌Lが 生 ず る 。

⑳153～151第 二 次 ケ ル テ ィ ベ ー リ ア 戦 争 。

⑳148第 四 次 マ ケ ドニ ア 戦 争(ペ ル セ ウ ス の 子 と 自 称 す る ア ン ド リ ス

ク ス と の 対 決)。 老 大 国 マ ケ ド ニ ア は 、 ロ ー マ に は じ め て 併 合 さ れ 、 属

州 化 す るQ

146ロ ー マ の ア カ イ ア 同 盟 解 体 政 策 に 抵 抗 す る 同 盟 ギ リ シ ア 人 の

反 乱 を 鎮 圧 し た ロ ー マ は 、 ギ リ シ ア 本 土 で も っ と も 豊 か な 都 市 で あ る

コ リ ン ト を 完 全 に 破 壊 す る(そ れ と と も に 、 ギ リ シ ア の 独 立 的 な 地 位

は く ず れ さ る)。 住 民 は 、 ほ と ん ど 、 殺 さ れ た り 、 奴 隷 の 身 分 に お ち た

り し た(こ の よ う な き び し い 措 置 は 異 例 の こ と で あ る)。

⑳149～146第 三 次 ポ エ ニ ー 戦 争 。 カ ル タ ー ゴ ー 領 は ア ー フ リ カ 属 州

に 編 入 さ れ る 。 西 地 中 海 は ロ ー マ の 支 配 下 に 入 る 。 ア レ ク サ ン ダ ー 大

王 以 来 の ヘ レ ニ ズ ム 世 界 の 大 国 マ ケ ド ニ ア と 、 前9世 紀 か ら の 商 業 国

カ ル タ ー ゴ ー と が 同 じ 時 期 に ロ ー マ に 完 全 に 屈 し た こ と は 、 ロ ー マ の

世 界 支 配 の 一 つ の 大 き な 節 目 と な る 。 カ ル タ ー ゴ ー も 、 コ リ ン トの 場

合 以 上 に 、 徹 底 的 に 破 壊 さ れ る 。 い ず れ も 、 一 種 の 見 せ し め の た め の

も の で あ る 。146年 に は 、 征 服 地 に 、 マ ケ ドニ ア 、 ア カ イ ア 、 ア ー フ

リ カ の 三 属 州 が 設 定 さ れ る 。

⑳136～132シ キ リ ア(シ シ リ ー)島 に お け る 第 一 次 奴 隷 反 舌L(反 乱

奴 隷 の 数 は7万 人 に も な る)。

⑳135～133第 三 次 ケ ル テ ィ ベ ー リ ア 戦 争 。ヒ ス パ ー ニ ア(ス ペ イ ン)

を 平 定 す る 。 ス キ ビ オ ー は 、 市 民 軍 の ほ か に 、 多 数 の 志 願 兵 ・友 人 ・

被 護 民 を ひ き つ れ て 参 戦 す る 。 こ れ は 新 し い 戦 争 の ス タ イ ル と し て 注

目 さ れ る 。 私 兵 集 団 が 戦 争 の 表 舞 台 に 登 場 し て き た か ら で あ る 。

133ロ ー マ の 友 好 国 で あ り 、実 質 的 に は そ の 属 国 で あ っ た ペ ル ガ モ

ン(現 トル コ)の 王 は 、 国 を 生 き の び さ せ る た め に 、 自 国 を そ っ く り

そ の ま ま ロ ー マ に 遺 贈 す る 、 と い う 思 い き っ た 手 段 を と る 。

129そ の 遺 贈 に よ り ア ー シ ア 属 州 が 成 立 す る 。

121南 ガ ッ リ ア の 平 定(ガ ッ リ ア ・ ト ラ ー ン ス ア ル ピ ー ナ 属 州 が 設

置 さ れ る)。

⑱113～101新 た な 敵 で あ る 北 方 の ゲ ル マ ン 人(キ ン ブ リ ー ・テ ウ ト

ニ ー)と の 戦 。 新 来 の ゲ ル マ ン 人 に お さ れ て 、 先 住 の ケ ル ト人 も 、 ロ

ー マ へ 圧 力 を か け は じ め る 。 こ の と き 、 マ リ ウ ス は 、 そ れ ま で 、 兵 役

基 準 額 に た っ し な い 財 産 し か も っ て な か っ た た め に 、 軍 務 に つ く こ と

を 認 め ら れ て い な か っ た プ ロ ー レ ー タ ー リ イ ー(無 産 市 民)層 を 、 志

G-23



願 兵 と し て 従 軍 さ せ る 。 こ れ は 、 市 民 兵 の ほ か に 、 職 業 兵 が 登 場 し た

こ と を 意 味 す る 。戦 術 的 に も 、 中 隊 方 式 か ら 大 隊 方 式 に 転 換 を は か り 、

新 し い タ イ プ の 戦 闘 に 対 応 し た 。

⑳111ヌ ミ デ ィ ア 王 国 の ユ グ ル タ と の 戦 争 。第 二 身 分 で あ る 騎 士 階 層

出 身 で あ る 「新 人 」 執 政 官 の マ リ ウ ス が 、 鎮 圧 す る 。

105ヌ ミ デ ィ ア は ロ ー マ 属 州 と な る 。

105ア ラ ウ シ オ ー に お け る 対 キ ン ブ リ ー 戦 で の 五 軍 団 を 一 気 に 失

な う 大 敗 北(史 上 ま れ に 見 る 徹 底 的 大 敗 北 で 、 前387年 の ア ッ リ ア 河

畔 に お け る 対 ガ ッ リ ア 人 戦 で の そ れ 、前216年 の カ ン ナ エ に お け る 対

ハ ン ニ バ ル 戦 で の そ れ と 比 肩 さ れ る ほ ど の ス ケ ー ル の 大 き さ で あ っ

た)。 マ リ ウ ス が 、 テ ウ ト ニ ー と キ ン ブ リ ー の 侵 攻 を 阻 止 す る 。

⑳104～101シ キ リ ア(シ シ リ ー)島 に お い て 、 第 二 次 奴 隷 反 乱 が 発

生 す る 。

102頃 キ リ キ ア は 属 州 化 さ れ る 。

96キ ュ ー レ ー ネ ー の 王 も 、 ペ ル ガ モ ン 王 の 前 例 に な ら っ て 、 自 身

の 王 国 を ロ ー マ へ 遺 贈 す る 。

⑪91～89同 盟 市 戦 争 。 ロ ー マ の 同 盟 市 は 、 そ れ ま で の 数 多 く の 戦 争

に お い て 、 ロ ー マ 市 民 と 同 じ よ う に 出 兵 さ せ ら れ 、 ま た 、 税 負 担 や 土

地 の 分 配 な ど で 経 済 的 な 不 利 益 を こ う む っ て い た こ と を 直 接 の 原 因 と

し て 、 ロ ー マ に 対 し 、 ロ ー マ 市 民 と 対 等 の 地 位 を 求 め て 、 一 団 と な っ

て 武 装 蜂 起 し た 。 反 乱 は 、 中 部 イ タ リ ア の 山 地 の8種 族 以 上 が 結 束 し

て は じ ま り 、 ル ー カ ー ニ ア ・プ ー リ ャ ・ カ ン パ ー ニ ア ・エ トル ー リ ア

・ウ ン ブ リ ア へ も 拡 大 す る ほ ど 大 規 模 な も の で あ っ た 。 首 都 を コ ル フ

ィ ー ニ ウ ム に お き 、 独 自 に 元 老 院 や 政 務 官 を 設 置 し て 、 本 格 的 な 独 立

国 家 づ く り を め ざ す 。 ラ テ ン 人 諸 都 市 は ロ ー マ か ら 離 反 し な か っ た 。

-0回 以 上 の 会 戦 に お い て 勝 敗 の 数 は ほ と ん ど 同 じ で あ っ た の で
、 と

も だ お れ を お そ れ た ロ ー マ は 、 同 盟 市 市 民 に ロ ー マ 市 民 権 を 一 括 付 与

す る こ と に よ り 和 平 を 成 立 さ せ る こ と を よ ぎ な く さ れ る(前90年 、

前89年 の 法 律 に よ る 段 階 的 な 実 施)。 こ の 措 置 に よ り 、 北 イ タ リ ア を

の ぞ く す べ て の 地 域 に お い て 政 治 的 均 質 化 が 生 み だ さ れ(し か し 、 新

市 民 を ど の ト リ ブ ス に 配 属 す る か で 、 閥 族 派 と 民 衆 派 が 対 立 し 、 最 終

的 解 決 は 、80年 末 に ま で も ち こ さ れ る)。

⑫88～84第 一 次 ミ ト リ ダ ー テ ー ス 戦 争 。 ポ ン ト ゥ ス 王 国 に 対 す る 戦

争 で の ロ ー マ の 軍 指 揮 権 を め ぐ っ て 、 ス ッ ラ と マ リ ウ ス の 国 内 で の 軍

事 抗 争 が 発 生 す る 。 こ れ は 多 年 に わ た る 内 乱 の は じ ま り で あ る 。

⑬83～81第 二 次 ミ ト リ ダ ー テ ー ス 戦 争 。

82～79マ リ ウ ス の 死 後 、83年 に ロ ー マ に も ど っ た ス ッ ラ は 、独 裁
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体 制 を 確 立 す る 。 ス ッ ラ は 、マ リ ウ ス ・キ ン ナ 派 へ の 大 粛 清 を 実 行 し 、

元 老 院 議 員90名 、 騎 士 階 層2,600名 を 殺 害 す る 。 一 種 の 「ク ー ・デ

タ ー 」 が 敢 行 さ れ る 。 軍 事 独 裁 が 合 法 化 さ れ た 。

⑭77～71ヒ ス パ ー ニ ア に お け る セ ル トー リ ウ ス(旧 マ リ ウ ス 派)の

反 乱(ポ ン ペ イ ユ ス が 鎮 圧 す る)。

⑳74～64第 三 次 ミ ト リ ダ ー テ ー ス 戦 争(ポ ン ペ イ ユ ス に よ っ て 戦 争

の 終 結 が は た さ れ る 。 東 方 に お け る ロ ー マ 支 配 が 確 立 す る)。

74キ ュ ー レ ー ナ イ カ 属 州 化 。 ビ ュ ー テ ユ ー ニ ア の 王 は 、 ペ ル ガ モ

ン 王 、 キ ュ ー レ ー ネ ー 王 の 前 例 に な ら っ て 、 自 身 の 王 国 を ロ ー マ に 遺

贈 す る 。

⑳73～71ス パ ル タ ク ス の 奴 隷 反 乱 。 最 盛 期 に は 奴 隷 軍 の 規 模 は12

万 に も 達 す る 。 こ れ は 、 シ キ リ ア(シ シ リ ー)に お け る 二 つ の 奴 隷 反

乱 に つ ぐ 、 三 つ 目 で 、 し か も 最 大 の も の で あ る 。 反 乱 の 規 模 は 戦 争 の

そ れ に 匹 敵 し 、 「ス パ ル タ ク ス 戦 争 」 と も 名 づ け ら れ る 。

⑳67ポ ン ペ イ ユ ス の 東 地 中 海 海 賊 の 掃 討 。

64ポ ン ペ イ ユ ス は 、 東 方 世 界 を 再 編 し 、 そ こ に ロ ー マ 優 位 の 新 し

い 秩 序 を 樹 立 す る(ポ ン ト ゥ ス 、 シ ュ リ ア 、 キ リ キ ア は 属 州 に 、 そ し

て 、 ア ル メ ニ ア 、 カ ッ パ ド キ ア 、 ガ ラ テ ィ ア 、 コ ー リ ュ キ ス 、 ユ ー ダ

エ ア(ユ ダ ヤ)は 保 護 国 と な る)。

63～62カ テ ィ リ ー ナ の 反 政 府 的 陰 謀(一 味3,000名 が 殺 さ れ る)。

⑱58～5160年 に 、政 治 的 密 約 の か た ち で 、 タ イ プ の そ れ ぞ れ 異 な る

三 名 の 政 治 家 が 、 「三 頭 政 治 」 と 称 さ れ る 新 し い 政 治 の ス タ イ ル を 成 立

さ せ る 。 こ の 政 治 的 談 合 に よ り 、59年 に 執 政 官 の ポ ス ト を 獲 得 し た カ

エ サ ル(シ ー ザ ー)は 、58年 に ガ ッ リ ア に お け る 軍 指 揮 権 を 与 え ら れ

る 。 数 次 に わ た る 戦 の の ち に 、 ガ ッ リ ア の 平 定 が は た さ れ(一 〇 〇 万

人 を 殺 し 、-00万 人 を 捕 虜 に し た 、 と も 伝 え ら れ る)、 ガ ッ リ ア は 属

州 に 組 み い れ ら れ る 。 こ の 戦 争 は 、 共 和 政 初 期 ・ 中 期 の 戦 争 が 、 自 衛

戦 争 や 予 防 戦 争 で あ っ た の に 対 し て 、 侵 略 戦 争 色 の 濃 い も の で あ っ た

と こ ろ に 大 き な 特 徴 が あ る 。 し か も 、 そ れ が 、 カ エ サ ル 個 人 の 手 で8

年 に も わ た っ て 敢 行 さ れ た の も 異 例 で あ る(古 典 古 代 の 文 明 ・文 化 は 、

こ れ を き っ か け と し て 、 地 中 海 の 内 陸 部 に う け い れ ら れ る よ う に な

る)。 第 一 次 三 頭 政 治 の メ ン バ ー の 一 人 ク ラ ッ ス ス は 、パ ル テ ィ ア 戦 争

で 戦 死 し て 、 カ エ サ ル と ポ ン ペ イ ユ ス が 残 る 。

49カ エ サ ル は 、 元 老 院 に よ る 軍 指 揮 権 剥 奪 と 、 本 国 へ の 召 還 の 命

令 を う け た と き 、 敢 然 と 、 軍 隊 を ひ き つ れ て 、 国 制 上 重 要 な 境 界 線 で

あ る ル ビ コ ー ン 川 を わ た る 。 こ の 小 さ な 川 は 、 「イ タ リ ア 」 と い う 、 地

理 上 ・国 制 上 の 地 域 の 北 限 と さ れ て い た と こ ろ で あ る(イ タ リ ア 半 島
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の 北 端 に あ る わ け で は な い)。 こ の 渡 河 行 動 は 国 家 に 対 す る 反 逆 を 意 味

し た 。

49～46三 巨 頭 の 二 人 で あ る カ エ サ ル と ポ ン ペ イ ユ ス の 内 戦 。

48～47ア レ ク サ ン ド リ ー ア 戦 争 。

48フ ァ ル ナ ー ケ ー ス の 戦(カ エ サ ル は ポ ン ペ イ ユ ス を 破 る)。 任 期

10年 の 独 裁 官 と な る(共 和 国 政 上 の 独 裁 官 は 、本 来 は 任 期 六 カ 月 だ け

の 特 別 職 で あ る)。

47カ エ サ ル は ゼ ー ラ の 戦 で 、 ミ ト リ ダ ー テ ー ス の 子 で あ る ポ ン ト

ゥ ス 王 ・ フ ァ ル ナ ー ケ ー ス を 破 る 。

46タ プ ソ ス の 戦(ポ ン ペ イ ユ ス 派 の 残 党 は 敗 れ る)。

45ム ン ダ の 戦(ポ ン ペ イ ユ ス の 遺 児 は 敗 れ る)。 こ れ で 内 乱 は 終 結

し た 。

44終 身 独 裁 官 で あ り 、 国 父 で あ り 、 事 実 上 の 王 と し て 君 臨 し て い

た カ エ サ ル の 暗 殺 。

43ア ン トー ニ ウ ス 、 レ ピ ド ゥ ス と 、 カ エ サ ル の 身 内 で 後 継 者 と な

っ た オ ク タ ー ウ ィ ア ー ヌ ス に よ る 第 二 次 三 頭 政 治(元 老 院 議 員200名

以 上 、 騎 士 階 層2,000名 が 追 放 さ れ る)。

42ピ リ ッ ピ ー の 戦(カ エ サ ル の 暗 殺 者 で あ っ た ブ ル ー ト ゥ ス と カ

ッ シ ウ ス が 敗 れ る)。

⑳32～30プ ト レ マ エ ウ ス 戦 争 。

31ア ク テ ィ ウ ム の 海 戦(ア ン トー ニ ウ ス と 組 ん だ エ ジ プ ト女 王 ク

レ オ パ ー ト ラ の 海 軍 が 敗 れ る)。

30エ ジ プ ト属 州 化 。

29～19イ ベ ー リ ア 半 島 北 西 部 は 制 圧 さ れ 、 よ う や く 半 島 全 体 に ロ

ー マ の 支 配 が ゆ き わ た る 。 同 じ 時 期 に 、 東 方 で 、 ド ナ ウ 川 沿 岸 が 併 合

さ れ る 。

27共 和 政 の(タ テ マ エ 上 の)再 建 。 ア ウ グ ス ト ゥ ス(オ ク タ ー ウ

ィ ア ー ヌ ス)は 、 従 来 の 二 倍 に も 相 当 す る60軍 団 の 指 揮 権 を も っ て

い た が 、 こ れ 以 後25軍 団 制 と す る 。

15テ ィ ベ リ ウ ス と ド ル ー ス ス は 、 ラ エ テ ィ ー を 攻 め る た め 、 ド ナ

ウ 上 流 に 遠 征 す る 。 ラ エ テ ィ ア 、 ノ ー リ ク ム が 属 州 化 さ れ る 。

13～9ア ー グ リ ッ パ と テ ィ ベ リ ウ ス は パ ン ノ ニ ア を 征 服 す る 。 ド ナ

ウ 川 周 辺 の 属 州 群 を 新 設 し た こ と に よ り 、 帝 国 の 東 部 と 西 部 は 地 理 的

に つ な が る 。

12～9ド ル ー ス ス の ゲ ル マ ー ニ ア 遠 征 。9年 に は エ ル ベ 川 に ま で 勢

力 が お よ ぶ 。

8～6テ ィ ベ リ ウ ス の 第 一 次 ゲ ル マ ー ニ ア 遠 征 。
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6B.C.ア ル プ ス 地 方 は 、 平 定 さ れ 、 属 州 と な る 。

AD.4～6テ ィ ベ リ ウ ス の 第 二 次 遠 征 。 マ ル コ マ ン ニ ー を 制 圧 し て 、

ドナ ウ 国 境 の 治 安 が 確 立 す る 。

9ト イ ト ブ ル ク の 戦 。 ロ ー マ 軍 は ゲ ル マ ン 人 の た め に 三 軍 団 す べ て

を 失 な う(全 二 八 軍 団 の う ち の 三 軍 団 の 消 失 と い う の は 、 相 当 な 痛 手

で あ る)。 こ れ に よ り 、ゲ ル マ ー ニ ア 征 服 は 不 成 功 に 終 わ り 、 こ れ 以 後 、

遠 方 の エ ル ベ 川 で は な く て 、 手 前 の ラ イ ン 川 と ドナ ウ 川 を 結 ぶ 線 で 東

方 の 国 境 が 定 ま る こ と に な る 。

10パ ン ノ ニ ア は 属 州 化 す る 。

14～16ゲ ル マ ー ニ ク ス は ゲ ル マ ー ニ ア に 遠 征 す る 。

17カ ッ パ ド キ ア 、 コ ン マ ー ゲ ー ネ ー は 属 州 化 す る 。

43ク ラ ウ デ ィ ウ ス は ブ リ タ ン ニ ア(イ ギ リ ス)南 部 を 征 服 し 、 ブ

リ タ ン ニ ア 属 州 を 設 置 す る 。

60ブ リ タ ン ニ ア 属 州 に お け る ブ リ ト ン 人 の 大 反 乱 が よ う や く 鎮 圧

さ れ る 。

66古 代 に お い て は め ず ら し く 、 一 神 教 に よ っ て 生 き て い る ユ ダ ヤ

人 の 国 ・ユ ダ ヤ で の 大 反 乱(そ の 後 も く り か え さ れ る 反 ロ ー マ 武 力 闘

争 が 、 こ こ か ら ス タ ー トす る)。

⑩68～69第 一 次 の 、 四 帝 乱 立 に よ る 空 位 期 を へ て 、 内 乱 の 勝 者 ・ ウ

ェ ス パ シ ア ー ヌ ス が 即 位 す る 。。

70テ ィ ト ウ ス は エ ル サ レ ム を 陥 落 さ せ る 。

74ウ ェ ス パ シ ア ー ヌ ス は ラ イ ン 支 流 ネ ッ カ ー 川 地 方 を 征 服 す る 。

81～96ド ミ テ ィ ア ー ヌ ス は ブ リ タ ン ニ ア 征 服 を 再 開 す る 。 ス コ ッ

ト ラ ン ド に 境 界 城 壁 を 建 設 す る 。

83カ ッ テ ィ ー と の 戦 。 ゲ ル マ ン 人 へ の 防 衛 線 で あ る 長 城(リ ー メ

ス)の 建 設 が は じ ま る 。 北 ゲ ル マ ン 諸 族 が 南 下 し は じ め 、 国 境 地 帯 は

緊 張 す る 。

101～105ト ラ ー ヤ ー ヌ ス は ダ ー キ ア 属 州 を 設 置 す る 。 こ れ に よ り

ゲ ル マ ン 人 の 圧 力 は く い と め ら れ た 。

106ア ラ ビ ア は 属 州 化 す る 。

114～117ロ ー マ の 旧 敵 ・パ ル テ ィ ア を 破 る 。 ア ル メ ニ ア 、 ア ッ シ

リ ア 、 メ ソ ポ タ ミ ア は 属 州 化 す る 。

115ユ ダ ヤ 人 の 反 乱 。

98～117こ の こ ろ 、 ト ラ ー ヤ ー ヌ ス の 治 政 下 で 、 ロ ー マ 帝 国 の 領

土 は 最 大 と な る 。117年 に ト ラ ー ヤ ー ヌ ス の 後 継 者 と な っ た ハ ド リ ア

ー ヌ ス も 、 そ の 後 継 者 で あ る ピ ウ ス も 、 対 外 的 な 勢 力 拡 張 政 策 を と ら

ず 、 守 り を か た め た 。
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132～135ユ ダ ヤ 人 の 反 乱 。

162～165パ ル テ ィ ア と の 戦 。 メ ソ ポ タ ミ ア を 領 有 す る 。161年 の

ピ ウ ス の 死 後 、 マ ー ル ク ス ・ ア ウ レ ー リ ウ ス と 共 同 で 統 治 者 と な っ た

ル ー キ ウ ス ・ ウ ェ ル ス は 、 こ の 戦 で 奮 戦 す る 。

167～175第 一 次 マ ル コ マ ン ニ ー 戦 争 。 北 方 の ゲ ル マ ン 諸 部 族 は 統

合 に よ り カ を ま し 、 ド ナ ウ 川 沿 岸 地 帯 に 侵 入 し て く る 。 マ ー ル ク ス ・

ア ウ レ ー リ ウ ス は 、 マ ル コ マ ン ニ ー 、 ク ワ デ ィ ー 、 ヤ ジ ェ ゲ ス 、 コ ス

ト ボ キ ー な ど を 相 手 に 転 戦 す る 。

178～180第 二 次 マ ル コ マ ン ニ ー 戦 争 。

193養 子 制 度 に よ っ て 支 え ら れ て き た 五 賢 帝 時 代 の シ ス テ ム は 一

〇 〇 年 ほ ど 続 い た が 、 マ ー ル ク ス ・ ア ウ レ ー リ ウ ス の 実 子 ・ コ ン モ ド

ゥ ス の 登 場 に よ っ て 、 ロ ー マ の 一 つ の 最 盛 期 を 支 え た 養 子 五 賢 帝 時 代

に 終 止 符 が 打 た れ た 。 コ ン モ ド ゥ ス は ゲ ル マ ン 諸 族 と 和 平 条 約 を 締 結

し 、 ロ ー マ の 強 硬 な 対 外 政 策 は す て ら れ る 。

⑪193第 二 次 の 、 四 帝 乱 立 に よ る 空 位 期 を へ て 、 内 乱 の 勝 者 ・セ プ テ

ィ ミ ウ ス ・ セ ウ ェ ー ル ス が 即 位 す る 。

197～199セ ウ ェ ー ル ス は パ ル テ ィ ア 戦 争 を 遂 行 す る 。

208～211そ の ブ リ タ ン ニ ア 遠 征 。

213カ ラ カ ッ ラ の ア レ マ ン ニ ー 制 圧 。

232ロ ー マ の 旧 敵 ・パ ル テ ィ ア を 滅 亡 に お い こ ん だ 、 新 し い 強 敵 ・

サ サ ン 朝 ペ ル シ ア と の 戦 。

249以 降 ゴ ー ト 族 の 北 か ら の 大 規 模 侵 入 が 本 格 化 す る 。

273ア ウ レ リ ア ー ヌ ス は 東 方 の パ ル ミ ュ ラ を 徹 底 的 に 破 壊 す る 。

235～305セ ウ ェ ー ル ス 朝 の 最 後 の 皇 帝 が 死 亡 し た あ と 、 半 世 紀 以

上 に わ た る 軍 人 皇 帝 時 代 が は じ ま る(ペ ル シ ア 、 ゴ ー ト 、 ク ァ デ ィ ー 、

サ ル マ ー ト 、 パ ル テ ィ ア 、 フ ラ ン ク 、 ア レ マ ン 、 マ ウ リ ー な ど の 勢 力

と の 争 い の な か で 、 国 境 地 帯 は 、 し ば し ば 侵 犯 さ れ る)。 二 世 紀 は ロ ー

マ の 国 力 が ピ ー ク に た っ し た 時 期 で あ る が 、 つ ぎ の 三 世 紀 に 、 ロ ー マ

は 、 東 北 や 東 、 さ ら に は ア ジ ア 方 面 か ら 新 興 の 外 来 勢 力 に よ っ て 圧 迫

さ れ る 。

269バ ガ ウ ダ エ の 蜂 起 。

BI皿

283～286バ ガ ウ ダ エ の 蜂 起 。

284軍 事 的 実 力 者 の 巨 頭 ・デ ィ オ ク レ ー テ ィ ア ー ヌ ス が 即 位 し て 、

第 二 段 の 帝 政 で あ る 専 主 政 が は じ ま る 。 強 力 な 軍 事 組 織 が 治 政 の 基 礎

と な る 。
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⑪324四 分 統 治 の 失 敗 の あ と 、帝 位 を め ぐ っ て 内 戦 が 生 じ 、 コ ー ン ス

タ ン テ ィ ー ヌ ス が 単 独 で 帝 位 に つ く 。

357背 教 者 ・ユ ー リ ア ー ヌ ス は ア レ マ ン ニ ー を 撃 破 す る 。

375頃 東 方 の 内 陸 ア ジ ア の 有 力 な 部 族 で あ る フ ン 族 が 、 東 ゴ ー ト

王 国 を 崩 壊 さ せ る 。 こ れ が ひ き が ね に な っ て 民 族 大 移 動 が 本 格 的 に は

じ ま る 。 ウ ァ レ ー ン ス は 西 ゴ ー ト軍 に 大 敗 す る 。 西 ゴ ー ト は 帝 国 の 内

部 に 移 住 す る

383～388マ ー ク シ ム ス の 反 乱 。

392～394ア ル ポ ガ ス ト の 反 乱 。

410ア ラ リ ッ ク に 率 い ら れ た 西 ゴ ー ト は ロ ー マ 市 を 略 奪 す る 。そ の

後 、418年 に は 、 ヒ ス パ ー ニ ア に 入 り 、 西 ゴ ー ト王 国 を 建 設 す る 。

439ヴ ァ ン ダ ル が ロ ー マ 領 に 侵 入 し て 、最 終 的 に は ア ー フ リ カ に 王

国 を 建 設 す る 。

451フ ン 族 と ロ ー マ 西 帝 国 側 の ゲ ル マ ン 人 を く わ え た ロ ー マ 混 成

軍 と の 戦 争 。

455ヴ ァ ン ダ ル が ロ ー マ 市 を 略 奪 す る 。

476オ ド ワ ケ ル は 西 ロ ー マ 帝 国 を の っ と る 。

533年 以 降 に 、 東 ロ ー マ の 中 興 の 英 主 ・ ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス は 、

北 ア ー フ リ カ の ヴ ァ ン ダ ル 王 国 を 打 倒 し 、 故 地 イ タ リ ア に あ っ た 東 ゴ

ー ト王 国 を 打 倒 す る 。 し か し 、 イ ス パ ー ニ ア の 西 ゴ ー ト王 国 を 完 全 に

制 圧 す る こ と は で き な か っ た 。 一 方 、 東 方 で は 、 サ サ ン 朝 ペ ル シ ア と

の 死 闘 が 再 燃 す る 。

7世 紀 以 降 イ ス ラ ム 勢 力 の 攻 撃 を う け つ づ け る 。

⑫1453年 オ ス マ ン ・トル コ に よ っ て 、東 ロ ー マ 帝 国 は 滅 ぼ さ れ る(ロ

ー マ の 最 後 の 戦) 。

(2)こ の よ う に 、 ロ ー マ の 歴 史 は さ な が ら 戦 争 の 歴 史 で あ る 。 と く に 、

ロ ー マ が 、 建 国 か ら 、 ラ テ ィ ウ ム お よ び 中 伊 ・南 伊 の 制 圧 に 成 功 す る ま で

の200年 間 の 第 一 期 に お け る 戦 争 の 密 度 は 、 著 し く 高 い 。 ま た 、 共 和 政 下

の 第 二 期 に は 、 大 規 模 な 内 乱 が 連 続 し て 生 ず る 。 グ ラ ッ ク ス 兄 弟 と 元 老 院

派 、 マ リ ウ ス お よ び キ ン ナ と ス ッ ラ 、 ポ ン ペ イ ユ ス と カ エ サ ル 、 オ ク タ ー

ウ ィ ア ー ヌ ス と ア ン トー ニ ウ ス の あ い だ の 内 乱 は 、 戦 死 や 処 刑 に よ っ て 相

当 数 の 有 力 貴 族 が 殺 害 さ れ る 結 果 を 生 み だ す ほ ど 、徹 底 的 な も の で あ っ た 。

帝 政(元 首 政)下 の 第 二 期 に は 、 国 境 の 外 か ら い れ か わ り た ち か わ り 侵 入

し て く る 他 民 族 と の 衝 突 が 無 数 に 存 在 す る 。

ロ ー マ 軍 は 、 お そ る べ き 密 度 と 粘 着 力 で 戦 争 を 遂 行 し 、 し ば し ば 生 じ た

危 機 的 な 状 況 を 耐 え ぬ い て 、 究 極 的 に は ほ と ん ど 勝 利 を 手 中 に し た の で あ

る が 、 そ れ は ロ ー マ 人 の 特 質 を 抜 き に し て は 考 え ら れ な い 。 そ れ ら を か ん
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た ん に み て み よ う。

① も っ と も 初 期 の こ ろ か ら 、 周 辺 の 世 界 と の あ い だ に 緊 張 関 係 が つ ね に

存 在 し た た め に 、 ロ ー マ 市 民 団 が 軍 事 的 に 組 織 さ れ て い た こ と(つ ま り 、

戦 争 に つ ね に 対 応 で き る 体 制 が 国 制 上 存 在 し 、 そ れ が 国 制 の 基 本 と な っ て

い た こ と)、 そ れ と も 関 連 し て 、戦 争 と い う も の を う け い れ る 心 の 用 意 が つ

ね に で き あ が っ て い た こ と 、 ② 交 易 を 通 じ て 、 優 秀 な 武 器 を 用 意 で き る だ

け の 経 済 的 余 裕 を も っ て い た こ と 、 ③ そ の 民 族 性 も あ っ て か 、 軍 規 が 厳 正

で あ っ た こ と 、 ④ 排 他 主 義 を あ ま り と ら ず 、 軍 事 面 で も 、 外 部 勢 力 を 自 身

の 陣 営 内 に さ ま ざ ま な か た ち で 包 摂 す る 余 地 を つ ね に 備 え て い た こ と 、 ⑤

「分 別(割)し て 統 治 せ よ 。(Divideetimpera.)」 と い う 、 後 代 製 の ス ロ

ー ガ ン が 示 す よ う に 、 ロ ー マ の 支 配 戦 略 が 巧 妙 で あ っ た こ と 。 こ れ は 個 別

的 同 盟 、 勢 力 分 断 、 地 位 差 別 を 基 本 と し て い る が 、 そ の ほ か に 、 面(都 市

=砦)と 線(軍 用 道 路)に よ る 支 配 に マ ッ チ し た こ の ス タ イ ル も き わ め て

有 効 で あ っ た 。 ⑥ 国 政 の エ キ ス パ ー トの 集 団 で あ る 元 老 院 が 長 期 的 な 展 望

の も と に 和 戦 両 様 の 戦 略 を 適 切 に 決 定 す る こ と が で き た こ と 。 以 上 の こ と

は 、 ロ ー マ 人 の 法 意 識 の 高 さ と も 内 面 的 に 関 連 性 を も つ 。 武 器 も 法 も 、 い

わ ば 彼 ら の 同 じ 根 源 か ら 派 生 し て い る か ら で あ る 。

(3)最 後 に 、 人 類 の 歴 史 に お い て つ き も の の 戦 争 が も っ て い る 側 面 ・要 素

・背 景 ・構 造 な ど を ピ ッ ク ア ッ プ し て お こ う。 こ れ に よ っ て 、 ひ ょ っ と す

る と 、 「ロ ー マ 人 の 戦 争 」 の 特 性 ・特 質 や 雰 囲 気 が う か び あ が っ て く る か も

し れ な い 。

@戦 争 に は 、 防 衛 戦 争 、 予 防 戦 争 、 侵 略 戦 争 の 三 パ タ ー ン が あ る 。 パ ッ

シ ヴ な も の が 第 一 群 で 、 ア ク テ ィ ヴ な も の が 第 三 群 で 、 両 者 の 性 格 を

あ わ せ も つ も の が 第 二 群 で あ る 。 ロ ー マ 人 の 意 識(ホ ン ネ)の な か で

は 、 第 二 群 が も っ と も 重 要 な も の と う け と め ら れ て い た よ う に 思 わ れ

る 。 も っ と も 、 ど の 時 代 に お い て も 、 い わ ゆ る 「帝 国 主 義 者 」 は 、 「守

る た め に 攻 め る 」 と い う 構 図(タ テ マ エ)が お 好 き な よ う で あ る が 。

⑮ あ る 国 家(共 同 体)が 他 の 国 家(共 同 体)を 支 配 す る 手 段 と し て は 、

実 力(ゲ バ ル ト)の 行 使 と し て の 戦 争=戦 闘 が も っ と も ス ト レ ー ト で 、

シ ン プ ル で あ る が 、 も っ と ソ フ ト な 統 御 手 段 と し て は 、 さ ま ざ ま な レ

ヴ ェ ル ・パ タ ー ン の 同 盟 が あ る(多 く の 場 合 、 タ テ マ エ 上 対 等 で あ っ

て も 、ホ ン ネ 上 は 一 方 が 優 位 に た つ)。 戦 争 遂 行 も 各 種 の 同 盟 条 約 の 締

結 も 、 手 間 の か か る つ き あ い か た で あ る が 、 ロ ー マ 人 は 、 こ の ほ か に

も 、 事 実 上 の 優 位 を フ ル に 利 用 し て 、 他 国(共 同 体)を 事 実(ホ ン ネ)

上 支 配 下 に お さ め る 術 を い く つ も 心 え て い た 。 ロ ー マ 人 が 「支 配 の 天

才 」 と 呼 ば れ る の は 、 む し ろ こ の こ と に よ る と こ ろ が 多 い 。

◎ ロ ー マ の 周 辺 ・近 隣 に あ る 国 家(共 同 体)と の 戦 争 と 、 遠 く 離 れ た 地
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域 に あ る 戦 争 と の 種 別 が あ る 。 後 者 に 属 す る も の の う ち で 、 と く に 重

要 な も の と し て 、 中 近 東 地 域 に お け る 戦 争 が あ る 。

⑥ 同 系 の 人 々(た と え ば 、 ラ テ ィ ー ニ ー)と の 戦 い と 、 異 系 の 人 々 と の

戦 い の 種 別 が あ る 。 イ タ リ ア 半 島 内 部 に つ い て 言 え ば 、 後 者 は 、 エ ト

ル ー ス キ ー 、 ケ ル ト人 、 カ ル タ ー ゴ ー 人 、 ゲ ル マ ン 人 な ど に 対 す る も

の で あ る 。

◎ 市 民 兵(市 民 皆 兵 制 の も と に お け る 民 兵)が 中 核 と な っ て い る 戦 争 と 、

職 業 兵(志 願 兵)や 傭 兵 を 組 み こ ん で 展 開 さ れ る 戦 争 と の 種 別 が あ る 。

後 者 は 、 雇 い 主 で あ る 将 軍 の 私 兵 な い し は 部 下 と な る こ と が ふ つ う で

あ る 。 以 上 の こ と は 、 兵 士 は す べ て ロ ー マ 市 民 権 保 有 者 で あ る と い う

前 提 の も と で の 話 な の で あ る が 、 帝 政 時 代 に は 、 市 民 兵 士 の 数 が ま っ

た く た り な い 点 を 補 う た め に 、 外 人(と り わ け 、 ゲ ル マ ン 人)が 兵 士

に な る(二 〇 年 の 勤 務 を お え る と 、 彼 ら は ロ ー マ 市 民 権 を 取 得 す る こ

と が で き る)。

① 伝 統 的 に 、 ロ ー マ の 軍 指 揮 権 は 、 文 武 の 大 権 を も つ 、 執 政 官 以 下 の 少

数 の 高 級 政 務 官 の 手 中 に に ぎ ら れ て い た 。 「シ ヴ ィ リ ア ン ・コ ン ト ロ ー

ル 」 の 場 合 と は ち が っ た 意 味 で 、 文 人 と し て の 彼 ら が 軍 務 を こ な し て

い た 。 の ち に は 、 当 然 の こ と な が ら 、 職 業 軍 人 の 司 令 官 も 登 場 す る 。

⑧ 戦 術 ・戦 法 に つ い て 言 え ば 、 ロ ー マ は 、 陸 軍 国 で あ り 、 陸 戦 を 戦 う こ

と が ほ と ん ど で あ っ た 。 地 中 海 を 舞 台 と す る 海 戦 で も 、 敵 船 に 橋 の よ

う な も の を 打 ち こ ん で 、 そ こ か ら 陸 兵 が 白 兵 戦 に 突 入 す る 、 と い う 陸

戦 も ど き の 戦 法 が お 得 意 で あ っ た 。 ま た 、 貴 族 な ど の 上 層 部 か ら な る

騎 士 の 個 人 的 な 戦 い の ス タ イ ル と 、 重 装 備 を ほ ど こ し 、 集 団 で た ち む

か う 歩 兵 の 戦 い の ス タ イ ル と が あ る が 、騎 兵 は 、 ロ ー マ の ご く 初 期 と 、

騎 兵 中 心 の 戦 闘 法 を も つ 異 民 族 と の 対 決 が 不 可 欠 と な っ た 後 代 と に お

い て 、 重 要 な 役 割 を は た す 。

⑤ 戦 場 で の 部 隊 編 成 の さ い 、 ロ ー マ 市 民 軍 が 単 独 で 出 陣 す る 場 合 と 、 こ

れ が 中 核 の 位 置 を 占 め る か た ち で 、 両 翼 ま た は 一 方 に 、 同 盟 軍 を 配 置

す る 場 合 と が あ る 。 異 な っ た 武 器 ・戦 法 を も つ 外 国 の 軍 隊 と 対 決 す る

さ い に は 、 そ う い っ た 軍 隊 と の 対 戦 に な れ て い る 同 盟 軍 が と く に 有 用

で あ る 。

① 国 内(ロ ー マ 本 市 、 イ タ リ ア 本 土 、 支 配 下 の 属 州)を 舞 台 と す る 戦 争

と 、 外 地 に お け る 戦 争 と の 種 別 が あ る 。 も っ と も 悲 惨 な の は 、 ロ ー マ

本 市 内 で 、 ク ー ・デ タ ー や 反 ク ー ・デ タ ー が 発 生 す る ケ ー ス で あ る が 、

そ の ほ か に 、 ロ ー マ 各 地 に 散 ら ば っ て い る 軍 団 が 、 そ れ ぞ れ 、 そ の 司

令 官 を 皇 帝 と し て 擁 立 し て 、 同 士 討 ち を す る 場 合 も 、 人 的 損 失 を ふ く

め て 、 大 き な ダ メ ー ジ が 国 家 全 体 に 生 ず る 。
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① ロ ー マ 人 同 士 が 戦 う 場 合 と ロ ー マ 人 が 外 敵 と 戦 う 場 合 と が あ る が 、 ロ

ー マ を 衰 亡 さ せ た 原 因 と し て は 、 前 者 に 属 す る 帝 位 争 奪 戦 も 、 後 者 に

属 す る 対 ゲ ル マ ン 人 戦 争 も 同 程 度 に 重 要 で あ る 。

⑮ 戦 勝 後 に 、 敗 れ た 共 同 体 を 完 全 に 破 壊 す る と と も に 、 住 民 を 殺 害 し た

り 、 奴 隷 化 し た り し て 、 抹 殺 す る 、 と い う や り か た を ロ ー マ が と っ た

事 例 は そ れ ほ ど 多 く な い 。 そ の 共 同 体 を そ れ な り に 存 続 さ せ な が ら 、

ロ ー マ の 利 益 と な る よ う に そ の 共 同 体 を あ や つ っ て い く 手 法 が 中 心 で

あ る 。

① 共 和 政 に か ん し て 言 え ば 、 戦 争 を は じ め る こ と に つ い て イ ニ シ ヤ テ ィ

ヴ を と っ た の は 、 一 年 任 期 の 高 級 政 務 官 で は な く て 、 経 験 豊 か な 人 々

に よ っ て 構 成 さ れ て い る 、 終 身 制 の 元 老 院 で あ る 。 も っ と も 、 元 老 院

へ の 抵 抗 勢 力 と し て 民 会 が 力 を も つ よ う に な っ て い る 情 況 下 で は 、 民

会=民 衆 の 意 向 も 無 視 で き な い 局 面 も 生 じ て く る 。 一 般 大 衆 は 、 戦 勝

に よ っ て ロ ー マ が 手 に い れ た 敵 の 土 地 の 配 分 に あ ず か れ る の で 、 戦 争

は 一 種 の 国 家 ビ ジ ネ ス の 側 面 も も っ て い た 。 他 方 で 、 中 層 部 に あ た る

騎 士 階 層 は 、 戦 争 商 人 と し て 利 潤 を あ げ る こ と を 、 体 質 上 求 め る 傾 向

に あ る 。

⑳ ロ ー マ の 戦 争 史 の な か に は 、 第 一 次 、 第 二 次 、 第 三 次 と か い う よ う に 、

段 階 的 に 戦 い が と り 行 な わ れ た ケ ー ス が 多 く 見 ら れ る 。 体 力 的 に 一 気

に 決 着 を つ け る こ と が 困 難 で あ っ た 、 と い う物 理 的 理 由 は も ち ろ ん で

あ る が 、 そ れ 以 外 に 、 戦 い を し な が ら 様 子 を 見 る 、 と い っ た 賢 慮 が 働

い た と こ ろ も あ る の で は な か ろ う か 。 同 じ 敵 に 対 し て 、 か な り の 期 間

を お い て 戦 争 が 反 復 さ れ る と 、当 然 の こ と な が ら 、戦 争 の 質 も か わ る 。

ロ ー マ の 国 の か た ち も 、 そ の 過 程 で か わ ら な け れ ば ら な ら い 。 ロ ー マ

は 戦 争 に よ っ て 成 長 し て き た の で あ る 。

⑪ ロ ー マ は 、 開 戦 す る さ い に は 、 自 国 の 独 自 の 事 情 に よ り 動 く こ と が ふ

つ う で あ る が 、と き に は 他 共 同 体 か ら の 救 援 要 請 に 応 ず る 場 合 も あ る 。

ロ ー マ 人 の 頭 の な か に は 、 「正 し い 戦 争 」 と 「不 正 な 戦 争 」 と い っ た 概

念 上 の 区 別 は あ ま り 認 め ら れ な い よ う に 思 わ れ る が 、侵 略 戦 争 よ り も 、

盟 邦 を 助 け る 出 兵 の 方 が 、 外 む き に は 、 正 し く 、 ソ フ トで 、 好 都 合 な

も の で あ っ た だ ろ う 。

◎ 戦 勝 後 に 、 た だ ち に 敗 戦 国 の 国 土 を ロ ー マ 領 に す る 、 と い う 明 快 な や

り か た は 、 っ ね に と ら れ た わ け で は な か っ た 。 あ る 程 度 の 仕 か け を ほ

ど こ し た あ と 、 ひ と ま ず 撤 兵 し て 、 相 手 国 の 動 き を 見 て み る 、 と い う

ソ フ トな や り か た も 採 用 さ れ る こ と が あ っ た 。 国 土 の 拡 充 に は マ イ ナ

ス 面 も あ っ た か ら で あ る 。

⑲ 東 ロ ー マ 帝 国 は 戦 争=戦 闘 に よ っ て 滅 亡 し た が 、 西 ロ ー マ 帝 国 は 、 皇
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帝 が 退 位 さ せ ら れ る こ と に よ っ て 、 消 滅 し た 。 前 者 は ホ ン ネ 上 の 滅 亡

で あ り 、 後 者 は タ テ マ エ 上 の 滅 亡 で あ る 。 「戦 争 の 国 」 ロ ー マ に は 、前

者 の 方 が ふ さ わ し い か も し れ な い 。

⑨ 戦 争 は 法 と は つ ぎ の よ う な 点 で 交 錯 す る 。 ① 戦 勝 に よ っ て 国 土 が 広 げ

ら れ る と 、 そ の 住 民 は 戦 勝 国 の メ ン バ ー の な か に 編 入 さ れ る こ と も 多

い が 、 ロ ー マ で は 、 市 民 権(市 民 の ス テ イ タ ス)が 敗 戦 国 の 市 民 に 与

え ら れ る こ と は 比 較 的 ま れ で あ る 。 し た が っ て 、 戦 後 に は 、 ロ ー マ 法

の 適 用 が な い 人 々 が 国 内 に 多 数 抱 え こ ま れ る こ と に な る 。 ② 軍 営 に あ

る 兵 士 は 、 通 常 の ロ ー マ 法 の 保 護 を 完 全 に う け る こ と は で き な い が 、

そ れ 以 上 に 、 長 期 間 の 出 征 に よ っ て 、 市 民 兵 士 に は 法 上 の 不 利 益 も 多

く 生 ず る 。 ③ 近 代 に お い て は 戦 時 国 際 法 が 編 成 さ れ て い る が 、 古 代 に

は 、戦 争 は 明 確 な ル ー ル の も と に 遂 行 さ れ た わ け で は な い 。 も っ と も 、

古 代 の 戦 争 に お い て も 正 し い 流 儀 と い う も の は 、 そ れ な り に あ る 。

㊤ 軍 隊 に は 、 ふ つ う 、 外 む き の も の と 内 む き の も の と の 二 種 が あ る 。 前

二 世 紀 に 、 軍 事 行 動 の さ い に か ぎ っ て 、 司 令 官 を 護 衛 す る た め に 設 立

さ れ た 親 衛 隊 が 、 後 者 で あ る 。 ア ウ グ ス ト ゥ ス に よ っ て 、 元 首 と ロ ー

マ 市 を 守 る た め の 九 大 隊(5000～9000名)が そ の 恒 常 的 な 組 織 と さ

れ た 。 そ の 後 、 時 代 の 節 目 に お い て 、 皇 帝(元 首)の 側 近 と し て 、 元

首 の 暗 殺 や 擁 立 に 重 要 な 役 割 を は た し た 親 衛 隊 は 、 地 方 に 展 開 し て い

る 軍 団 の 長 が 皇 帝 を 僖 称 す る さ い と 同 じ よ う に 、一 方 的 に 皇 帝(元 首)

を 決 定 す る 地 位 に も あ っ た 。

③ 軍 隊 が 有 給 の 職 業 兵 士 集 団 と な っ て か ら は 、 三 〇 に も な ろ う と す る 数

の 軍 団 を 構 成 す る 二 〇 万 人 近 い 数 の 正 規 軍 ・補 助 軍 の 兵 士 や 高 給 を と

る 親 衛 隊 兵 士 や 補 助 軍 兵 士 の た め に 、 経 費 が 必 要 で あ っ た 。 国 家 の 収

入 は 、 現 代 の 場 合 ほ ど に は 確 保 さ れ て い な か っ た の で 、 て っ と り ば や

く 、 富(そ の 象 徴 は 貴 金 属)を 確 保 す る た め に 戦 争 を し か け る ケ ー ス

も あ っ た 。106年 に ト ラ ー ヤ ー ヌ ス が 占 領 し て 属 州 と し た ダ ー キ ア(現

ル ー マ ニ ア)は 、 優 良 な 金 を 産 出 す る 地 と し て ロ ー マ に 富 を 与 え つ づ

け た 。 し か し 、 こ の よ う な う ま い 話 は 、 こ れ が 最 後 と な る 。

C(市 民 権)1(CII、C皿 の 記 述 も 含 む)

① 〔市 民 権 拡 大 の 段 階 〕

@王 政 時 代 一 ロ ー マ 市 民 権(市 民 と し て の 資 格)を も つ 人 の 人 口 は 約1

万 で あ る 。

⑮ 前425年 頃 人 口 約5万 。 こ れ は ロ ー マ 周 辺 地 域 の 征 服 ・編 入 に よ

る 拡 大 の 成 果 で あ る 。

◎ 前318兵 役 資 格=義 務 の あ る 市 民 数 は258,000人 と な っ た 。 こ れ
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は 、 前340～340年 の 第 二 次 ラ テ ン 人(同 盟 市)戦 争 で の 勝 利 に よ り

ラ テ ィ ウ ム が 統 一 さ れ た あ と に 増 加 し た も の で あ る 。 前3世 紀 末 ま で

に 、 人 口 は100万 に 接 近 す る 。 兵 役 資 格 の あ る 市 民 数 は 、 ハ ン ニ バ ル

戦 争 に よ る 打 撃 の た め 大 幅 に 減 っ た が 、 そ の 後 回 復 し 、 前2世 紀 中 ご

ろ 以 後 は30万 を 超 え る 。

⑥ 前91～88人 口 約400万 。 こ れ は 、イ タ リ ア 同 盟 市 戦 争 の 決 着 に よ

っ て 市 民 権 が イ タ リ ア 半 島 の 大 部 分 に 拡 大 さ れ た た め で あ る(た だ し 、

新 市 民 は ト リ ブ ス 帰 属 に お い て 不 利 益 な 取 扱 を う け た た め に 、 投 票 権

に か ん し て は 彼 ら に は そ れ ほ ど メ リ ッ トは な か っ た)。 兵 役 資 格 の あ る

市 民 は100万 人 を こ え る 。

◎ 前1世 紀 ～ 後1世 紀 世 界 帝 国 ロ ー マ に お い て 市 民 権 の 保 有 者 は 増

大 す る(従 属 共 同 体 の 昇 格 に よ る 一 括 付 与 、 そ の 上 層 部 へ の 付 与 、 外

人 退 役 兵 へ の 付 与 に よ る)。 一 説 に よ る と 、ア ウ グ ス ト ゥ ス 治 世 の 終 わ

り こ ろ に は 、 市 民 権 保 有 者 は494万 人 に も な っ た 、 と い う こ と で あ る

が 、 こ の 数 は 国 家 の 総 人 口 の5000～6000万 人 の10分 の1に す ぎ な

い 。

①212年 カ ラ カ ッ ラ の 勅 法 に よ っ て 、 全 帝 国 住 民(例 外 は あ る)へ

の 大 幅 な 市 民 権 付 与 が 実 施 さ れ る 。

① ロ ー マ 法 は 、 古 代 社 会 の 多 く の 例 に な ら っ て 、 属 人 主 義 の シ ス テ ム を

と る 。 し た が っ て 、 ロ ー マ 市 民 権 を 保 有 す る 者 は 、 ど こ に 滞 在 し て い て も 、

ロ ー マ 法 の 保 護 を う け ら れ る わ け で あ る(た と え ば 、 使 徒 パ ウ ロ は 、 ギ リ

シ ア 生 ま れ の ユ ダ ヤ 人 で あ っ た が 、 偶 然 に も 生 ま れ つ き ロ ー マ 市 民 権 を も

っ て い た た め に 、 エ ル サ レ ム か ら ロ ー マ へ と 刑 事 裁 判 の た め に 送 致 さ れ 、

そ こ で も 布 教 で き た も の と 推 測 さ れ る 。 こ れ と 対 照 的 に 、 キ リ ス ト は 、 市

民 で な か っ た た め に 、礫 刑 に 処 せ ら れ た)。 ロ ー マ は 、 そ の 領 土 や 支 配 圏 を

拡 大 す る さ い に 、 市 民 権 を 外 人(他 共 同 体 の 市 民)に 容 易 に は 与 え ず 、 利

益 誘 引 の た め の 餌 と し た 。 ロ ー マ 市 民 権 は 、 各 地 の 被 支 配 層(と く に そ の

う ち の 上 層 部)に と っ て は 、 大 き な 特 権 で あ り 、 羨 望 の 的 と な っ て い た 。

な ぜ そ の よ う に な っ た の か?公 民 権 と し て の 投 票 権 は 、 ロ ー マ に お け る 政

治 活 動 を 保 障 す る も の で あ っ た だ け で は な く 、 も っ と も 低 い レ ベ ル に お い

て は 、 下 層 の 人 が そ の 一 票 を 利 用 し な が ら 有 力 者 の 被 護 民 と し て サ ー ビ ス

を う け 、 都 市 に 寄 生 し て 生 き て い く こ と を 可 能 に し た 。 通 商 権 は 、 交 易 の

中 心 で あ る ロ ー マ で ロ ー マ 私 法 の も と で 取 引 を 行 な い 、 富 を 得 る た め に の

重 要 な 手 殺 で あ り 、 一 方 、 通 婚 権 は 、 ロ ー マ 法 上 有 効 な 婚 姻 関 係 を 、 旧 市

民 の 上 層 部 と 結 ぶ こ と を 可 能 に す る も の で あ っ た か ら で あ る 。そ の ほ か に 、

市 民 と し て 、 戦 争 に 参 加 す る 権 利(義 務 で は な い)を え て 、 勝 利 の の ち に

さ ま ざ ま な 恩 恵 に あ ず か る こ と が で き た(た と え ば 、 占 領 地 の 分 配 を う け
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て 、 土 地 所 有 者 や 占 有 者 と な る)。 も っ と も 、 厳 密 に 言 え ば 、 ロ ー マ 流 の 公

民 権 と い う の は 、 一 般 市 民 に と っ て は 、 時 代 が 下 る に つ れ て そ れ ほ ど 利 益

を 生 み だ す も の で は な く な り 、 他 方 で 、 私 法 に お い て も 、 市 民 で な い 外 人

が ロ ー マ に お い て ま っ た く 無 権 利 者 で 、 法 の 保 護 外 に お か れ て い る 、 と い

う わ け で は な く 、 有 力 者 と コ ネ ク シ ョ ン さ え も っ て い れ ば 、 信 義 な ど の モ

ラ ル に よ っ て 、 あ る 程 度 社 会 的 に は 尊 重 さ れ て い た の で 、 市 民 権 の 有 無 で

人 の 法 的 ・社 会 的 地 位 が 決 定 的 に 異 な る 、 と ま で 考 え る の は い く ら か ゆ き

す ぎ で あ ろ う 。

② 〔共 和 政 初 期 ・盛 期 に お け る 市 民 権 付 与 の 形 態 〕

@近 隣 共 同 体 の 住 民 の 編 入 に

よ る 付 与 ・ ト リ ブ ス(地 区)

新 設 に よ る 付 与(王 政 時 代 と

前5世 紀:前4世 紀 の 第 二

次 ラ テ ン 人(同 盟 市)戦 争 時

代)1固 有市民権喪失1

〔完全 なローマ市民権 の取得〕

投 票 権

通 商 権

通 婚 権

⑤ ラ テ ン 系 の

都 市 は ロ ー

マ 地 方 都 市 一伝統的な自治を保有する

(ム ー ニ ピ

りわけ、軍隊を掌握す るこ(前4世紀 〔完全 なローマ市民権 の取得〕

とが重要である。
の 第 二 次 ラ

テ ン 人(同 ③ ラ テ ン 共 同1投 票 権1

盟 市)戦 争 体 系 以外 の
通 商 権時代)

都 市 は投 票 通 婚 権

権 の な い地

方都 市 とな

る.1固 有市購 保持 阯

〔政 治的 な権 利 を欠 く、不 完全 なローマ市 民権の 取得〕

◎ 被 征 服 地 域 へ の 付 与ll

(前4世 紀 ～3世 紀)

曝 都市住民への{譲

投 票 権

通 商 権

通 婚 権

通 商 権

魑民瘤 権 と
る ほ か に 、 夕 王

1固 有市民権喪失1

〔政 治的 な権 利 を欠 く、不 完全 な ローマ 市民権 の取得 〕

で に 市 民 で あ る 者 を

の 機 会 に 、 あ ら た に 、
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(前4世 紀 ～3世 紀)移 住 者 に 市 民 権 を 付 与 す る ケ ー ス も あ っ た 。

◎ ロ ー マ へ の 移 住 に

よ る 取 得

ラ テ ン 市 の 市 民 権 を 保 有 す る 者 が ロ ー マ に 移

住 す れ ば 、 一 定 の 条 件 つ き で 完 全 な ロ ー マ 市 民

権 を 与 え ら れ る 、 と い う 制 度 が あ る 。 た だ し 、

前2世 紀 以 後 、 こ の よ う な 移 住 権 は 大 幅 に 制 限

さ れ る 。

㊦ 前2世 紀 以 来 の 、 ラ テ ン 人 共 同 体 に お い て 政 務 官 職 に 就 任 し た 者 へ の

付 与(指 導 層 は こ れ に よ っ て ロ ー マ と 緊 密 に 結 び つ け ら れ 、 し か も 、

ロ ー マ 市 民 権 は 、本 来 の 所 属 共 同 体 の 市 民 権 よ り 上 位 の も の と さ れ た)。

⑧ 前91～89年 の 同 盟 市 戦 争 が 決 着 し た こ と に よ り 、 ロ ー マ 市 民 権 が 同

盟 市 市 民 に も 一 括 付 与 さ れ る 。

※ な お 、 市 民 権 と い う も の は 、 こ の よ う に 、 公 法 上 は 、 容 易 に は 取 得

で き な い 貴 重 な ス テ イ タ ス で あ っ た が 、 し か し 、 国 内 的 に は 、 私 法 の ル

ー トで 、 こ れ は 、 奴 隷 解 放 を 通 じ て 、 容 易 に 、 市 民 保 有 の 奴 隷 に よ っ て

取 得 さ れ る 。 そ の 被 解 放 奴 隷 の 子 は 生 ま れ つ き の 自 由 人 と 同 じ よ う に 扱

わ れ る の で 、 二 代 目 以 後 は ほ ぼ 完 全 な 意 味 に お け る 市 民 と な る わ け で あ

る 。 も っ と も 、 そ れ は 、 法 制(タ テ マ エ)上 の こ と で あ っ て 、 解 放 さ れ

た 者 や そ の 子 孫 は 、 旧 主 人 の 被 護 者 と な っ て し ま う の で 、 ホ ン ネ に お い

て は 、 市 民 権 獲 得 の 意 味 は か な り 低 く な る 。 彼 ら が ま っ た く の 独 立 市 民

と な る わ け で は な い か ら で あ る 。奴 隷 解 放 は 、奴 隷 に は も ち ろ ん の こ と 、

主 人 に と っ て も プ ラ ス で あ っ た の で 、 こ の ル ー ト か ら 巨 大 な 数 の 市 民 が

つ ぎ つ ぎ に 誕 生 す る(奴 隷 解 放 を 制 限 す る 法 律 が ひ ん ぱ ん に 制 定 さ れ た

こ と が そ の こ と の 重 大 さ を 物 語 る)。

D(経 済)1(DHの 記 述 も 含 む)

(a)共 和 政

「塩 の 道 」 と い う 、古 代 イ タ リ ア 中 部 の 重 要 な 交 易 ル ー ト で あ っ た テ ィ ベ

リ ス 川 の ほ と り に 位 置 し て い た ロ ー マ は 、 地 理 的 条 件 に 恵 ま れ て い た た め

も あ っ て 、す で に 王 政 時 代 か ら 物 資 輸 送 の 中 継 地 と し て か な り 栄 え 、ま た 、

手 工 業 的 な 分 業 も す で に 存 在 し た が 、 し か し 、 共 和 政 初 期 の ロ ー マ が 基 本

的 に 農 業 ・牧 畜 中 心 の 経 済 構 造 を も っ て い た 、 と 見 て よ い(貨 幣 の 鋳 造 は

前3世 紀 の 初 め ま で 行 な わ れ て い な い)。 し か し 、 共 和 政 も 盛 期 の 前2世

紀 に 入 る と 、 数 次 の 対 外 戦 争 の 遂 行 と 多 数 の 属 州 の 獲 得 が き っ か け と な っ
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て 、 農 業 国 ロ ー マ は 大 き く 変 身 す る 。(1)征 服 の あ と に は 、 前2世 紀 の 初

め ま で は 、被 征 服 地(公 有 地)の 一 部 が 私 有 物 と し て 市 民 に 割 当 て ら れ て 、

そ こ に 植 民 市 が 建 設 さ れ る の が 通 例 で あ っ た が(そ の 数 は 前367年 か ら 前

133年 ま で に51に の ぼ る)、 そ の 後 、 こ の 方 法 は あ ま り と ら れ な く な り 、

被 征 服 地(公 有 地)の3分 の1あ る い は3分 の2は 、 資 金 量 に 余 裕 を も つ

に い た っ た 有 産 層 よ っ て 容 易 に 先 占 さ れ る よ う に な っ た(し か し 、 地 代 な

ど の 支 払 が き ち ん と な さ れ た か ど う か は 疑 わ し い)。 他 方 で 、 小 農 民 は 、 長

期 間 の 出 征 に よ り 土 地 か ら は な れ て 、そ れ を 荒 廃 さ せ て し ま っ た り 、ま た 、

武 器 自 弁 の た め に 多 額 の 借 金 を 負 い 、 結 局 は 、 担 保 と し て さ し い れ て い た

土 地 を 手 放 し て 離 農 す る こ と を よ ぎ な く さ れ た り し た 結 果 、 有 力 者 に よ る

土 地 の 兼 併 が 進 行 し た 。 テ ィ ベ リ ウ ス ・ グ ラ ッ ク ス は 、 重 装 歩 兵 と し て 出

陣 す る 中 小 農 民 層 を 守 っ て い く 目 的 で 、 不 当 ・違 法 な 公 有 地 の 利 用 形 態 を

是 正 す る と 同 時 に 、公 有 地 占 有 を 制 限 し よ う と す る 土 地 法 の 制 定 を 計 画 し 、

そ の 一 部 は 具 体 化 さ れ た が 、 し か し 、 結 局 失 敗 に 終 わ る 。 前134年 の そ の

テ ィ ベ リ ウ ス ・グ ラ ッ ク ス の 農 地 法 は 、 先 駆 的 な 農 地 法 で あ る 前367年 の

リ キ ニ ウ ス ・セ ク ス テ ィ ウ ス 法 を 緩 和 し て 再 び 適 用 す る こ と を 骨 子 と す る

程 度 の も の で あ っ た 。 そ の 弟 ガ ー イ ウ ス の 農 地 法 の 内 容 は 不 明 で あ る 。 そ

の 殺 害 後 、 た だ ち に 、 農 地 改 革 の さ さ や か な 成 果 を 奪 い と る 政 策 が つ ぎ つ

ぎ に 具 体 化 さ れ 、4次 に わ た っ て 執 拗 に 立 法 が つ み あ げ ら れ て 、 改 革 の 思

想 は 完 全 に 葬 ら れ た(前104年 の 時 点 で 、 誇 張 も 含 ま れ て い る の は ま ち が

い な い が 、 「国 の な か で 土 地 を も つ 者 は わ ず か2,000人 を 出 な い 。」 と さ え

言 わ れ た)。 も っ と も 、 マ リ ウ ス 、 ス ッ ラ 、 カ エ サ ル な ど の 武 将 は 、 自 身 の

配 下 に い た 多 数 の 退 役 兵 に 相 当 な 土 地 を 与 え る と と も に 、 植 民 市 を 建 設 し

た の で 、 個 人 的 な 被 護 関 係 の 枠 内 に お い て で は あ っ た が 、 中 小 農 民 の 再 建

も あ る 程 度 は は た さ れ る こ と に な っ た 。(2)他 方 で 、 前2世 紀 中 頃 以 来 、

数 次 の 海 外 戦 争 を 通 じ て 戦 争 奴 隷 の 数 が 飛 躍 的 に 増 大 し た た め に 、 奴 隷 を

用 い る 大 土 地 経 営 方 式 が 利 用 可 能 と な っ た 。こ の 奴 隷 は 、着 色 陶 器 な ど の 、

マ ニ ュ フ ァ ク チ ャ ー に よ る 商 品 生 産 に も 使 役 さ れ る(し か し 、 こ れ は 、 ヘ

レ ニ ズ ム 世 界 の 場 合 ほ ど 大 規 模 で は な い)。(3)征 服 地 か ら 安 価 な 穀 物 が

流 入 し た の で 、 イ タ リ ア に お け る 中 小 規 模 の 穀 物 生 産 は 相 当 な 打 撃 を う け

(こ の 点 に つ い て 異 論 は あ る)、 ま た 、 ヘ レ ニ ズ ム 的 な 技 術 も 利 用 さ れ て 、

ぶ ど う ・オ リ ー ブ 栽 培 、 牧 畜 へ の 転 換 が 促 進 さ れ た 。 こ れ は 、 商 品 生 産 を

目 的 と す る 大 土 地 経 営 を い っ そ う容 易 に す る こ と に な っ た 。(4)経 済 活 動

に よ っ て 富 裕 と な っ た 平 民 層 の 一 部 は 、 政 治 的 立 身 出 世 に は そ れ ほ ど 関 心

を 示 さ ず 、 事 業 経 営 に 専 念 し た 。 前218年 の ク ラ ウ デ ィ ウ ス 法 は 、 元 老 院

議 員 の 富 が 土 地 所 有 と い う保 守 的 形 式 に も と つ く べ き で あ る 、 と い う 保 守

的 な 思 想 の も と に 、 元 老 院 議 員 お よ び そ の 子 に 、 積 載 量300ア ン フ ォ ラ 以
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上 ク ラ ス の 大 型 船 舶 を も つ こ と つ ま り 、 大 規 模 な 交 易 ビ ジ ネ ス へ の 直

接 参 与 を 禁 止 し た が 、 こ れ は 、 結 果 的 に 事 業 家 の 層 を 一 つ の 社 会 的 身

分 へ と ま と ま ら せ る き っ か け と な る 。 騎 士 階 層(equites)と よ ば れ る 彼 ら

は 、 各 地 に 支 店 を も つ 商 事 会 社 の よ う な も の や 商 事 組 合 を 設 立 し て 、 組 織

的 な 活 動 を 展 開 し た 。 そ れ は 、 公 共 建 築 物 ・道 路 ・橋 梁 の 建 設 請 負 、 軍 隊

へ の 物 資 補 給 、 国 家 納 入 金(財 産 税 ・奴 隷 解 放 税 ・ 関 税 ・公 有 地 税(と く

に 共 同 放 牧 地 に お け る 放 牧 税))の 、 入 札 に よ る 徴 集 請 負(前168年 の ピ

ュ ド ナ の 戦 以 後 は 、 戦 勝 に よ る 収 入 増 の た め に 、 ロ ー マ 市 民 の 完 全 な 私 有

地 か ら は 土 地 税 は 徴 収 さ れ な く な っ た)、 鉱 山 開 発 、 塩 の 専 売 、 貿 易 、 金 融

(高 利 貸)、 な ど の 広 い 範 囲 に お よ ん だ 。 強 力 な 事 業 家 層 と し て の 彼 ら の 富

(土 地 所 有 と い う 形 態 も と っ て い る 点 で は 、元 老 院 階 層 の 場 合 と 同 じ で あ る)

は 膨 大 な も の と な り 、 そ れ が 土 地 買 占 め に 投 下 さ れ た だ け で な く 、 金 融 資

本 、 高 利 貸 資 本 の 原 型 に あ た る よ う な も の が 蓄 積 さ れ 、 実 質 的 に 銀 行 の 機

能 ・役 割 を そ れ な り に も つ よ う な 制 度 さ え も す で に 広 く 機 能 し て い た 。(5)

カ エ サ ル は 、 そ れ ま で の 共 和 政 の 銀 通 貨 制 と な ら ぶ か た ち で 、 金 通 貨 制 を

導 入 し た 。2世 紀 末 ま で は こ の2通 貨 制 は 安 定 す る 。

(b)帝 政

紀 元 前 後 の 世 紀 に お い て 、 ロ ー マ は 、 「古 代 資 本 主 義 」 と も 名 づ け ら れ る

ほ ど の レ ヴ ェ ル を も っ た 経 済 構 造 を も つ 国 家 に ま で 成 長 す る 。「ア ウ グ ス ト

ゥ ス の 平 和 」 の 確 立 と 海 陸 の 交 通 路 の 整 備 と に よ っ て 、1世 紀 に は 、 メ ソ

ポ タ ミ ア 、 南 ロ シ ア 、 ス ペ イ ン 、 ア イ ル ラ ン ド、 北 ア フ リ カ を 包 含 す る 大

経 済 圏 が 成 立 し 、 属 州 の 消 費 商 品 が 輸 入 さ れ 、 ま た 、 奢 イ多 品 に つ い て は 東

方 世 界(南 イ ン ド 、 中 国 、 シ ベ リ ア 、 セ イ ロ ン)と の 遠 隔 地 貿 易 も 行 な わ

れ た 。 と こ ろ が 、2世 紀 頃 か ら 経 済 に 遠 心 的 傾 向 が 強 ま っ て 、 帝 国 の 各 経

済 圏 は 自 立 し は じ め 、 属 州(と く に 西 方 の そ れ)の 経 済 的 繁 栄 に 反 比 例 し

て 、 イ タ リ ア 本 土 の 製 品(オ リ ー ブ 油 、 ぶ ど う 酒 、 陶 器)の 販 路 が 狭 め ら

れ た だ け で な く 、 逆 に 、 か つ て の イ タ リ ア の 特 産 品 で あ っ た も の が イ タ リ

ア へ 輸 入 さ れ る こ と さ え あ っ た 。 最 大 の 購 買 先 で あ る 軍 隊 が 周 辺 へ し だ い

に 移 さ れ て い っ た こ と 、 と び き り の 格 差 社 会 で あ っ た ロ ー マ で は 中 産 層 や

一 般 大 衆 が 消 費 市 場 と し て ほ と ん ど 成 長 で き な か っ た こ と
、 当 時 の 技 術 水

準 で は 、 商 品 を 運 搬 す る よ り も 技 術 者(奴 隷 な ど)を 移 動 さ せ る こ と の 方

が は る か に 容 易 で あ っ た こ と 、 信 用 面 で の 不 確 実 さ が あ っ た た め に 決 済 に

不 安 が つ き ま と っ た こ と 、 な ど が そ の 要 因 と さ れ る 。 共 和 政 時 代 か ら ず っ

と つ づ い て い た 戦 争 や 征 服 の 結 果 、 戦 利 品(と り わ け 、 貴 金 属)、 賠 償 金 、

租 税 な ど の リ ア ル な 富 が ロ ー マ に 流 入 し 、 収 支 の バ ラ ン ス が た も た れ て い

た が 、 皮 肉 な こ と に 、 「ロ ー マ の 平 和 一 平 和 な ロ ー マ 」 が 確 立 さ れ る と 、 富

の 獲 得 の 道 は 閉 ざ さ れ て し ま い 、 構 造 的 な 赤 字 体 質 が 露 わ に な っ て く る 。
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D(経 済)皿

(a)3世 紀 に 、 貨 幣 価 値 が 下 落 し は じ め 、 イ ン フ レ が 進 行 す る 。(b)お

の お の の 大 経 済 圏 は 完 全 に 自 立 し 、イ タ リ ア の 地 盤 沈 下 は 顕 著 と な る 。(c)

事 業 家 層 に よ る 資 本 形 成 の 道 が 閉 ざ さ れ 、 私 企 業 は 衰 退 す る 。 治 安 の 乱 れ

と と も に 、 武 装 し た 略 奪 者 や 侵 入 異 民 族 の た め に 近 接 地 と の 交 易 も 妨 害 を

う け る 。(d)都 市 の 独 立 の 手 工 業 者 は 姿 を 消 し 、 か わ っ て 国 営 仕 事 場 が 設

置 さ れ て 、 軍 隊 な ど の 国 家 の 需 要 に 応 じ 、 強 制 同 職 組 合 が 生 ま れ 、 統 制 経

済 の 色 が 濃 く な る 。(e)奴 隷 の 補 給 が 困 難 と な っ た だ け で な く 、 奴 隷 の 労

働 効 率 が 悪 か っ た た め に 、奴 隷 制 を 利 用 し た 直 接 経 営 方 式 は 衰 え 、一 方 で 、

治 安 低 下 の た め に 自 由 農 民 も 存 立 で き な く な っ て し ま っ た の で 、 奴 隷 に 土

地 を 与 え て 小 作 人 的 奴 隷 と す る か 、 奴 隷 を 解 放 し て 小 作 人(コ ロ ー ヌ ス)

と す る と い う 方 式 へ の 移 行 が 見 ら れ 、 ま た 、 本 来 の 自 由 人 を 耕 地 に し ば ら

れ た 小 作 人 と し て し ま う や り か た が 支 配 的 と な る 。と く に 、イ タ リ ア で は 、

物 々 交 換 、 生 産 物 給 与 な ど の 実 物 経 済 へ の 逆 戻 り が 見 ら れ る 。 経 済 上 の 中

心 は 都 市 か ら 農 村 に 移 る 。 以 上 は 西 ロ ー マ 帝 国 の 領 域 で の 話 で あ る が 、 他

方 で 、 物 流 が さ か ん で あ っ た 東 ロ ー マ 帝 国 の 領 域 で は 、 比 較 的 高 い 経 済 水

準 が 保 た れ た 。

E(思 想 ・宗 教)1(EHの 記 述 も 含 む)

(a)こ の 時 代 の ロ ー マ 人 の 宗 教 は な お 原 始 的 な 状 態 に あ り 、 さ ま ざ ま な

祭 式 に は 、 起 源 の 異 な る 雑 多 な 要 素 の 混 瀟 が 認 め ら れ る 。 祖 先 は そ れ ぞ れ

の 家 で 独 自 に 祭 ら れ 、 祭 祀 の 継 続 の た め に 家 は 子 孫 を も た な け れ ば な ら な

い 、 と 考 え ら れ た 。 こ れ と と も に 、 ギ リ シ ア 人 や エ トル ー ス キ ー の 影 響 の

も と で 、 さ ま ざ ま な 擬 人 神 も ロ ー マ 人 の 信 仰 対 象 と な り 、 ま た 、 す で に は

や く か ら 、天 の 神 ユ ッ ピ テ ル と 火 の 神 を 祭 る 祭 式 は 、国 家 の 祭 祀 と さ れ た 。

ロ ー マ 人 は 、 ユ ッ ピ テ ル 神 が 鳥 を 通 じ て 政 務 官 お よ び 鳥 占 官 に 意 思 を 啓 示

す る も の と 考 え 、 市 の 中 央 に 神 聖 な か ま ど を 築 い て 、 火 の 神 を 祭 っ た 。 神

を 祭 る こ と は 国 家 の 重 要 な 行 事 で も あ り 、 ロ ー マ 人 は そ の 公 私 の す べ て の

生 活 を 信 仰 と 結 び つ け て い と な ん だ 。 こ れ に よ っ て 彼 ら の 形 式 尊 重 の 思 想

が 日 常 生 活 の 場 で つ く ら れ て い く(こ れ は 、 形 式 の 一 つ と し て の 法 を 生 み

育 て る 地 盤 と も な る)。 祭 事 が と り 行 な わ れ る 日 は 、神 官 の 制 作 す る 暦 に 示

さ れ 、 祭 日(年 に50～60日 も あ る)に は 、 民 会 を 開 い た り 、 訴 訟 を 実 行

し た り し て は な ら な い 、 と さ れ 、 他 方 で 、 ほ ぼ 同 じ 数 の 日 が 国 民 的 祝 祭 日

と さ れ た の で 、 訴 訟 を 実 行 で き る 日 は 、 最 初 は そ れ ほ ど 多 く な か っ た 。 こ

の よ う に 、 ロ ー マ 人 の 政 治 生 活 お よ び 法 生 活 は 、 そ の 原 始 的 信 仰 と 密 接 に

結 び っ く こ と と な っ た 。
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古 来 の 宗 教 は 農 民 の あ い だ に 温 存 さ れ た け れ ど も 、 都 市 の 住 民 お よ び 上

流 階 層 の あ い だ で は ほ と ん ど 勢 力 を 失 な い 、 宗 教 上 の 儀 式 は 形 骸 化 し た 。

こ れ に 対 し て 、 東 方 、 と く に ギ リ シ ア 地 方 の 熱 狂 的 な 宗 教 上 の 祭 式 を 行 な

う 風 習 は し だ い に 盛 ん と な り 、 ま た 神 秘 主 義 的 思 想 が む か え い れ ら れ る と

と も に 、 エ ピ ク ロ ス 派 の 懐 疑 的 ・快 楽 主 義 的 思 想 も う け い れ ら れ た 。 と こ

ろ で 、 こ の 時 代 と く に ロ ー マ の 知 識 人 層 に 影 響 を お よ ぼ し た の は ギ リ シ ア

思 想 で あ り 、 多 く の 上 流 家 庭 は ギ リ シ ア 人 を 家 庭 教 師 と し て 子 女 を 教 育 し

た ば か り で な く 、青 年 は ギ リ シ ア 本 土 で 学 び 、そ の 文 化 を 直 接 に 吸 収 し た 。

政 治 思 想 の 分 野 で は 、 元 老 院 支 配 層 の 権 力 独 占 に 対 す る 抵 抗 が 、 こ の ギ リ

シ ア 思 想 の 影 響 の も と で 、 民 主 政 理 論 の 実 践 の か た ち で 具 体 的 に 展 開 さ れ

た こ と が 特 筆 さ れ る 。 そ の 抵 抗 勢 力 と な っ た の は 、 平 民 層 で あ っ た 。 こ の

時 代 に お け る 法 の 進 化 ・変 遷 に 多 く の 影 響 を 与 え た の は 、 ア リ ス トテ レ ー

ス お よ び ス ト ア 派 の 哲 学 で あ る 。 と く に 、 ギ リ シ ア 思 想 の 影 響 を 強 く う け

た 政 治 家 ・哲 学 者 ・文 学 者 で あ る キ ケ ロ ー は 、 主 と し て ス トア 哲 学 の 理 論

に し た が っ て 、「法 は 社 会 的 衡 平 で あ り 、各 人 に そ の 分 を 確 保 す る も の で あ

る 。」 と し 、 ま た 、 「こ の 社 会 生 活 に 必 要 な 衡 平 の 思 想 は 、 人 間 に 内 在 し 、

し た が っ て 自 然 に も と つ く も の で あ る 。」 と い う 思 想 を 強 調 し た 。 こ の よ う

な 思 想 は し だ い に 法 学 の 分 野 に も 広 ま り 、 こ れ に よ っ て 、 ロ ー マ で 現 実 に

適 用 さ れ る 法 の 合 理 的 進 化 が う な が さ れ る よ う に な る 。 ま た 、 民 族 固 有 の

市 民 法 だ け を 法 と す る 思 想 は し だ い に 駆 逐 さ れ 、 自 然 と 衡 平 と の 要 求 に し

た が っ て 法 の 概 念 を 定 め よ う と す る 傾 向 が 強 く 現 わ れ た 。 そ し て 、 ロ ー マ

固 有 の 市 民 法 だ け で は な く 、 異 な る 共 同 体 の 市 民 間 に 適 用 さ れ る 法 も 同 様

に 法 で あ る と さ れ 、 む し ろ 、 後 者 が 、 一 般 的 に 諸 民 族 に 適 用 さ れ る 、 と い

う 意 味 で 、 特 殊 な 市 民 法 よ り も 、 理 想 的 な 自 然 法 に 近 い も の と 認 め ら れ 、

あ る い は 、 自 然 法 そ の も の と 考 え ら れ て 、 市 民 法 の 理 想 と さ れ る よ う に な

る 。 こ の よ う な 思 想 は 現 実 の 法 を 合 理 化 し よ う と す る 努 力 の あ ら わ れ で あ

る 。 他 方 で 、 ギ リ シ ア 生 ま れ の 弁 論 術(レ ト リ ッ ク)は 、 法 学 者 た ち に 、

法 規 や 法 律 行 為 の 文 理 解 釈 だ け で は な く 、 論 理 に も と つ い た 解 釈 も ほ ど こ

す 必 要 の あ る こ と や 、 立 法 者 あ る い は 法 律 行 為 を 実 行 す る 者 の 意 思 を む し

ろ 問 題 と す る 必 要 の あ る こ と を 教 え た 。 そ の 結 果 、 古 い 由 来 の 、 法 の 形 式

主 義 は 緩 和 さ れ て 、法 の 形 式 に と ら わ れ る よ り も 、現 実 の 要 求 を 基 礎 と し 、

各 人 の 意 思 を 重 ん じ て 、 形 式 を か く 行 為 に も と き に は 効 果 を 認 め 、 形 式 の

と と の っ た 行 為 に も と き に は 効 果 を 与 え な い 、と す る 傾 向 さ え も 発 達 し た 。

ま た 、 と く に ア リ ス トテ レ ー ス 哲 学 の 影 響 を う け て 、 法 学 者 は 、 定 義 を 行

な い 、 ま た 、 種 類 に し た が っ て 素 材 を 分 類 し て い く た め に 、 さ ま ざ ま な 法

上 の 概 念 に 共 通 の 特 徴 を 求 め は じ め 、 こ の よ う に し て 一 般 的 ・抽 象 的 な 原

則 の 確 立 も う な が さ れ た 。 ロ ー マ 法 が 世 界 法 と し て の 特 徴 を も ち は じ め る
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の は 、 す で に こ の 時 期 か ら で あ る 。

(b)共 和 政 も 末 期 に な る と 、 古 く か ら の 宗 教 は 衰 微 し 、 そ れ と と も に 一

般 に は 敬 神 の 念 が うす ら い で し ま っ た が 、 初 代 の 元 首 ア ウ グ ス ト ゥ ス は 、

そ の よ う な 状 況 を ま え に し て 、 家 族 的 結 合 を 緊 密 に し 、 社 会 を 道 徳 的 に 更

生 さ せ る こ と を 強 く 求 め 、 固 有 の 祭 祀 と 信 仰 の 復 活 に つ と め た 。 し か し 、

民 族 が 混 清 し は じ め 、 と く に 東 方 の 宗 教 が 全 国 に 伝 播 し 、 ま た 、 と き に は

元 首 自 身 が 東 方 諸 神 の 導 入 を 自 ら 試 み た こ と も あ っ て 、 国 内 に さ ま ざ ま な

起 源 の 雑 多 な 宗 教 が 生 ま れ る よ う に な っ て く る 。 カ エ サ ル お よ び ア ウ グ ス

ト ゥ ス が 死 後 に 神 と し て と り あ つ か わ れ た 前 例 を う け て 、 元 首 が そ の 功 績

に よ っ て 元 老 院 か ら 神 と さ れ る 慣 例 が あ ら わ れ は じ め 、 こ の よ う な 神 を 祭

る 祭 式 が 発 達 し た 。 地 方 属 州 で は 、 い ま や 神 と な っ た 元 首 の 霊 を ロ ー マ を

象 徴 す る 女 神 と 合 祀 す る 神 殿 が 建 立 さ れ た 。 こ の よ う な 祭 祀 は 、 個 人 的 な

支 配 に 対 す る 忠 義 の 表 現 で あ る と と も に 、 君 主 を 神 と し て 尊 崇 す る 東 方 思

想 と ロ ー マ 古 来 の 思 想 と の 妥 協 的 融 合 と も 言 え る も の で あ り 、 元 首 政 が し

だ い に 専 制 的 な も の と な る に つ れ て 、 皇 帝 を 神 と し 、 太 陽 神 の 権 化 と し て

と り あ つ か う 極 端 な 例 ま で も つ く ら れ る 。 キ リ ス ト教 は 民 衆 の あ い だ に 伝

播 し は じ め た け れ ど も 、 キ リ ス ト 教 徒 が 多 神 教 に 反 対 し 、 ま た 、 神 と な っ

た 元 首 の 祭 祀 に 参 加 す る こ と を 拒 絶 し た の で 、 多 く の 元 首 は 、 反 キ リ ス ト

教 の 立 場 を と り 、 と き に は 残 虐 な 方 法 で 彼 ら 信 者 を 圧 迫 し 、 民 衆 も 社 会 的

不 安 お よ び 生 活 の 貧 困 を キ リ ス ト 教 の 伝 播 の せ い に し て 、 こ れ を 白 眼 視 し

た 。 ま れ に は 、 セ ウ ェ ー ル ス ・ア レ ク サ ン デ ル の よ う に 、 キ リ ス ト教 に 同

情 を も つ 元 首 も あ ら わ れ た け れ ど も 、3世 紀 後 半 の 元 首 た ち の 多 く は 、 古

来 の 異 教 の 復 活 を 求 め て 、 キ リ ス ト教 徒 を 迫 害 し た 。 し た が っ て 、 こ の 時

代 に は 、 キ リ ス ト 教 は も ち ろ ん 法 の う え に 直 接 の 影 響 を お よ ぼ す こ と は な

く 、 法 の 進 化 ・変 遷 に 影 響 を 与 え た 思 想 は 、 前 代 に お け る と 同 様 に 、 ギ リ

シ ア 思 想 、 こ と に ア リ ス ト テ レ ー ス お よ び ス トア 派 の 哲 学 で あ る 。 哲 学 者

皇 帝 マ ー ル ク ス ・ア ウ レ ー リ ウ ス に 適 例 が 見 ら れ る よ う に 、 ス ト ア 哲 学 は

指 導 層 の 心 を と ら え た 。

E(思 想 ・宗 教)HI

宗 教 に か ん す る も っ と も 重 大 な 出 来 事 は 、4世 紀 に お け る キ リ ス ト教 の

勝 利 で あ る 。 キ リ ス ト教 は 、 す で に 元 首 政 時 代 に 、 圧 迫 に も 耐 え て 、 し だ

い に 下 層 民 の あ い だ に 伝 播 し 、 社 会 的 不 安 の 増 大 と と も に い よ い よ 多 く の

帰 依 者 を 獲 得 し て い た 。 こ れ に 対 し て 、 専 主 政 を ひ ら い た 強 力 な 皇 帝 デ ィ

オ ク レ ー テ ィ ア ー ヌ ス は 、 古 来 の 宗 教 と キ リ ス ト 教 と の 抗 争 が 国 運 衰 微 の

一 原 因 で あ る
、 と し て 、 キ リ ス ト教 徒 に 対 し て 厳 重 な 弾 圧 を 加 え 、303～4

年 に は そ の た め に 数 個 の 告 示 を 発 布 し た 。 し か し 、 こ の よ う な 迫 害 は キ リ
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ス ト教 に 対 す る 古 来 の 宗 教 側 の 最 後 の 抵 抗 で あ っ た 。311年 に は 、 ガ レ ー

リ ウ ス と コ ー ン ス タ ン テ ィ ー ヌ ス と リ キ ニ ウ ス の 名 で 発 布 さ れ た 告 示 は 、

キ リ ス ト教 信 仰 の 自 由 を 認 め 、 の ち に 、 コ ー ン ス タ ン テ ィ ー ヌ ス 帝 は 、 キ

リ ス ト教 信 仰 の 自 由 を 帝 国 全 土 に お い て 認 め る と と も に 、 教 徒 の 財 産 お よ

び 集 会 の 権 利 を 確 認 す る こ と な ど を 定 め 、 そ し て 、 全 国 統 一 の の ち に は 、

有 名 な ニ カ エ ア 宗 教 会 議 を 招 集 し た 。 こ の よ う に し て 、 そ の 後 キ リ ス ト 教

の 勢 力 は 急 激 に 増 大 し 、 背 教 者 ユ ー リ ア ー ヌ ス 帝 が 新 プ ラ トー ン 派 の 立 場

か ら 異 教 の 復 活 を 求 め た け れ ど も 、 そ れ は 一 つ の エ ピ ソ ー ド に す ぎ な か っ

た 。 と こ ろ で 、 ヘ レ ニ ズ ム 的 な 支 配 者 礼 拝 の 影 響 を う け て 、3世 紀 ま で の

皇 帝 は 神 帝 と し て あ ら わ れ て く る が 、4世 紀 に 入 る と 、 「皇 帝 は 大 王(神)

の 代 官 で あ り 、神 を 原 像 と す る 模 倣 で あ り 、神 に よ っ て 選 ば れ た 者 で あ り 、

そ の 義 務 は 神 を 反 映 す る こ と で あ る 。」と い う キ リ ス ト教 的 神 寵 帝 理 念 が 成

立 す る よ う に な る 。 な お 、 ロ ー マ 法 が キ リ ス ト教 の 教 義 に よ っ て ど の よ う

な 変 容 を う け た か を 知 る こ と は 、 か な り 困 難 で あ る

F(身 分)1(FH、F皿 の 記 述 も 含 む)

(1)タ テ マ エ の う え で は 、 市 民 で あ り さ え す れ ば 、 そ の 者 に は ロ ー マ 法

は 平 等 に 適 用 さ れ る 。 そ の 意 味 で は 、 い ち お う は 「法 の ま え の 平 等 」 が 存

在 す る よ う に 見 え る 。 し か し 、 現 実 に 、 身 分 制 社 会 で あ る ロ ー マ で は 、 社

会 的 な 地 位 の 相 違 に よ っ て 法 か ら う け る 保 護 や 利 益 に 相 当 な 差 が あ る こ と

は 、 言 う ま で も な い 。 し か し 、 ロ ー マ の 身 分 秩 序 が 他 の 社 会 の 場 合 に く ら

べ る と 、 か な り 流 動 的 で 、 し か も 社 会 移 動(ソ ー シ ャ ル ・モ ビ リ テ ィ ー)

が あ る 程 度 存 在 す る こ と が 特 筆 さ れ な け れ ば な ら な い 。 ロ ー マ の 発 展 の 秘

訣 の 一 つ は 、 市 民 権 拡 大 に よ る 横 方 向 の ひ ろ が り と 、 身 分 上 昇 に よ る 縦 方

向 の ひ ろ が り が 世 間 と り わ け 体 制 側 の 人 々 に よ っ て 容 認 さ れ た 点

に も 求 め る こ と が で き る 。

(2)〔 貴 族(patrici)〕

バ ト リ キ ー は 、 「よ い 父 を も つ 名 門 の 一 族 」 と い う意 味 で あ る 。 貴 族 は 、

王 政 以 来 の 有 力 な 人 々 の グ ル ー プ で 、 土 地 お よ び 家 畜 所 有 を 経 済 的 基 盤 と

し 、 そ れ を 維 持 す る た め に 多 数 の 被 護 者(ク リ エ ン テ ー ス(clientes))や

奴 隷(も と も と は 、 そ の 数 は そ れ ほ ど 多 く は な い)を も ち 、 血 統 ・家 柄 を

誇 る 集 団 で あ り 、 ま た 、 異 分 子 を き び し く 排 除 す る 、 き わ め て 閉 鎖 的 な 氏

族(ゲ ー ン ス(gens))組 織 を 備 え て い る 。 こ の 氏 族 は 、 共 同 墓 地 と 祖 先

の 祭 祀 を 守 る 集 団 と し て 、 共 同 所 有 地 を ベ ー ス と す る 小 規 模 な 国 家 の よ う

な も の で 、 固 有 の 氏 族 名 と 伝 統 ・慣 習 を も ち 、 も と も と は 宗 教 的 、軍 事 的 、

社 会 的 、 経 済 的 、 法 的 な 単 位 を か た ち つ く っ て い た 。 ロ ー マ の 貴 族 に 血 統

的 に ち か い ラ テ ン 系 の 貴 族 は も ち ろ ん の こ と 、非 ロ ー マ 系 の 貴 族 の 氏 族 も 、
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ご く 初 期 の 時 代 に は 、 ロ ー マ の 貴 族 と し て そ の 貴 族 集 団 に う け い れ ら れ る

こ と が あ っ た 。 そ の 点 で 、 ロ ー マ と い う 国 は あ る 程 度 開 放 的 で あ っ た わ け

で あ る(も っ と も 、 共 和 政 の 初 期 の こ ろ す で に 、 貴 族 集 団 は あ ら た な 貴 族

を う け い れ る こ と を や め て い る)。 こ れ は ロ ー マ が 共 同 体 そ の も の を 強 化 す

る た め に 意 識 的 に と っ た 措 置 の 一 つ と 言 え よ う 。 貴 族 と 平 民 の 通 婚 は 不 可

能 で あ っ た と 思 わ れ る(も と も と 法 的 に は 通 婚 自 由 で あ っ た の に 、12表 法

の 制 定 の さ い に 法 的 に 禁 止 さ れ た 、 と 見 る 重 大 な 異 論 も あ る)。 平 民 は 元 来

は 氏 族 組 織 を も た な い と 考 え ら れ て い る(こ れ に も 異 論 が と な え ら れ て い

る)。 被 護 者 を ど れ だ け 多 く も っ て い る か が 氏 族 の ラ ン ク を 決 定 し た 、 と 言

っ て も 過 言 で は な い 。 他 方 で 、 貴 族 出 身 者 で な く て も つ ま り 、 平 民 出

身 者 で あ っ て も 、 最 高 の 政 務 官 で あ る 執 政 官 の ポ ス ト に つ く こ と に 成

功 し た 者 は 、 本 来 の 血 統 貴 族 に 対 す る も の と し て 、 官 職 貴 族 と な っ た 。 こ

の 点 に お い て も 、 貴 族 身 分 は 開 放 的 で あ っ た わ け で あ る 。

(3)〔 被 護 者(cliens・clientes)〕

こ れ は 、 「主 人 の 言 葉 に し た が う 者 」 の 意 味 で あ り 、 市 民 の 貧 困 化 と か 、

移 住 と か の さ ま ざ ま な 理 由 に よ っ て 貴 族 の 所 領 に 住 む こ と を 許 さ れ る よ う

に な っ た 従 属 的 農 民 が そ の 原 型 と 思 わ れ る 。 氏 族 の 正 式 の 構 成 員 と は な れ

な い 彼 ら は 、 ご く 古 い 時 代 か ら 、 神 々 の ま え で 、 解 消 で き な い か た ち で 誓

約 を 結 び 、 保 護 者(バ ト ロ ー ヌ ス)と な る 有 力 者 の も と に 自 発 的 に 身 を 投

じ て 、 そ の 被 護 者(被 護 民)と な り 、 保 護 者 に 生 活 上 の 保 護 と 法 的 な 庇 護

を 求 め た(こ の よ う な 関 係 は 、他 の イ タ リ ア 諸 部 族 に あ っ て も 認 め ら れ る)。

そ の か わ り 、被 護 者 は 、 献 身(オ プ セ ク イ ウ ム)の 義 務 を 負 い 、 日 常 的 に 、

保 護 者 の 身 辺 の 世 話 を し 、 従 者 と し て 随 行 し 、 戦 時 に は そ の 指 揮 の も と に

従 軍 し 、 選 挙 の さ い に は そ の 指 示 で 各 自 投 票 を 行 な い 、 必 要 な と き に は 、

保 護 者 の た め に 経 済 的 な 負 担 を ひ き う け た 。 こ の 被 護 関 係(ク リ エ ン テ ー

ラ)は 、家 長 と 家 子 の 関 係 に 類 似 す る 性 質 の も の で 、世 襲 さ れ る 。 し か も 、

共 和 政 初 期 を い う ど る 貴 族 と 平 民 の 身 分 紛 争 の さ い に も 、 彼 ら は 誓 約 に し

た が っ て 貴 族 と 行 動 を と も に し た 、 と さ え 言 わ れ て い る 。 伝 説 と し て 伝 え

ら れ て い る 例 に よ れ ば 、 そ の 数 は 極 端 に 多 い 。 前479年 に 有 力 な フ ァ ビ ウ

ス 氏 族 が エ トル ー ス キ ー に 無 謀 に も 単 独 で 戦 を 挑 ん だ と き 、 氏 族 員 は306

名 、 被 護 者 は4,000名 も い た 、 と い う こ と で あ る 。 同 じ こ ろ 、 隣 接 す る 地

域 に い た サ ビ ー ニ ー 人 の 族 長 ア ッ ト ゥ ス ・ク ラ ウ ス ス が ロ ー マ に 帰 順 し た

と き 、 多 数 の 配 下 を ひ き つ れ て き た 。 そ の ま え の 戦 で5,000名 の 被 護 者 が

動 員 さ れ て い た こ と が そ の こ と を 物 語 る 。 や や 時 代 が 下 る と 、 貴 族 ・騎 士

階 層 と 奴 隷 と の 中 間 に あ る 都 市 の 自 由 人 市 民 は 、 奴 隷 の 大 幅 な 進 出 の た め

に 生 計 を た て る 場 を 奪 わ れ 、 こ の な か か ら 、 自 発 的 に 随 身(ア ッ プ リ カ ー

テ ィ オ ー)に よ っ て 貴 族 の 保 護 下 に 入 っ て く る 者 も 出 現 し た 。 こ の よ う な
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関 係 は 奴 隷 か ら 解 放 さ れ た 者 に つ い て も 認 め ら れ る 。 共 和 政 盛 期 ・末 期 に

は 、 ロ ー マ に よ っ て 征 服 さ れ た 共 同 体 の 市 民 や 先 住 者 た ち が 被 護 関 係 の も

と に 入 っ て き た の で(こ れ は 、 ロ ー マ 建 国 の さ い に 、 先 住 民 を 支 配 下 に と

り こ ん だ プ ロ セ ス と も 似 て い る)、 規 模 は も っ と 拡 大 す る 。 な お 、 平 民 は こ

の 被 護 者 に 由 来 し た と は 考 え ら れ な い(異 論 は あ る)。 実 際 の と こ ろ 、 被 護

者 は ほ と ん ど 市 域 外 に 居 住 し て い た の に 対 し て 、 平 民 は 市 域 内 で 手 工 業 ・

商 業 に 従 事 す る 自 由 人 で あ り 、 そ の 昔 、 後 者 が 貴 族 と 対 立 す る 王 の 庇 護 も

う け て ま と ま っ て い っ た 、 と 見 る 方 が 自 然 で あ る 。 も っ と も 、 貴 族 に 従 属

し て い た 被 護 者 が 、 の ち に な っ て そ こ か ら は な れ 、 平 民 グ ル ー プ に 合 流 し

て い っ た と 考 え る こ と は で き よ う。

(4)〔 平 民(plebs)〕

プ レ ー プ ス は 、 「大 衆 」 を 意 味 す る 呼 び 名 で あ る 。 貴 族 と 平 民 の 区 別 は 王

政 時 代 か ら す で に 存 在 し た 。 こ の 手 の 差 別 が ど う し て 生 ま れ た か に つ い て

は 、 た と え ば 、@サ ビ ー ニ ー 人 と か ラ テ ン 人 と か い う 、 民 族 の 区 別 に 由 来

す る 、 と す る 見 解 、 ⑮ ロ ー マ に よ り 征 服 さ れ た ラ テ ン 都 市 の 住 民 が 強 制 移

住 さ せ ら れ た の が 平 民 の は じ ま り で あ る 、 と す る 見 解 、 ◎ ギ リ シ ア の ポ リ

ス の 貴 族 ・平 民 の 差 と 同 様 に 、 同 一 共 同 体 成 員 の あ い だ で の 貧 富 の 分 化 に

よ っ て 生 ま れ た 、 と す る 見 解 な ど が 存 在 す る 。 要 す る に 、 彼 ら は 、 官 職 、

祭 祀 職 、 司 法 、 軍 事 の 要 職 な ど か ら し め だ さ れ 、 貴 族 の 閉 鎖 的 な 氏 族 団 体

の 正 式 の メ ン バ ー に は 属 さ な い 市 民 層 で あ る 。 平 民 は 、 貴 族 と の 政 治 的 同

権 を 主 張 す る 富 裕 な 上 層 部 と 、 生 活 の 安 定(債 務 奴 隷 制 の 廃 止 、 土 地 の 獲

得)を 第 一 に 求 め る 下 層 部 と に 分 裂 し は じ め る 。ロ ー マ の 身 分 闘 争(紛 争)

は 、 ギ リ シ ア の 場 合 と も 異 な る 点 が 多 い の で あ る が 、 そ れ は 、 平 民 全 体 の

経 済 的 地 位 の 向 上 ・政 治 的 権 利 の 獲 得 の た め に 、 彼 ら が 一 団 と な っ て 支 配

的 貴 族 に 対 し て 挑 戦 し た 、と い う よ う に 単 純 で 明 快 な 性 質 の も の で は な く 、

社 会 的 ・経 済 的 に す で に 貴 族 に 匹 敵 す る だ け の 実 力 を 十 分 に 備 え た 一 握 り

の 平 民 が 、 国 家 生 活 に お い て 貴 族 と 同 等 の 権 限 を も て る よ う な 扱 い に す る

こ と を 要 求 し た 闘 争 に す ぎ な い 。 こ の 事 情 は 、 彼 ら 平 民 が 、 い っ た ん 権 力

の 中 心 的 な 担 い 手 に な る と 、 た だ ち に 後 発 組 に 門 戸 を 閉 ざ し 、 自 ら の 特 権

的 地 位 を 貴 族 以 上 に 露 骨 に 守 り ぬ く こ と に 専 念 し た 状 況 を よ く 説 明 す る 。

共 和 政 初 期 を い う ど る こ の 身 分 闘 争 と 、 共 和 政 末 期 を い う ど る 「閥 族 派 」

と 「民 衆 派 」 の 紛 争 が 、 い わ ゆ る 「階 級 闘 争 」 で は な く 、 有 力 者 層 の あ い

だ の た ん な る 「権 力 闘 争 」 で あ っ た こ と に 留 意 し て お く 必 要 が あ ろ う(た

と え ば 、 カ エ サ ル(シ ー ザ ー)は 名 門 貴 族 の 出 身 で あ る が 、 「民 衆 派 」 の ヒ

ー ロ ー で あ っ た) 。 平 民 上 層 部(実 力 派 の 官 職 貴 族)と 貴 族(血 統 貴 族)が

合 体 し た 「ノ ー ビ レ ー ス(新 貴 族)」 の 勢 力 基 盤 が 、 従 来 の 貴 族 の よ う に 、

大 土 地 所 有 と 古 い 由 来 を も つ 被 護 民 の 保 有 に あ っ た こ と は 当 然 で あ る が 、
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こ れ に さ ら に 新 し い 要 素 が つ け く わ わ っ た 。 そ れ は 、 彼 ら が 個 人 の 才 覚 を

活 用 し な が ら 、 政 務 官 職 や 元 老 院 で の 地 位 を 利 用 し な が ら 、 直 接 的 ・間 接

的 に 、 ま た 合 法 ・非 合 法 に 、 富 を 獲 得 す る こ と が で き た だ け で な く 、 拡 大

さ れ た 被 護 関 係 、 友 誼 関 係 お よ び 縁 故 関 係 な ど の 社 会 的 関 係 に よ っ て 大 き

な 影 響 力 を 社 会 に 対 し て 行 使 で き た こ と で あ る 。 共 和 政 が 進 む に つ れ て 、

純 粋 の 旧 来 型 の 貴 族 エ リ ー ト よ り も 、 ニ ュ ー ・ タ イ プ の 、 平 民 出 身 の 貴 族

(官 職 貴 族)の 家 系 の 方 が 優 位 に た つ よ う に な る 。 こ こ に は 、 新 し い 血 と 活

力 の 威 力 が よ く 発 揮 さ れ た 事 例 が 見 ら れ る 。

(5)〔 身 分 紛 争 の 各 段 階 〕

① 前 提 王 政 打 倒 後 の 共 和 政 に は 、 貴 族 支 配 が 色 濃 く 見 ら れ る 。 ロ ー

マ は 、 地 形 上 外 敵 の 攻 撃 に 弱 く 、 周 辺 の ラ テ ィ ウ ム の 勢 力 も あ な ど り が た

い も の で あ っ た の で 、 平 民 は 、 王 政 打 倒 の 決 め 手 と も な っ た 有 産 市 民 の 軍

事 的 重 要 性 を 背 景 と し て 、 商 業 に よ っ て 富 裕 と な っ た そ の 上 層 部 の リ ー ド

の も と に 、 貴 族 に も 譲 歩 を 迫 る 。 そ の 結 果 は 、 有 力 な 上 層 平 民 が ノ ー ビ レ

ー ス(nobiles)[新 貴 族]へ と 上 昇 し て い っ た こ と に す ぎ な か っ た 。 身 分

間 の 争 い が 、 ギ リ シ ア の 場 合 の よ う に 体 制 改 革(民 主 政 へ の 移 行)や 分 裂

(植 民 市 へ の 枝 別 れ)へ と 展 開 し て い か な か っ た と こ ろ に ロ ー マ の 特 質 の 一

つ が 見 出 さ れ る 。 つ ぎ に そ の プ ロ セ ス を 追 っ て み よ う 。

② 市 外 退 去(前494年)王 政 打 倒 後 の 経 済 の 衰 退 や 重 い 軍 事 負 担 な

ど の 理 由 で 債 務 に 苦 し む 平 民 が 不 満 を 爆 発 さ せ た こ と を き っ か け と し て 、

平 民 は 、 一 団 と な っ て ロ ー マ を 脱 出 し て 、 市 外 の 聖 山 に た て こ も り 、 共 同

宣 誓 に よ っ て た が い の 結 束 を 固 め た 。 危 機 に た た さ れ た 、 市 民 総 数 に お い

て は 少 数 派 の 貴 族 は 、 平 民 の 要 求 を や む を え ず い れ る よ う に な る 。 そ の 結

果 と し て 、 そ の リ ー ダ ー に す ぎ な か っ た 護 民 官 の 地 位 が 貴 族 か ら も 事 実 上

公 認 さ れ 、 ま た 、 国 家 の な か で 平 民 会 が 独 自 の 地 位 を も つ よ う に な っ た 。

護 民 官 は 、 身 体 不 可 侵 の 保 証(つ ま り 、 生 命 の 安 全 保 証)を 貴 族 か ら も 与

え ら れ 、 す べ て の 政 務 官(貴 族)の 職 務 行 動 を 現 場 で 差 止 め る 、 強 烈 な 権

限 を も っ た 。 こ れ は 、 彼 ら が 日 常 的 に 平 民 を 苦 境 か ら 救 い だ し 、 保 護 す る

た め の 具 体 的 な 武 器 と な る 。

③ 身 分 閉 鎖(前485年 以 後)貴 族 は 、 そ の 身 分 を 閉 鎖 し 、 あ ら た な

メ ン バ ー を 貴 族 と し て う け い れ る こ と を 拒 否 す る 。 こ れ も あ っ て 、 再 び 身

分 闘 争 が 激 化 し は じ め る 。

④12表 法 制 定(前450年 ご ろ)貴 族 の 法 知 識 独 占 を 破 り 、 平 民 が 裁

判 な ど の 場 で 法 的 不 利 益 を う け る こ と の な い よ う に 、 平 民 は 成 文 法 の 制 定

を 要 求 し た 。 こ の 立 法 に よ っ て 、 当 時 利 用 さ れ て い た 手 続 法 ・実 体 法 が い

ち お う の と こ ろ 明 ら か と な る 。 法 典 編 纂 に た ず さ わ っ た 有 力 貴 族 の 横 暴 に

対 抗 し て 、 前449年 に は 第 二 次 の 市 外 退 去 が 敢 行 さ れ る 。
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⑤ 平 民 に 就 任 可 能 な ポ ス トの 新 設(前445年)平 民 は 、 最 高 ポ ス ト

の 執 政 官 を 自 身 の 側 に 開 放 す る よ う 迫 り 、そ の 闘 争 の 暫 定 的 な 成 果 と し て 、

「執 政 官 の 権 限 を も つ 武 官 」(3～6名)を 設 け さ せ 、年 に よ っ て こ れ か あ る

い は 従 来 型 の 執 政 官(2名)か が 国 政 を 運 用 す る 地 位 に つ く よ う に さ せ た 。

前 者 に 平 民 も 就 任 で き る と こ ろ が ポ イ ン ト で あ る(実 際 に は 前400年 に は

じ め て そ の 就 任 が 見 ら れ る)。

⑥ カ ヌ レ イ ユ ス 法 制 定(前445年)12表 法 で 禁 じ ら れ て い た 、 貴 族

と 平 民 の 通 婚 は 、 こ の 法 律 に よ っ て 可 能 と な っ た(12表 法 制 定 後 す ぐ に こ

の よ う な 大 き な 譲 歩 が な さ れ た と こ ろ が 目 だ つ)。

⑦ リ キ ニ ウ ス 法 制 定(前367～6年)ガ ッ リ ア 人 の ロ ー マ 占 領 以 後 、

城 壁 の 整 備 と 続 発 す る 戦 争 へ の 対 応 の た め に 、 平 民 は ま た 財 政 的 負 担 に 苦

し み 、10年 に お よ ぶ 貴 族 側 と の 長 期 闘 争 の 結 果 、 リ キ ニ ウ ス 法 が 制 定 さ れ

る 。 そ の 内 容 は 、 ④経 過 的 な 色 あ い の 「執 政 官 の 権 限 を も つ 武 官 」 を 廃 止

し て 、 執 政 官 を 最 高 官 と し 、 そ の1名 の ポ ス ト を 平 民 が 確 保 す る こ と(現

在 、 ロ ー マ の フ ォ ロ ・ ロ マ ー ノ 遺 跡 に 痕 跡 が 見 ら れ る 「和 合 の 女 神 」 の 神

殿 は 、両 身 分 の 和 合 が は た さ れ た こ と を 記 念 す る も の と し て 、建 立 さ れ た)、

◎す で に 支 払 っ た 利 子 を 元 本 か ら 控 除 し 、 債 務 の 残 額 は3年 間 で 返 済 す る

方 法 で よ い こ と 、 ⑤公 有 地 の 占 有 を500ユ ー ゲ ラ(125ヘ ク タ ー ル)ま で

と し 、 大 家 畜 は100頭 以 上 、 小 家 畜 は500頭 以 上 を 公 有 地 に お い て 放 牧

し て は な ら な い こ と 。 こ の 法 的 措 置 に よ っ て 、 有 力 な 平 民 は 、 執 政 官 と い

う 公 職 の ト ッ プ に つ く こ と が で き る よ う に な り 、 そ の 資 格 で ノ ー ビ レ ー ス

(新 貴 族)の 一 部 を 構 成 す る チ ャ ン ス を え た(前3世 紀 に は 寡 頭 政 的 傾 向

さ え も 見 ら れ る)。

⑧ 元 老 院 へ の 平 民 の 参 加 お そ く と も 前367年 以 降 、 高 級 政 務 官 職 に

つ い た 者 は 、 元 老 院 議 員 選 定 の 手 続 を 通 じ て 、 辞 任 後 、 ほ ぼ 自 動 的 に 元 老

院 に 所 属 す る こ と に な っ た 。 護 民 官 は 、 そ の ネ ガ テ ィ ヴ な 役 割 を 特 徴 と す

る 関 係 で 、 も っ と も お く れ て 、 前149年 に 元 老 院 の メ ン バ ー と し て う け い

れ ら れ る こ と に な る 。

⑨ 平 民 へ の 政 務 官 ポ ス ト の 開 放 具 体 的 に 見 る と 、 財 務 官 は 前409年

に 、 戸 口 調 査 官 は 前356年 に 、 独 裁 官 は 前356年 に 、 騎 兵 長 官 は 前351

年 に 、 法 務 官 は 前337年 に 、 神 官 は 前300年(た だ し 、 大 神 官 は 前254

年 ご ろ)に 、 鳥 占 官 は 前300年 に 、 そ れ ぞ れ 、 平 民 に 就 任 可 能 な も の と な

っ た 。

⑩ 堤 訴 の 制 度 化(前300年?)貴 族 で あ る 高 級 政 務 官 は 、 市 民(平 民

の 場 合 が 少 な く な い で あ ろ う)に 対 し て 自 由 裁 量 で 懲 戒 権 を 行 使 し て 、 死

刑 、 苔 刑 、 禁 鋼 、 高 額 罰 金 な ど の 罰 を く わ え る こ と が で き る 仕 組 み に な っ

て い た が 、 こ の 年 以 後 、 不 利 益 を う け よ う と し て い る 者 は 、 ケ ン ト ゥ リ ア

G-46



民 会 へ そ の 処 分 の 可 否 に つ い て 最 終 決 定 を 委 ね る こ と が で き る よ う に な っ

た 。 こ の 措 置 に よ っ て 、 事 実 上 懲 戒 権 の 実 行 が 制 限 さ れ た に ち が い な い 。

こ れ は 、 護 民 官 の 差 止 権 が も っ て い た の と 同 じ よ う な 役 割 を 一 部 も っ て い

た と 考 え ら れ る 。 前198年 こ ろ の ポ ル キ ウ ス 法 に よ っ て 、 提 訴 は 市 域 外 に

滞 在 す る 市 民 に も 許 さ れ る こ と に な っ た 。 そ の 結 果 、 こ の 地 位 は ロ ー マ 市

民 権 の も っ と も 鮮 明 な 特 権 的 部 分 と な る(も っ と も 、 軍 法 が と り し き る 戦

地 で は 、 緩 和 さ れ た と は い え 、 依 然 と し て 、 軍 司 令 官 に は き び し い 懲 戒 措

置 を と る こ と が 許 さ れ た)。

⑪ ホ ル テ ー ン シ ウ ス 法 制 定(前287年)こ の 法 律 は 、 平 民 会 の 議 決

が 市 民 全 体 を 拘 束 す る 、 と い う 内 容 の も の で 、 最 後 の 平 民 の 市 外 退 去 に よ

っ て 圧 力 が か け ら れ 、 か ち と ら れ た も の で あ る 。 し か し 、 こ の こ ろ に な る

と 、 現 実 に は 、 平 民 会 を 主 宰 す る 護 民 官 の ポ ス ト が 平 民 出 身 の ノ ー ビ レ ー

ス の 手 中 に 握 ら れ 、 そ の 者 が 民 会 へ の 提 案 に つ い て 事 前 に 貴 族 の 牙 城 で あ

る 元 老 院 の 了 解 を 求 め る 、 と い う 情 況 の も と で 、 平 民 だ け の た め の 平 民 会

は 、 事 実 上 変 質 し て し ま っ て い た 。 ふ つ う 、 こ の 法 律 は 多 年 に わ た る 身 分

闘 争 の 輝 か し い 成 果 と 考 え ら れ て い る が 、 見 方 に よ れ ば 、 実 の と こ ろ は そ

の 墓 標 の よ う な も の で あ る 、 と 言 え な く も な い 。

(6)〔 馬奇士 〕

お そ く と も 前4世 紀 の 末 以 来 、 平 民 も 、 騎 士 と し て う け い れ ら れ る よ う

に な り 、 数 の う え か ら 言 う と 、 貴 族 の 倍 に さ え な っ た 。18の 騎 兵 ケ ン ト ゥ

リ ア に 編 入 さ れ た 貴 族 階 層 の 者 た ち は 、 国 家 か ら 馬2頭 分 の 購 入 費 と 飼 料

費 を わ り あ て ら れ て い た の で あ る が 、 あ る 時 期 に 、 貴 族 で な く て も 、 ま っ

た く の 自 費 で 騎 兵 と し て 従 軍 し 、 軍 事 上 で は 「公 有 馬 保 持 者 」 と 同 じ 扱 い

を う け る 、 と い う 慣 行 が 生 ま れ た か ら で あ る 。 こ う し て 、 「私 有 馬 の 騎 兵 」

が 「公 有 馬 の 騎 兵 」 と 肩 を な ら べ 、 両 者 共 同 の 「騎 兵 集 団 一 騎 士 」 を つ く

っ た 。 す で に 早 く か ら 「騎 兵 」 は 軍 務 に お い て も 上 級 層 と さ れ て い て 、 兵

卒 と は ま っ た く 区 別 さ れ 、 特 定 の 特 権 を も ち 、 一 般 に 将 校 の 序 列 に た つ も

の と し て 重 ん じ ら れ た 。 こ の 考 え は 、 お そ く と も 第 一 次 ポ エ ニ ー 戦 争 の こ

ろ に は 、 す で に か た ま っ て い る 。 自 費 で 騎 乗 し て 従 軍 で き る だ け の 財 力 を

も つ 市 民 を 確 認 し て お く こ と は 、国 に と っ て も 重 要 事 だ っ た の で 、彼 ら は 、

す で に 前3世 紀 に 、戸 口 調 査 原 簿 に 特 別 の1グ ル ー プ と し て 記 載 さ れ た(前

1世 紀 の 時 点 で は 、40万 セ ー ス テ ル テ ィ ウ ス が そ の 最 低 基 準 で あ っ た 。 こ

れ は 、 ケ ン ト ゥ リ ア 民 会 の 第2ラ ン ク で あ る 第1ク ラ ー ッ シ ス(ク ラ ス)

の 基 準 財 産 額 の4倍 に も 相 当 す る)。 こ の よ う に し て 、 「エ ク イ テ ー ス

(equites)」 と い う 言 葉 は 、 「騎 兵 」 と い う 、 本 来 の 軍 事 的 意 味 の ほ か に 、

戦 時 に 騎 兵 と し て 任 務 に つ け る だ け の 財 力 を も つ 人 々 つ ま り 、 騎 士 階

層 の メ ン バ ー 全 体 を 指 し 、 騎 士 身 分 呼 称 と し て の 、 新 し い 広 範 囲 な 意
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味 を も っ よ う に な っ た 。 そ し て 、 こ の 新 し い 騎 士 身 分 に は 富 裕 な 平 民 が 入

っ て い く 。 す で に 第 二 次 ポ エ ニ ー 戦 争 の 時 期 に 、 こ の 身 分 の 所 属 者 は 、 黄

金 の 指 輪 を は め て 自 分 た ち と 下 級 の 人 々 を 区 別 し た 。 彼 ら は 、 身 分 的 に は

(タ テ マ エ 上 は)貴 族 に 劣 る が 、 経 済 的 に は(ホ ン ネ 上 は)む し ろ 貴 族 を し

の ぐ こ と さ え も あ る 、 と 見 て よ い 。 と く に 、 ロ ー マ が 先 進 地 帯 で あ る ギ リ

シ ア 的 東 方 世 界 と の 接 触 を 強 め る に つ れ て 、 富 を 手 に い れ た こ の 身 分 は 肥

大 す る 。 元 老 院 階 層 の 者 も 、 も ち ろ ん 騎 士 と し て 出 陣 す る が 、 彼 ら と 騎 士

階 層 を 区 分 し た の は 、 貴 族 が ビ ジ ネ ス に 手 を だ す こ と に 制 約 を 設 け ク ラ ウ

デ ィ ウ ス 法(前218年)で あ っ た 。 そ れ 以 後 、 貴 族 た ち に 経 済 活 動 の 自 由

が 制 限 さ れ る よ う に な っ た こ と に と も な っ て 、 ビ ジ ネ ス の 世 界(軍 隊 へ の

物 資 補 給 、 公 共 建 築 の 請 負 、 戦 争 略 奪 品 の 売 買 、 徴 税 請 負 な ど)に 専 念 し

て 利 潤 を 追 求 す る グ ル ー プ(騎 士 階 層)と 、 土 地 所 有(し か も 、 大 土 地 所

有)に 生 活 の 基 盤 を お き 、 国 政 に 参 加 す る 責 務 を も つ 元 老 院 階 層 が2大 身

分(オ ー ル ドー(ordo))と し て 支 配 勢 力 を 形 成 す る こ と に な る 。 こ の 両

身 分 は 、 そ の 後 、 グ ラ ッ ク ス 兄 弟 の 改 革 に よ っ て 、 相 互 に 利 害 の 対 立 す る

身 分 へ と 変 え ら れ て い く(彼 ら の 率 い た 「民 衆 派 」 は 、 第 三 の 、 貴 族 と 平

民 と の あ い だ の 中 間 勢 力 で あ る 騎 士 階 層 と 連 携 を た の み と し た)。 な お 、政

務 官 職 に 就 任 で き る の は 、 事 実 上 、 本 来 の 貴 族 と 、 新 興 の 騎 士 階 層 出 身 者

だ け で あ る 。

(7)〔 奴 隷 〕

ロ ー マ の 奴 隷 制 は 、 ギ リ シ ア の そ れ と な ら ん で 、 歴 史 上 き わ め て 明 確 な

特 徴 を も っ た 制 度 で あ り 、 い わ ゆ る 「古 代 資 本 主 義 」 を 支 え た 、 も っ と も

重 要 な フ ァ ク タ ー で あ る 。こ れ に は 以 下 の 計3つ の 段 階 が 考 え ら れ る 。(a)

奴 隷 が 、 同 じ 市 民 、 同 じ 種 族 に 属 す る 者 か ら な る 時 代 … … 彼 ら は 、 家 内 労

働 に 従 事 し 、 法 的 に は 物 で あ っ て も 、 社 会 的 に は あ る 程 度 人 間 と し て 尊 重

さ れ て い た よ う に 思 わ れ る 。(b)他 民 族 出 身 奴 隷 の 時 代 … … こ れ に は 二 種

類 あ っ て 、(α)前2世 紀 の 先 進 ギ リ シ ア 世 界 の 征 服 に よ っ て 流 入 し た 奴 隷

の な か に は 、 知 識 人 や 技 術 者 も 多 く ふ く ま れ て お り 、 ロ ー マ へ つ れ て こ ら

れ た 彼 ら は 、 子 女 教 育 の 現 場 で 、 ロ ー マ の ヘ レ ニ ズ ム 化 を 促 進 す る の に 貢

献 し た 。 彼 ら は 、 よ い 待 遇 を う け る と と も に 、 比 較 的 容 易 に 解 放 さ れ て 、

半 自 由 人 と し て ロ ー マ 社 会 の 重 要 な 部 分 を に な っ た に ち が い な い 。(β)非

文 化 地 域 へ の 征 服 が 拡 大 す る に つ れ て 、 文 化 の 低 い 地 域 出 身 の 奴 隷 が 大 量

に 流 入 す る と 、 も っ と も 典 型 的 な 奴 隷 制 が 確 立 さ れ る 。 彼 ら は 、 社 会 的 に

も 人 間 と し て は 扱 わ れ ず 、 あ る 種 の 「消 耗 品 」 と し て 、 過 酷 な 状 態 に お か

れ た(そ れ で も 、前1世 紀 中 ご ろ で は 、そ の 奴 隷 が6年 働 い て 特 有 財 産(「 ヘ

ソ ク リ 」)を 貯 え れ ば 自 身 の 自 由 を 買 う こ と が で き た 、と も 言 わ れ て い る)。

奴 隷 に は 、 知 的 業 務 に 従 事 す る 者 、 工 業 、 陶 器 工 業 、 レ ン ガ 工 業 な ど に 従
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事 す る 工 業 奴 隷 、 農 業 奴 隷 、 商 業 奴 隷 、 公 有 奴 隷 の 種 類 が あ る 。 商 業 奴 隷

に は 商 才 を も つ 者 が 起 用 さ れ 、 彼 ら に は 、 主 人 か ら 経 営 が あ る 程 度 委 ね ら

れ て い た の で 、 そ の 働 き に よ り 、 小 金 を た め て 、 主 人 か ら 自 由 を 買 う チ ャ

ン ス が 多 か っ た 。 公 有 奴 隷 の う ち 、 元 首 政 下 の 元 首(皇 帝)の 奴 隷 は 、 元

首(皇 帝)の 地 位 が 強 固 に な る に つ れ て 、 私 的 使 用 人 と し て の 低 い 地 位 か

ら 、 し だ い に 国 家 全 体 の 役 人 の よ う な 地 位 へ と 上 昇 し て い っ た 。 奴 隷 の 数

が 減 少 し 、 ま た 、 そ れ を 使 役 す る こ と に は さ ま ざ ま な マ イ ナ ス が あ る た め

に 、 奴 隷 の 利 用 は 減 り 、 結 果 的 に そ の 地 位 は 改 善 さ れ た 。 そ し て 、 奴 隷 の

地 位 は 、 自 由 人 で あ る が 土 地 に 縛 り つ け ら れ て し ま っ た コ ロ ー ヌ ス(小 作

人)の そ れ と 接 近 し た も の と な る 。

な お 、 奴 隷 身 分 の 発 生 の ル ー ト と し て は 、 戦 争 捕 虜 が も っ と も 目 だ つ 。

第 ニ ポ エ ニ ー 戦 争 の さ い 、 前206年 に タ レ ン ト ゥ ム が 陥 落 し た と き に は3

万 人 が 、前167年 に ギ リ シ ア の エ ピ ル ス が 征 服 さ れ た と き に は15万 人 が 、

そ れ ぞ れ 奴 隷 と さ れ 、 ま た 、 カ エ サ ル は 、 ガ ッ リ ア(フ ラ ン ス)で の 戦 勝

後 、5万 人 を 奴 隷 と し た 、 と さ れ て い る 。

他 方 で 、 奴 隷 の 子 は 奴 隷 と し て 生 ま れ る の で 、 出 生 奴 隷 の 数 も 無 視 で き

な い 。 な お 、 前326年 の ポ エ テ リ ウ ス ・パ ピ ー リ ウ ス 法 が 身 体 を 担 保 と し

て 金 銭 貸 借 関 係 に 入 る こ と を 禁 示 し た の で 、 こ れ に よ り 、 市 民 が 債 務 奴 隷

の 身 分 に お ち い る こ と は 防 が れ る よ う に な っ た 。

(8)〔 元 首 政 時 代 の 身 分 〕

若 干 の デ ー タ を 示 そ う。 建 国 か ら400年 以 上 も た っ た 紀 元 前 の 共 和 政 末

期 の こ ろ 、 古 来 の 貴 族 は 約14氏 族 し か な く 、 そ の 家 族 の 総 数 は30に ま で

減 少 し て い た が 、 元 首 政 を 創 立 し た ア ウ グ ス ト ゥ ス の こ ろ に な る と 、 元 い

た 老 院 構 成 員 の サ ー ク ル 内 で 古 家 族 の 家 柄 の 者 は77名 に な り(こ れ は 貴

族 全 体 の 半 分 に す ぎ な い)、 カ リ グ ラ の 死 の こ ろ に は33名 、 ネ ロ ー の 時 代

で は20名 、96年 に は2家 族 出 身 の4名 、 ハ ド リ ア ー ヌ ス 治 下 で た だ 一 人

の 生 き 残 り が お り 、 そ の 者 の 死 亡 に よ っ て 古 来 の 貴 族 の 血 統 は 絶 え た 。 そ

の 要 因 は 、 内 戦 や 皇 帝 に よ る 抹 殺 の た め だ け で な く 、 出 生 率 の 低 下 に も あ

る と 考 え ら れ る 。 共 和 政 以 来 、 国 政 を に な っ て き た 名 誉 あ る 階 層 は 、 元 首

政 の 到 来 と と も に し だ い に 姿 を 消 す 。 そ れ を 補 っ て い た の が 、 と く に ア ウ

グ ス ト ゥ ス が 新 た に 財 産 を 贈 与 し て ま で も 基 準 額 に 達 す る よ う に さ せ て 指

名 し た 新 し い 貴 族 で あ っ た 。 し か し 、 や が て 、 こ の 層 さ え も 、 同 様 に 減 少

の 一 途 を た ど る 。

元 首 政 の 行 政 は 元 首(皇 帝)の 登 場 に よ っ て 大 き く 変 わ っ た が 、 そ れ で

も 、 表 面 上 は 、 古 来 の 国 家 組 織 は 温 存 さ れ 、 そ れ に と も な い 、 身 分 構 成 も

変 わ る こ と は な く 、 む し ろ 固 定 す る よ う に な る 。 い ま や 、 元 老 院 階 層 の メ

ン バ ー の 息 子 だ け が 政 務 官 職 に 就 任 で き る も の と さ れ 、 そ の 身 分 は 世 襲 さ
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れ る 。 彼 ら の 数 は 自 然 減 の 傾 向 を も っ て い る の で 、 元 首(皇 帝)は た え ず

補 充 を 行 な っ て い っ た 。 騎 士 階 層 の 基 準 財 産 額 の2.5倍 に あ た る 財 産 を も

て な く な れ ば 、 元 首(皇 帝)は 、 彼 ら に 財 産 援 助 を し て 貴 族 と す る こ と さ

え も し て い る 。 騎 士 階 層 に は 、 政 務 官 と は 峻 別 さ れ る 、 官 僚 お よ び 軍 隊 勤

務 と い う 官 途 が 大 き く 開 け た た め に 、 こ れ を 保 護 ・育 成 す る 必 要 も あ っ た

か ら で あ る 。 そ れ で 、 ア ウ グ ス ト ゥ ス は 、 婚 姻 法 を 制 定 し て 、 独 身 ・無 子

に 不 利 益 を 課 し 、 彼 ら を 適 切 な 婚 姻 生 活 に 入 ら せ る よ う努 め た 。 騎 士 階 層

の 出 身 者 が 占 め て い た ポ ス ト は 、 ア ウ グ ス ト ゥ ス の こ ろ は30程 度 で あ っ

た が 、3世 紀 の 時 点 で は200に た っ す る 。 彼 ら は 、 中 央 行 政 ・属 州 統 治 に

お い て 、 軍 務 の 経 験 を も っ た う え で 、 財 務 行 政(租 税 、 関 税)や そ の 他 の

分 野 で 活 躍 し た 。 彼 ら に は 俸 給 が 与 え ら れ る 。 も っ と も 、 い わ ば 正 統 的 な

行 政 組 織 を 担 う 元 老 院 階 層 の メ ン バ ー に よ っ て 占 め ら れ る ポ ス ト と こ れ を

比 べ る と 、 昇 進 の ス ピ ー ド で も 、 在 任 期 間 で も 、 事 実 上 の 重 要 度 の 点 で も

大 き な 差 が あ っ た の で 、 元 老 院 階 層 者 が 優 位 に た ち 、 両 身 分 は か け は な れ

た も の と な っ た 。 こ の 両 者 が 占 め て い た 上 級 ポ ス ト の 下 に は 、 主 と し て 解

放 奴 隷 か ら な る 中 級 、 下 級 の 官 吏 が 従 属 し た 。 こ れ は 、 報 酬 を う け て 働 く

の は 自 由 人 に ふ さ わ し く な い 、 と い う ロ ー マ 人 の 伝 統 的 な 考 え か た に よ る

も の と 思 わ れ る 。 他 方 で 、 首 都 の 下 層 民(ロ ー マ に は い わ ゆ る 「中 産 層 」

と い う も の は ほ と ん ど 育 た な か っ た)の な か に は 、 オ リ エ ン ト 系 の 奴 隷 が

解 放 さ れ て 、 そ れ が 奴 隷 総 数 の90%も 占 め て い た と さ え 言 わ れ て い る 。

(9)〔 ロ ー マ の 支 配 層 の 母 体 の 拡 大 〕

@ま ず 、 共 和 政 時 代 の 元 老 院 の 構 成 の 変 遷 に つ い て 見 て み よ う。 ① 旧 貴

族 が 中 核 に あ る 。 ② ロ ー マ に 併 合 さ れ た り 、 編 入 さ れ た り し た ロ ー マ 周 辺

の 地 域 の 貴 族 が 、 そ の 後 ① に 加 わ る 。 ③ 強 い 政 治 意 識 を も っ た 平 民 の 上 層

部 が 、 身 分 の 壁 を の り こ え て 、 貴 族 の ラ ン ク に 上 昇 す る 。 そ の な か に は 、

と く に 目 だ っ た 出 世 を は た し た 新 人 が ふ く ま れ る 。

※ 新 人(homonovus)… 祖 先 に 執 政 官 経 験 者 を も た な い 無 名 の 家 系 の

出 身 者 で あ り な が ら 、 自 身 の 個 人 的 才 覚 に よ っ て 最 難 関 の 執 政 官 の 顕 職 に

ま で 出 世 し た 人 々 を 指 す 。 共 和 政 後 期 の300年 間 の 執 政 官 計600人 の う

ち で 、 こ の よ う な 者 は わ ず か15人 と 言 わ れ る 。 騎 士 階 層 出 身 の マ リ ウ ス

と キ ケ1コ ー が そ の 代 表 者 で あ る 。 こ の キ ケ1コ ー は 、前93年 か ら 前48年 に

か け て 現 わ れ た 、 た だ 一 人 の 新 人 で あ る 。 前104～100年 の 執 政 官 マ リ ウ

ス は 、 同 じ 民 衆 派 の リ ー ダ ー と い っ て も 、 カ エ サ ル な ど と ち が っ て 、 騎 士

階 層 の 出 で し か な か っ た が 、 そ の 時 期 の 同 僚 も 無 名 の 平 民 出 身 者 に よ っ て

占 め ら れ て い た か ら 、 こ の 時 期 の 出 来 事 は 、 ロ ー マ 国 民 が 、 名 門 出 身 の 貴

族 に 反 抗 し て 、 中 流 出 身 の 政 治 家 を お し た て 、 そ の 年 の 政 権 を に ぎ っ た 、

き わ め て 珍 し い 例 と な っ て い る 。
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⑮ っ ぎ に 、 帝 政 時 代 に お け る 皇 帝 の 出 身 層 の 変 遷 を 見 て み よ う 。 ① ロ ー

マ 本 市 出 身 の 貴 族 層 の な か か ら 元 首(皇 帝)が 登 場 す る 。 ② も と も と は ロ

ー マ 本 市 に い た 貴 族 が 属 州(一 種 の 植 民 地)に 移 り住 み 、 そ こ で 勢 力 を き

ず き あ げ た あ と 、 そ の 地 出 身 の 武 将 が 帝 位 に の ぼ る 。 ③ ロ ー マ 人 の 血 を ひ

か な い 外 人 系 の 武 将(ロ ー マ 市 民 権 は 保 有 す る)が 帝 位 に の ぼ り つ め る 。

※ 外 人 王 朝 … ラ テ ン 系 で は な い 者 が 皇 帝 位 に つ い た 最 初 の 例 は 、 セ ブ テ

イ ミ ウ ス ・セ ウ ェ ー ル ス(193～211)の ケ ー ス で あ っ た(ア ー フ リ カ 出

身)。

※ つ い で に 、 帝 政 時 代 に お け る 元 老 院 の 構 成 の 変 遷 を 見 て み る と 、 三 世

紀 の は じ め に は イ タ リ ア 在 住 の 人 士 が 元 老 院 議 員 の 過 半 数 を 占 め て い た が 、

軍 人 皇 帝 時 代 に 入 る と 、 あ ら ゆ る 分 野 で イ タ リ ア 人 の 優 位 は 失 な わ れ る 。

(10)〔 身 分 間 の 相 互 関 係 〕

身分闘争

1新 貴族(ノ ー ビ レー ス)1 圃 一
/

派端

平民上層部

経門
/

利 害 の 対立

分離 /
平民上層部

＼一 一 〉 騎 士 階 層

平 民

政策 上 の 連携

民衆派

冒… 冒ス ツ フ

政 策 の対 立

一グラ ッ クス

兄 弟 、

マ リ ウ ス

カ エ サ ル

(11)〔 支 配 の 担 い 手 の 推 移 〕

唾]一 → 賭 ・平民の合体 した新貴族(ノ ー ビレー ス)

前5世 紀

〔閉鎖的〕

前4～2世 紀

〔やや開放的〕

[画 一一 〉[亙=重]一 一 〉 皇 帝1

前21世 紀 前1世 紀 後1世 紀 以 降
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〔閉鎖的〕 〔浮沈 がはげしい〕 〔比較 的安定〕

G(国 制)1(GIIの 記 述 を 含 む)

(1)エ トル ー ス キ ー(エ トル ー リ ア 人)概 説

① 人 種 前900年 こ ろ イ タ リ ア で 頭 角 を あ ら わ し た 素 姓 不 明 の 民 族 で 、

彼 ら に つ い て は 、 「イ タ リ ア 土 着 説 」と 「小 ア ジ ア か ら の 渡 来 説 」と が あ る 。

印 欧 語(イ ン ド ・ア ー リ ア 諸 族)に は 属 し な い そ の 言 語 は 、 ま だ 十 分 に は

解 読 さ れ て い な い 。

② 文 化 系 統 彼 ら の 文 化 は 、 ヴ ィ ラ ノ ー ヴ ァ 文 化 に 属 し 、外 来 文 化(ギ

リ シ ア 文 化)の 強 い 影 響 の も と に 成 立 し た 。 前8～6世 紀 に お い て は 、 ギ

リ シ ア の 植 民 市 の 人 々 を の ぞ け ば 、イ タ リ ア 半 島 内 部 の 先 進 民 族 で あ っ た 。

③ 支 配 圏 前6世 紀 に 中 伊 の ト ス カ ー ナ 地 方(「 ト ス カ ー ナ 」 と い う イ

タ リ ア 語 は 、ロ ー マ 人 が エ トル ー ス キ ー の こ と を 「ト ゥ ー ス キ ー(Tusci)」

と 呼 ん だ こ と に 由 来 す る)を 母 地 と し て 、 北 は ポ ー 川 流 域 、 南 は ロ ー マ 人

の 住 む 土 地 で あ る ラ テ ィ ウ ム を は る か に こ え て 、 カ ン パ ー ニ ア(ナ ポ リ 周

辺)に ま で 拡 大 す る 。 こ の 最 盛 期 に は 、 イ タ リ ア 半 島 の 三 分 の 二 ほ ど の 支

配 地 を も つ 大 国 と な っ て い る 。 船 の 航 行 の 可 能 な テ ィ ベ リ ス 川 ぞ い の ロ ー

マ と い う と こ ろ は 、 彼 ら の 南 進 の た め の 一 拠 点 で あ っ た 。

④ 産 業 ト ス カ ー ナ の 銅 、 鉛 、 銀 、 エ ル バ 島 の 鉄 の 開 発 や 、 小 麦 、 木

材 、渥 青 、鮪 な ど の 海 産 物 の 産 出 を 通 じ て 、海 上 交 易 を 積 極 的 に 行 な っ た 。

⑤ 政 治 体 制 も と も と の 王 政 か ら 、前6～5世 紀 に 貴 族 政 へ 移 行 す る(1

年 任 期 、同 僚 制 の 官 職 を も つ)。 都 市 が 連 合 し て 国 家 を つ く る よ う な こ と は

し な か っ た 。 ギ リ シ ア の イ オ ニ ア 型 の12都 市 の 同 盟 で 連 合 体 が つ く り あ

げ ら れ て い た(前600年)。 後 発 の ロ ー マ は 、そ の 構 造 上 の 弱 点 を つ い て 、

各 都 市 を 個 別 的 に 撃 破 し て い く 。

⑥ 戦 争 南 伊 の ギ リ シ ア 系 の 都 市 か ら 重 装 歩 兵 の 密 集 方 陣 を 学 ん だ よ

う で あ る 。 ど ち ら か 言 え ば 、 一 過 性 の 稀 薄 な 支 配 体 制 を と る こ と が 多 く 、

そ の た め に 支 配 基 盤 は 脆 弱 で あ っ た 。 前540年 に 、木 材 の 産 地 コ ル シ カ 島

を め ぐ り 、 カ ル タ ー ゴ ー と 同 盟 し て ギ リ シ ア 人 を 海 戦 で 破 り 、 北 西 地 中 海

の 貿 易 権 を 確 保 す る 。 そ し て 、 コ ル シ カ 島 も 領 有 す る 。 前524年 に 、 ギ リ

シ ア 植 民 市 ク ー マ エ に 敗 れ 、 カ ン パ ー ニ ア と ラ テ ィ ウ ム か ら 後 退 し は じ め

る 。 前474年 に シ ュ ラ ー ク ー サ エ 海 軍 に 敗 れ 、 何 世 紀 に も わ た っ て 握 っ て

い た 海 上 支 配 権 を 失 な い 、 マ ー グ ナ ・ グ ラ エ キ ア(大 ギ リ シ ア)は エ ト ル

ー ス キ ー の 支 配 か ら 解 放 さ れ た 。 そ れ 以 後 、 北 方 に 転 進 し て 、 ボ ー 河 流 域

に 拡 大 を は か る 。 前423年 に 、 山 地 民 族 オ ス キ ー の た め に 、 カ ン パ ー ニ ア

の 拠 点 カ プ ア を 奪 わ れ る 。 前419年 に 、 南 下 し て き た 新 来 の ケ ル ト 人 と 衝

突 し 、 敗 れ て 、 ボ ー 河 峡 谷 に 退 避 す る 。 ボ ー 平 原 は 彼 ら ケ ル ト 人 に 支 配 さ
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れ る 。

⑦ ロ ー マ と の か か わ り エ トル ー ス キ ー は ギ リ シ ア か ら 多 く の 文 化 を

学 ん だ が 、 彼 ら が ギ リ シ ア 文 化(と り わ け 文 字)を ロ ー マ へ 仲 介 し た こ と

と 、 ロ ー マ と い う 村 落 を 都 市 化 し た こ と と が 、 そ の 功 績 と し て 特 筆 さ れ よ

う 。 エ トル ー ス キ ー 起 源 の 都 市 は 現 在 の イ タ リ ア 半 島 の 中 心 部 に 多 く 見 ら

れ る 。 前575年 に 、 ラ テ ィ ウ ム ー 帯 は エ トル ー ス キ ー の 支 配 下 に 入 り 、 ロ

ー マ は 、 彼 ら の 手 に よ っ て 、 家 屋 、 神 殿 、 道 路 、 広 場 、 砦 、 城 壁(「 セ ル ウ

ィ ウ ス の 城 壁 」)を も つ 都 市 へ と 一 変 す る 。 王 政 末 期 か ら 、 土 着 ロ ー マ 王 政

に か わ っ て 外 来 の エ トル ー ス キ ー 王 政 が 成 立 し 、 第 六 代 の 王 セ ル ウ ィ ウ ス

・ ト ゥ ッ リ ウ ス に よ っ て 根 本 的 な 政 治 改 革 が な さ れ た あ と 、 第 七 代 の 王 タ

ル ク ィ ニ ウ ス ・ス ペ ル ブ ス が 追 放 さ れ て 、 共 和 政 が 成 立 す る 。 こ れ は エ ト

ル ー ス キ ー 政 権 の 崩 壊 と い う こ と に な る(も っ と も 、 こ れ は ロ ー マ の 土 着

政 権 の 地 位 を 低 く 見 つ も っ た 考 え か た で あ り 、 あ る い は 、 外 来 の エ トル ー

ス キ ー 政 権 は 、言 わ れ て い る ほ ど に は 強 力 で な か っ た か も し れ な い)。 そ の

後 、 再 び エ トル ー ス キ ー の 王 ポ ル セ ー ン ナ に よ る 短 い ロ ー マ 支 配 が あ っ た

が 、 ま も な く そ れ も 覆 さ れ て 、 最 終 的 に ロ ー マ 共 和 政 が 確 立 さ れ る 。 そ の

後 も 、 ロ ー マ の 勢 力 が 北 に 拡 大 し て い く に つ れ て 、 エ ト ル ー ス キ ー の 出 先

の 都 市 や 本 市 と ロ ー マ と の 戦 が 個 々 的 に く り か え さ れ た 。 な お 、 エ トル ー

ス キ ー 系 の 貴 族 は 、 そ の 後 も ロ ー マ 貴 族 の な か に 勢 力 を も っ て い た が 、 前

448年 の 最 高 政 務 官 に つ い た 者 を 最 後 と し て 、 政 界 の 指 導 者 層 か ら は 消 え

る 。 余 談 で あ る が 、 エ トル ー ス キ ー の 優 れ た 血 統 は 現 代 の イ タ リ ア に も 健

在 で あ る 、 と の こ と で あ る 。 国 家 が 消 え さ っ て も 、 血 は ど こ か に か な ら ず

生 き つ づ け る 以 上 、 こ れ は ご く あ た り ま え の こ と な の で あ る が 。

(2)王 政 ロ ー マ

① 前2500年 こ ろ か ら2000年 こ ろ の あ い だ に 、 トル キ ス タ ン と 南 ロ シ

ア の ス テ ッ プ 地 帯 あ た り か ら は じ ま っ た 、 「イ ン ド ・ ヨ ー ロ ッ パ 語 族 」 と 総

称 さ れ る 民 族 集 団 の 大 移 動 の 結 果 と し て 、 彼 ら の 一 部 は 、 ヨ ー ロ ッ パ 各 地

に 、 そ れ ぞ れ 分 か れ 、 先 住 民 族 を お し の け て 、 定 着 し た 。 ア ル プ ス を こ え

て 北 イ タ リ ア ま で 南 下 し て き た の は 、 一 説 に よ れ ば 、 前1800年 こ ろ の こ

と と さ れ る 。 ま ず 、 青 銅 の 利 用 が は じ ま り 、 そ の 後 、 鉄 の 利 用 へ と 移 行 す

る 。 そ の 一 派 の イ タ リ キ ー は さ ら に 南 下 を つ づ け る 。 そ の う ち の ラ テ ン 人

(ラ テ ィ ー ニ ー)は 、 前1000年 こ ろ 中 部 イ タ リ ア に 入 っ た 。 ロ ー マ 人 は そ

の 一 派 を 構 成 す る 。 も ち ろ ん 、 イ タ リ ア 半 島 の 山 間 部 に は 、 新 石 器 時 代 か

ら 定 住 し て い た 部 族 も い た で あ ろ う。 ロ ー マ 人 は 、 領 土 拡 充 の 過 程 で 、 彼

ら の 子 孫 と 対 決 を か さ ね 、 し だ い に 彼 ら と 融 合 し て い く 。

② 伝 説 ロ ー マ の 建 国 に つ い て の 神 話 風 の 物 語 は 、 ロ ー マ の ご く 古 い

時 代 か ら 言 い 伝 え ら れ て き た も の で あ る が 、 こ れ は 、 後1世 紀 の ア ウ グ ス
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ト ゥ ス の こ ろ に も っ と も 明 確 な か た ち で 体 系 化 さ れ た 。 ウ ェ ル ギ リ ウ ス や

リ ー ウ ィ ウ ス は 、 だ い た い の と こ ろ 、 以 下 の よ う に 伝 え て い る 。

伝 説 で は 、前1184年 に ト ロ ー ヤ(現 在 の 地 中 海 沿 岸 の トル コ 領 に あ る)

は 、 ギ リ シ ア 連 合 軍 に よ っ て 攻 略 さ れ る 。 ア ン キ ー セ ー ス と ギ リ シ ア の 女

神 ウ ェ ヌ ス と の あ い だ に 生 ま れ た 勇 者 ア エ ネ ー ア ー ス は 、 戦 い に 敗 れ た あ

と 、 炎 上 す る ト ロ ー ヤ を 脱 出 し 、 父 を 背 負 っ て ト ロ ー ヤ 再 建 の た め の 新 天

地 を 求 め て 、 航 海 に で た 。 地 中 海 沿 岸 を 放 浪 す る 途 中 で 、 女 神 ユ ー ノ ー に

苦 し め ら れ な ど し た が 、 よ う や く 、 イ タ リ ア 中 西 部 の 、 テ ィ ベ リ ス 河 口 の

ラ テ ィ ウ ム の 地 に た ど り つ き 、 そ の 地 方 を 支 配 し て い た 王 ・ ラ テ ィ ー ヌ ス

の 娘 ラ ー ウ ィ ニ ア と 結 婚 し 、 ラ ー ウ ィ ー ニ ウ ム の 町 を 建 設 し 、 そ こ で 王 と

な り 、 周 辺 の 先 住 者 で あ る ラ テ ン 諸 部 族 と 戦 っ た が 、 つ い に 死 亡 し た 。 父

と と も に ト ロ ー ヤ を 脱 出 し て い た ア エ ネ ア ー ス の 息 子 ア ス カ ニ ウ ス ・ユ ー

ル ス は 、 ラ ー ウ ィ ー ニ ウ ム の 統 治 を 母 ラ ー ウ ィ ニ ア に ま か せ て 、 そ こ を さ

り 、 ロ ー マ の 郊 外 の 丘 の う え に ア ル バ ・ ロ ン ガ を 建 設 し 、 そ れ か ら 約300

年 の あ い だ 、13代 に わ た っ て シ ル ウ ィ ウ ス 王 家 の 諸 王 が こ の 町 を 支 配 し 、

つ い で 、 ヌ ミ トル お よ び ア ム ー リ ウ ス の 兄 弟 が 、 順 次 王 位 に つ い た 。 し か

し 、 弟 の ア ム ー リ ウ ス は 、 兄 の 王 位 を 纂 奪 し て 王 に な っ た た め 、 そ の 復 讐

を お そ れ て か 、 兄 の 息 子 た ち を す べ て 殺 す と と も に 、 一 人 の こ っ た 娘 レ ー

ア ・シ ル ウ ィ ア を 、 か ま ど の 神 で あ る ウ ェ ス タ 神 殿 の 巫 女(聖 処 女)と し

た 。 巫 女 は 結 婚 す る こ と が 禁 止 さ れ て い た か ら 、 こ れ に よ っ て 兄 の 家 系 は

断 絶 す る 、 と 判 断 し た の で あ る 。 不 思 議 な こ と に 、 シ ル ウ ィ ア は 軍 神 マ ル

ス と 結 婚 し 、 双 生 児 ロ ー ム ル ス と レ ム ス が 生 ま れ た 。 そ れ を 知 っ た ア ム ー

リ ウ ス は こ の 双 生 児 を テ ィ ベ リ ス 川 に す て さ せ た が 、 双 生 児 は 土 手 に 押 し

あ げ ら れ 、 父 親 で 軍 神 の マ ル ス の 見 ま も る な か で 、 雌 の 狼 に よ っ て そ の 巣

穴 で 養 わ れ る 。双 生 児 は 、彼 ら を 発 見 し た 羊 飼 い 夫 婦(フ ァ ウ ス ト ゥ ル ス)

に よ っ て 育 て ら れ 、 成 長 し て 、 王 位 纂 奪 者 ア ム ー リ ウ ス を 討 ち 、 祖 父 ヌ ー

ミ トル を 王 位 に ふ た た び つ け た あ と 、 自 身 が す て ら れ て い た そ の 場 所(の

ち の ロ ー マ)に あ ら た に 都 市 を 建 設 す る こ と に な っ た 。 し か し 、 誰 が 都 市

の 建 設 者 と な る の か 、 の 問 題 が お こ り 、 都 市 を つ く る 場 所 を め ぐ っ て 両 者

の あ い だ で 主 導 権 争 い が 発 生 し て 、前753年 、つ い に 、ロ ー ム ル ス の 方 が 、

レ ム ス が 神 聖 な 掟 を や ぶ っ た 、 と い う こ と で 、 こ の レ ム ス を 倒 し 、 ロ ー マ

市 の 初 代 の 王 に な る こ と と な っ た の で あ る 。 ギ リ シ ア 神 話 や ト ロ ー ヤ 戦 争

と い う 、 は る か 昔 の 時 代 の 伝 説 と ロ ー マ の 建 国 を ド ッ キ ン グ さ せ て い る 、

こ の 壮 大 な 建 国 伝 説 は 、 も ち ろ ん 真 実 を あ り の ま ま に 伝 え て い る も の で は

な か ろ う が 、 一 九 世 紀 に な っ て 、 ト ロ ー ヤ の 遺 跡 が 考 古 学 者 シ ュ リ ー マ ン

に よ っ て 劇 的 に 発 掘 さ れ て 以 来 、そ う い っ た 歴 史 伝 承 は す べ て 虚 構 で あ る 、

と ま で は 言 い き れ な い と こ ろ に き て い る 。 現 に 、 建 国 が な さ れ た と い う 前
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八 世 紀 の も の と 見 ら れ る 小 屋 が ロ ー マ の 中 心 部 の 丘 で 発 掘 さ れ て い て 、 当

時 、 そ こ に か な り の 規 模 の 集 落 が 存 在 し た こ と が 考 古 学 的 に た し か め ら れ

て い る 。 そ の よ う な わ け で 、 ロ ー マ と い う 国 家 の ス タ ー ト地 点 を 前753年

に 設 定 す る こ と は 、現 在 の と こ ろ 、一 般 に 認 め ら れ る よ う に な っ て い る(ち

な み に 、 こ れ は 、 紀 元 二 千 六 百 何 十 年 の 歴 史 を も つ 、 と か 言 わ れ て い た わ

が 日 本 の 神 話 的 な 歴 史 事 情 と 妙 に 似 た と こ ろ が あ る)。

ロ ー ム ル ス の あ と6人 の 王 が ロ ー マ 国 家 を 統 治 し た 。ロ ー ム ル ス(前753

～717年) 、 ヌ マ ・ポ ン ピ リ ウ ス(前716～673年)、 ト ゥ ッ ル ス ・ ホ ス テ

ィ ー リ ウ ス(前672～641年)、 ア ン ク ス ・マ ー ル キ ウ ス(前639～616

年)、 タ ル ク ィ ニ ウ ス ・プ リ ー ス ク ス(前616～579年)、 セ ル ウ ィ ウ ス ・

ト ゥ ッ リ ウ ス(前578～535年)、 タ ル ク ィ ニ ウ ス ・ ス ペ ル ブ ス(前535

～509年)が そ の 王 た ち で あ る 。 最 後 の 王 タ ル ク ィ ニ ウ ス ・ス ペ ル ブ ス の

息 子 が ロ ー マ 貴 族 の 妻 で あ る ル ク レ ー テ ィ ア を 犯 し た た め 、 彼 女 は 、 う け

た 恥 辱 を 悲 し み 、夫 コ ッ ラ ー テ ィ ー ヌ ス に 事 情 を 告 白 し て 、自 殺 を と げ た 。

こ の タ ル ク ィ ニ ウ ス 家 の 人 間 の 非 道 に 憤 激 し た コ ッ ラ ー テ ィ ー ヌ ス の 友 人

ユ ー ニ ウ ス ・ ブ ル ー ト ゥ ス(王 の 甥 で 、 殺 さ れ た 先 王 の 息 子)は 、 民 衆 を

フ ォ ル ム に 集 め て 、 王 に 対 し て 反 乱 を お こ し 、 タ ル ク ィ ニ ウ ス 王 家 を ロ ー

マ か ら 追 放 す る 。こ こ に ロ ー マ 王 政 は 終 了 し 、ロ ー マ 共 和 政 が は じ ま っ た 。

こ れ が 紀 元 前509年 の こ と で あ る 。 こ れ が 共 和 政 樹 立 の 伝 承 で あ る 。

③ 起 源 こ の よ う に し て 、 ロ ー マ 人 の 祖 先 は 、 前1000年 以 降 に 、 テ ィ

ベ リ ス 川 に 面 し た60メ ー トル 程 度 の 小 高 い い く つ か の 丘 に 定 住 し た(ロ

ー マ の 先 住 者 の 住 居 跡 と し て は
、 前2000年 以 降 の 銅 器 時 代 か ら も の が あ

る)。 彼 ら が 、ア ル プ ス よ り も 北 の 地 か ら 、 の ち の ロ ー マ 文 化 の 源 と な る も

の を も ち こ ん だ こ と は た し か で あ る が 、 定 住 後 に は 東 方 文 化(オ リ エ ン ト

文 化)や イ タ リ ア の 土 着 文 化 の 影 響 も う け て い る も の と 見 て お く の が 自 然

で あ ろ う 。 ひ ょ っ と す る と 、 北 よ り も 南 の 方 が 文 化 レ ヴ ェ ル が 高 か っ た か

も し れ な い か ら で あ る 。 ロ ー マ が 都 市 国 家 と し て 成 長 し は じ め た こ ろ の 勢

力 分 布 は 、 ロ ー マ 周 辺 に 、 ロ ー マ 人 と 同 系 の ラ テ ン 人 の 共 同 体 が 多 数 存 在

し 、 北 方 に は 、 先 住 の エ ト ル ー ス キ ー が す で に 強 い 国 家 連 合 を つ く り あ げ

て い た 。 そ し て 、 南 イ タ リ ア や シ キ リ ア(シ シ リ ー 島)は 、 マ ー グ ナ ・グ

ラ エ キ ア(大 ギ リ シ ア)と 総 称 さ れ る 先 進 文 明 地 帯 で あ っ た 。 イ タ リ ア 半

島 の 南 方 の 対 岸 に は 、 フ ェ ニ キ ア 人 の 植 民 市 で あ る カ ル タ ー ゴ ー も 、 通 商

都 市 国 家 と し て の 地 位 を 確 立 し て い た 。 つ ま り 、 ロ ー マ と い う 共 同 体 は 、

文 明 地 帯 の な か の 一 つ の 点 で し か な か っ た の で あ る 。 前8世 紀 に 、 サ ビ ー

ニ ー 人 の 土 葬 方 式 と ラ テ ン 人 の 火 葬 方 式 が 近 接 し て 存 在 す る の は 、 と て も

興 味 ぶ か い 。 す で に ご く 初 期 の 時 代 か ら 、 そ れ ぞ れ の 固 有 の 文 化 に は ち が

い も 見 え る か ら で あ る 。 早 く も こ の 時 代 に 、 製 鉄 技 術 が 開 発 さ れ 、 生 産 は
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向 上 し て い る 。 前7世 紀 後 半 に 、 丘 の 中 間 に あ っ た 湿 地 帯 が 排 水 さ れ て 人

の 住 め る 場 所 が 確 保 さ れ 、政 治 的 集 住(シ ュ ノ イ キ ス モ ス)が 行 な わ れ た 。

伝 説 に 伝 え ら れ て い る 、 ロ ー ム ル ス 王 時 代 の サ ビ ー ニ ー 人 と ラ テ ン 人 の 話

し あ い に よ る 合 体 が こ れ で あ る 。 彼 ら は 「ク ィ リ ー テ ー ス(Quirites)」 と

い う共 通 の 名 称 で よ ば れ た よ う で あ る 。伝 説 に よ る と 、3つ の ト リ ブ ス(部

族)が あ り 、 そ れ ぞ れ10の ク ー リ ア を も っ た 。30の ゲ ー ン ス(氏 族)か

ら 構 成 さ れ る 各 ク ー リ ア は 、 固 有 の 領 域 と 指 導 者 を も つ 。 戦 時 に は 、 各 ト

リ ブ ス は 、100騎 の 騎 兵 と10個 の 歩 兵 隊(各 組100名)を 提 供 し た と さ

れ る 。 こ の よ う に し て 、3000人 編 成 の レ ギ オ ー(軍 団)が で き あ が っ た 。

計30の ク ー リ ア の 出 す 長 老 が 元 老 院 を 構 成 し 、 こ れ は 、 後 代 に お け る よ

う に 、 も っ ぱ ら 助 言 に よ っ て 王 権 を 制 約 し た 。 王 は 、 経 済 力 に お い て 他 を

圧 倒 し た わ け で も 、 特 権 的 存 在 で も な く 、 か な ら ず し も 世 襲 王 制 は と ら れ

な か っ た 。 ロ ー マ 住 民 は 政 治 的 平 等 を た も ち 、 民 会(30の ク ー リ ア か ら な

る ク ー リ ア 民 会)は 重 要 で あ り 、 王 の 承 認 な い し は 選 出 の 権 限 を も っ て い

た 。 ゆ る や か な 氏 族 連 合 の 頂 点 に 王 が の っ て い た 、 と い う 構 造 に な る の か

も し れ な い 。

④ エ ト ル ー ス キ ー 王 政 下 の ロ ー マ 前575年 こ ろ か ら 、 ロ ー マ は 当 時

高 い 文 化 を も っ て い た エ ト ル ー ス キ ー の 勢 力 圏 に 組 み い れ ら れ る よ う に な

る 。 そ れ ま で は 、 ロ ー マ 人 と サ ビ ー ニ ー 人 が 交 互 に 王 位 に つ い て い た 。 こ

れ に よ り 、 ロ ー マ は 、 た ん な る 集 落 か ら 都 市 へ と 成 長 し は じ め た 。 建 国 か

ら 一 五 〇 年 ほ ど た っ た 時 期 か ら は じ ま る 王 政 末 期(少 な く と も5代 と7代)

を 支 配 し た エ トル ー リ ア 王 権 は 、 外 来 系 の 支 配 体 制 で あ っ た の で 、 そ れ ま

で の 純 ロ ー マ 系 の 王 の 場 合 と は 異 な っ て 、 絶 対 権 力 化 し 、 王 は 神 事 ・軍 事

・裁 判 な ど に お い て 強 い 地 位 を も つ よ う に な っ て い た(も っ と も 、 選 挙 王

制 下 の 、 土 着 の ロ ー マ 人 王 た ち も 、 も と も と 祭 祀 に か ん す る 強 い 権 限 を も

っ て い た 、 と 推 測 さ れ て い る)。 こ の か た ち は 、印 欧 語 族 に 共 通 し て 見 ら れ

る 選 挙 王 制 下 の 王 と は 異 質 な も の で あ る 。 こ の こ ろ か ら 、 海 外 と の 交 渉 が

急 激 に は じ ま り 、 ロ ー マ は 北 方 の エ トル ー リ ア 本 土 の 都 市 と 同 等 の カ を た

く わ え る よ う に な る 。 前6世 紀 に 、 ロ ー マ は 、 中 央 イ タ リ ア と エ トル ー リ

ア と 、 海 外(ギ リ シ ア 、 カ ル タ ゴ)と を 結 ぶ 商 業 の 中 継 地 と な る 。 中 央 イ

タ リ ア 産 の 家 畜 、 羊 毛 、 奴 隷 、 ギ リ シ ア ・エ トル ー リ ア 産 の 金 属 製 品 、 陶

器 、 テ ィ ベ リ ス 河 口 産 の 塩 が ロ ー マ を 経 由 し た 。 そ の 中 継 商 業 に よ る 繁 栄

ぶ り は 、 前493年 に 、 カ ッ シ ウ ス の 条 約 が 、30の ラ テ ン 同 盟 市 と ロ ー マ

と の あ い だ で 、 取 引 と 紛 争 処 理 を め ぐ っ て 結 ば れ て い た こ と か ら も う か が

え る(こ の 伝 承 を 疑 問 視 す る 見 解 も あ る)。 ロ ー マ は 、 先 進 民 族 で あ る エ ト

ル ー ス キ ー か ら 多 く を 学 ん だ が 、 ロ ー マ 固 有 の 特 質 は ほ と ん ど 失 な う こ と

は な か っ た 。 こ れ は 特 筆 す る 必 要 の あ る 事 柄 で あ る 。
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⑤ セ ル ウ ィ ウ ス の 改 革 伝 説 に す ぎ な い が 、 現 在 の 学 界 で は 、 そ の こ

と を 伝 え る 資 料 の 信 慧 性 が か な り 高 い も の と 認 め ら れ る よ う に な っ た 。 第

6代 の 王 セ ル ウ ィ ウ ス ・ ト ゥ ッ リ ウ ス は 、 パ ラ ー テ ィ ー ヌ ス 丘 と エ ー ス ク

ィ リ ー ヌ ス 丘 の 住 民 を あ ら た に ロ ー マ の 勢 力 圏 に く み こ み 、 保 有 財 産(土

地 所 有 、 奴 隷 な ど の 動 産)を 基 準 に し て 市 民 の ラ ン ク づ け を 行 な う 、 ク ラ

ー ッ シ ス ・ケ ン ト ゥ リ ア 制 を 導 入 し て 、 市 民 団 を 編 成 し な お し 、 市 を 城 壁

で 囲 ん だ 。 こ れ は 、193ケ ン ト ゥ リ ア(百 人 隊 一 小 隊)が 、 同 時 に 、 軍 隊

編 成 と ケ ン ト ゥ リ ア 民 会(兵 員 会)の 構 成 単 位 と な る よ う に す る も の で 、

市 民 は 、 平 等 に 従 軍 、 投 票 の 権 利 を も つ こ と と な っ た 。 ク ラ ー ッ シ ス 順 に

投 票 が な さ れ 、 そ の 内 部 で の 多 数 派 の 意 見 が 全 体 を 制 し 、 一 票 と 計 算 さ れ

る た め に(単 位 組 織 内 の 比 較 的 少 数 の 反 対 票 は 、 日 本 の 小 選 挙 区 制 の 場 合

の よ う に 、死 票 と な っ て し ま う)、 上 位2つ の ク ラ ー ッ シ ス の グ ル ー プ(18

+80)が 同 じ 意 見 を も ち 、 こ れ に よ り 総 計 数193の う ち で 過 半 数 が え ら れ

る と 、そ れ で 民 会 の 投 票 は 終 わ っ て し ま う シ ス テ ム で あ っ た 。し た が っ て 、

こ れ は 、 平 等 の タ テ マ エ を も ち な が ら 、 実 際 に は 、 商 業 を 通 じ て 生 じ た 貧

富 の 差 を 反 映 し て 、 不 平 等 に も 作 用 す る 財 力 政 治(テ ィ モ ク ラ テ ィ ア)が

採 用 さ れ た こ と を 意 味 す る 。 そ れ で も 、 政 治 的 権 利 が 、 貴 族 な ど と い う 固

定 的 な 素 姓 ・ 出 自 で は な く 、 財 産 に も と つ い て 与 え ら れ る 、 と い う 仕 組 み

は 、 一 歩 進 ん だ も の と 言 え よ う 。 そ れ と の 関 連 で 、 古 ロ ー マ に 伝 統 的 な 氏

族 制 は 解 体 さ れ る 方 向 へ と 進 む 。 そ の ほ か に 、 セ ル ウ ィ ウ ス は 、 ロ ー マ を

4ト リ ブ ス(地 区)に 分 け 、 地 区 単 位 で 戸 口 調 査 を 実 施 し 、 市 民 の 所 在 と

そ の 資 産 額 を 把 握 し た 。 そ の 結 果 、 ト リ ブ ス へ の 所 属 が 市 民 身 分 を 保 障 す

る 条 件 と な り(こ の と き 、 ロ ー マ の 魅 力 に ひ か れ て 町 へ や っ て き て い た 非

市 民 も 、 自 由 人 で あ れ ば 、 市 民 と な る こ と が で き た)、 従 来 の 部 族(ク ー リ

ア の 上 位 の 人 的 集 団)へ の 所 属 は 意 味 を 失 な う 。 い く ら か 誇 張 し た 表 現 を

用 い る な ら ば 、 市 民(具 体 的 に は 、 大 家 族 の 長 一 家 長)と い う 個 の 人 格 を

中 心 に し て 国 家 が 編 成 さ れ る こ と に な っ た の で あ る 。 こ れ は 、 外 来 の 強 大

な 王 権 に よ っ て し か は た さ れ な い 、 メ リ ハ リ の き い た 改 革 で あ る 。 こ れ に

よ っ て 、 小 国 家 と も と ら え ら れ る ク ー リ ア の 重 要 性 は 消 え 、 こ こ に 、 地 縁

的 な 団 体 で あ る ト リ ブ ス を 基 軸 と す る 都 市 国 家 が 成 立 し た 。 こ の セ ル ウ ィ

ウ ス の 改 革 は 、 ア テ ー ナ イ で の 改 革(6世 紀 初)と パ ラ レ ル な 動 き を す る

も の で あ る(ち な み に 、 こ の こ と は べ つ と し て 言 え ば 、 ご く 大 ざ っ ぱ に 見

る と 、ロ ー マ は ア テ ー ナ イ に200年 お く れ た 発 展 の コ ー ス を た ど っ た と さ

れ る)。 前500年 こ ろ 、 騎 乗 の 重 装 兵 中 心 の 戦 法 に か え て 、 ギ リ シ ア 風 の

重 装 歩 兵 密 集 隊 が 編 成 さ れ る よ う に な る と 、 こ れ に よ っ て 、 重 装 歩 兵 の 主

力 を だ す 第1ク ラ ー ッ シ ス 所 属 者 の 政 治 的 発 言 力 は 大 き く な っ た(従 来 の

支 配 的 学 説 は 、 前5世 紀 に こ の 軍 制 が 確 立 し た と し て い た が 、 最 近 で は 、
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す で に 前500年 こ ろ に こ れ が 定 着 し て い た も の と 考 え て い る)。 こ れ は 、

共 和 政 初 期 の 身 分 闘 争(紛 争)へ と 直 接 に む す び つ い て い く 。

⑥ ラ テ ィ ウ ム に お け る ロ ー マ の 拡 大 前6世 紀 に 、ロ ー マ と な ら ん で 、

ト ゥ ー ス ク ル ム 、 プ エ ラ ネ ス テ ー も 都 市 と し て 成 立 す る(古 ラ テ ン 人 の 建

設 し た 共 同 体 と し て は 、そ の ほ か に 、テ ィ ー ブ ル 、ノ ー ル バ 、 シ ー グ ニ ア 、

ボ ウ ィ ー ッ ラ エ 、 ラ ー ウ ィ ー ニ ウ ム 、 ア ル デ ア 、 ガ ビ イ ー 、 コ ラ な ど が あ

る)。 こ れ ら は 局 地 的 宗 教 連 合 を 形 成 し 、 こ の 連 合 体 は や が て 政 治 的 同 盟 へ

と 転 化 し て い っ た 。 ロ ー マ は こ れ ら の 都 市 に 対 し て 、 支 配 領 域 の 大 き さ と

市 民 団 の 数 の 多 さ に よ っ て 政 治 的 優 位 に た つ 。6世 紀 末 ま で に 、 セ ル ウ ィ

ウ ス 王 時 代 に あ っ た4ト リ ブ ス が す で に20ト リ ブ ス に ま で 拡 大 し て い た

こ と が 、 こ れ を 証 明 し て い る 。 こ れ は 、 一 つ に は 、 ロ ー マ 周 辺 地 の 首 長 層

が 、 ロ ー マ で 展 開 さ れ る 商 業 へ の 参 加 の 魅 力 に ひ か れ て 、 土 地 ・住 民 と と

も に 自 発 的 に ロ ー マ の 傘 下 に 入 っ て き た こ と に よ る も の で あ る 。

(3)共 和 政 ロ ー マ

① 概 説

伝 承 を 信 ず る な ら ば 、 前509年 に 、 共 和 政 が 成 立 し た 。 し か し 、 そ の 初

期 の 事 情 は 資 料 不 備 の た め に 不 明 で あ り 、 さ ま ざ ま な 仮 説 が 提 示 さ れ て い

る 。 こ こ で は 、 共 和 政 成 立 後 い っ た ん ゆ り も ど し が あ り 、 エ ト ル ー ス キ ー

支 配 が 短 期 間 だ け 復 活 し た の ち 、 最 終 的 に 共 和 政 が 固 ま っ た 、 と す る 立 場

を と っ て お き た い 。 王 権 を 事 実 上 ひ き つ ぐ こ と に な っ た の は 、 王 の 親 族 た

ち で 、 そ れ が 集 団 指 導 を 行 な っ た の ち 、 前507年 に 、 「プ ラ エ ト ル ・マ ー

ク シ ム ス 」 を 長 と す る3名 以 上 の プ ラ エ ト ル が 共 和 政 政 権 を 担 当 す る こ と

に な っ た 。 そ し て 、 さ き の 断 絶 が あ っ た の ち 、 前503年 以 降 に は 、2名 の

「プ ラ エ トル 」 が 設 置 さ れ 、 こ れ が 後 代 の 「コ ー ン ス ル(執 政 官)」 へ と つ

な が る 。 共 和 政 成 立 後15年 も た た な い う ち に 、200年 以 上 に も わ た る 身

分 闘 争 の 幕 が き っ て お と さ れ 、 共 和 政 の 像 は こ れ を 通 じ て し だ い に ぬ り か

え ら れ て い く 。 共 和 政 の 国 制 が も と も と 流 動 的 で あ っ た だ け で は な く 、 不

文 の 、 慣 行 的 な も の で あ っ た の で 、 国 制 の あ り か た を 明 確 に 記 述 す る の は

か な り 困 難 で あ る が 、 「付 録 」(別 送 の も の)の な か に 収 め ら れ て い る 「共

和 政 機 構 模 式 図 」 を 利 用 し て 頂 け れ ば 、 理 解 が 容 易 に な ろ う 、 こ の 本 編 で

は 、61頁 以 下 の と こ ろ に 示 す よ う な 、 ご く 模 式 的 な 図 表 を 制 作 し て み る

こ と に し た 。 さ て 、 前367年 に つ く り あ げ ら れ た 政 務 官 制 度 の 骨 格 は 、 そ

の ま ま の か た ち で 、 共 和 政 を こ え て 、 帝 政 時 代 の か な り お そ い 時 期 ま で 存

続 し て い く こ と に な る 。 元 首 政(帝 政 初 期)に 入 る と 、 政 務 官 の 任 務 や 権

限 は 、 他 の 新 し い 官 僚 組 織 に よ っ て し だ い に 侵 蝕 さ れ る が 、 伝 統 を う け つ

ぐ か た ち で 、 形 式(タ テ マ エ)と し て は 、 実 に 長 い 生 命 を も ち つ づ け た 。

@元 老 院 議 院 選 定 前312年 の オ ウ ィ ー ニ ウ ス 法 は 、 従 来 は 執 政 官 が
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行 な っ て き た 元 老 院 議 員 の 選 任 の 仕 事 を 、 戸 口 調 査 官 の 任 務 と し た 。 彼 ら

は5年 ご と に 選 任 さ れ て 、 そ の 名 簿 を つ く り か え る(し か し 、 事 実 上 は 、

元 老 院 議 員 の ポ ス ト に つ い て は 終 身 制 が ひ き つ づ き と ら れ た)。 前200年

こ ろ に な る と 、 高 級 政 務 官 職 経 験 者 を 元 老 院 議 員 の 予 定 者 と す る 慣 行 が 定

着 し た た め に 、 選 定 の 幅 は せ ば め ら れ る こ と に な っ た 。

⑮ 元 老 院 の 、 政 務 官 へ の 助 言 の 付 与 元 老 院 は 、 い わ ば 政 務 官 の 常 設

の 諮 問 機 関 で あ っ た 。 こ こ で は 、 形 の う え で は 、 勧 告 が な さ れ る に す ぎ な

い 。 し か し 、 高 級 政 務 官 は す で に 元 老 院 の メ ン バ ー で あ り 、 し か も 、 元 老

院 は 、 一 年 制 の 政 務 官 と は く ら べ も の に な ら な い ほ ど の 経 験 を つ ん だ 政 務

官 の 先 任 者 た ち の 集 団 で も あ っ た の で 、 元 老 院 の 指 図 ・指 示 や 指 導 を 政 務

官 が 具 体 化 す る だ け 、 と い う よ う な 状 態 が 実 際 は(ホ ン ネ で は)ほ と ん ど

の 場 合 で あ っ た で あ ろ う 。

◎ 元 老 院 の 、 立 法 ・選 挙 へ の 助 言 の 付 与 法 案 に つ い て は 前339年 の

プ ー ブ リ リ ウ ス 法 が 、 そ し て 、 選 挙 原 案 に つ い て は 前3世 紀 初 め の も の と

考 え ら れ る マ エ ニ ウ ス 法 が そ れ ぞ れ 制 定 さ れ る 以 前 に は 、 元 老 院 が 民 会 の

決 定 を 批 准(「 元 老 院 の 同 意 」)し て は じ め て 原 案 に 効 力 が 生 ず る も の と さ

れ て い た 。 両 法 制 定 後 は 、 逆 に 、 民 会 が 事 前 の 元 老 院 の 決 定 を 採 択 し て 効

力 を 生 じ さ せ る こ と に な る 。 な お 、 こ の 批 准 は ケ ン ト ゥ リ ア 民 会 お よ び ク

ー リ ア 民 会 の 決 定 に つ い て の み 必 要 で 、 ト リ ブ ス 民 会 の 決 定 、 お よ び 、 ホ

ル テ ー ン シ ウ ス 法 以 後 の 平 民 会 議 決 に つ い て は 必 要 と さ れ な か っ た 。 つ ま

り 、 こ れ ら は い わ ば 略 式 の 立 法 ス タ イ ル で あ っ た わ け で あ る 。

⑥ 中 間 王 政 な ん ら か の 事 情 に よ っ て 執 政 官 選 挙 が 実 行 で き な い か 、

あ る い は2名 の 執 政 官 が 同 時 に 欠 員 に な っ て し ま っ た と き 、 元 老 院 議 員 の

な か か ら 、5日 ご と に 、1人 の 中 間 王 が 任 命 さ れ る 。 そ の 任 務 は 、 正 規 の

執 政 官 を 選 出 す る こ と で あ っ た 。 こ れ は 、 王 政 以 来 の 、 か な り ユ ニ ー ク な

制 度 で あ る 。

◎ 最 終 元 老 院 議 決 元 老 院 が 「両 執 政 官 は 国 家 が な ん ら の 損 害 も う け

な い よ う 配 慮 せ よ 。」 と い っ た 文 言 に よ り 、執 政 官 に 対 し て 、 革 命 的 な 国 家

転 覆 の 意 図 を 実 力 で 打 破 す る た め の 強 大 な 権 限 を 付 与 す る も の が こ れ で あ

る 。 こ の 議 決 が 実 施 に う つ さ れ る と 、 共 和 政 の 重 要 な 制 度 と な っ て い た 上

訴 権 も 差 止 権 も 停 止 さ れ る 。 こ れ は 、 い わ ば 一 種 の 戒 厳 令 で あ る 。 前121

年 に 、ガ ー イ ウ ス ・グ ラ ッ ク ス の 動 き に 対 し て は じ め て 実 際 に 適 用 さ れ た 。

① 元 老 院 招 集 ・指 揮 執 政 官 、 法 務 官 、 お よ び 護 民 官(後 代 の 場 合)

の 任 務 で あ る 。

⑧ 元 老 院 と 民 会 と 政 務 官 と い う 、 共 和 政 国 制 上 の ト リ オ を 構 成 す る 組 織

は 、 タ テ マ エ 論 的 な 視 点 か ら す れ ば 、 牽 制 し あ う よ う な か た ち で 動 く こ と

に な っ て い る が 、 ホ ン ネ 論 的 な 視 点 か ら す れ ば 、 終 身 制 の も と に 、 国 事 の
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エ キ ス パ ー ト が リ ー ドす る 数 百 名 か ら な る 元 老 院 は 、 実 質 的 に は 、 国 家 指

導 の 中 核 体 で あ っ た 。

② 政 務 官

前367年 は 、 共 和 政 し か も 、 従 来 の よ う な 血 統 上 の 貴 族 が 支 配 す る

形 態 で は な く 、 貴 族 と 平 民 上 層 部 と の 連 合 体 で あ る ノ ー ビ レ ー ス(閥 族)

が 実 権 を に ぎ っ て い る 形 態 と し て の 共 和 政 の 確 立 期 で あ る と さ れ る 。

ロ ー マ の 政 務 官 制 度 は 、 時 代 が く だ る に つ れ て か な り 変 質 し 、 そ こ か ら 帝

政 へ 通 ず る 道 も 開 か れ て い く の で あ る が 、 こ こ で は 、 こ の 時 期 に 焦 点 を あ

て て 、 歴 史 上 き わ め て ユ ニ ー ク な そ の 制 度 を 概 観 し て み よ う 。 ま ず 、 イ メ

ー ジ 的 に 言 え ば 、 ロ ー マ の 一 年 制 の 政 務 官 は 、 現 代 の 官 僚 よ り も 、 政 治 家

と し て の 大 臣 に 近 似 し た 側 面 を も っ て い る 。 し た が っ て 、 彼 ら が 専 門 的 知

識 を 備 え て い る こ と は 前 提 と さ れ て い な い(こ の 種 の も の は 、 公 的 ・私 的

な ブ レ ー ン で あ る 顧 問 会 か ら た え ず 供 給 さ れ る は ず で あ る)。

政 務 官 全 体 に ほ ぼ 妥 当 す る 原 則 と し て 、 以 下 の 点 が あ げ ら れ よ う 。(1)

そ れ ほ ど 多 く な い こ れ ら の ポ ス ト は 、 事 実 上 は 、 上 流 の 貴 族 、 の ち に は 平

民 出 身 者 を 組 み こ ん だ ノ ー ビ レ ー ス に よ っ て 独 占 さ れ た 。(2)政 務 官 の キ

ャ リ ア は 、 政 治 家 の 経 歴 に お い て は1つ の 段 階 で し か な い 当 時 の 上 流

ロ ー マ 人 の 理 想 は 、 高 級 政 務 官 職 を 経 由 し て 終 身 制 の 元 老 院 に 所 属 し 、 執

政 官 級 の 人 士 と し て 、 そ こ で の 発 言 権 を 確 保 し つ づ け る こ と に あ っ た(発

言 は 、 元 老 院 議 員 が か つ て 保 有 し て い た 政 務 官 ポ ス ト の ラ ン ク 順 に な さ れ

る)。(3)任 期1年 制 市 域(domi)で は 厳 格 に 守 ら れ た が 、軍 域(militiae)

に お い て は か な ら ず し も そ う で は な か っ た 。 市 域 に お い て も 、 独 裁 官

(dictator)は 半 年 任 期 な の で 、 そ の 例 外 と な る 。(4)併 任 ・重 任 の 禁 止

再 任 に も 一 定 の 間 隔 を 要 求 す る 、と い う 厳 し い 制 度 が 設 け ら れ た 。(5)

同 僚 制 王 政 廃 止 の 直 後 に は 、 一 人 が 全 権 を ひ き つ い だ が 、 す ぐ に 、 同

一 の 地 位 に
、 同 一 の 完 全 な 権 限 を も つ 者 が2人 以 上 就 任 す る シ ス テ ム が 固

定 さ れ る よ う に な っ た 。 こ こ か ら 、 同 僚 の あ い だ で 相 互 に 相 手 方 の 職 務 行

為 を 差 止 め る 権 利 差 止 権(jusintercedendi)(一 種 の 「拒 否 権 」)

が 生 じ て く る 。 執 政 官 は す べ て の 下 級 政 務 官 に 対 し て 、 ま た 、 護 民 官 は す

べ て の 政 務 官 に 対 し て 、 そ れ ぞ れ 差 止 権 を も つ 。 差 止 権 の 干 渉 を ま っ た く

う け な い 独 裁 官 は 、 そ の 例 外 的 存 在 で あ る 。(6)昇 任 順 序 お よ び 年 令 制 限

前180年 の 、 年 限 に か ん す る ウ ィ ッ リ ウ ス 法 に よ っ て 、 昇 任 の 一 般 的

コ ー ス と と も に 、各 ポ ス ト に 就 任 す る こ と が で き る 最 低 年 令 が 定 め ら れ た 。

(7)名 誉 職 制 職 務 が 無 報 酬 の も の で あ っ た だ け で は な く 、 昇 進 し て い

く 過 程 で 多 額 の 出 費 を 強 い ら れ た の で 、 現 実 の 問 題 と し て は 、 と び き り の

有 産 者 し か 政 務 官 職 を 目 ざ す こ と が で き な い 。 し か も 、 多 く の 場 合 、 多 額

の 借 入 金 に 悩 ま さ れ て い た 彼 ら は 、 辺 境 で の 略 奪 戦 争 や 任 地 と な っ た 属 州
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の 搾 取 に よ っ て 富 を 手 に い れ て 、 ト ー タ ル に 収 支 の バ ラ ン ス を と る 必 要 が

あ っ た 。(8)選 挙 制 ほ と ん ど の 政 務 官 は 、 民 会 で 選 挙 に よ っ て 選 出 さ

れ る 。 も っ と も 、 複 数 の 立 候 補 者 が 激 し く 争 う こ と が 通 例 と な っ た 共 和 政

末 期 よ り も 前 の 時 代 に は 、 前 任 者 の 指 名 に よ っ て 後 任 者 が 事 実 上 決 定 し 、

投 票 は 一 種 の 儀 式 に す ぎ な か っ た 。(9)事 後 訴 追 制 退 任 後 、 主 と し て

刑 事 訴 訟 で 、在 任 中 の 職 務 行 為 に つ い て の 責 任 を 追 求 さ れ る 余 地 が あ っ た 。

こ れ は 政 務 官 制 度 の 公 正 な 運 用 を あ る 程 度 担 保 す る も の と な る こ と が で き

た 。

〔政 務 官 覧 〕(1)

平民按擦官

財務官 aedilisplebis 法務官 執政官

quaestor 高等按擦官 praestor Consul

aediliscurulis

種別 通常政務官 通常政務官 通常政務官 通常政務官

員数 2→4→8→20 2→8→20 1→2→4→6→8→16 2(1名 は 平民)

任期 1年 1年 1年 1年

命令権 ○ ○

職権 ○ ○ ○ ○

軍 隊
○ ○

指揮権

トリブス民会 におけ る選 トリブス民会 にお ける選 ケ ン トゥリア民会 におけ ケン トゥ リア民会 にお け
選出方法

出 出 る選出 る選 出

最少年令 30才 37才 40才 43才

差止権行
○ ○ ○ ○

使の有無

元来は執政官の補佐官で 前者は元来は護民官の補元来は執政官の代理者と理 念的 には、国政全般 に

あった。戦地では副将 と佐官であった(貴 族出身 して おかれた。 民刑 事の およぶ。そ の権力は ほと

な る。 の高等按擦官がくわわっ裁判 の指揮 をもっぱ ら負 ん ど無 制 約 の も の で あ

て、按擦官 は国民全体 の担す る。 執政官 とともに る。懲戒権 、元老院招集
主 た る

政務官 とな る)。市場 にお 属州長官の主要な供給源権 、それへ の提議権、 民
職 務

ける民事裁判 権、市域 内 とな る。 会 招集権、 それへの提案

の警察権 、穀 物管理権 、 県、裁判権 、軍隊指揮権

公競技 主催権 な どをも などをもつ。

つo

特色 下級政務官。 中級政務官。高級の政務 ローマ法発展 の媒体。 国家の最高 官。王権 の理
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官 への ステ ップ。護 民官 念的継承者。

と同 じランキン グに位置

づけ られ ているが、 それ

よ りは権力がある。

〔政 務 官 覧 〕(II)

属州長官

前執政官
戸口調査官 独裁官 護民官

proconsu1
censor dictator

前法務官
tribunusplebis

propraestor

種別 非常政務官 非常政務官 通常政務官 通常政務官

員数 2 1 各属 州 に つ き1 2→10

任期 5年 ごとに18カ 月 非常時に6カ 月以 内 1年(延 長可能) 1年

命令権 ○

職権 ○ ○ ○ ○

軍 隊
○ ○

指揮権

ケ ン トゥリア民会におけ
選出方法 政務官の一人に よる指名 元老院による指名 ・抽籔 平民会における選挙

る選挙

最少年令

差止権行 ○ ○
× ×

使の有無 (同僚か らのみ) (同僚か らのみ)

戸 口と財産額の調査、市 内政上 ・外政 上の危機 に属州 の統治全般 ・とりわ 元来は 「国家のなか の国

民の財産 クラスへの所属 おいて、秩序 回復 のためけ軍隊の指揮。 家 」の よ うな顔を もつ平

決定、習俗監視、元老院 あ らゆる措置 を とること 民団の リー ダーにす ぎな

議員選定、国家財政の管 がで きる。 一人の騎兵長 かったが、前287年 に平

理。執政官経験者のなか 官を幕僚として任命する 民会議決が全国民を拘束

か ら選 出され、シ ヴィリ義 務が ある。 軍人 と して す る よ うになった ことを
主 た る

ア ンとしては最高の地位 は最高の地位を もつ。 契機 として 、国民全体 の
職 務

を もつ 。 政務官に転化 しはじめた

(元老 院に も所属す る)。

その身体 は不 可侵 であ

り、平民 を庇護 す るた め

の救助権 ・差止権 をもっ。

平民会招集 ・指揮、それ
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への提案権をもっ。

「権威 」におい て最高の地 一種の戒厳令 下にお ける
専制的支配者。 平民の リー ダー。ネガテ

位 。 王の一時 的復 活。前一世 イ ヴな権力者 。民衆派 の

紀 にス ッラの独 裁官職 と 武器 。の ちには、 このポ

特色 カエサル のそれは、 この ス トは貴族 の出世 コー ス

官職の性格を劇的に変え に組 みいれ られたた めも

て しま った 。 あって、貴族 さえ も護 民

官とな ることもあった。

※1平 民 だ けが つ く こ とがで き る ポス ト

護 民官(た だ し、非常手段 として、貴族が平民にわ ざわざ

身分 をお として護民官 となることは可能である)

平民按擦 官(な お 、高等按擦官 には、平民 も就任する こと

ができる)

※2も ともと、平民のための もの として、政務官 とは別系統のポス トで あった護 民官 も、ワン ・ランク うえの

法務官への出世 コー スにの ることができるよ うになった。

〔政 務 官 制 度 の 変 化 〕

前367年 に つ く ら れ た 政 務 官 制 度 は 、 ロ ー マ の 世 界 国 家 化 に と も な っ て 、

や が て 、 つ ぎ つ ぎ に 修 正 を う け 、 最 終 的 に は 、 個 人 支 配 が 貫 徹 さ れ た か た

ち の 元 首 政 を 生 み だ す 権 力 ベ ー ス と な っ て い く 。 以 下 に そ の 修 正 部 分 を 列

記 し て み よ う 。

同 僚 制 市 内 の 通 常 の 事 務(1カ 月 交 代 制)… 従 来 の や り か た が 維 持

さ れ る 。 一 般 に 、 市 域 に お い て は 、 共 和 政 の 国 制 は 神 経 質 な ま

で に 護 持 さ れ る 。 他 方 で 、 軍 域 に お い て は そ の く ず れ か た が は

げ し い 。 軍 指 揮(原 則 と し て 同 一 戦 場 で 、1日 交 代 で 指 揮 す る

シ ス テ ム)…2名 以 上 の 者 が 各 軍 団 お よ び 各 作 戦 地 域 を そ れ ぞ

れ 分 担 す る シ ス テ ム に か わ る 。

任 期1年 制 市 域 に お い て … 従 来 ど お り で あ る 。 軍 域 に お い て … 民 会

に よ っ て 命 令 権 の み が 延 長 さ れ た り(任 期 の 方 は 終 了 す る)、 軍

事 的 才 能 を 買 わ れ て 、 政 務 官 職 に ま っ た く 就 任 せ ず に 、 軍 指 令

権 を 保 持 す る よ う に な る 者 が 出 た り 、 民 会 で は な く 、 元 老 院 議

決 に よ っ て 命 令 権 が 延 長 さ れ た り す る な ど 、 実 質 上 大 幅 に 修 正

さ れ る 。 こ れ ら は 、 戦 争 の 長 期 化 に 対 応 す る た め の や む を え な

い 措 置 で あ る 。

選 挙 制 高 級 政 務 官 は 民 会 に よ っ て 選 挙 で 選 ば れ る の が 大 原 則 の1つ

で あ っ た が 、 ポ ン ペ イ ユ ス は 、 前67年 の 地 中 海 の 海 賊 討 伐 の

さ い に 、 ナ ン バ ー ・ ツ ー の 政 務 官 で あ る 法 務 官 ク ラ ス の 者 を 自
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身 の 裁 量 で 任 命 す る 地 位 を 与 え ら れ る 。

重 任 禁 止 マ リ ウ ス 、 キ ン ナ 、 カ エ サ ル な ど は そ れ に 違 反 し た 。

併 任 禁 止 カ エ サ ル は 極 端 な 違 反 行 為 を 犯 し た 。

職 務 内 容 も と も と 包 括 的 な 内 容 の 政 務 官 命 令 権 は 、 事 実 上 は 、 市 内

の 文 官 的 な 政 務 官 が 保 有 す る も の と 、 属 州 の 武 官 的 な 政 務 官 が

保 有 す る も の と に 分 化 し て し ま う(し か し 、 命 令 権 が 文 武 の 文

権 を 包 含 す る 完 全 権 で あ る 、 と い う 原 則 は 、 タ テ マ エ と し て 帝

政 後 期 ま で 生 き つ づ け る)。

地 域 管 轄 属 州 長 官 は1属 州 に つ い て だ け 管 轄 を も つ こ と が 原 則 で あ

っ た が 、 作 戦 地 域 の 拡 大 に と も な っ て 、 地 域 ご と に 管 轄 が ま と

め ら れ る(ポ ン ペ イ ユ ス の 海 賊 討 伐 の た め の 命 令 権 付 与 、 第 一

回 三 頭 制 な ど の 場 合)

③ 民 会

(a)ク ー リ ア 民 会(貴 族 会)「 ク ー リ ア 」 は 、 相 当 な 数 の 氏 族 ・家

族 か ら な る 集 団 で 、 伝 承 に よ れ ば 、 三 つ の 部 族 に そ れ ぞ れ 一 〇 の ク ー リ ア

が あ る こ と に な っ て い る の で 、 そ の 数 は 合 計 で 三 〇 で あ る 。 祭 祀 団 体 が ベ

ー ス に な っ て い た の か も し れ な い が 、 そ の 正 体 は あ ま り よ く わ か っ て い な

い 。 一 七 才 以 上 の 成 年 男 子 だ け が 民 会 全 般 の 構 成 員 で あ る 。 ロ ー マ で は 直

接 民 主 制 が 一 貫 し て 堅 持 さ れ 、 間 接 民 主 制(代 議 制)は つ い に 採 用 さ れ る

こ と は な か っ た 。 各 種 の 民 会 を 招 集 し 指 導 す る の は 政 務 官 で あ る 。 王 政 以

来 の 伝 統 を も つ ク ー リ ア 会 で は 、 も と も と は 宣 戦 講 和 ・立 法 ・選 挙 な ど の

政 治 上 重 要 な 事 項 が 決 定 さ れ て い た 、 と も 伝 え ら れ て い る が 、 そ の 詳 細 は

あ き ら か で は な い 。 い ず れ に し て も 、 ロ ー マ の 民 会 は 、 選 挙 、 開 戦 決 定 、

国 制 改 革 、 死 刑 科 刑 処 分 の 確 認 な ど の 重 要 な 役 割 を ひ き う け る か た ち に な

っ て い た 。 も っ と も 、 タ テ マ エ 上 の 問 題 と し て も 、 ロ ー マ の 主 権 が 市 民 団

に あ る 、 と ま で は 断 定 で き な い と こ ろ が あ る 。 氏 族 社 会 の 崩 壊 に と も な っ

て 、 前4世 紀 こ ろ に は 、 も っ ぱ ら 神 事 や 祭 祀 と 結 び つ い た 法 律 行 為 が そ こ

で と り 行 な わ れ る だ け と な っ た 。た と え ば 、自 権 者 養 子 縁 組 や 遺 言 作 成 が 、

大 神 官 が 召 集 し 指 揮 す る 特 別 召 集 民 会 で 実 行 さ れ た 。 し か し 、 こ れ も し だ

い に 形 骸 化 し 、 氏 族 制 度 を べ 一 ス と す る 旧 タ イ プ の ク ー リ ア 民 会 の 意 義 は

ま す ま す う す れ て い っ た 。

(b)ケ ン ト ゥ リ ア 民 会(兵 員 会)王 政 以 来 の 伝 統 を も つ 、 も っ と も

重 要 な 民 会 で あ る 。 も と も と は 、 軍(兵 士 全 員)が 集 結 す る 軍 会 で あ っ た

と 考 え ら れ る 。 都 市 城 壁 の 外 の 「マ ル ス の 野 」 で 開 か れ た と こ ろ に も 、 そ

の ミ リ タ リ ー な 性 格 の 一 つ が 現 わ れ て い る 。 そ の な り た ち の と こ ろ に 、 財

力 主 義(テ ィ モ ク ラ シ ー)が 露 骨 に 現 れ て い る の が 特 筆 さ れ る 。 重 装 備 を

自 弁 で き る 富 裕 な 市 民 は 、 軍 事 的 な 重 要 性 に み あ う だ け の 政 治 的 特 権 を 要
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求 し た の で あ る が 、こ れ も 一 つ の 理 屈 と し て 筋 が と お っ て い る 。こ こ で は 、

高 級 政 務 官 の 選 挙 を は じ め と し て 、 立 法 や 宣 戦 講 和 の 決 定 の ほ か に 、 重 要

な 処 罰 を う け る 市 民 の 最 終 裁 判 な ど が 行 な わ れ た 。 民 会 の 意 思 決 定 の 方 法

は 、 各 ケ ン ト ゥ リ ア が 一 票 と い う 計 算 で あ る 。 そ の か ぎ り で 、 現 代 日 本 の

小 選 挙 区 制 の 場 合 な ど の よ う に 、 死 票 が 相 当 な 数 に な る 。 最 後 の た だ1っ

の ケ ン ト ゥ リ ア に は 、 無 産 市 民(プ ロ ー レ ー タ ー リ イ ー)が 多 数 お し こ め

ら れ る(前1世 紀 の キ ケ ロ ー の 説 明 に よ る と 、そ の 数 は 、他 の す べ て の192

ケ ン ト ゥ リ ア の 構 成 員 の 総 数 よ り は る か に 少 な い 、 と い う よ う な こ と は な

か っ た 、 と の こ と で あ る)。 他 方 で 、有 産 層 の ケ ン ト ゥ リ ア の 構 成 員 数 は 少

な い 。 こ こ で は 、 法 の 前 の 平 等 な ど と い う も の は ま っ た く 存 在 し な い わ け

で あ る 。

(c)ト リ ブ ス 民 会(区 民 会)創 設 年 代 の も っ と も 新 し い 第3の 民 会

は ト リ ブ ス 民 会 で あ り 、 異 論 は あ る が 、 前5世 紀 の う ち に は 他 の2つ の タ

イ プ と な ら ん で す で に 存 在 し て い た 。 氏 族 制 と い う 血 縁 を ベ ー ス と す る ク

ー リ ア 民 会 や 、 財 力 を 基 準 と す る ケ ン ト ゥ リ ア 民 会 よ り も 、 居 住 地 域 を 基

準 に す る こ の 民 会 の 構 成 方 式 の 方 が 単 純 明 快 で 、 あ る 意 味 で は 進 ん で い る

と も 言 え る 。 「ト リ ブ ス 」 と は 地 区 を 意 味 し 、 王 政 お よ び 共 和 政 初 期 の ロ ー

マ に は 、 す で に 、 市 内 の 最 古 の4ト リ ブ ス と 、 近 郊 の 、 成 立 年 代 不 明 の16

の ト リ ブ ス と の 、 合 計20ト リ ブ ス が あ っ た 。 の ち 、 前428(6)年 に 、1

ト リ ブ ス が く わ わ っ た 。市 民 は 、い ず れ も 、居 住 す る ト リ ブ ス に 籍 を も つ 。

と こ ろ が 、 ロ ー マ は 、 周 囲 の 都 市 国 家 を 征 服 し て 新 た に 土 地 を 確 保 す る こ

と に 、 あ ら た に ト リ ブ ス を 設 け て い っ た の で 、 前5世 紀 か ら3世 紀 ま で の

あ い だ に 、 し だ い に 地 区 の 数 が 増 加 し 、 前3世 紀 半 ば に は そ の 総 数 は35

に た っ し た(そ の う ち 、 前4世 紀 初 め の ウ ェ ー イ イ ー 攻 略 の と き の4、 前

4世 紀 の サ ム ニ ー テ ー ス 戦 争 の 前 後 の8、 前241年 に 最 後 の グ ル ー プ2の

計14の ト リ ブ ス の 成 立 年 代 だ け が 確 認 さ れ て い る)。 こ の こ ろ か ら 、 ロ ー

マ の 勢 力 は 急 激 に 伸 び 、 支 配 圏 は イ タ リ ア 全 土 に 広 が っ て い っ た が 、 高 度

の 政 策 上 の 理 由 か ら 、 ト リ ブ ス の 数 は35に お さ え て お い て 、 そ の 後 あ ら

た に 市 民 権 を え た 相 当 な 数 の 者 は 、 既 存 の ト リ ブ ス に ま っ た く 恣 意 的 に 割

当 て て 配 属 さ せ る 策 が と ら れ た 。 そ の た め に 、 ト リ ブ ス を 構 成 す る 市 民 数

に 顕 著 な ア ン バ ラ ン ス が 生 じ た だ け で な く 、 居 住 地 が ロ ー マ か ら 遠 く は な

れ て い る た め に ト リ ブ ス 民 会 に 出 席 す る こ と が 困 難 で あ る 、 と い う 決 定 的

な 欠 陥 が 存 在 し た(む し ろ 、 こ の よ う な こ と は 支 配 層 に よ っ て 意 図 的 に し

く ま れ た 結 果 な の で あ ろ う)。 こ こ で は 財 務 官 な ど が 選 任 さ れ る 。他 の 二 つ

の 民 会 の 場 合 に く ら べ る と 、 平 民 の 発 言 権 は 、 そ の 数 が 圧 倒 的 に 多 い た め

に 、 総 体 的 に 高 ま る 。

(d)平 民 会 も と も と は 、 平 民 だ け の 、 い わ ば 国 制 枠 の 外 に あ る た ん な
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る 集 会 で 、 護 民 官 に よ っ て 招 集 さ れ た 。

ホ ル テ ー ン シ ウ ス 法 制 定 以 後 の 民 会 ト リ ブ ス 民 会 が ト リ ブ ス 単 位 で

投 票 す る の は も ち ろ ん で あ る が 、 平 民 会 が す で に か な り は や く か ら ト リ ブ

ス 単 位 の 投 票 方 法 を と る よ う に な っ て い た し 、 一 方 で 、 後 代 の 手 直 し に よ

っ て 、 各 ト リ ブ ス の 内 部 で 、 財 産 に 応 じ た グ ル ー プ の 順 で 富 裕 者 か ら 投 票

し は じ め る よ う に な る と 、 こ の 民 会 も ト リ ブ ス 民 会 の 臨 時 形 式 の よ う に な

っ て し ま っ た の で 、 こ れ ら2つ の 民 会 を 厳 密 に 区 別 す る 必 要 は な く な り 、

平 民 会 と ト リ ブ ス 民 会 は 合 体 し て し ま う 。 こ こ で 要 求 さ れ る 手 続 が か ん た

ん で あ っ た の で(と く に 手 続 に お い て 鳥 占 い に よ る 規 制 を ま っ た く う け な

い 点 が 重 要 で あ る)、 と り わ け 立 法 の 分 野 で は 、最 高 位 の ケ ン ト ゥ リ ア 民 会

よ り も こ ち ら の 民 会 の 方 が 圧 倒 的 に よ く 用 い ら れ た 。 た だ 、 政 務 官 選 挙 に

お い て だ け は 、 伝 統 が 温 存 さ れ て お り 、 執 政 官 、 法 務 官 、 戸 口 調 査 官 は 、

執 政 官 、 独 裁 官 あ る い は 中 間 王 の 主 宰 す る ケ ン ト ゥ リ ア 民 会 で 、 そ し て 、

高 等 按 擦 官 、財 務 官 は 、執 政 官 あ る い は 法 務 官 の 主 宰 す る ト リ ブ ス 民 会 で 、

ま た 、 護 民 官 、 平 民 按 察 官 は 、 護 民 官 の 主 宰 す る 平 民 会 で 、 そ れ ぞ れ 選 任

さ れ た 。 貴 族 が 平 民 会 に 参 加 し て き た の も そ れ ほ ど 奇 異 な こ と と は 考 え ら

れ な く な り(こ の 点 に つ い て は 異 論 も あ る)、 ノ ー ビ レ ー ス は 被 護 関 係 を は

り め ぐ ら せ て ト リ ブ ス に 勢 力 を う え つ け る こ と を お こ た ら な か っ た(ノ ー

ビ レ ー ス は 、 ト リ ブ ス が 新 設 さ れ る と き 、 わ ざ わ ざ 土 地 割 当 を う け て 、 所

属 ト リ ブ ス の 移 動 さ え も 敢 行 し て い る)。 平 民 会 議 決 が 法 律 の 効 力 を も つ と

い う の は 、 こ の よ う な 背 景 に お い て 理 解 さ れ な け れ ば な ら な い(平 民 だ け

の 組 織 が ア ウ トサ イ ダ ー で あ る 貴 族 も 一 方 的 に 拘 束 す る よ う な 法 律 を つ く

り だ せ る 、 と い う よ う な 過 激 な 意 味 は 、 こ こ に は な い)。 ま た 、 護 民 官 が 、

い く つ か の 中 間 的 段 階 を へ て で は あ っ た が 、 元 老 院 に 議 席 を も つ だ け で な

く 、 そ れ を 招 集 し 、 そ こ で 提 案 を す る 地 位 を も つ に い た っ た の は 、 彼 の 司

宰 す る 平 民 会 の 役 割 が 決 定 的 に 変 化 し た こ と と 内 面 的 に 関 係 が あ る 。 元 来

は 革 命 的 な 「消 極 的 な タ イ ラ ン ト(f替 主)」 と も 評 せ ら れ た こ の ポ ス ト は 、

つ い に は 、 か な り ア ク テ ィ ヴ な 体 制 内 的 政 務 官 と な っ た 。 こ の 切 り 札 的 ポ

ス ト を 平 民 の 上 層 部 が 見 の が す は ず は な く 、 彼 ら は 、 護 民 官 と な っ て 、 元

老 院 と 取 引 し な が ら そ れ と 協 調 関 係 を 保 つ こ と に 細 心 の 注 意 を は ら っ た 。

(e)意 思 決 定 政 務 官 の 一 方 的 な 質 問 に 対 し て 答 え る だ け の ま っ た く の

受 動 的 な 存 在 で あ る 。 ま た 、 政 務 官 選 出 方 法 に か ん し て は 、 前139年 か ら

131年 に か け て は 大 き な 改 革 が な さ れ 、 従 来 か ら の 口 頭 で の 投 票 の か わ り

に 、 投 票 板 が 用 い ら れ る よ う に な っ た が 、 そ れ か ら は 、 口 頭 投 票 の 時 代 に

用 い ら れ た 可 否 を 表 わ す 言 葉 の 一 部 を 記 し た 投 票 板 を 投 票 箱 の な か に 投 入

す る こ と に な っ た 。 こ の こ ろ に は 、 選 挙 の 候 補 者 が 、 前 任 者 に よ っ て 指 名

さ れ た 者 だ け で は な く 、 定 員 数 を こ え て 登 場 し て き た の で 、 投 票 者 が そ の
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な か の1人 の 名 を 投 票 板 に 記 し て 投 票 し た 。

④ 元 老 院

@ロ ー マ と い う 国 家 を 示 そ う と す る と き 、 〈SenatusPopulusque

Romanus>[元 老 院 な ら び に ロ ー マ 国 民]と い う 表 現 が と ら れ る(面 白 い

こ と に 、 下 水 道 の マ ン ホ ー ル の ブ タ や 水 道 の 蛇 口 の あ た り な ど に こ れ を 短

く し た 〈SPQR>と い う 文 字 を 刻 印 し た も の が 、 現 代 の ロ ー マ 市 で 見 ら れ

る)。 筆 者 の 解 析 に よ る な ら ば 、 タ テ マ エ(制 度)的 視 点 か ら す る と 、 国 民

(市 民)の 集 う 民 会 が 国 家 一 共 同 体 の 中 核 的 な 組 織 体 で あ る が 、 ホ ン ネ(現

象)的 に は 元 老 院 が 国 家 の 主 人 公 で あ り 、 国 家 の 指 導 者 で あ っ た 。 タ テ マ

エ と ホ ン ネ が ド ッ キ ン グ し て い る こ の 三 語 は ロ ー マ と い う 国 家(も ち ろ ん 、

共 和 政 時 代 の 話 で あ る)の 本 質 を う ま く あ ら わ し て い る 。 話 は 飛 ぶ が 、 共

和 政 と は ま っ た く 異 な っ た 背 景 の も と で 、 皇 帝 の 完 全 権 が 確 立 さ れ た 東 ロ

ー マ(ビ ザ ン テ ィ ン 帝 国)で は
、皇 帝 の 即 位 式 の さ い 、 「市 民 」 と か 「民 衆 」

と か を 意 味 す る ギ リ シ ア 語 の 「デ ー モ ス 」(英 語 の 〈democracy>を 構 成 す

る 言 葉)と い う 官 職 名 を も つ 一 団 の 役 人 が 、 そ の ト ッ プ で あ る 「デ ー モ ス

長 」 の 音 頭 と り で 、 「ロ ー マ 人 の 皇 帝 万 歳1」 と 言 う 、 と の こ と で あ る 。 市

民 が 皇 帝 を 選 ぶ 、 と い う タ テ マ エ は 、 ホ ン ネ ・サ イ ド か ら 見 れ ば 、 こ っ け

い に も 映 る が 、 タ テ マ エ 重 視 の 伝 統 を も つ ロ ー マ で は 、 こ れ く ら い の 論 理

構 成(レ ト リ ッ ク=ト リ ッ ク?)は 不 思 議 で は な か っ た の で あ る 。 と こ ろ

で 、 元 老 院 の 地 位 は 「付 録 」(別 送 の も の)に あ る 図 表 に 示 し て あ る が 、 か

り に 三 次 元 の 世 界 で そ れ を 表 現 し な お し て み る と 、 平 面 に 展 開 す る の が 民

会 で 、 そ の 中 央 に 立 っ て い る 柱 が 政 務 官 で あ り 、 そ の 柱 を お お っ て い る 屋

根 が 元 老 院 、 と い う あ た り の 仕 組 み に な っ て く る の で は な か ろ う か 。

⑮(α)元 老 院(senatus)と い う の は 、 も と も と は 各 氏 族 の 長 老 た ち の

集 ま り で あ る 。 そ の 後 、 そ の メ ン バ ー は 、 最 高 の 位 に あ る 政 務 官(執 政 官 、

の ち に は 戸 口 調 査 官)に よ っ て 任 命 さ れ る よ う に な る 。 そ の ル ー ル は 慣 行

に よ っ て き ま っ て い た 。 こ の よ う に 、 元 老 院 と い う 組 織 は 、 ほ と ん ど 慣 行

上 自 然 に な り た っ て き た も の で あ り 、 民 会 の 制 定 す る 法 律 の よ う な 枠 組 に

は も と つ い て い な い し 、 そ の コ ン ト ロ ー ル 下 に も な い 。 元 老 院 を タ テ マ エ

(国 制 史 的 視 点)か ら 分 析 し て み て も 、成 果 が あ が ら ず 、 ホ ン ネ(実 際 上 の

運 用)に 注 目 し な け れ ば な に も 見 え て こ な い の は 、 そ の な り た ち と 関 係 し

て い る 。

(β)定 員 は も と も と300名 ほ ど で あ っ た が 、 ス ッ ラ(前 一 世 紀)に よ っ

て600名 に 倍 増 さ れ る 。900名 に な っ た こ と も あ っ た が 、 元 首 政 時 代 に は

600名 に な る 。 元 老 院 議 員 は 、 主 と し て 、 政 務 官 を 経 験 し た 者 の な か か ら

リ ク ル ー ト さ れ る 。 当 初 は 執 政 官(consul)と 法 務 官(praetor)と い う

ト ッ プ の 二 段 階 の 者 だ け が そ こ へ 所 属 す る よ う に な っ た が 、 の ち の 前 三 世
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紀 末 に は 、 ま ず 、 高 級 按 擦 官(aediliscurulis)が 入 る 。 そ し て 、、 前 二

世 紀 末 に は 、 平 民 の 利 益 代 表 者 で あ る 護 民 官(tribunusplebis)お よ び と

平 民 按 擦 官(aedilisplebis)と い う 、 平 民 出 身 の 者 も 入 り 、 前 八 一 年 以 降

に は 、 最 下 位 の 政 務 官 で あ る 財 務 官(quaestor)も 入 る よ う に な る(財 務

官 は20代 の 若 者 で も な れ る の で 、 元 老 院 議 員 は 、「元 老 」 と い う イ メ ー ジ

か ら か け は な れ た 壮 年 層 が 中 心 で あ っ た)。 な お 、 「最 良 の 人 士 」 な ら 、 政

務 官 経 験 が な く て も 、 と く に う け い れ ら れ る 。 そ の 反 面 に お い て 、 問 題 の

あ る 政 務 官 経 験 者 の 場 合 、 う け い れ を 拒 否 さ れ る こ と も あ る 。 元 老 院 議 委

員 の 補 充 は 、 原 則 と し て 、 五 年 ご と に 行 な わ れ る 戸 口 調 査(セ ン サ ス)の

さ い に 実 施 さ れ る 。 戸 口 調 査 官 は 、 高 級 政 務 官 経 験 者 の な か か ら 選 ば れ る

が 、 後 者 の 人 々 は 民 会 の 選 挙 に よ っ て そ の ポ ス ト に つ い て い た の で 、 タ テ

マ エ(制 度)論 か ら す る と 、 原 理 上 は 、 民 会 は 元 老 院 の 構 成 に か か わ り を

も つ わ け で あ る 。 そ の よ う な わ け で 、 元 老 院 と い う と こ ろ は 、 責 任 の あ る

高 級 政 務 官 と し て 、 政 治 ・軍 事 ・行 政 の 実 績(一 年 単 位 の も の で し か な い

が)を っ み か さ ね た 、 経 験 ゆ た か で 有 能 な 人 物 の 集 ま り な の で あ っ た 。

(Y)民 会 と ち が っ て 、 元 老 院 会 議 は 非 公 開 で あ る 。 開 催 場 所 は か な ら ず

し も 固 定 的 で は な か っ た 。 元 老 院 を 招 集 し 、 司 宰 す る の は 高 級 政 務 官 で あ

る 。 元 老 院 は 議 長 の よ う な パ ー ソ ナ リ テ ィ ー を も っ て い な い 。 政 務 官 の 提

案 に 対 し て 審 議 が な さ れ る が 、 発 言 ・意 思 表 明 は 、 各 元 老 院 議 員 が も っ て

い た 官 職 上 の ス テ イ タ ス の 順 に 行 な わ れ る 。 か つ て 戸 口 調 査 官 の 職 を つ と

め た 者 が そ こ で 第 一 順 位 の 位 置 に あ る 。 権 威 や 声 望 が 重 ん じ ら れ て い る 元

老 院 で は 、 ト ッ プ ・グ ル ー プ の 意 見 に は 重 み が あ っ た 。 共 和 政 の 基 本 原 理

の 一 つ に 、 い か に も タ テ マ エ 色 の 強 い 発 想 で あ る と し て も 、 平 等 主 義 と い

う も の が あ る が 、 元 老 院 は 他 の 共 和 政 の 諸 機 関 の 場 合 以 上 に 、 不 平 等 主 義

の 温 床 で あ っ た 。 し か し 、 ロ ー マ 人 の 眼 か ら す れ ば 、 そ れ は そ れ で 平 等 主

義 の 流 れ に 属 す る シ ス テ ム な の で あ っ た 。 意 見 の 集 約 は 、 議 員 が 歩 い て い

っ て 同 じ 意 見 の グ ル ー プ に く わ わ る 、 と い う 即 物 的 な や り か た で 、 多 数 決

原 理 に し た が っ て な さ れ る 。 一 定 の 事 項 に つ い て は 一 〇 〇 な い し 五 〇 の 定

足 数 が あ る 。

(δ)元 老 院 の 権 限 に つ い て は 、 フ ァ ジ ー な 面 が 多 い 。 そ れ は 、 法 的 に つ

く り だ さ れ た も の で は な く 、 本 来 的 な も の で あ っ た り 、 の ち に 、 自 然 に 獲

得 さ れ て い っ た も の で あ っ た り す る 。 ロ ー マ は 「法 の 国 」 で あ る が 、 元 老

院 と い う 組 織 は 、 法 を 超 え た 側 面 も 強 く も っ て い る 。 財 政 、 軍 隊 ・軍 事 関

係 、 外 政 な ど の 国 家 運 営 の 根 幹 に か か わ る 部 分 は 元 老 院 の 専 権 事 項 で あ っ

た が 、 司 法 に つ い て は そ の 任 務 を し だ い に 手 ぱ な し て い く 。 立 法 面 で は 民

会 が 主 役 と な っ た が 、 そ れ に 影 響 力 を 行 使 す る 地 位 は し っ か り と 確 保 し つ

づ け た 。
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(ε)こ の よ う に 見 て み る と 、 元 老 院 は 、 政 治 の 第 一 線 に あ る 政 務 官 に 必

要 に お う じ て 助 言 を 与 え る だ け な の で(ホ ン ネ 上 は 、 助 言 は 、 指 示 ・命 令

に ひ と し い が)、 権 力(タ テ マ エ)を も つ 、 と い う よ り も 、 権 威(ホ ン ネ)

を 誇 る 集 団 で あ っ た が 、 元 老 院 の 存 在 そ の も の で は な く 、 元 老 院 の あ り か

た 対 し て 攻 撃 が か け ら れ る 事 態 が 、 建 国 か ら 五 〇 〇 年 も た っ た 共 和 政 末 期

に 、 と り わ け カ エ サ ル(シ ー ザ ー)に よ っ て 展 開 さ れ る 。 し か し 、 そ の カ

エ サ ル は 、 元 老 院 の 抵 抗 勢 力 の 大 反 撃 に あ っ て 、 暗 殺 さ れ る 。 結 局 の と こ

ろ 、 元 老 院 は や は り ロ ー マ の 中 心 そ の も の だ っ た の で あ る 。

(ζ)文 人 政 治 家 キ ケ ロ ー([N]部 門(一):p.1ff.、 お よ び 、(三)(7):

p.91ff.)は 、 王 政 も 貴 族 政 も 民 主 政 も 、 そ れ ぞ れ に 欠 陥 を も つ が 、 三 タ イ

プ の 政 体 の メ リ ッ ト を あ わ せ も っ た 混 合 的 政 体 を 最 善 の 政 体 と 見 た 。 彼 に

よ れ ば 、 そ れ は 、 執 政 官 が 王 の 命 令 権(imperium)を 、 元 老 院 が 貴 族 の

権 威(auctoritas)を 、 国 民(民 会)が 民 主 政 の 自 由(libertas)を そ れ

ぞ れ も ち な が ら 、 ロ ー マ 共 和 政 が 運 用 さ れ て い た 、 と さ れ る 。 タ テ マ エ 論

の フ ィ ー ル ドで の 話 な ら 、 こ れ は 正 し い 指 摘 で あ ろ う 。

(「1)カ エ サ ル の 失 敗 を 参 考 に し て 、 ロ ー マ 元 首 政 を 創 立 し た ア ウ グ ス ト

ゥ ス は 、 共 和 政 へ の 復 帰 を タ テ マ エ と し て か か げ 、 そ の 過 程 で 元 老 院 を 尊

重 す る 姿 勢 も 示 し 、 そ の 後 の 元 首 た ち も 、 と き に は ア ウ グ ス ト ゥ ス の 例 に

な ら う と こ ろ が あ っ た 。 元 老 院 の 栄 光 の 最 後 の ピ ー ク は 、 元 老 院 が 、 あ る

程 度 は 自 身 の イ ニ シ ヤ テ ィ ヴ に よ っ て 元 首 の 選 定 に タ ッ チ す る ほ ど の 地 位

を も つ こ と が で き た 点 に あ る 。 し か し 、 そ れ も 一 時 的 な こ と で 、 や が て 、

元 老 院 は 、 元 首 ・皇 帝 の 下 に 完 全 に く み し か れ 、 た ん な る 名 誉 職 的 な 集 団

と な る 。

⑤ 〔共 和 政 時 代 に お け る 属 州 の 統 治 〕

発 端 第 ニ ポ エ ニ ー 戦 争 に よ る シ キ リ ア(シ シ リ ー 島)の 獲 得(241

年)。

法 的 地 位 属 州 は 、い わ ば 戦 利 品 で 、 ロ ー マ の 支 配 地 で あ る(た だ し 、

属 州 内 に は 、 例 外 的 に ロ ー マ の 直 接 的 支 配 を う け な い 地 域 も 点

在 す る)。

適 用 法 ロ ー マ 市 民 に は ロ ー マ 法 が 、 そ の 他 の 者 に は 基 本 的 に は 属 州

法 が 、 そ れ ぞ れ 適 用 さ れ る 。 後 者 に つ い て は 適 用 面 で 自 由 裁 量

の 範 囲 は 大 き い 。

統 治 機 構 元 老 院 議 員 の な か か ら 原 則 と し て 抽 籔 に よ っ て 選 ば れ た 属

州 長 官(整 備 さ れ た 段 階 で は 、 前 執 政 官 、 前 法 務 官 お よ び そ れ

に 相 当 す る 者)が 頂 点 に た つ 。 財 務 官 を 補 佐 と し て 用 い る 。
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一 盤鞠 ∵ ∵∴'∵1∵
権 限 長 官 は 、 軍 域 の 命 令 権 保 持 者 で あ っ た の で 、 軍 隊 を 指 揮 す る ほ

か 、 域 内 で す べ て の 権 限 を も つ(前2世 紀 に な る と 、 市 民 へ の

命 令 権 行 使 は 法 律 に よ っ て 制 約 さ れ る)。 と く に 、同 僚 制 の 制 約 、

差 止 権 行 使 の な い 点 が 重 要 で あ る 。 戦 利 品 は 、 法 理 上 す べ て 長

官 の 所 有 に 帰 し た 。

引 責 長 官 は 、 帰 任 後 、 反 逆 罪 、 不 法 取 得 罪 、 公 物 略 取 罪 な ど に つ い

て の 裁 判 で 、 そ の 属 州 政 治 の 責 任 を 事 後 的 に 追 及 さ れ る こ と が

あ る 。

経 済 的 意 義 長 官 は 、 た い て い の 場 合 、 名 誉 職 で あ る 政 務 官 職 獲 得 の

た め に 生 じ た 債 務 を 返 済 す る 目 的 で 、 他 方 で 、 騎 士 階 層 は 、 ビ

ジ ネ ス の 場 と し て 、 そ れ ぞ れ 、 合 法 的 あ る い は 非 合 法 に 属 州 を

搾 取 す る よ う な 行 動 に で る こ と が 少 な く な か っ た 。

元 首 政 時 代 の 属 州 元 老 院 属 州(総 督 が 統 治)と 元 首 属 州(元 首 の 代

理 人 と し て の 知 事 が 統 治)に 区 分 さ れ 、 の ち に は 、 属 州 全 体 に

ア ウ グ ス ト ゥ ス の 上 級 命 令 権 が お よ ん だ 。 知 事 が 有 給 の 官 吏 と

な っ た こ と も あ っ て 、搾 取 の 度 合 い は へ り 、秩 序 は 回 復 さ れ る 。

元 首(皇 帝)の 承 継 者 争 い が あ っ た と き 、 属 州 駐 屯 の 軍 隊 は 決

定 的 な 役 割 を 演 ず る 。 一 般 に 、 文 化 が 属 州 に 広 ま る に つ れ て 、

属 州 の 地 位 は 向 上 し 、 国 力 の 遠 心 化 傾 向 が 強 ま る 。

⑥ 〔共 和 政 ロ ー マ の 支 配 形 態 〕

「分 別(分 割)し て 統 治 せ よ 。(Divideetimpera.)」 の 大 原 貝1」が 貫 か れ

る(こ の 言 い ま わ し は か な ら ず し も ロ ー マ の も の で は な い)。 市 民 権 政 策 に

お い て は 、 隣 接 す る 都 市(共 同 体)の あ い だ に 市 民 権 の 内 容 面 で 意 識 的 に

差 異 を 設 け て お く こ と 、 ま た 、 国 家 間 の 関 係 に お い て は 、 さ ま ざ ま な 内 容

・ レ ヴ ェ ル の 条 約 に よ っ て そ れ ぞ れ の 共 同 体 と 個 別 的 に 外 交 関 係 を 樹 立 し

て お く(ち ょ う ど 鵜 匠 が 鵜 を 何 羽 も あ や つ る よ う に)こ と に あ ら わ れ る 。

さ ら に 、 当 然 の こ と で あ る が 、 ラ テ ン 系 の 都 市 の 場 合 と 、 イ ー タ リ キ ー 系

の 都 市 の 場 合 と 、 他 民 族 系 の 都 市 の 場 合 と で 、 ロ ー マ か ら の 扱 い に 相 当 な

差 が あ る 。

(α)支 配

編 入 王 政 と 共 和 政 初 期 に 見 ら れ る 現 象 で あ る 。 近 隣 に あ る 同 じ ラ テ

ン 系 の 都 市 を 陥 落 さ せ て も 、 そ の 住 民 を 殺 し た り 奴 隷 に し た り す る こ

と は あ ま り し な い(彼 ら は 格 下 の 被 護 者 の 身 分 に は お ち て し ま う が)、
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そ し て 、 獲 得 し た 土 地 の 一 部 に は 手 を ふ れ ず 、 ま た 、 そ こ の 旧 市 民 に

も ロ ー マ 市 民 権 を 与 え て い る 。 そ の 貴 族 家 系 は 、 ロ ー マ に む か え い れ

ら れ て 、 ロ ー マ で 出 世 す る こ と も ま れ で は な い 。 土 地 と 人 的 資 源 を 大

き く す る こ と が 強 国 化 へ の 必 須 要 件 で あ っ た こ と を ロ ー マ 人 が よ く わ

き ま え て い た か ら こ そ 、 こ の よ う な 措 置 を と っ た の で あ ろ う。 こ の 寛

大 な 市 民 権 政 策 は 、 市 民 権 を 拡 大 す る こ と に 消 極 的 な ギ リ シ ア の ポ リ

ス の 場 合 と き わ だ っ た 対 照 を 示 す 。 前 一 世 紀 末 の イ タ リ ア 同 盟 市 戦 争

の 結 果 と し て 、 ロ ー マ 市 民 権 が ほ と ん ど イ タ リ ア 全 域 の 他 共 同 体 市 民

に 一 括 付 与 さ れ た こ と は 、 市 民 権 付 与 の ス ケ ー ル と い う 点 に 着 目 す る

な ら 、 と り わ け 重 要 で あ る 。会 戦 の 勝 敗 は ほ と ん ど 引 分 け 状 態 な の で 、

ロ ー マ が 戦 い に 勝 っ た 、 と い う こ と に は な ら な い が 、 そ れ で も ロ ー マ

の 勢 力 が 強 化 さ れ た こ と は ま ち が い な い 。

併 合 ム ー ニ キ ピ ウ ム と し て 部 分 的 に 自 治 が 認 め ら れ る と い う ス タ イ

ル 。 と く に 、 第 二 次 ラ テ ン 人(同 盟 市)戦 争 の 戦 後 処 理 の 方 法 と し て

相 当 な 規 模 で 併 合 方 式 が と ら れ た 。 自 治 を 許 さ れ る 見 か え り と し て 、

そ れ ら の 都 市 は ロ ー マ の 要 請 に お う じ て 軍 事 的 負 担 を ひ き う け る 。 ロ

ー マ 法 上 の 通 婚 権 、 通 商 権 が 与 え ら れ る こ と が 多 く 、 私 法 上 は 市 民 の

よ う に 扱 わ れ た の で 、 支 配 さ れ る 側 に も メ リ ッ トが な い わ け で は な か

っ た 。

(β)同 盟

イ タ リ ア 同 盟 市 前 四 世 紀 中 ご ろ 、 ロ ー マ は 同 盟 の 盟 主 と な る 。 第 二

次 ラ テ ン 人(同 盟 市)戦 争 の の ち に も 、 か つ て 有 力 な 都 市 で あ っ た テ

ィ ー ブ ル 、 プ ラ エ ネ ス テ ー な ど は 、 別 格 と し て 独 立 を 保 ち 、 併 合 さ れ

な か っ た が 、 一 種 の 連 邦 国 と し て 、 条 約 に よ り ロ ー マ と 一 定 の 関 係 に

入 っ た 。 同 盟 市 同 士 の あ い だ で の 政 治 的 条 約 の 締 結 は 禁 じ ら れ る 。

ラ テ ン 同 盟 の 植 民 市 各 ラ テ ン 同 盟 市 に よ っ て す で に 建 設 さ れ て い た

も の 。

ラ テ ン 人 植 民 市 こ れ は 、 ロ ー マ が そ れ ほ ど 強 大 で は な か っ た 時 代 に

お い て も 、 ラ テ ン 人 の 共 同 体 と 合 同 で 建 立 さ れ た こ と が あ る が 、334

年 以 降 に 、 あ ら た に 盟 主 ロ ー マ の 主 導 の も と に ラ テ ン 同 盟 市 と 合 同 で

建 設 さ れ た 地 方 都 市(ム ー ニ キ ピ ウ ム)が 中 心 的 な も の で あ る 。 ロ ー

マ 市 民 は ラ テ ン 市 民 と な っ た が 、 潜 在 的 に ロ ー マ 市 民 権 を 保 有 し 、 本

土 と の 結 び つ き を た も つ 。 そ の 数 と 規 模 は 、 ロ ー マ 市 民 植 民 市 よ り も

は る か に 大 き い 。 い ず れ も 、 か つ て の 敵 地 に 設 定 さ れ た 新 し い ト リ ブ

ス を 防 衛 す る た め の 砦 の 役 割 を は た し た 。 そ の 独 立 性 は 低 く お さ え ら

れ る 。

同 盟 者(条 約 国)や や ゆ る や か な か た ち に お い て 、 ロ ー マ の 直 接 的
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勢 力 圏 か ら は な れ た 地 域 で 、 表 む き(タ テ マ エ 上)は 平 等 で あ る が 、

実 際 に は(ホ ン ネ で は)不 平 等 な 同 盟 条 約 が つ く り だ さ れ た 。 イ タ リ

ア 共 同 体 の よ う な も の が こ れ に よ っ て 生 ま れ る 。 ギ リ シ ア 系 都 市 ネ ア

ー ポ リ ス(ナ ポ リ)が そ の 最 初 の 例 で あ る
。 ロ ー マ と の 関 係 は 、 自 ら

が 軍 事 義 務 を 負 わ さ れ る だ け で あ る 。 そ の 数 は150に も お よ び 、 前1

世 紀 の イ タ リ ア 同 盟 市 戦 争 の さ い に は 、こ れ は 、強 力 な パ ワ ー を 示 し 、

ロ ー マ に 大 幅 な 譲 歩 を さ せ 、 反 乱 を お こ し た 共 同 体 は ロ ー マ か ら 完 全

ロ ー マ 市 民 権 を 獲 得 し た 。

(Y)属 州 服 属 地 域 と し て 完 全 な 支 配 下 に お か れ る 。 も っ と も 、 そ の

支 配 は 表 面 的 な も の に と ど ま り 、 既 存 の 行 政 組 織 を 活 用 す る こ と が 多 か っ

た 。 前241年 に シ キ リ ア(シ シ リ ー 島)が 属 州 に な っ た の が は じ ま り で あ

る 。 属 州 を 支 配 す る の は 、 共 和 国 制 か ら の 制 約 を う け な い ま ま に 、 ほ と ん

ど 無 制 限 の 、 か つ て の 王 が も っ て い た よ う な 強 大 な 権 限 を 保 有 す る 属 州 長

官 で あ る 。

⑦ 〔ロ ー マ の 世 界 支 配 の 奥 義 〕

(α)貴 族 の 叡 智

開 放 的 な 身 分 政 策(外 来 貴 族 の う け い れ 、 平 民 全 体 へ

の 大 幅 な 譲 歩 、平 民 上 層 部 を 支 配 層 へ と と り こ む こ

と な ど に よ る 活 力 の 補 充)

元 老 院 組 織 の 活 用(ノ ー ビ レ ー ス=エ リ ー ト の 支 配 の

貫 徹)

民 会 の 形 骸 化 政 策(ギ リ シ ア 流 の 民 主 政=衆 愚 政 が 生

ま れ る こ と を さ け る)

(β)「 抑 制 と 均 衡 」 原 理 の 実 現(命 令 権 へ の さ ま ざ ま な 制 約 、 と く に ユ

ニ ー ク な 同 僚 制 と 差 止 権 の 存 在)

(Y)寛 容 の精神 縢 騨 莫離 鍍 扱 ・とくその支配層の優遇・開

(δ)差 別 ・分 断 政 策 の 運 用(被 支 配 地 域 へ の 巧 妙 な 支 配)

(ε)拡 大 型 均 衡 政 策 の 運 用(人 的 ・地 域 的 拡 大 の 重 視)

(ζ)軍 事 組 織 の 優 秀 さ(戦 術 ・武 器 の 優 秀 さ 、 農 民 的 な 戦 士 の 強 さ)

(η)民 族 性(秩 序 重 視 、 権 威 へ の 尊 敬 、 政 務 官 へ の 市 民 の 全 面 的 服 従 、

制 約 的 な 「自 由 」 観 、 国 家 至 上 主 義 、 戦 争 を う け い れ や す い 体 質)

(0)不 文 国 制 に よ る 柔 軟 性(硬 度 の 大 き い 原 則(タ テ マ エ)と 、 極 度 の

例 外 現 象(ホ ン ネ)と が 混 在 す る や わ ら か い シ ス テ ム 。 一 応 の 先 例

踏 襲 主 義 を 採 用 。)

(の 巧 み な 外 交(そ の 担 い 手 の 中 心 は 元 老 院 で あ る)

(K)す ぐ れ た 法 技 術(そ の 実 質 的 な 担 い 手 は 法 学 者 で あ る)

⑧ 〔帝 政 初 期 の 都 市 〕

(α)ロ ー マ 市 民 の 植 民 市(コ ロ ー ニ ア)除 隊 し た 軍 団 兵 や 無 産 市 民
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を ロ ー マ 本 市 か ら 外 へ 送 り だ す 目 的 で 、 共 和 政 末 期 か ら 、 イ タ リ ア

外 に あ ら た に 建 設 さ れ は じ め た も の 。

(β)ロ ー マ 市 民 の ム ー ニ キ ピ ウ ム 元 来 は 独 立 の 共 同 体 で あ っ た が 、

ロ ー マ へ の 功 績 の た め に ロ ー マ 市 民 権 が と く に あ た え ら れ た も の 。

(α)の 場 合 と ち が っ て 免 税 特 権 は 与 え ら れ て お ら ず 、 そ の ラ ン ク は

低 い 。

(Y)ラ テ ン 人 の 都 市 ラ テ ン 人(ロ ー マ 市 民 よ り ラ ン ク が 下 の 市 民)

の 有 力 者 は ロ ー マ 市 民 権 を え る こ と が 多 い 。

一人の都市礁ll翫ll∴ ∴ ∵

(4)元 首 政 ロ ー マ

① 元 首 政 へ の 道 程

前133年 テ ィ ベ リ ウ ス ・グ ラ ッ ク ス(TiberiusGracchus)の 改 革

経 済 的 没 落 に よ り 、 兵 士 と し て 認 め ら れ る の に 必 要 な 財 産 資 格 を

失 な っ て し ま っ た 中 小 農 民 が 激 増 し た 状 況 を 見 て 、 彼 は 、 貴 族 層 に 属

し て い な が ら 、 平 民 の リ ー ダ ー で あ る 護 民 官 と し て た ち 、 古 い よ い 共

和 政 へ の 回 帰 を め ざ し て 、 個 人 の 公 有 地 所 有 の 制 限 と そ の 分 配 に か ん

す る 土 地 法 の 制 定(農 地 改 革 の 実 行)、 改 革 に 反 対 し て 伝 家 の 宝 刀 で あ

る 差 止 権(拒 否 権)を 行 使 し た 同 僚 護 民 官 の 罷 免 、 財 政 に か ん す る 元

老 院 の 権 限 の 侵 害 な ど 、 個 性 の 強 い 、 い わ ば 反 体 制 的 な 政 策 を つ ぎ つ

ぎ に 実 行 し た 。 慣 例 に 反 し て 護 民 官 重 任 を 試 み た こ と が 直 接 の 原 因 と

な っ て 、 元 老 院 側 に よ っ て 暗 殺 さ れ る 。 こ の こ ろ か ら 、 元 老 院 支 配 を

通 じ て 名 門 閥 族 の 手 で 寡 頭 政 を 維 持 し よ う と す る 閥 族 派(optimates)

と 、 民 会 に お け る 民 衆 の 支 持 を 背 景 に 、 護 民 官 職 を 通 じ て 改 革 な い し

は 個 人 支 配 を め ざ す 民 衆 派(populares)と の 対 立 が 生 ま れ 、 以 後1

世 紀 以 上 に お よ ぶ 社 会 不 安 が は じ ま る 。 「革 命 の 世 紀 」 と い う よ う に 誇

張 し て 表 現 さ れ る 激 動 の 時 代 が 、 こ れ で あ る 。

前123～122年 ガ ー イ ウ ス ・グ ラ ッ ク ス(GaiusGracchus)の 改 革

兄 と 同 じ よ う に 護 民 官 と な っ た 彼(兄 と は ち が っ て 、 護 民 官 に つ

づ け て な れ て い る)は 、 穀 物 の 分 配 に か ん す る 法 律 を 提 案 し 、 騎 士 階

層 だ き こ み の た め の 諸 施 策(属 州 で の 租 税 徴 収 の 委 託 、 審 判 人 の 地 位

を 彼 ら に 独 占 さ せ る こ と)を う ち だ す 。 全 イ タ リ ア 人 へ の ロ ー マ 市 民

権 の 一 括 付 与 を 性 急 に 提 案 し た た め に 、 兄 テ ィ ベ リ ウ ス 以 来 の 改 革 支

持 勢 力 で あ っ た 民 衆 ま で も が く わ わ っ た か た ち で 、 各 方 面 か ら 反 感 を

買 っ て 、 失 敗 し 、 兄 と 同 様 に 暗 殺 さ れ る 。 元 老 院 の 寡 頭 的 支 配 へ の 抵

抗 を 制 度 的 に 試 み た 、 と い う 点 で 、 彼 ら は 新 し い 道 を 開 く 。
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前107～106年 ガ ー イ ウ ス ・マ リ ウ ス(GaiusMarius)の 兵 制 改 革

身 分 の あ ま り 高 く な い 騎 士 階 層 出 身 の 彼 は 、 前108年 に 執 政 官 と

な り 、 従 来 は 兵 役 義 務 の な か っ た 無 産 市 民(プ ロ ー レ ー タ ー リ イ ー)

を 国 家 の 負 担 で 武 装 さ せ 、一 種 の 職 業 軍 人 を つ く り あ げ た 。こ れ 以 後 、

武 将 と 私 的 な 信 義 関 係 に よ っ て 強 く 結 び あ わ さ れ た 軍 隊 は 、 私 兵 の 集

団 と な り は じ め る 。

前111～105年 ユ グ ル タ 戦 争 民 衆 か ら 指 揮 官 と し て 指 名 さ れ た マ

リ ウ ス に よ る 鎮 圧 。 元 老 院 の 外 交 ・軍 事 政 策 で の 無 能 ・腐 敗 ぶ り を 暴

露 し た 事 件 で あ る 。

前113～101年 ゲ ル マ ン 系 の テ ウ ト ネ ー ス ・キ ン ブ リ ー 族 の 侵 入 マ

リ ウ ス に よ る 鎮 圧 。

前104～101年 シ キ リ ア の 第 二 次 奴 隷 反 乱 。

前91～88年 同 盟 市 戦 争 イ タ リ ア の 同 盟 市 市 民 に ロ ー マ 市 民 権 を

与 え る こ と を 内 容 と す る 法 案 を 提 出 し よ う と し た 護 民 官 マ ー ル ク ス ・

ル ー キ ウ ス ・ ド ル ー ス ス(MarcusLuciusDrusus)が 暗 殺 さ れ た 事

件 を き っ か け と し て 、 ロ ー マ に 対 す る 同 盟 市 の 組 織 的 な 大 反 乱 が 生 じ

た 。 戦 い を 貫 徹 す れ ば と も だ お れ に な る こ と を さ と っ た ロ ー マ は 、 前

例 の な い か た ち で 、 ロ ー マ 市 民 権 を 大 幅 に 拡 大 す る こ と に よ っ て 譲 歩

し 、 よ う や く 事 態 を 収 拾 す る こ と が で き た 。 こ の 事 件 は 、 都 市 国 家 的

な ロ ー マ が 領 土 国 家 に 変 貌 す る 重 要 な 一 殺 階 と な っ て い る 。

前88～84年 第 一 次 ミ ト リ ダ ー テ ー ス 戦 争 ポ ン ト ゥ ス 王 国 を 攻 め

る 東 方 遠 征 軍 の 指 揮 権 が マ リ ウ ス に 奪 わ れ た 、 ル ー キ ウ ス ・ コ ル ネ ー

リ ウ ス ・ ス ッ ラ(LuciusCorneliusSulla)は 、 前83年 に 、 は じ め

て 私 兵 を ロ ー マ 市 内 に 入 れ 、 実 力 で マ リ ウ ス の 流 れ を く む キ ン ナ に ひ

き い れ ら れ た 民 衆 派 を 排 除 し て 、 政 権 を 掌 握 し 、 こ の 戦 に 出 征 し た 。

こ れ は 一 種 の 「ク ー ・デ タ ー 」 で あ る 。

前83～81年 第 二 次 ミ ト リ ダ ー テ ー ス 戦 争 。

前82～79年 ス ッ ラ の 終 身 独 裁 官 就 任 、 元 老 院 中 心 の 政 治 の 復 活(元

老 院 の 強 化 、 護 民 官 の 権 限 縮 小 、 元 老 院 階 層 の 審 判 人 資 格 独 占 、 元 老

院 権 限 の 拡 大 、 騎 士 階 層 の 圧 迫)、 属 州 統 治 の 規 制 。 ス ッ ラ も 、 グ ラ ッ

ク ス 兄 弟 の 場 合 と は ま た ち が っ た 方 向 か ら 、 古 い よ い 共 和 政 こ の

場 合 は 、 元 老 院 主 導 型 の 政 治 体 制 へ の 回 帰 を 目 指 し た 。 独 裁 官 職

に 数 年 間 就 任 し た あ と 、80年 に 自 発 的 に 政 界 か ら 身 を ひ い た と こ ろ に 、

一 種 の 潔 さ も あ る
。

前73～71年 ス パ ル タ ク ス の 奴 隷 反 乱 ク ラ ッ ス ス(Crassus)と グ

ナ エ ウ ス ・ポ ン ペ イ ユ ス ・マ ー グ ヌ ス(Cn.PompejusMagnus)に

よ る 鎮 圧 。
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前70年 ポ ン ペ イ ユ ス の 執 政 官 就 任 、 ス ッ ラ 体 制 の 破 壊(護 民 官 権 限

の 復 活 、 騎 士 階 層 の 側 か ら の 審 判 人 ポ ス トの 一 部 奪 回)。

前67年 ポ ン ペ イ ユ ス の 海 賊 討 伐 彼 に は 、 こ の 目 的 の た め に 、 全 地

中 海 お よ び 沿 岸50マ イ ル 以 内 の 土 地 を3年 間 支 配 す る 、 と い う 内 容

の 、 前 例 の な い ス ケ ー ル の 例 外 的 命 令 権 が 付 与 さ れ る 。

前74～64年 第 三 次 ミ ト リ ダ ー テ ー ス 戦 争 ポ ン ペ イ ユ ス に よ る 鎮

圧 。

前63～62年 カ テ ィ リ ー ナ の 陰 謀 国 家 転 覆 の 陰 謀 に 対 し て 文 人 政

治 家 ・マ ー ル ク ス ・ ト ゥ ッ リ ウ ス ・キ ケ ロ ー(MarcusTulliusCicero)

が 執 政 官 の 一 人 と し て た ち む か い 、 こ れ を 制 圧 す る こ と に 成 功 し た 。

こ の 貢 献 に よ り 、 彼 は 「国 家 の 父 」 と た た え ら れ る 。

前60年 第 一 次 三 頭 政 治 元 老 院 の 抵 抗 を お し き っ て 国 政 を 独 占 す

る た め に 結 ば れ た 、 ポ ン ペ イ ユ ス(閥 族 派 か ら 民 衆 派 へ と 軸 足 を う つ

す)、 カ エ サ ル(マ リ ウ ス の 後 継 者 と し て 、民 衆 派 の リ ー ダ ー と な る)、

ク ラ ッ ス ス(大 富 豪)の 私 的 な 同 盟 。

前59年 カ エ サ ル の 執 政 官 就 任 民 会 を 利 用 し た 政 策 の 展 開(ロ ー マ

の 貧 民 と 退 役 兵 の た め の 土 地 法 制 定 、 属 州 統 治 の 規 制)。

前56年 三 頭 政 治 の 更 新 こ れ に よ り 、ポ ン ペ イ ユ ス と ク ラ ッ ス ス は

執 政 官 に 就 任 す る 。

前49年 カ エ サ ル は 、 国 家 に 対 す る 反 逆 行 為 で あ る こ と を 意 識 し な が

ら 、 軍 隊 を ひ き い て 、 シ ヴ ィ ル ゾ ー ン と ミ リ タ リ ー ゾ ー ン と の 境 界 線

で あ る ル ビ コ ー ン 川 を わ た る 。 閥 族 派 側 に つ い た ポ ン ペ イ ユ ス と

反 逆 者 ・カ エ サ ル と の 対 決 。

前48年 フ ァ ル サ ー ロ ス の 戦 ポ ン ペ イ ユ ス は 敗 れ る 。

前47年 タ プ ソ ス の 戦 閥 族 派 の 抵 抗 。

前45年 ム ン ダ の 戦 ポ ン ペ イ ユ ス 派 の 抵 抗 。

前46～44年 カ エ サ ル の 支 配 市 民 権 の 大 幅 な 拡 大 、現 役 兵 や 貧 民 の

た め の 植 民 市 建 設 、 奴 隷 数 増 大 の 抑 制 、 退 役 兵 へ の 土 地 付 与 、 元 老 院

機 構 ・政 務 官 制 度 の 改 革 な ど は 、 従 来 の 流 れ に 属 す る も の で 、 そ れ ほ

ど 過 激 な も の で は な か っ た が 、終 身 の 独 裁 官 へ の 就 任(前44年)は 、

ロ ー マ 人 が 伝 統 的 に 嫌 悪 し て き た 王 政 を 少 な く と も ホ ン ネ の う え で 実

現 し た も の と う け と ら れ る 。 彼 は 、 王 政 を 意 図 し た も の と し て 、 前44

年3月15日 に 元 老 院 派 に よ っ て 暗 殺 さ れ る 。

前43年 第 二 次 三 頭 政 治(三 人 官 制)ア ン ト ー ニ ウ ス(カ エ サ ル 配

下 の 武 将 で 、カ エ サ ル と と も に 執 政 官 職 に つ い て い た)、 レ ピ ド ゥ ス(カ

エ サ ル 配 下 の 武 将)、 オ ク タ ー ウ ィ ア ー ヌ ス(カ エ サ ル の 姪 の 息 子 で 、

遺 言 に よ り そ の 養 子 と な り 、 そ の 後 継 者 に 指 名 さ れ て い た)は 、 制 度
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上 確 認 さ れ た 「国 家 を 組 織 す る た め の 三 人 官(triumvirreipublicaae

constituendae)」 と な り 、 強 大 な 権 力 を 帯 び る 。

前42年 ピ リ ッ ピ ー の 戦 カ エ サ ル 暗 殺 者 た ち と カ エ サ ル の 諸 武 将

と の 戦 。

前31年 ア ク テ ィ ウ ム の 戦 ロ ー マ 文 化 を 基 調 と す る 西 方 世 界 と 、ギ

リ シ ア 文 化 を 基 調 と す る 東 方 世 界 と の 決 戦 。オ ク タ ー ウ ィ ア ー ヌ ス は 、

ア ン ト ー ニ ウ ス ・ ク レ オ パ ー ト ラ 連 合 軍 を 破 る 。

こ こ で 、 全 体 と し て 、 動 乱 の1世 紀 の 政 治 事 件 を な が め て み た 場 合 に 指

摘 で き る の は 、 対 立 ・拮 抗 関 係 の か た ち が き わ め て 多 元 化 し て き て い る 、

と い う 点 で あ る 。 共 和 政 初 期 を い う ど っ た 貴 族 と 平 民 の 対 立 は い ち お う解

消 さ れ て い た が 、 他 の 新 し い 対 立 が 顕 著 に な っ て き た 。 す な わ ち 、 元 老 院

内 部 に お け る 閥 族 派 と 民 衆 派 の 主 導 権 争 い 、 そ れ と も 関 連 し て 閥 族 派 に 対

抗 す る た め 結 成 さ れ た 民 衆 派 と 騎 士 階 層 の 連 合 勢 力 と そ の 閥 族 派 と の 争 い 、

元 老 院 と 騎 士 階 層 と の 経 済 的 利 害 を め ぐ る 対 立 、 元 老 院 と 私 兵 を 実 力 の 支

え と す る 有 力 武 将 と の 武 力 対 決 、 ク ー ・デ タ ー を 狙 う 陰 謀 勢 力 と の 葛 藤 、

ロ ー マ 市 民 権 付 与 を 要 求 す る 同 盟 市 連 合 体 と の 武 力 衝 突 、 長 期 間 に わ た る

海 外 の 諸 戦 争 、 奴 隷 所 有 者 に 対 す る 奴 隷 の 大 規 模 な 反 乱 、 有 力 な 武 将 相 互

間 の 覇 権 争 い 、 と く に ロ ー マ 世 界 と ヘ レ ニ ズ ム 世 界 を 背 景 と し た 対 決 、 な

ど が そ れ で あ る 。 元 老 院 は 、 グ ラ ッ ク ス 兄 弟 の 挑 戦 を し り ぞ け る こ と は で

き た が 、 新 し い 情 勢 の 展 開 に 十 分 対 応 で き ず 、 弱 体 化 の 一 途 を た ど り 、 ス

ッ ラ の 復 古 政 策 を 最 後 の 高 ま り と し て 、 新 勢 力 で あ る 武 将 の 実 力 の ま え に

し だ い に 屈 服 し て い く 。 カ エ サ ル 暗 殺 事 件 は 、 元 老 院 勢 力 の 最 後 の 抵 抗 を

物 語 る エ ピ ソ ー ド で あ っ た 。 な お 、 元 首 政 の 安 定 期 に 入 る と 、 元 老 院 は ふ

た た び 尊 重 を う け る よ う に な る が 、 こ の 状 況 は 自 ら の 力 に よ っ て つ く り だ

さ れ た も の で は な く 、 共 和 政 流 の 外 観 を 備 え た ポ ジ シ ョ ン を も つ 元 首 に よ

っ て 規 定 さ れ 、 与 え ら れ た も の に す ぎ な か っ た こ と に 注 目 し て お く 必 要 が

あ ろ う 。

② ア ウ グ ス ト ゥ ス(Augustus)の 権 力 掌 握 過 程

さ て 、こ こ で は 、前44年3月15日 に カ エ サ ル が 暗 殺 さ れ て か ら の ち に 、

彼 の 身 内 で あ る オ ク タ ー ウ ィ ア ー ヌ ス(の ち の ア ウ グ ス ト ゥ ス)が 権 力 を

掌 握 し て い っ た 経 過 を 年 代 順 に 追 っ て み た い 。 分 析 は 、 も っ ぱ ら 彼 の 法 制

上 の 地 位 を 対 象 と す る こ と に な る が 、 こ れ は 、 権 力 基 盤 を 、 た ん な る 実 力

(ホ ン ネ)だ け で な く 、形 式 的 に 法 制(タ テ マ エ)に 求 め る こ と を 重 視 す る 、

と い う 伝 統 的 な ロ ー マ 人 の 思 惟 方 法 に も 対 応 す る も の で あ る 。

大 別 し て 、 内 乱 期(前44～28年)と 元 首 政 期(前27～ 後14年)の2

つ の 時 期 に わ け て 見 て い く こ と が 適 当 で あ ろ う。

(α)内 乱 期
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前43年11月 末 三 人 官(triumvir)に 就 任 こ の 三 人 官 は 、 私 的 な

政 治 同 盟 で あ っ た 第 一 次 の 三 頭 政 治 の 場 合 と は 異 な っ て 、 テ ィ テ ィ ウ

ス 法(lexTitia)に よ っ て 、 合 法 性 を 備 え て 付 与 さ れ た 公 的 な も の で あ

る 。 こ の 地 位 に よ っ て カ エ サ ル 暗 殺 者 と の 対 決 が は た さ れ た 。 彼 は 、

こ の 地 位 取 得 と 同 時 に 、 執 政 官 職 を 辞 任 す る 。

前38年 そ の 地 位 の 更 新 法 律(平 民 会 議 決)に よ っ て 更 新 が 法 制 上

確 認 さ れ た 。

前36年 護 民 官 の 権 限(justribunicium)の 付 与 護 民 官 席 へ の 着

席 権(jussubselli)と 、 護 民 官 の 不 可 侵 性(sacrosanctitas)の 付 与

が そ の 内 容 で あ る 。 レ ピ ド ゥ ス の 失 脚 と 、 ポ ン ペ イ ユ ス ・セ ク ス ト ゥ

ス(PompeiusSextus)の 抵 抗 の 排 除 の の ち 、 彼 は 、 三 人 官 権 力 の よ

う な 、共 和 政 原 理 か ら 見 て あ ま り に も 例 外 的 な 権 力 を 放 棄 す る 方 向 で 、

若 干 の 措 置 を と っ た が 、護 民 官 系 列 の 地 位 は 、そ の よ う な 行 動 に 対 し 、

一 種 の 見 か え り と し て 与 え ら れ た も の で あ ろ う
。 こ れ は 、 の ち の 元 首

政 の 権 力 構 造 に 特 徴 的 な 、 官 職 か ら 分 離 さ れ た 権 限 の 付 与 、 と い う や

り か た の 最 初 の 例 で あ る 。 同 じ 年 に 、 宗 教 的 な 性 質 の 名 誉 も え た(こ

の こ ろ 、 政 敵 の ア ン ト ー ニ ウ ス は 、 東 方 諸 属 州 に 勢 力 を 築 き あ げ 、 東

方 的 君 主 政 を 目 ざ し て い た)。

前33年 三 人 官 権 力 の 消 滅 に つ い て こ の 点 に つ い て は 理 論 的 な 争

い が あ る 。 す な わ ち 、 三 人 官 の 地 位 は 、 前33年12月31日 に 、 任 期

満 了 に よ っ て 当 然 に 消 滅 す る と い う 考 え か た と 、 保 持 者 の 側 か ら 正 式

の 辞 任 が あ る ま で は 消 滅 し な い 、 と す る 考 え か た と が 対 立 し て い る か

ら で あ る 。 こ の 問 題 に 対 す る 立 場 の ち が い に よ っ て 、 そ れ 以 後 前27

年 ま で の 彼 の 地 位 に つ い て の 認 識 の し か た が 大 き く 異 な っ て く る 。

前32～28年 〈conjuratioltaliaeetprovinciarum>(イ タ リ ア お よ び

諸 属 州 の 誓 約)、<consensusuniversorum>(国 家 全 体 の 同 意)、

〈potitusomniumrerum>(国 家 の 掌 握)な ど に よ る 地 位 の 合 法 化

こ れ ら が 付 与 さ れ た 時 期 ・方 法 ・法 的 価 値 の 有 無 に つ い て は 、 不 明 瞭

な 点 が 多 い 。 実 質 的 内 容 の 点 で は 、 同 僚 制 の 制 約 が と り の ぞ か れ た こ

と 以 外 で は 、 従 来 の 三 人 官 権 力 と あ ま り 異 な ら な い も の で あ っ た 。 ア

ク テ ィ ウ ム の 海 戦 時 お よ び そ の 後 の 権 力 の 保 持 は 、 こ れ ら の 地 位 を 背

景 と す る 。

前31年 執 政 官 に 就 任(前23年 ま で 重 任)。

前30年 護 民 官 権 限 の 拡 大 市 境 界 線 外1マ イ ル に ま で お よ ぶ 救 助 権

お よ び 「上 訴 事 件 を 審 理 し 、 彼 の 投 票 が ア テ ー ナ の 投 票 と し て 数 え ら

れ る 」 と い う 地 位 を 付 与 さ れ る 。

前29年 神 官 任 命 権 の 取 得 。
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前28年 〈imperator>(軍 事 令 官)と い う称 号 を 用 い る 。

同 年 〈princepssenatus>(元 老 院 の 第 一 人 者)と 呼 ば れ る 。も っ と も 、

こ の 名 誉 あ る 呼 称 は そ れ ま で に も 存 在 し て い る の で 、 と り た て て 新 奇

な こ と で は な い 。

同 年 戸 口 調 査 官 職 権(potestascensoria)に も と つ い て 戸 口 調 査 を 実

施 す る 。

同 年8月 三 人 官 時 代 に 発 布 さ れ た 例 外 的 な 命 令 の 廃 棄 を 宣 言 す る 。

(β)元 首 政 期

前27年1.月13日 〈respublica>(国 家)を 元 老 院 と 国 民 の 手 に 返 還

す る 対 象 は 、 三 人 官 権 力 の 消 滅 後 か ら 保 持 し て き た ア ン トー ニ ウ

ス 打 倒 の た め の 例 外 的 権 力 だ け で 、 そ の と き ま で に 個 別 的 に 付 与 さ れ

て き た 他 の 権 限 は 、 そ の ま ま 存 続 す る 。 そ し て 、 彼 は 依 然 と し て 執 政

官 職 を 保 持 し つ づ け る 。 こ の よ う な 彼 の 申 出 に 対 し て 、 彼 に は 元 老 院

か ら 〈Augustus>(尊 厳 な 者 ・崇 高 な 者)と い う 称 号 が 贈 ら れ る と と

も に(彼 は 、 こ れ 以 後 、 こ の 呼 び 名 を 肩 書 き に つ け た)、 属 州 は2分

さ れ て 、 元 首 属 州(provinciaeCaesaris)(軍 事 的 に 不 安 定 な 属 州 で

大 部 分 の 軍 団 が 駐 屯 す る)と 元 老 院 属 州(provinciaepopuliRomani)

(共 和 政 時 代 の 場 合 と 同 様 に 、元 老 院 か ら 派 遣 さ れ る 長 官 に よ っ て 統 治

さ れ る)の 区 分 が 生 み だ さ れ た 。 彼 の 元 首 属 州 支 配 権 を ど の よ う に 規

定 す る か は 、 元 首 政 政 体 論 の 最 大 の 争 点 を 形 成 し て い る 。 す な わ ち 、

こ の 理 解 の し か た と し て 、前 執 政 官 命 令 権(imperiumproconsulare)

説 、 執 政 官 命 令 権(imperiumconsulare)説 、 無 名 命 令 権(三 人 官

の 命 令 権 の 存 続)説 、 権 威(auctoritas)説 が 対 立 し て い る か ら で あ

る 。 さ ら に 、 こ の よ う な 彼 の 地 位 が 、 元 老 院 属 州 の 各 長 官 に 対 し て 上

級 の も の で あ っ た か 、 つ ま り 、 そ の 長 官 た ち を 指 揮 す る 地 位 を 彼 が も

っ て い た か 、 ま た 、 も っ て い た と す れ ば ど の よ う な 権 限 に よ っ て か 、

の 点 に つ い て も 見 解 が わ か れ る 。 ど の よ う な 立 場 を と る と し て も 、 従

来 の 観 念 と は 同 一 の 尺 度 で 考 え る こ と は 危 険 で あ る し 、 属 州 の 排 他 的

支 配 と い う 強 大 な 地 位 は 、 例 外 的 な 権 力 の 返 還 に よ っ て も 、 実 際 上 は

弱 め ら れ た と は 考 え ら れ な い 。 手 続 の 点 で は 、 元 老 院 と 民 会 の 審 議 を

へ て い る の で 、 ま っ た く 合 法 的 で あ る が 、10年 の 期 限 つ き と は い っ て

も 、 属 州 統 治 の 共 和 政 的 原 則 を ま っ た く く つ が え す も の で あ る 。 こ の

地 位 は 、 前18年 、 前13年 、 前8年 、 後3年 、 後13年 と 数 度 に わ た

っ て 更 新 さ れ 、 結 局 は 逝 去 の と き ま で 保 持 さ れ た 。

前24年 〈legibussolutio>(法 律 順 守 義 務 の 免 除)の 地 位 を え る 。

前23年 執 政 官 辞 任 、 終 身 の 護 民 官 職 権 の 付 与 、 拡 大 ・強 化 さ れ た 属

州 支 配 権 の 取 得 こ れ ら の い ず れ も 、 彼 の 権 力 基 盤 が 決 定 的 に 変 更
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さ れ た こ と を 示 し て い る 。 彼 が 、 前31年 か ら 連 年 そ の 職 に あ っ た 執

政 官 職 を 手 ぱ な し た こ と は 、 共 和 政 原 理 に お け る 最 高 の 地 位 を 占 め つ

づ け る 絶 対 的 な 必 要 性 を も は や 感 じ な く な っ た こ と を 意 味 す る 。彼 は 、

護 民 官 職 権(tribuniciapotestas)を 獲 得 す る こ と に よ っ て 、 前36

年 、 前30年 に そ れ ぞ れ 付 与 さ れ て い た 個 別 的 な 権 能 に く わ え て 、 差

止 権(jusintercedendi)、 懲 戒 権(juscoercendi)、 平 民 会 招 集 権(jus

agendacumplebe)を 取 得 し た が 、 と く に 、 彼 は 、 護 民 官 職 か ら 分 離

さ れ た 職 権 だ け を 保 有 す る こ と に な る の で 、 彼 の 行 為 は ま っ た く 独 立

し 、 他 か ら の 差 止 権 行 使 に 服 し な い 点 に 、 理 論 上(制 度 上)画 期 的 な

意 義 が 認 め ら れ る 。 こ れ 以 後 、 統 治 の 年 数 が 護 民 官 職 権 の 保 有 回 数 に

よ っ て 数 え ら れ る よ う に な っ た こ と は 、 こ の 地 位 が 重 大 で あ る こ と を

物 語 っ て い る 。 ま た 、 彼 は 、 前27年 以 来 、 元 首 属 州 を 完 全 に 支 配 下

に 収 め て い た が 、 こ の 年 に は 、 市 境 界 線 の 内 部 か ら で も そ の 属 州 支 配

権 を 行 使 す る こ と が で き る よ う に な る と 同 時 に 、 元 老 院 属 州 の 長 官 の

命 令 権 に 対 し て も 、 彼 の 地 位 は 上 級 性 を 帯 び る よ う に な っ た 。 こ の 命

令 権 の 性 格 も 、 前27年 の そ れ と 関 連 し て 争 い が あ る 。 こ の 付 与 は 、

彼 が 、 結 局 、 属 州 全 体 の 支 配 権 を 掌 握 し た こ と を 意 味 す る も の と 考 え

て よ い だ ろ う 。 し か も 、 以 前 の 元 首 属 州 へ の 支 配 権 が 、 執 政 官 と い う

最 高 官 職 を 背 景 と し て 保 持 さ れ て い た の に 対 し て 、 こ れ が 、 共 和 政 的

な 制 限 か ら は ま っ た く 独 立 し 、 長 期 に わ た っ て 付 与 さ れ た こ と に 重 要

な 意 味 が あ る 。 ま っ た く の 私 人 に 対 す る 護 民 官 職 権 と 上 級 命 令 権 の 付

与 、 市 壁 の 法 的 意 味 の 撤 廃 と は 、 古 い 共 和 政 原 理 が 完 全 に 精 算 さ れ た

こ と を 示 す 。

前22年 穀 物 管 理(curaannona)の 引 受 鱗 饒 の た め に ロ ー マ に 不

穏 な 空 気 が 生 じ て 、 彼 が 独 裁 官 に 就 任 す る よ う 国 民 か ら 要 請 さ れ た と

き 、 彼 は こ れ を 拒 否 し 、 こ の 地 位 に つ い た(の ち に 、 道 路 管 理 官

(curatorviarum)、 夜 警 長 官(praefectusvigilum)な ど の 行 政 職 に

も 就 任 し て い る)。 同 様 に 、 終 身 戸 口 調 査 官 の 地 位 も 、 前21年 の 執 政

官 の 職 も 拒 否 し た 。

前19年 終 身 執 政 官 命 令 権 の 付 与 こ れ に つ い て は 争 い が あ る 。

同 年 法 律 お よ び 習 俗 の 監 視 者(curatorlegumetmorum)の 地 位 に

つ く こ と は 拒 否 し た が 、 護 民 官 職 権 に よ っ て そ の 職 務 を 実 行 し た 。

前12年 大 神 官(pontifexmaximus)に 就 任 。

前8年 執 政 官 命 令 権 に よ っ て 戸 口 調 査 を 行 な う 。

前5年 執 政 官 に 就 任 。

前2年 執 政 官 に 就 任 。

後2年 〈paterpatriae>(国 父)の 称 号 を う け る 。
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4年 元 老 院 議 員 選 定 の た め の 三 人 官(triumvirlegendisenatus)と

し て の 元 老 院 議 院 選 定 。

8年 執 政 官 命 令 権 に よ っ て 戸 口 調 査 を 行 な う。

14年 執 政 官 命 令 権 に よ っ て 戸 口 調 査 を 行 な う 。

8月14日 逝 去 。

以 上 の 権 限 を 総 括 す る な ら ば 、 内 容 ・実 質 の 点 で は と も か く と し て 、 彼

が 共 和 政 的 な 官 職 や そ の 地 位 を お び る こ と に と ど め 、 共 和 政 サ イ ドか ら 見

て ま っ た く 例 外 的 な 地 位 を う け る よ う な こ と を で き る だ け 避 け て い る こ と

が 判 明 す る 。 前 者 に 属 す る も の は 、 執 政 官 職 お よ び 執 政 官 命 令 権(問 題 が

あ る が)、 護 民 官 職 権 、 前 執 政 官 命 令 権(あ る い は 執 政 官 命 令 権)で あ り 、

後 者 に 属 す る も の は 、 終 身 の 独 裁 官 職 、 終 身 の 執 政 官 職 、 終 身 の 戸 口 調 査

官 職 で あ る 。 そ の う ち 、 ロ ー マ ・イ タ リ ア 内 で 彼 が 保 持 し て い た の は 、 前

27年 か ら 前23年 ま で は 、共 和 政 国 制 の な か で も っ と も 正 統 的 な 執 政 官 職 、

前23年 か ら の ち は 、 完 全 な 護 民 官 職 権 、 そ し て 、 前19年 以 後 は 、 執 政 官

命 令 権(問 題 は あ る)の 三 つ で あ り 、 そ れ 以 外 の 地 域 で は 、 前27年 以 来

の 元 首 属 州 支 配 権 、 前23年 以 来 の 全 属 州 統 制 権 が 彼 の 権 原 を 形 成 す る 。

こ の 後 者 が 軍 事 的 実 力 者 と し て 彼 の 真 の 権 力 基 盤 と な っ て い た の で あ る 。

ア ウ グ ス ト ゥ ス は 、 節 目 と な っ た 前27年 以 後 の 地 位 に つ い て 、 「こ の 時

以 後 、 私 は 、 私 の 権 威 に お い て(よ っ て)す べ て の 国 民 に 優 越 し た と し て

も 、 し か し 、 官 職 に お い て 私 の 同 僚 で あ っ た 他 の 者 以 上 の 職 権 を 掌 握 し た

の で は な い 。」(ResGestae,34)と 述 べ て い る が 、 も し こ れ が ロ ー マ 市 内

で の 権 原 に つ い て だ け 語 っ て い る の で あ れ ば 、 こ の 主 張 は 、 い ち お う は 正

し い 。 し か し 、 こ の 説 明 を 無 条 件 に う け と る こ と は で き な い 。 す な わ ち 、

同 僚 の あ る 政 務 官 職 と い う の は 、前31年 か ら 前23年 ま で の 執 政 官 職 だ け

で あ り 、前36年 、前30年 、前23年 と 段 階 的 に 取 得 し て き た 護 民 官 職 権 、

お よ び 前19年 に え た 執 政 官 命 令 権 は 、 官 職 と は 切 断 さ れ た 状 態 に な っ て

い る 関 係 で 、 任 期 制 と と も に 政 務 官 職 に 特 徴 と な っ て い る 同 僚 制 の 制 約 か

ら免 れ て い る か ら で あ る 。 さ ら に 、 実 質 的 な 権 力 の 基 盤 で あ る 属 州 に つ い

て 見 る な ら ば 、 前27年 以 来 、 元 首 属 州 は 、 三 人 官 と し て 彼 が 保 有 し て い

た よ う な 強 大 な 支 配 権 に 依 然 と し て 服 し て い た し 、 前23年 に 上 級 前 執 政

官 命 令 権 が 付 与 さ れ て か ら は 、 元 老 院 属 州 の 統 治 も 彼 の 支 配 下 に く み い れ

ら れ 、 軍 隊 は 、 数 を 減 ら し た と は い っ て も 、 内 乱 時 代 か ら 継 続 的 に 彼 が 支

配 す る 属 州 に 駐 屯 し て い た の で あ る 。 こ の よ う に 、 実 質 的 な 観 点 か ら す る

と 、 彼 が 「権 威 」 と 名 付 け る も の の 実 体 は 、 実 の と こ ろ は 、 実 力 を 背 景 と

し た 強 大 な 服 従 強 制 力 に ほ か な ら な い 。 属 州 の 強 大 化 に よ っ て 文 官 に 切 下

げ ら れ た が 依 然 と し て 共 和 政 以 来 の 最 高 官 で あ る 執 政 官 職 、 お よ び そ の 命

令 権 、 貴 族 に 対 す る 平 民 の 利 益 防 衛 の た め に 設 置 さ れ た と い う 歴 史 的 事 情
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に よ っ て 、 一 般 大 衆 か ら 庇 護 者 ・救 済 者 的 な ひ び き を も っ て む か え ら れ る

特 別 の 政 務 官 と し て の 護 民 官 の 職 権 、 ロ ー マ 国 軍 指 揮 権 ・属 州 支 配 権 と し

て の 上 級 前 執 政 官 命 令 権 、 宗 教 上 の 最 高 官 で あ る 大 神 官 職 、 こ れ ら の 文 武

・神 俗 の 諸 大 権 を も つ ア ウ グ ス ト ゥ ス は 、 自 身 の 計 画 を 実 現 す る た め に 、

あ ら ゆ る 手 段 を 利 用 す る こ と が で き た 。 し か し 、 彼 の 「権 威 」 を 構 成 し 、

そ れ を 支 え る こ れ ら の 要 素 は 、 か な ら ず し も 革 命 的 な 、 直 接 的 な 手 段 で 一

挙 に 獲 得 さ れ た の で は な い 。 さ き に 示 さ れ た よ う に 、こ れ ら は 、少 し ず つ 、

共 和 政 制 度 の 枠 内 で 合 法 化 さ れ る 形 式 を と り な が ら 、 彼 の 一 身 に 集 中 さ れ

て き た の で あ る 。 彼 の 権 限 は 国 制 の す べ て の 領 域 を 覆 い つ く し た 。 ま た 、

か り に 、彼 が 共 和 政 制 度 に よ れ ば 是 認 さ れ な い よ う な 行 動 に で た と し て も 、

そ れ を 差 止 め 、 糺 弾 す る こ と の で き る 機 関 ・組 織 は 存 在 し な か っ た(カ エ

サ ル の 場 合 と は ち が っ て 、 か り に 暗 殺 に 成 功 し て も 、 そ の さ き 展 望 は ま っ

た く な か っ た)。 こ れ は 専 制 の 具 体 的 表 現 に ほ か な ら な い が 、 彼 は 、諸 種 の

機 関 の 協 力 を 巧 み に 利 用 し て 、 自 身 の 地 位 の 異 例 さ を あ ら わ に 示 す こ と は

な か っ た の で あ る 。 そ れ に 、 「権 威 」 と い う概 念 ・発 想 に は 、 い か に も ロ ー

マ 的 な 甘 美 な 趣 き が あ り 、 す べ て の 人 に と っ て 口 あ た り の よ い も の で あ っ

た の で 、 こ れ を も ち だ し た ア ウ グ ス ト ゥ ス の 賢 明 さ 一 狡 猜 さ が 光 る の で あ

る 。 実 際 の と こ ろ 、 「権 威 」 と い う 言 葉 に は 、 日 本 語 の 場 合 よ り も は る か に

広 く 、 深 く 、 重 い と こ ろ が あ り 、 こ れ は 、 家 柄 、 政 治 家 ・軍 人 と し て の 功

績 、 品 格 な ど を 綜 合 す る ほ ど の も の で 、 権 力 と か 権 限 と か い っ た 、 法 制 度

(タ テ マ エ)に よ っ て 裏 づ け ら れ た だ け の 地 位 ・ス テ イ タ ス を 圧 倒 す る 力(ホ

ン ネ)を そ な え て い た の で あ る 。

ア ウ グ ス ト ゥ ス は 、 表 面(タ テ マ エ)上 は 元 老 院 を 尊 重 す る 姿 勢 を 示 し

て 抵 抗 を 少 な く す る こ と に 努 め た が 、 実 際(ホ ン ネ)上 は 、 元 老 院 議 員 の

任 命 や 元 老 院 の 招 集 権 を も っ て い た の で 、 元 老 院 に 対 し て は 圧 倒 的 に 優 位

に た っ て い た 。 民 会 も 立 法 の 場 と し て そ れ な り に 利 用 し た が 、 政 務 官 の 選

挙 に は 実 質 的 に 影 響 力 を 行 使 で き る 立 場 を も っ て い た 。司 法 に も 関 与 す る 。

彼 は 、 従 来 の 政 務 官 と は 別 系 統 の 直 属 の 組 織 を つ く り あ げ 、 行 政 実 務 を 彼

ら に ま か せ た 。 彼 の 判 断 を 背 後 で 支 え て い た の は 、 各 分 野 の 有 力 者 か ら な

る 顧 問 団 で あ っ た(法 学 者 も そ の な か に い た は ず で あ る)。 こ れ ら の 権 力 の

基 盤 と な っ て い た の は 、 上 述 の と お り 、 強 力 な 軍 隊 で あ る 。

と こ ろ で 、 こ れ ま で 、 た び た び 、 「市 民 の う ち の 第 一 人 者(princeps

civium)」 と し て の ア ウ グ ス ト ゥ ス の 地 位 の 強 大 さ と い う こ と に 言 及 し て

き た が 、 具 体 的 に は な に に よ る の か を い く ら か 考 察 し て み よ う 。 業 績 録 に

は 述 べ ら れ て い な い が 、 前27年 に は 、 元 老 院 と 国 民 は 、 全 軍 隊 の 指 揮 権

と 治 安 の 確 立 し て い な い 属 州 の 統 治 権 を 彼 に 付 与 し て い る 。 そ し て 、 こ れ

は 、 彼 の 逝 去 の と き ま で 延 長 さ れ た 。 こ の 権 利 の 性 格 規 定 に つ い て は 争 い
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が あ る が 無 名 命 令 権 説 と 前 執 政 官 命 令 権 説 と 上 級 前 執 政 官 命 令 権 説

、 そ れ は と も か く と し て 、 全 ロ ー マ 軍 が 彼 の 指 揮 下 に あ っ た こ と は 、

前27年 の 形 式 的 な 返 還 行 為 と は 無 関 係 に 、 彼 の 権 力 の 基 盤 が ゆ ら い で い

な い こ と を 示 し て い る 。 む し ろ 、 逆 に 、 ロ ー マ ・イ タ リ ア 以 外 の 地 に お い

て は 、 彼 の 軍 隊 指 揮 官 と し て の 地 位 が 制 度 上 公 認 さ れ た よ う な 結 果 が 導 か

れ た 。 と こ ろ で 、 軍 隊 の 動 向 が 政 治 に 決 定 的 な 因 子 と し て 作 用 す る の は 、

す で に 共 和 政 末 期 の 現 象 で あ っ た 。 共 和 政 の 本 来 の 原 則 に よ れ ば 、 執 政 官

は 、 文 武 の 両 権 を 掌 握 す る 最 高 の 官 職 保 有 者 で あ り 、 戦 時 に は 、 軍 司 令 官

と し て 軍 の 指 揮 を と っ た 。 し た が っ て 、 司 政 官 を 辞 任 し た 者 は 、 当 然 に 軍

の 指 揮 か ら は な れ る 。 と こ ろ が 、 マ リ ウ ス(前2-1世 紀)の 兵 制 改 革 以

来 、 軍 隊 が 、 将 軍(imperator)と 特 殊 な 保 護 関 係(clientela)に 服 す る

職 業 軍 人 の 私 兵 集 団 と な る 傾 向 が 強 く な る と 、 軍 の 指 揮 者 は 、 官 職 と は 別

個 に 、 軍 隊 や 兵 士 た ち と 永 続 的 な 関 係 を 保 持 し つ づ け る 。 ア ウ グ ス ト ゥ ス

の 時 代 に も 、 ロ ー マ 軍 は 、 彼 個 人 に 忠 誠 を 誓 う 軍 隊 で あ っ た 。 カ エ サ ル に

対 す る ポ ン ペ イ ユ ス の よ う に 、 政 治 的 ・軍 事 的 に 拮 抗 す る 複 数 の 勢 力 が あ

る 場 合 に は 、 ロ ー マ の 元 老 院 を 舞 台 と し て 、 高 度 の 政 策 が 、 官 職 付 与 を め

ぐ っ て 展 開 さ れ る が 、 ア ン トー ニ ウ ス を 撃 破 し て 、 実 力 の 点 で ま っ た く の

第 一 人 者 と な っ た ア ウ グ ス ト ゥ ス に は 、 自 身 の 地 位 を 保 持 す る こ と だ け の

た め に 共 和 国 制 を 利 用 す る こ と は 必 要 で は な く な っ た 。 前27年 に 、 国 民

に よ っ て 付 与 さ れ た 権 力 だ け で は な く 、 自 ら 取 得 し た エ ジ プ ト の 支 配 も 、

元 老 院 と 国 民 に 返 還 す る こ と を 宣 言 し た と き 、元 老 院 は 彼 の 翻 意 を 要 求 し 、

元 首 属 州 の 分 担 を 懇 請 し た 、 と い う 挿 話 は 、 彼 が 十 分 に 余 裕 を も っ て い た

こ と を 物 語 っ て い る 。 官 職 の う え で は と も か く と し て 、 軍 事 実 力 者 と し て

の ア ウ グ ス ト ゥ ス の 対 抗 勢 力 と な る 可 能 性 の あ る も の に 、 元 老 院 、 騎 士 階

層 、 平 民 、 隷 属 国 家(マ ウ レ タ ー ニ ア 、 カ ッ パ ド キ ア 、 小 ア ル メ ニ ア)な

ど が 考 え ら れ る が 、 こ れ ら は 、 全 体 と し て は 、 彼 の 体 制 に 組 織 的 ・積 極 的

な 反 抗 を 示 さ な か っ た と 言 っ て も よ い で あ ろ う。

ア ウ グ ス ト ゥ ス は 、 軍 隊 を ほ と ん ど 完 全 に 自 身 の 支 配 下 に お き 、 あ ら た

に ロ ー マ 領 に 編 入 し た 広 大 な 地 域 は 、 駐 屯 軍 団 と 植 民 市(退 役 兵 で 構 成 さ

れ 、 属 州 に は80ほ ど あ る)と に よ っ て 維 持 さ れ た 。 彼 が 軍 隊 を 掌 握 し て

い る と い う状 況 に は 、 当 然 に 経 済 的 背 景 が あ る 。 元 来 、 ロ ー マ の 軍 隊 は 、

装 備 を 自 弁 す る こ と の で き る 有 産 市 民 か ら な り 、 軍 務 は 、 政 治 的 な 諸 権 利

の 一 側 面 で あ り 、 そ の 代 償 で も あ っ た 。 と こ ろ が 、 軍 隊 の 中 核 と な る 中 産

市 民 層 の 没 落 に よ っ て 、 軍 隊 の 構 成 に 変 化 が 生 じ 、 無 産 者(proletarii)

も 職 業 と し て 軍 務 に 服 す る よ う に な る と 、 数 十 年 に わ た る 長 期 の 軍 務 に み

あ る だ け の 報 酬 が な け れ ば な ら な い 。 当 初 は 勤 務 の の ち に 退 役 兵 に 土 地 が

与 え ら れ て い た が 、 前13年 に 、 彼 は 、 そ れ を 金 銭 に か え た 。 そ し て 、 前7
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年 か ら 前2年 に か け て4億 セ ー ス テ ル テ ィ ウ ス(約130億 円)を 退 役 兵 に

支 払 っ た と 伝 え ら れ る が 、 彼 は こ れ を ほ と ん ど 自 身 の 財 産 か ら 支 出 す る 。

6年 に は 、 軍 事 金 庫(aerariummilitare)を 設 置 し 、 退 役 兵 へ の 支 給 金 を

管 理 さ せ 、 こ れ に も 、1億7千 万 セ ー ス テ ル テ ィ ウ ス を 提 供 し 、5%の 相

続 税 、4%の 奴 隷 解 放 税 、1%の 売 上 税 な ど と と も に 、 そ れ を そ の 運 用 の べ

一 ス と し た 。 退 役 金 に よ っ て 、 士 官 は 、 騎 士 階 層 に 列 せ ら れ る だ け の 財 産

額 を 獲 得 し 、 そ の あ と で 、 あ ら た な 官 途 も 見 つ け る こ と が で き る し 、 属 州

出 身 の 補 助 軍 の 兵 士 は 、 憧 れ の ロ ー マ 市 民 権 を 獲 得 す る 。 こ の よ う に し て

人 々 に 与 え ら れ た 彼 の 恩 恵 は 、 か な り の 数 の 直 接 的 な 支 持 者 を 生 み だ す 母

胎 と な っ て い っ た 。 そ れ で は 、 こ の 巨 大 な 支 出 を 支 え る 彼 個 人 の 経 済 力 に

つ い て 見 て み よ う 。 一 つ は 、 元 首 属 州 か ら の 収 入 で あ る 。 こ れ は 、 人 頭 税

(tributumcapitis)と 地 租(tributumsoli)か ら な り 、元 首 の 金 庫(fiscus

Caesaris)に 納 め ら れ 、 主 と し て 軍 隊 の 維 持 費 に あ て ら れ る 。 な か で も 、

エ ジ プ トは 、 ロ ー マ 全 体 の 年 間 穀 物 消 費 量 の3分 の1を 産 出 し 、 も っ と も

重 要 な 属 州 で あ っ た 。 こ こ で 、彼 は 、プ ト レ マ エ ウ ス 王 朝 の 継 承 者 と な り 、

よ く 整 備 さ れ た 中 央 集 権 的 な 行 政 組 織 を そ の ま ま ひ き つ い で 、 王 と し て 君

臨 し た 。 他 は 、 私 有 財 産(patrimoniumCaesaris)で あ る 。 養 父 カ エ サ

ル か ら う け つ い だ 財 産 、 政 敵 ア ン ト ー ニ ウ ス の 財 産 、 ク レ オ パ ー ト ラ の 財

産 、 属 州 に 散 在 す る 私 領 地 か ら の 税 収 入 、 富 豪 か ら の 遺 贈(こ れ だ け で 総

計14億 セ ー ス テ ル テ ィ ウ ス の 巨 額 に の ぼ る)な ど が そ れ で あ る 。 そ の ほ

か 、本 来 の 意 味 で の 国 庫(aerariumpopuliRomani(aerariumSaturni))

は 、 イ タ リ ア と 元 老 院 属 州 か ら の 収 入 を 管 理 し て い た が 、 こ れ も 彼 の 援 助

を う け て い た の で 、 事 実 上 そ の 管 理 下 に あ っ た 。 国 庫 管 理 を 主 要 な 業 務 と

し て い た 財 務 官 は 、 元 首 直 属 の 官 吏 に よ っ て と っ て か わ ら れ る 。

最 後 に 、 ア ウ グ ス ト ゥ ス の 新 体 制 の 特 質 を 総 括 し て み よ う 。

(α)全 体 と し て 見 た 場 合 に 、制 度(タ テ マ エ)上 の 地 位 と 事 実(ホ ン ネ)

上 の 地 位 を 分 離 す る 方 法 が 意 識 的 に 採 用 さ れ て い る よ う で あ る 。「共 和 政 を

偽 装 し た も の が 元 首 政 で あ る 」 と い う 月 な み な 表 現 で は と て も と ら え ら れ

な い と こ ろ が こ こ に あ る 。 法 的 な 概 念 規 定 や 把 握 の し か た つ ま り 、 純

粋 に 国 制 史 的 研 究 法 だ け で 元 首 政 を 分 析 す る 方 法 が そ れ ほ ど 有 用 な 武

器 と な ら な い の は こ の た め で あ る 。

(β)ロ ー マ に は 、 伝 統 的 に 成 文 の 制 度 法 が 完 備 し て い な い た め に 、 制 度

の 変 化 過 程 が 緩 慢 で あ り 、 史 料 の 欠 如 も あ っ て 、 精 密 に そ れ を 跡 づ け る こ

と が 困 難 に な っ て い る 。

(γ)制 度 上 の 地 位 だ け を 考 え て み て も 、 そ れ ら を 累 積 的 に 保 有 し て い く

や り か た は 、 近 い 時 期 に 前 例 が な い わ け で は な い の で 、 そ れ を 決 定 的 に 新

し い 現 象 と 見 る こ と は で き な い 。 そ こ で 、 ど こ か の 段 階 で 、 量(ホ ン ネ)
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の 変 化 に と も な っ て 質 的 な(タ テ マ エ 的 な)変 化 が 生 ま れ た こ と を 想 定 す

る こ と も 必 要 と な っ て く る よ う で あ る 。

(δ)ロ ー マ ・イ タ リ ア に お け る 政 務 官 の 法 的 位 置 と そ れ 以 外 の 地 域(属

州)に お け る そ れ と の あ い だ に 差 を つ け る こ と は 、 共 和 政 時 代 か ら の 伝 統

に 由 来 す る も の で あ る が 、 そ こ で は 、 政 務 官 職 の 担 い 手 は も ち ろ ん 異 な っ

て い た 。 と こ ろ が 、 元 首 政 時 代 に は 、 こ れ ら の 権 力 地 位 が 、 同 時 に 、 し か

も 排 他 的 に 元 首 の 手 中 に 収 め ら れ た た め に 、 別 個 の 、 本 来 異 質 の 権 力 が 同

時 に 彼 の 権 力 基 盤 を 構 成 す る こ と に な っ た 。 こ れ も 元 首 の 本 質 を 統 一 的 に

理 解 す る こ と を 防 げ る も の と な る 。

(ε)彼 が 共 和 政 の 復 活 を 世 間 一 般 に 印 象 づ け 、 ま た 認 識 さ せ る 目 的 で 獲

得 し て き た 共 和 政 的 な 地 位 は 、 名 目(タ テ マ エ)的 に は 従 来 の も の と 同 じ

で あ っ て も 、 内 乱 時 代 に 実 質 的 な(ホ ン ネ 上)変 容 を う け て し ま っ た た め

に 、 そ れ と 同 視 す る こ と は で き な い 。 し た が っ て 、 少 な く と も 当 時 の ロ ー

マ 人 の 意 識 の う え で 共 和 政 の 復 活 を 結 論 づ け る こ と は 可 能 で あ っ て も 、 歴

史 的 実 在 と し て 元 首 政 を 現 代 か ら 観 察 す る 場 合 に は 、 べ つ の 視 点 を 設 け る

こ と が ど う し て も 必 要 と な っ て く る 。

(ζ)彼 が 、 権 力 を 自 身 に 付 与 さ せ る 形 式 と し て 、 民 会 と 元 老 院 か ら の 授

権 を 利 用 し た こ と は 、 彼 の 行 動 に 手 続 上 の 違 法 性 の 問 題 が 生 じ て こ な い こ

と を 意 味 す る 。 な ぜ な ら ば 、 主 権 が 民 会 と 元 老 院 の ど ち ら に あ る か 、 と い

っ た 近 代 的 な 問 題 は べ つ と し て 、 元 老 院 ま た は 民 会 が 権 力 の 源 で あ っ た こ

と に 疑 い の 余 地 は な い か ら で あ る 。

(η)共 和 政 原 理 に よ れ ば 、 社 会 的 な 勢 力 の 有 無 に か か わ ら ず 、 権 力 を 取

得 す る た め に は 政 務 官 職 に 就 任 す る こ と が 絶 対 の 前 提 と な っ て い た が 、 こ

の 時 期 に は 、 内 乱 時 代 の 流 れ に そ っ て 、 す で に 実 力 を 保 有 す る 者 が 、 そ れ

を 公 認 さ せ そ の 妥 当 性 に つ い て 議 論 の 余 地 を な く す た め に 、 政 務 官 職 や そ

の 内 容 を な す 権 力 で 自 身 を か ざ る 、 と い う 逆 行 現 象 が 認 め ら れ る 。

(c)〔 元 首(皇 帝)の 地 位 継 承 の 態 様 〕

ユー リウス ・クラウディウス朝 世 襲 、 ア ウ グ ス ト ゥ ス の 軍 隊 の 根 強 い 支 持

第 一 次 四 帝 乱 立 期

1フ ラ ー ウ イ ウ ス 朝1

、!

中 央 ・地 方 の 軍 団 に よ る 、 皇 帝 擁 立 を め ざ す 対

抗 戦 。

世襲

養 子 制 に よ る 後 継 者 指 定(男 系 の 実 子 が な か っ
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ア ン ト ー ニ ー ヌ ス 朝

(五 賢 帝 時 代)

、!

1第 二 次 四 帝 舌L立 期1

v

1セ ウ ェ ー ・レス 朝1

v

専 主 政 時 代

た た め の 例 外 的 現 象 。養 子 縁 組 が 結 ば れ た こ と

が 王 朝 的 思 想 の 強 さ を 示 す 。元 老 院 が 皇 帝 の 選

出 の さ い あ る 程 度 の 役 割 を 果 す)

中 央 ・地 方 の 軍 団 に よ る 、 皇 帝 擁 立 を め ざ す 対

抗 戦 。

世 襲 、 養 子 制(擬 制 的 養 子 縁 組)

中 央 ・地 方 の 軍 団 に よ る 、 皇 帝 擁 立 を め ざ す 対

抗 戦 。

世 襲

(d)〔 複 数 統 治 の 形 態 〕

〔元 首 政 ・1世 紀 初 〕

〔2世 紀 中 ご ろ 〕

2皇 帝 一2副 帝(事 実 上 は 二 頭 政 治)

〔専 主 政 ・3世 紀 末 〕

〔3世 紀 中 ご ろ 〕

東 西 両 ロ ー マ の単 独 統 治 〔324～395〕

〔東 西 両 ロー マ への最 終 的分裂 〕 〔395〕

④ 〔元 首 政 時 代 に お け る 共 和 国 制 〕

1元 首1

v

1 二 人 の 共 同 統 治 1

v

1四 分 統 治1

、!

1 二 人 の 共 同 統 治 1

v
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(α)民 会

共 和 政 末 期 の 同 盟 市 戦 争 の 結 果 、 イ タ リ ア 半 島 の 全 住 民 が ロ ー マ 市 民 と

な っ た に も か か わ ら ず 、 依 然 と し て ロ ー マ 本 市 で 民 会 が 開 か れ る こ と に な

っ て い る の で 、 現 実 に そ こ に 集 ま っ て く る 者 は ロ ー マ 市 お よ び 近 郊 に 住 む

市 民 だ け で あ り 、 し か も 、 出 席 者 の 大 部 分 は 無 産 大 衆 で あ っ た の で 、 民 会

は す で に ま っ た く 形 骸 化 し 、そ の 意 義 を 失 な っ て し ま っ て い た が 、し か し 、

ア ウ グ ス ト ゥ ス に よ っ て 元 首 政 が 確 立 さ れ た の ち で も 、 当 初 は 、 共 和 政 の

仕 組 み を 遵 守 す る 、 と い う彼 の 政 治 的 意 図 も あ っ て 、 民 会 で 、 立 法 や 法 務

官 の 選 挙 が な さ れ て い た 。 一 つ に は 、 国 家 権 力 の 中 心 的 な 主 体 が 「ロ ー マ

国 民 」 で あ る 、 と 考 え ら れ て い た た め で あ る 。

と こ ろ が 、 つ ぎ の 元 首 テ ィ ベ リ ウ ス は 、 即 位 の は じ め に 、 政 務 官 を 選 挙

に よ っ て 選 出 す る 役 割 を 民 会 か ら 事 実 上 元 老 院 へ う つ し て し ま っ た 。 こ れ

よ り さ き 、 ア ウ グ ス ト ゥ ス は 、5年 に 、 政 務 官 候 補 者 若 干 名 の 予 選 を 行 な

わ せ 、 民 会 で は 、 そ れ ら の 候 補 者 に つ い て の み 投 票 さ せ る こ と に し て 、 選

挙 民 の 自 由 な 判 断 を 大 き く 制 限 し た が 、 テ ィ ベ リ ウ ス は 、 即 位 の は じ め に

選 挙 法 を 改 正 し て 、 こ の 権 利 さ え も 民 会 か ら 奪 っ て し ま う 。 つ ま り 、 以 後

は 、 元 老 院 が 、 各 政 務 官 に つ き 定 員 数 だ け の 候 補 者 を 予 め 選 定 し 、 こ れ に

対 し て 、 民 会 が 、 可 否 に つ い て 投 票 す る だ け と し た の で あ る 。 立 法 も 、 ア

ウ グ ス ト ゥ ス 時 代 に は 、 民 会 で 盛 ん に な さ れ て い た が 、 こ れ も し だ い に す

た れ 、 テ ィ ベ リ ウ ス の 晩 年 に は 、 立 法 権 が 事 実 上 元 老 院 に 移 さ れ て 、 元 老

院 議 決 が 民 会 の 立 法 の か わ り と な っ た 。2世 紀 の 法 学 者 ガ ー イ ウ ス の こ ろ

に な る と 、 す で に 元 老 院 議 決 は 法 律 の 効 力 に 相 当 す る カ を も つ も の と 考 え

ら れ た 。

(β)元 老 院

民 会 か ら 古 来 の 選 挙 権 や 立 法 権 を 吸 収 し て 権 限 が 増 大 し た は ず の 元 老 院

も 、 元 首 の 権 力 増 大 に と も な い 、 自 由 な 討 議 の 場 と し て の 意 味 を 急 速 に 失

な っ て 、 元 首 の 意 思 の 代 弁 者 に す ぎ な い も の に な っ て し ま っ た 。 元 老 院 に

お け る 政 務 官 候 補 者 の 予 選 は 、 元 首 の 明 示 ・黙 示 の 意 思 に し た が っ て 実 行

さ れ た し 、 法 案 は 元 首 の 意 向 ど お り に 作 成 さ れ 、 元 老 院 で は ほ と ん ど 討 議

な し に 可 決 さ れ る こ と が お お く な っ た 。2世 紀 に は 、 も っ と ス ト レ ー ト な

か た ち で 、 元 老 院 議 決 の か わ り に 、 元 老 院 に 対 す る 元 首 の 提 案 で あ る 宣 示

が そ の ま ま 引 用 さ れ は じ め た 。 さ ら に 、 元 老 院 は 初 期 の 都 市 国 家 時 代 の 元

老 院 の よ う な 小 規 模 な も の に 縮 小 さ れ 、 ロ ー マ 市 の 市 会 程 度 の 意 味 し か も

た な く な っ た 。

(Y)政 務 官

は じ め の う ち は 、 政 務 官 制 度 は 共 和 政 の 制 度 の ま ま 残 さ れ て い た 。 ア ウ

グ ス ト ゥ ス も テ ィ ベ リ ウ ス も 、 と き に 執 政 官 と な っ た が 、 政 務 官 制 度 は や
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が て 新 し く 出 現 し た 官 吏 の 背 後 に お し や ら れ て い く 。 政 務 官 も 、 政 治 上 ・

軍 事 上 の 権 限 を 失 な い 、 元 老 院 議 長 そ の 他 の 栄 職 に つ く こ と く ら い が 特 権

と な り 、 や が て は 、 そ の ポ ス ト と り わ け 執 政 官 職 は 、元 首 に つ か え

て 功 績 の あ っ た 者 や 名 望 家 に 授 与 さ れ る た ん な る 報 賞 に す ぎ な い も の と な

る 。 し た が っ て 、 同 一 年 度 内 に 何 組 か の 同 僚 執 政 官 が 就 任 し た り し 、 在 職

期 間 も 、 数 カ 月 、 な か に は 数 日 間 の も の さ え あ っ た り し た 。 伝 統 的 に は 司

法 業 務 に か か わ り を も っ て い た 法 務 官 は 、 政 務 官 の ト ッ プ の 執 政 官 な ど に

く ら べ る と 、 以 前 の 地 位 を 比 較 的 よ く 保 っ た が 、 皇 帝 直 属 の 裁 判 の 確 立 に

と も な っ て 、 そ の 司 法 面 で の 活 動 範 囲 は 少 し ず つ せ ば め ら れ て い く 。 法 務

官 に つ ぐ 地 位 で あ っ た 按 察 官 も 、 司 法 業 務 を あ る 程 度 は 保 持 し つ づ け る 。

⑤ 〔元 首 政 時 代 の 行 政 〕

(α)共 和 政 の 政 務 官 だ ん だ ん と カ を 失 な う 。

(β)官 吏 前 者 に な り か わ っ て 権 限 を 拡 大 す る 。 す べ て 有 給 で あ る 。

ロ ー マ 巾

(元 首 の

個 人 的

使 用 人)

顧 問 会

1

ー

州

僚

爺

官

近 衛 長 官 ロ ー マ に 駐 屯 す る9軍 団9,000人 の 近 衛 兵 団

の 長 。騎 士 階 層 出 身 者 の 最 高 の 地 位 。 元 首 の 側 近 と

し て 、 副 元 首 的 な 役 割 も は た し た 。

警 視 総 監3隊3,000人 の 警 官 隊 の 長 で 、執 政 官 ク ラ ス の

者 か ら 選 出 さ れ る 。 刑 事 裁 判 権 を も つ 。

消 防 総 監7隊7,000人 の 消 防 隊 の 長 で 、 騎 士 階 層 出 身

者 か ら 選 任 さ れ る 。 下 級 刑 事 裁 判 権 を も つ 。

食 糧 管 理 長 官 輸 入 穀 物 の 配 給 と 価 格 調 節 と を 任 務 と す

る 。 騎 士 階 層 の 者 か ら 選 任 さ れ る 。

郵 便 運 輸 長 官 郵 便 業 務 を 統 轄 す る 。

元 首 の 、 法 務 官 級 の 代 官

元 首 の財務 官

エ ジ プ ト総督

会 計係 長

書 簡係 長

請願 書 係長

記 録係 長

元 老 院 階 層 出 身 者 の ポ ス ト。

騎 士 階 層 出 身 者 の ポ ス ト。

騎 士 階 層 出 身 者 の ポ ス ト。

そ の 構 成 員 は 厳 密 に は 官 吏 で は な い が 、 顧 問 会 は 、 合 議 体

の 諸 問 機 関 と し て 、 元 首 の 権 力 行 使 に つ い て 助 言 を 与 え た 。

⑥ 〔元 首 政 時 代 に お け る 国 制 の 変 化 〕

(α)ユ ー リ ウ ス ・ ク ラ ウ デ ィ ウ ス 朝 の 皇 帝(27B.C.～A.D.68)

古 ロ ー マ は え ぬ き の 貴 族 の 家 系 か ら 、 元 首(皇 帝)が 生 ま れ る 。

テ ィ ベ リ ウ ス(14～37)ア ウ グ ス ト ゥ ス は 、 タ テ マ エ 上 は 共 和 政 を

復 活 さ せ た よ う な ポ ー ズ を と っ た が 、 自 身 が 築 き あ げ た 地 位 を 身 内 に
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相 続 さ せ た 。 っ ま り 、 世 襲 王 朝 制 が こ こ か ら ス タ ー トす る の で あ る 。

彼 に は 男 の 実 子 が な か っ た の で 、 後 継 者 を 身 内 に 求 め た が 、 死 亡 な ど

に よ っ て す べ て 成 功 せ ず 、 結 局 の と こ ろ 、 や む を え ず 、 妃 の 連 れ 子 に

す ぎ な か っ た テ ィ ベ リ ウ ス を 養 子 と し 、 自 身 の 後 継 者 に 指 名 す る 。 彼

が 軍 人 と し て 有 能 で あ っ た こ と も 重 要 な ポ イ ン トで あ っ た 。 テ ィ ベ リ

ウ ス は 、 政 務 官 を 選 出 す る 地 位 を 、 空 洞 化 ・形 骸 化 し て し ま っ た 民 会

か ら 元 老 院 に 移 す 。 元 老 院 と の 関 係 は 円 滑 さ を 欠 く 。 騎 士 階 層 出 身 者

を 実 務 担 当 官 と し て 多 数 任 命 す る 。 も と も と 人 気 の な か っ た テ ィ ベ リ

ウ ス は 、 晩 年 に は 、 猜 疑 心 か ら 、 恐 怖 政 治 に は し る 。 元 首(皇 帝)が

時 の 経 過 と と も に 悪 政 の 方 向 に し だ い に 流 れ て い く 傾 向 は 、 そ の 後 も

珍 し く な い が 、 彼 は そ う い っ た 流 れ の 先 駆 者 で あ る 。 幸 い に も 暗 殺 さ

れ な か っ た と こ ろ が 、 後 代 の 場 合 と は ち が う。

カ リ グ ラ(37～41)初 代 元 首 の ア ウ グ ス ト ゥ ス の 娘 ユ ー リ ア と 結 婚

し た 、 彼 の 親 友 で あ り 、 平 民 の 出 身 で あ り な が ら 副 元 首 の よ う な 高 い

地 位 に つ い た ア ー グ リ ッ パ と い う 人 物 の 娘 ア ー グ リ ッ ピ ー ナ は 、 ア ウ

グ ス ト ゥ ス の 孫 娘 で あ る 。 そ し て 、 彼 女 は 、 第 二 代 元 首 の テ ィ ベ リ ウ

ス の 弟 ドル ー ス ス を 父 に も ち 、 ア ウ グ ス ト ゥ ス の 姉 オ ク タ ウ ィ ア と ア

ウ グ ス ト ゥ ス の 政 敵 ア ン トー ニ ウ ス と の あ い だ に 生 ま れ た ア ン トー ニ

ア を 母 に も つ ゲ ル マ ー ニ ク ス と 結 婚 す る 。 こ の ゲ ル マ ー ニ ク ス は 、 父

ドル ー ス ス を 通 し て 名 家 ク ラ ウ デ ィ ウ ス 家 の 血 統 を 、 そ し て 母 ア ン ト

ー ニ ア を 通 し て 当 時 最 高 の ユ ー リ ウ ス 家 の 血 統 を ひ く 名 門 貴 族 で 、 テ

ィ ベ リ ウ ス の 養 子 に む か え ら れ て い た 立 派 な 人 物 で あ っ た 。 し か し 、

彼 は 死 ん で し ま う(例 に よ っ て 毒 殺 の 噂 も あ る)。 さ て 、 カ リ グ ラ は 、

さ き の ゲ ル マ ー ニ ク ス と ア ー グ リ ッ ピ ー ナ の 生 き の こ り の 息 子 で あ

り 、 ア ウ グ ス ト ゥ ス の 遠 い 身 内 に あ た る 。 彼 は 、 民 会 に ふ た た び 政 務

官 を 選 出 す る 地 位 を も ど す 。ア ウ グ ス ト ゥ ス の つ く り だ し た 元 首 政 は 、

カ リ グ ラ に よ っ て 、 し だ い に ヘ レ ニ ズ ム ・オ リ エ ン ト 的 神 政 の 色 あ い

を も つ よ う に な っ て い く 。 彼 は 、 奇 行 と 狂 気 の た め に 、 親 衛 隊 員 に よ

っ て 暗 殺 さ れ る 。

ク ラ ウ デ ィ ウ ス(41～54)カ リ グ ラ の 伯 父 。 即 位 前 夜 に は 、 元 老 院

の リ ー ド に よ っ て 、共 和 政 へ の 復 帰 も 試 み ら れ た よ う で あ る 。 し か し 、

親 衛 隊 の 抵 抗 に あ っ て 、 ゆ り も ど し は 成 功 し な か っ た 。 行 政 面 で ア ウ

グ ス ト ゥ ス の 伝 統 に 復 帰 す る 。 皇 帝 の 被 解 放 奴 隷 を 宮 中 の ポ ス ト に 多

用 し て 、 官 僚 組 織 を つ く り あ げ る(元 首 に 近 い と こ ろ に い る 有 力 な 女

性 の 政 治 へ の 影 響 力 が 強 ま る)。 騎 士 階 層 も さ ら に 重 用 さ れ る 。植 民 市

を 建 設 し 、 属 州 統 治 を 改 革 す る 。 財 政 機 構 を 整 備 す る 。 元 老 院 と は 協

調 政 策 を と る 。
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ネ ロ ー(54～68)ゲ ル マ ー ニ ク ス の 娘 で あ り 、 ク ラ ウ デ ィ ウ ス の 姪

に あ た る 小 ア ー グ リ ッ ピ ー ナ は ク ラ ウ デ ィ ウ ス の 四 人 目 の 妻 と な っ た

が 、 ネ ロ ー は 、 そ の 連 れ 子 で 、 ア ウ グ ス ト ゥ ス の 血 を ひ く 人 物 で あ る 。

ネ ロ ー(ク ラ ウ デ ィ ウ ス ・カ エ サ ル)は 、 自 身 の 治 政 初 期 の 五 年 の あ

い だ に は 、ア ウ グ ス ト ゥ ス の 時 代 へ の 復 帰 を め ざ し て 善 政 を し い た が 、

の ち に は 錯 乱 し て 、 堕 落 す る 。 こ の 暗 殺 に よ っ て 、 カ エ サ ル(シ ー ザ

ー)の 血 を ひ く ユ ー リ ウ ス ・ク ラ ウ デ ィ ウ ス 朝 は 断 絶 し て し ま う。

(β)第 一 次 四 帝 乱 立 期(第 一 次 空 位 時 代)(68～69)

ガ ル バ 、 オ トー 、 ウ ィ テ ッ リ ウ ス 、 ウ ェ ス パ シ ア ー ヌ ス の 四 人 は 、 そ れ

ぞ れ が ひ き い て い る 軍 団 に 推 挙 さ れ て 、 帝 位 を め ざ し 、 軍 事 的 対 決 を 重 ね

る 。 カ エ サ ル を 実 質 的 始 祖 と す る ユ ー リ ウ ス ・ ク ラ ウ デ ィ ウ ス 朝 は 、 血 統

・出 自 ・素 性 を べ 一 ス と す る 世 襲 王 朝 で あ っ た が 、 こ こ に き て 、 身 分 ・階

層 と は 無 関 係 に 、 誰 も が 元 首(皇 帝)の ポ ス ト を 狙 え る 位 置 に つ け る こ と

と な っ た 。 正 統 性 の タ テ マ エ は く ず れ さ り 、 軍 事 的 実 力 と い う ホ ン ネ が は

ば を き か せ る 、 一 連 の 、 何 幕 も の 権 力 者 交 代 劇 が こ れ で い よ い よ 幕 開 け と

な っ た の で あ る 。

(γ)フ ラ ー ウ ィ ウ ス 家 の 皇 帝(69～96)旧 タ イ プ の ユ ー リ ウ ス ・ ク ラ

ウ デ ィ ウ ス 朝 に つ づ く ニ ュ ー ・ タ イ プ の 第 二 の 王 朝 が ス タ ー トす る 。 ウ ェ

ス パ シ ア ー ヌ ス が 、 四 帝 対 抗 戦 に 勝 利 を お さ め て 、 家 柄 で は な く 、 軍 団 の

カ だ け で 、 帝 位 に の ぼ る 。 彼 は 、 貴 族 で は な く 、 中 層 の 騎 士 階 層 の 出 身 で

あ っ た の で 、 最 大 級 の 出 世 を し た わ け で あ る 。 彼 は 、 内 乱 に よ っ て 生 じ た

国 制 の 混 乱 を 収 拾 す る た め に 、穏 健 な ア ウ グ ス ト ゥ ス 流 の 政 治 を め ざ し た 。

イ タ リ ア や 西 部 の 属 州 か ら 元 老 院 議 員 を 補 充 し て 、 そ の 定 員 を1000名 に

増 員 す る 。 従 来 か ら の 被 解 放 奴 隷 に か え て 、 イ タ リ ア 人 や 属 州 出 身 者 を 側

近 の ポ ス トに す え る 。 ピ ス パ ー ニ ア(ス ペ イ ン)人 に ラ テ ン 市 民 権 を 付 与

す る 。 属 州 の ロ ー マ 化 、 都 市 化 を は か る 。 外 戦 に 勝 利 し 、 内 乱 を 克 服 し た

点 に も 功 績 が あ る 。

テ ィ ト ゥ ス(79～81)ウ ェ ス パ シ ア ー ヌ ス の 子 。 名 君 と 評 さ れ る が 、

短 命 に お わ る 。

ド ミ テ ィ ア ー ヌ ス(81～96)テ ィ ト ウ ス の 弟 。 治 世 初 期 に は 、 北 ゲ

ル マ ン の 諸 部 族 の 南 下 に 対 し て 、 ラ イ ン ・ ド ナ ウ 川 方 面 で 国 境 防 衛 に

成 功 し た こ と の ほ か に 、 内 政 に お い て も 善 政 を し い た が 、 の ち に は 、

権 力 主 義 的 傾 向 を 強 め 、 専 制 的 と な る 。 暗 殺 さ れ て 、 フ ラ ー ウ ィ ウ ス

王 朝 は 断 絶 し て し ま う。

(δ)養 子 相 続 帝 政(い わ ゆ る 「五 賢 帝 」 時 代:「 ロ ー マ の 平 和(パ ー ク ス

・ロ ー マ ー ナ)」 の 絶 頂 期)96～180

ネ ル ワ(96～98)名 門 貴 族 出 身 の 、 元 老 院 の 長 老 格 の 議 員 で あ る 彼
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は 、 元 老 院 尊 重 の 政 策 を と る 。 元 老 院 が 、 王 朝 思 想 を ベ ー ス と す る 支

配 者 決 定 方 式 に よ ら ず に 、 元 首 を そ の 自 由 意 思 で 決 定 す る や り か た が

復 活 し た 。 元 老 院 内 部 に は 、 共 和 政 へ の 復 帰 を 目 指 す 勢 力 も あ っ た に

ち が い な い が 、 彼 ら は い か に も 非 力 で あ っ た 。 老 令 に た っ し て い た 彼

の 治 世 は み じ か い 。

ト ラ ー ヤ ー ヌ ス(98～117)ヒ ス パ ー ニ ア(ス ペ イ ン)人 で あ っ て 、

イ タ リ ア 人 で は な い 属 州 出 身 者(も っ と も 、 そ の ル ー ツ は 中 部 イ タ リ

ア の 古 い 名 門 の 家 系 に あ る)と し て は 最 初 の 皇 帝(も ち ろ ん 、 根 っ か

ら の 属 州 人 で は な く 、 ロ ー マ 市 民 で あ る)。 元 首(皇 帝)の 決 定 に 影 響

力 を も っ て い た 軍 隊 の 不 満 を お さ え る た め に 、 法 律 家(法 学 者)で あ

っ た 文 人 皇 帝 の ネ ル ワ は 、 即 位 後 す ぐ に 、 軍 人 と し て 功 績 の あ っ た ト

ラ ー ヤ ー ヌ ス を 、 自 身 の 生 前 に 養 子 と し て 後 継 者 に 定 め て い た(有 力

者 を 、 養 子 と し て 、 次 期 元 首 予 定 者 と す る や り か た が こ こ で は じ め て

と ら れ る)。 元 老 院 尊 重 政 策 を 継 続 す る 。属 州 出 身 の 議 員 は 相 当 な 数 に

な る 。 属 州 統 治 を 改 革 し 、 属 州 に 市 民 権 を 付 与 し 、 そ の 都 市 化 を は か

る 。積 極 的 に 領 土 拡 大 を 推 進 す る(ア ウ グ ス ト ゥ ス 時 代 か ら 数 え る と 、

-00年 ぶ り に
、 ロ ー マ の 版 図 は 大 き く 広 が っ た)。 こ の と き 、 ロ ー マ

は 最 大 の 版 国 を 誇 っ て い た 。 ロ ー マ 帝 国 史 上 「最 良 の 元 首 」 と 評 さ れ

る 。

ハ ド リ ア ー ヌ ス(117～138)ト ラ ー ヤ ー ヌ ス と は 、 同 郷 で 姻 族 関 係

に あ る 。 ヒ ス パ ー ニ ア(ス ペ イ ン)出 身 の 皇 帝 。 ト ラ ー ヤ ー ヌ ス の 養

子 と な っ た 。 領 土 拡 大 政 策 は と ら れ な か っ た 。 む し ろ 、 併 合 地 の 一 部

を 放 棄 す る な ど し て 、 守 り が か た め ら れ た 。 統 治 機 構 を 整 備 し 内 政 を

強 化 す る 。 こ れ ま で ど お り 元 老 院 を 尊 重 す る と と も に 、 騎 士 階 層 の 者

に も 、 重 要 な ポ ス トを 与 え る 。 国 策 決 定 の た め に 顧 問 会 を 公 的 に 組 織

化 す る と と も に 、 法 学 者 の ユ ー リ ア ー ヌ ス に 『永 久 告 示 録 』 を 編 纂 さ

せ て 、 判 例 法 的 な 色 あ い を も つ 名 誉 法 を 部 分 的 に 固 定 す る 事 業 を 通 じ

て 、 法 を 安 定 化 さ せ た 。 属 州 の 都 市 化 は 推 進 さ れ る 。 元 首 政 は 頂 点 に

た っ す る 。 「旅 を す る 皇 帝 」 と し て 、 一 二 年 に わ た り 各 地 を 視 察 し 、 こ

れ 以 後 の 帝 国 諸 制 度 の 基 礎 を 築 い た 。 ち な み に 、 ハ ド リ ア ー ヌ ス 時 代

に 、 ユ ダ ヤ 人 の 反 乱 へ の 報 復 と し て 、 ユ ダ ヤ 教 の 神 殿 は 破 壊 さ れ 、 ユ

ダ ヤ 人 は 世 界 の 各 地 へ 離 散 し て い く(ユ ダ ヤ 人 が 再 び 自 身 の 国 家 を も

つ の は 、 実 に 二 〇 世 紀 の こ と で あ る)。

ア ン トー ニ ー ヌ ス ・ピ ウ ス(138～161)先 帝 の 和 平 政 策 を 続 行 す る 。

ハ ド リ ア ー ヌ ス 以 上 に 、 元 老 院 と 協 調 す る 姿 勢 を と る 。 ハ ド リ ア ー ヌ

ス と ト ラ ー ヤ ー ヌ ス が イ ス パ ー ニ ア 属 州 の 出 身 で あ っ た の に 対 し て 、

こ の 皇 帝 は ガ ッ リ ア ・ナ ー ル ボ ー ネ ー ン シ ス 属 州 の 出 身 で あ る 。 ピ ウ
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ス の 治 世 に は 、 ハ ド リ ア ー ヌ ス 、 ト ラ ー ヤ ー ヌ ス 両 帝 に よ り 、40年 に

わ た っ て 築 か れ た 、 国 内 外 の 平 和 な 状 況 が つ づ く 。

マ ー ル ク ス ・ア ウ レ ー リ ウ ス(161～180)哲 人 皇 帝 と よ ば れ る 。 共

同 統 治 を 行 な う(義 弟 ル ー キ ウ ス ・ ウ ェ ル ス と の 、 史 上 は じ め て の 二

重 元 首 政)。 ウ ェ ー ル ス は 病 死 す る 。 ロ ー マ 帝 国 は ふ た た び 辺 境 か ら の

外 敵 の 侵 入 に 悩 ま さ れ 、 守 勢 に た つ 。

コ ン モ ド ゥ ス(181～192)元 首 に 男 の 実 子 が も と も と い な か っ た り 、

死 亡 し た り し た た め に 、 養 子 を と る こ と に よ っ て 元 首 の 地 位 の 継 承 さ

せ る 方 法 は 、 ト ラ ー ヤ ー ヌ ス 以 降 四 回 生 じ た が 、 し か し 、 ア ウ レ ー リ

ウ ス に た だ 一 人 の 実 子 が 存 在 し た こ と も あ っ て 、 と ら れ な く な り 、 コ

ン モ ド ゥ ス は 実 子 と し て 帝 権 を 継 承 す る が 、 皇 帝 と し て の 資 質 に か け

て い た の で 、 暗 殺 さ れ る 。 軍 隊 が ス ト レ ー トに 政 治 の 実 権 を に ぎ っ た

の は 、 ネ ロ ー 暗 殺 後 の 状 況 と 似 て い る 。

(ε)第 二 次 四 帝 乱 立 期(第 二 次 空 位 時 代)

69年 の 内 乱 の 場 合 と 同 じ よ う に 、 ペ ル テ ィ ナ ー ク ス 、 ユ ー リ ア ー ヌ ス 、

ペ ス ケ ン ニ ウ ス ・ニ ゲ ル 、 セ プ テ ィ ミ ウ ス ・セ ウ ェ ー ル ス が 、 帝 位 争 奪 戦

を 行 な う 。 ドナ ウ 軍 団 を ひ き い た セ プ テ ィ ミ ウ ス ・セ ウ ェ ー ル ス が 、 最 終

の 勝 者 と な る(そ の 同 盟 者 ・ ア ル ビ ー ヌ ス と は 即 位 後 に 対 決 し て 、 彼 に 競

り 勝 ち 、 内 乱 を 最 終 的 に 解 消 さ せ る)。

(ζ)セ ウ ェ ー ル ス 家 の 皇 帝(193～235)

セ プ テ ィ ミ ウ ス ・セ ウ ェ ー ル ス(193～211)ア ー フ リ カ 人 の 、 フ ェ

ニ キ ア 系 の 血 を ひ く 純 粋 の 外 人 系(セ ム 系)の は じ め て の 皇 帝 で 、 そ の 経

歴 か ら 見 て 、 「軍 人 皇 帝 」 と い う名 に 値 す る 最 初 の 人 で あ る 。 こ の あ た り の

事 態 は 、 三 次 の ポ エ ニ ー 戦 争 に よ り 、 前 一 四 六 年 に 滅 亡 に お い こ ま れ た フ

ェ ニ キ ア 系 の 大 国 ・カ ル タ ー ゴ ー の 三 五 〇 年 後 の 、 ロ ー マ へ の 「復 讐 」 と

い う位 置 づ け に も な っ て こ よ う 。 そ れ ま で は 、 元 首(皇 帝)の 決 定 に は 元

老 院 が な ん ら か の か た ち で か か わ る こ と が 多 か っ た が 、 こ の と き 、 は じ め

て 、 軍 隊 の 意 向 が ス ト レ ー ト に カ を も つ よ う に な っ た 。 元 老 院 の 地 位 を 切

り さ げ 、 徴 税 請 負 制 を 廃 止 し 、 ロ ー マ と イ タ リ ア ・イ タ リ ア 人 の 特 権 を 除

去 す る 。 親 衛 隊 や 各 軍 団 の 将 校 は 、 完 全 に ドナ ウ ・バ ル カ ン 方 面 の 出 身 者

に よ っ て 占 め ら れ 、 帝 国 の 構 造 の 内 部 で ロ ー マ 東 部 の ウ ェ イ ト が 高 ま る 。

軍 隊 が 国 家 を 完 全 に 牛 耳 る 。 旧 来 の ロ ー マ 的 な 枠 組 が 大 き く く ず さ れ た 。

内 政 面 で は 、 法 学 者 を 重 用 し た 点 が 特 筆 さ れ る 。

カ ラ カ ッ プ(211～217)弟 ゲ タ と と も に 、共 同 で 帝 位 を 継 承 し た が 、

ゲ タ を 殺 害 し て 、 単 独 皇 帝 と な る 。 自 由 人 で あ る 帝 国 の 全 住 民 に 市 民

権 を 付 与 し た 。 こ の 措 置 に よ り 、 市 民 権 を 抑 制 的 に し か 与 え な い 都 市

国 家 ロ ー マ の 枠 組 は は じ め て 完 全 に 消 滅 し 、 市 民 が 外 人 を 支 配 す る 、

G-91



と い う構 造 が 放 棄 さ れ た 。 こ れ に よ り 、 ブ リ テ ン 島(イ ギ リ ス)か ら

エ ウ フ ラ テ ス 川(現 イ ラ ク)ま で が 、 法 制 上 一 つ の 、 ロ ー マ 人 の 帝 国

と な っ た 。 そ の か わ り 、 市 民 で な い た め に 相 続 税 や 奴 隷 解 放 税 を 徴 収

さ れ な か っ た 非 市 民(外 人)も 、 市 民 な み の 税 負 担 を 強 い ら れ る こ と

に な る 。

エ ラ ガ バ ル ス(218～222)カ ラ カ ッ ラ の 暗 殺 後 、 い っ た ん 王 朝 は 断

絶 す る が 、 セ ウ ェ ー ル ス の 妃 だ っ た シ ュ リ ア(シ リ ア)・ ユ ー リ ア ・ ド

ム ナ の 妹 ・マ エ サ が 、 太 陽 神 の 神 官 に す ぎ な か っ た14才 の 孫 を 皇 帝

に し た て あ げ る 。 オ リ エ ン ト 人 。 シ ュ リ ア の バ ー ル 神 崇 拝 を ロ ー マ へ

導 入 し た 。

ア レ ク サ ン デ ル ・セ ウ ェ ー ル ス(222～235)さ き の マ エ サ の も う 一

人 の 娘 の 子 は 、 エ ラ バ ガ ル ス 帝 と そ の 母 が 殺 害 さ れ た あ と 、 皇 帝 と な

る 。 シ ュ リ ア 系 の 王 朝 が 二 代 つ づ く 。 オ リ エ ン ト 人 。

(η)軍 人 皇 帝 時 代(235～284)ト ラ ー キ ア 人 で 家 柄 も キ ャ リ ア も な

い 軍 人 の マ ー ク シ ミ ヌ ス が 、 ア レ ク サ ン デ ル 母 子 を 殺 害 し 、 こ こ に 軍 人 皇

帝 時 代 が は じ ま る 。 こ の50年 間 に 実 に26人 の 「皇 帝 」 が つ ぎ つ ぎ に 登 場

し た が(共 治 帝3人 や 悟 称 帝41人 を く わ え る と 、50年 間 に 実 に70人 も

の 「皇 帝 」 が 存 在 す る)、8年 以 上 在 位 し た 者 は な く 、 病 死 し て 天 命 を ま っ

と う し た 者 は1人 し か な い 。 暗 殺 な ど で 非 業 の 死 を と げ た 者 が13人 も い

る 。 あ と は 、 戦 死 、 自 殺 、 捕 虜 で あ る 。 ロ ー マ 軍 の 精 鋭 を 多 く 出 し て い た

バ ル カ ン ・ ドナ ウ 方 面 の 軍 団 出 身 の 者 が 圧 倒 的 に 多 い 。 ピ リ ッ プ ス は ア ラ

ブ 人 と し て は じ め て 帝 位 に つ い た 。 皇 帝 の 出 身 地 の 国 際 化 も こ こ ま で す す

ん だ わ け で あ る 。 外 政 に お い て は 、 ドナ ウ 川 、 ラ イ ン 川 、 東 方(メ ソ ポ タ

ミ ア お よ び シ ュ リ ア)へ の 異 民 族 の 侵 入 が は げ し い 。 も と も と 北 方 の バ ル

ト海 周 辺 に 居 住 し て い た ゴ ー ト(ゲ ル マ ン 人)が 南 西 方 面 へ 移 動 を 開 始 し

た 二 世 紀 後 半 か ら 、 人 の 動 き が 活 発 に な り は じ め て い た が 、 ゴ ー ト に お し

だ さ れ る よ う に し て 、 国 境 の 外 側 に い た マ ル コ マ ン ニ ー 、 ク ァ デ ィ ー 、 サ

ル マ タ イ ー が 国 境 を こ え た か ら で あ る 。 ゴ ー トに つ づ い て 、 フ ラ ン ク や ア

レ マ ン ニ ー も 動 く 。 こ の よ う な ゲ ル マ ン 人 の 波 状 攻 撃 へ の 対 応 は 容 易 な こ

と で は な か っ た 。 一 方 、 東 方 で は 、 パ ル テ ィ ア を 倒 し た 新 興 の サ サ ン 朝 ペ

ル シ ア が 、 ロ ー マ に 圧 力 を か け は じ め る 。 ロ ー マ 史 上 、 最 大 の 危 機 的 状 況

の 一 つ が こ こ に あ っ た 。 元 老 院 は 、 こ の 時 期 の は じ め に は 、 軍 団 の 推 す 皇

帝 を 承 認 す る 、 と い う 受 身 の 立 場 で は な く 、 積 極 的 に 皇 帝 を 自 身 の 裁 量 で

擁 立 す る こ と を 試 み た が 、 そ れ は 失 敗 す る 。 ア ウ グ ス ト ゥ ス の 時 代 か ら 約

300年 も の あ い だ 、 一 般 的 傾 向 と し て は 、 伝 統 や 正 当 性 を 重 視 す る 、 い わ

ば タ テ マ エ に 相 当 す る 元 老 院 と 、 い わ ば ホ ン ネ に 相 当 す る 軍 人 の 勢 力(軍

や 首 都 の 親 衛 隊)と の あ い だ で 、 ど ち ら が 主 導 権 を に ぎ っ て 皇 帝 を き め る
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か 、 に っ い て せ め ぎ あ い が く り か え さ れ る 。 元 老 院 議 員 で あ り 、 同 時 に 軍

団 指 揮 者 の 能 力 を も つ 者 に 人 望 が 備 わ っ て い れ ば 、 こ と は 比 較 的 う ま く は

こ ぶ が 、 そ の よ う な ケ ー ス は そ れ ほ ど 多 く な い 。

G(国 制)HI

「専 主 政 ロ ー マ 」 と い う 位 置 づ け を う け る 後 期 帝 政 に お い て は 、 臣 下 に 対

す る 皇 帝 の 地 位 ・ポ ジ シ ョ ン が 、 い わ ば 奴 隷 に 対 す る 主 人(ド ミ ヌ ス)の

地 位 の よ う に 圧 倒 的 な も の で あ り 、 ま た 、 皇 帝 へ の 正 式 の 呼 び か け が 「わ

れ ら の 主(ド ミ ヌ ス ・ノ ス テ ル)」 と 定 め ら れ た の で 、 学 術 用 語 と し て 、 こ

の 時 代 は 「ド ミ ナ ー ト ゥ ス(専 主 政)」 と 名 付 け ら れ て い る 。 こ れ は 、 「プ

リ ー ン ケ プ ス(た ん な る 市 民 の 第 一 人 者)〈princeps>」 の 支 配 体 制 で あ る 、

前 期 帝 政 の 「プ リ ー ン キ パ ー ト ゥ ス(元 首 政)(principatus)」 と 対 比 さ れ

る の が な ら わ し で あ る 。 元 首 政 は 、 共 和 政 の あ り か た を 擬 制 す る よ う な 、

あ い ま い な 政 体 で あ っ た が 、 こ こ に き て 、 君 主(皇 帝)が 支 配 す る 君 主 政

が 名 実 と も に う ち た て ら れ た の で あ る 。 共 和 政 は 、 も と も と 、 人 が も

ち ろ ん 、 一 定 の 枠 内 に お い て だ け で あ る が 自 由 で あ る こ と を 特 質 と し

て も っ て い た 政 治 の あ り か た で あ る が 、 専 主 政 で は 、 国 家 の 崩 壊 を く い と

め る た め に 、 社 会 の 各 分 野 に お い て 、 強 制 的 ・強 圧 的 な 枠 組 が 設 け ら れ て

い く 。 と り わ け 、 職 業 や 身 分 が 固 定 化 さ れ る と と も に 、 自 由 人 が 実 質 的 に

は 半 自 由 人 に な っ て し ま う 点 が 重 要 で あ る 。

デ ィ オ ク レ ー テ ィ ア ー ヌ ス(284～305)は 、 東 の ダ ル マ テ ィ ア(現 ク

ロ ア テ ィ ア)の 下 層 出 身 の(父 は も と は 奴 隷 で あ っ た)一 兵 卒 か ら 大 出 世

を し た 人 物 で あ る が 、彼 は 、20年 に わ た る 長 期 の 治 世 の あ い だ に 、混 乱 を

収 拾 し 、三 世 紀 の 危 機 の50年 も わ た る 軍 人 皇 帝 時 代 の あ と を ひ き っ い で 、

帝 国 に 平 和 と 安 定 を と り も ど す 。 い わ ば 最 後 の 軍 人 皇 帝 と し て 、 大 規 模 な

国 制 改 革 を 実 現 し て 、 宗 教 色 の つ よ い 絶 対 君 主 制 的 な 中 央 集 権 国 家 を 構 築

す る こ と に 成 功 し た 。 こ れ が 「専 主 政(ド ミ ナ ー ト ゥ ス)ロ ー マ 」 で あ る 。

「主 に し て 神 」 と 国 民 に 自 身 を よ ば せ た 彼 は 、 皇 帝 崇 拝 の 政 策 を と り 、 そ の

結 果 、 キ リ ス ト教 徒 の 迫 害 へ と 進 ん だ 。 ま た 、 分 権 化 に よ り 統 治 の 負 担 を

軽 減 す る 政 策 を と る 。253年 か ら260年 に か け て 帝 位 に あ っ た 先 代 の ア ウ

レ リ ア ー ヌ ス の 時 代 に 、 皇 帝 は 、 国 を 東 西 の 両 地 域 に わ け て 、 自 身 の 息 子

と の 二 人 皇 帝 制 を と っ て い た の で 、 国 を 分 け て 治 め る 、 と い う ア イ デ ィ ア

は 突 然 に 生 じ て き た も の で も な か っ た 。 デ ィ オ ク レ ー テ ィ ア ー ヌ ス は 、 自

身 と 共 治 帝 マ ー ク シ ミ ア ー ヌ ス と が 、 近 衛 長 官 ガ レ ー リ ウ ス と コ ー ン ス タ

ン テ ィ ウ ス ・ ク ロ ル ス を そ れ ぞ れ の 養 子 と し 、 同 時 に そ の 後 継 者(副 帝)

に 任 命 す る よ う に さ せ 、 そ し て 、 悟 称 帝 が 各 地 に 輩 出 し た り 、 反 乱 が 生 じ

た り 、 外 敵 の 攻 撃 を う け た り す る こ と が な い よ う に と 、 画 期 的 な 四 分 統 治
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制(テ ト ラ ル キ ア)を 導 入 す る 。 デ ィ オ ク レ ー テ ィ ア ー ヌ ス は 、 上 位 に あ

る 正 帝 と し て 、 東 方(首 都 ニ ー コ ー メ デ ィ ア)を 、 も う 一 人 の 下 位 の 正 帝

で あ る マ ー ク シ ミ ア ー ヌ ス は イ タ リ ア と ア ー フ リ カ(首 都:ロ ー マ ・メ デ

ィ オ ー ラ ー ヌ ム(ミ ラ ノ))を 、 マ ー ク シ ミ ア ー ヌ ス の 副 帝 で あ る コ ー ン ス

タ ン テ ィ ウ ス は ヒ ス パ ー ニ ア と ガ ッ リ ア と ブ リ タ ン ニ ア(首 都:ト レ ウ ェ

リ(ト リ ー ル)と ヨ ー ク)を 、 デ ィ オ ク レ ー テ ィ ア ー ヌ ス の 副 帝 で あ る ガ

レ ー リ ウ ス は イ ー ッ リ ュ リ ク ム と マ ケ ドニ ア と ギ リ シ ア(首 都:シ ル ミ ウ

ム)を 、 そ れ ぞ れ 統 治 し た 。 正 帝 は 在 位20年 で 副 帝 に 譲 位 し 、 新 正 帝 が

補 佐 役 の 副 帝 を 選 ぶ こ と に な っ て い た 。 こ の 新 制 度 に よ り 、 帝 国 の 各 地 で

皇 帝 を 層 称 す る 者 が 輩 出 す る 事 態 が さ け ら れ る と と も に 、 後 継 者 問 題 が ス

ム ー ズ に 解 決 さ れ る よ う に な る 。 そ し て 、 中 央 集 権 的 な 郡 県 制 を し き 、 ブ

リ テ ン 島(イ ギ リ ス)か ら シ ュ リ ア(現 シ リ ア)に い た る ま で の 帝 国 を12

管 区(デ ィ オ エ ケ ー シ ス)に 分 割 し 、 伝 統 的 な 属 州 制 度 を 整 理 し て 、 そ の

数 を50と し 、 そ し て 、 そ れ ぞ れ に 郡 長 官(ウ ィ カ ー リ ウ ス)を お き 、 そ

の 下 に101の 県 が 細 分 さ れ た 。 こ の 県 知 事 は 、 軍 司 令 官 を も っ て い な い 点

に 大 き な 特 徴 が あ る(こ れ は 、 ロ ー マ 古 来 の 、 文 武 の 大 権 を あ わ せ て 含 む

命 令 権 の 概 念 が 、 こ こ に き て よ う や く 変 更 さ れ た こ と を 意 味 す る)。 民 政 面

で は 、 帝 国 全 体 に 、 統 一 的 に 、 し か も 一 律 に 課 税 す る シ ス テ ム を 導 入 し た

点 が 、 画 期 的 で あ る 。 帝 国 の 兵 士 と 管 理 を 養 っ て い く た め に 安 定 財 源 が 必

要 だ っ た か ら で あ る 。

コ ー ン ス タ ン テ ィ ー ヌ ス(324～337)は 、 巧 妙 に 編 み だ さ れ た 四 分 統

治 制 が 、305年 の デ ィ オ ク レ ー テ ィ ア ー ヌ ス の 退 場 に よ っ て 、 破 綻 し 、 ふ

た た び 帝 位 を め ぐ る 争 奪 戦 が は じ ま っ た あ と 、 そ こ で 、 西 の 正 帝 の 息 子 に

す ぎ な か っ た の に 、 つ い に 実 力 で 勝 利 者 と な り 、 皇 帝 に 即 位 す る 。 単 独 政

権 が 復 活 し た わ け で あ る 。彼 は 、313年 に 、 キ リ ス ト 教 を 公 認 す る こ と で 、

宗 教 の 歴 史 に 大 き な 転 換 を 生 じ さ せ た 。330年 に コ ー ン ス タ ン テ ィ ー ノ ポ

リ ス(現 在 の トル コ の イ ス タ ン ブ ー ル)を あ ら た に キ リ ス ト教 徒 の 都 を ひ

ら き 、 そ こ に 遷 都 し て 、 荘 厳 な 宮 廷 儀 礼(金 色 の 衣 装 、 王 冠 、 拝 脆 礼)に

よ り 皇 帝 の 神 格 性 を 強 調 す る 。 彼 は 、 デ ィ オ ク レ ー テ ィ ア ー ヌ ス の 改 革 政

治 を う け つ ぐ と と も に 、 皇 帝 専 制 を さ ら に 強 化 し た 。 オ リ エ ー ン ス(首 都

コ ー ン ス タ ン テ ィ ー ノ ポ リ ス)、 イ ー ッ リ ュ リ ク ム(シ ル ミ ウ ム)、 イ タ リ

ア(ミ ラ ノ)、 ガ ッ リ ア(ト リ ー ル)の4省 が 設 け ら れ 、 そ の 下 に14郡 、

117県 が 設 置 さ れ た 。 か つ て の 元 老 院 が も っ て い た 顧 問 団 的 な 役 割 を は た

す 枢 密 院 は 、 政 務(宮 内)長 官 、 法 制 長 官 、 侍 従 長 、 財 務 長 官 、 帝 室 財 産

管 理 長 官 に よ っ て 構 成 さ れ る 。 帝 室 官 房 お よ び 帝 室 つ き 役 人 は 枢 密 院 の 直

轄 下 に あ り 、 宮 廷 親 衛 軍(歩 兵 お よ び 騎 兵)の2司 令 官 が 皇 帝 の 身 辺 を 護

衛 す る 。 こ の よ う に し て 、 西 方 の イ タ リ ア に 位 置 す る ロ ー マ と い う 都 市 の
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権 力 的 地 位 も 威 厳 も 下 落 し 、 ロ ー マ 帝 国 の 重 点 は 東 部 に シ フ ト さ れ た 。 コ

ー ン ス タ ン テ ィ ー ヌ ス 朝 は363年 ま で つ づ く 。

テ オ ド シ ウ ス(379～395)(ワ レ ン テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス 朝 の 皇 帝 に 属 す る)

は 、 政 治 体 制 に お い て も 東 ロ ー マ 帝 国 と 西 ロ ー マ 帝 国 へ の 最 終 的 な 分 離 を

決 定 づ け た こ と で 知 ら れ て い る 。 彼 は 、 そ の 帝 国 の 二 分 割 を 生 じ さ せ た 点

で 、 歴 史 に 名 を の こ し た 皇 帝 で あ る 。 つ ま り 、 テ オ ドシ ウ ス は 、 死 ぬ と き 、

西 部 は ホ ノ ー リ ウ ス 、 東 部 は ア ル カ デ ィ ウ ス 、 と い う よ う に 、 二 人 の 息 子

に 二 つ の 地 域 を べ つ べ つ に 托 し た か ら で あ る 。 東 部 で は 、 従 来 の 流 れ を う

け つ い で 文 官 優 位 の 体 制 が し か れ て い た の に 対 し 、 西 部 で は 、 ゲ ル マ ン 人

の 軍 司 令 官 ス テ ィ リ コ が 、 少 年 皇 帝 を お さ え て 、 実 権 を 手 に い れ て い た 。

ロ ー マ の 同 盟 軍 で あ っ た 西 ゴ ー ト は 、 ス テ ィ リ コ が 排 除 さ れ て し ま っ た あ

と 、410年 に ロ ー マ 市 を 略 奪 す る 。 こ れ 以 後 、 東 部 は 、 ビ ザ ン テ ィ ン(ビ

ザ ン ツ)帝 国 と い う 独 自 の 存 在 へ と 成 長 し て い く 。 テ オ ド シ ウ ス 朝 は455

年 に 断 絶 す る 。 東 ロ ー マ 帝 国 は1453年 ま で 生 き つ づ け る が 、 西 ロ ー マ 帝

国 の 方 は 、476年 に 解 体 さ れ る 。5世 紀 に 入 る と 、 西 ロ ー マ 帝 国 の 支 配 領

域 で は 、 ロ ー マ の 同 盟 者 と し て 、 ゲ ル マ ン 部 族 の 国 家 が つ ぎ つ ぎ に 生 ま れ 、

正 帝 を さ し お い て 、 ゲ ル マ ン 人 の 軍 司 令 官 が 国 家 の 実 権 を に ぎ る よ う に な

っ て い た 。 そ の 一 人 の オ レ ス テ ー ス は 、 息 子 の ロ ー ム ル ス ・ア ウ グ ス ト ゥ

ル ス を 西 ロ ー マ 皇 帝 と し た が 、 皇 帝 軍 の ゲ ル マ ン 人 司 令 官 オ ド ワ ケ ル は 、

オ レ ス テ ー ス を 殺 害 し 、 ロ ー ム ル ス ・ア ウ グ ス ト ゥ ル ス を 退 位 さ せ た の で

あ る 。 こ の オ ド ワ ケ ル は ゲ ル マ ン 人 の 王 国 の 王 と な っ た(そ の 後 、 東 ロ ー

マ 帝 国 は 、東 ゴ ー ト の テ オ ド リ ッ ク に オ ド ワ ケ ル の 討 伐 を さ せ る)。 ユ ー ス

テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス(527～565)は 、 ア ー フ リ カ の ヴ ァ ン ダ ル 王 国 、 故 地

イ タ リ ア の 東 ゴ ー ト 王 国 を 打 倒 し て 、 か つ て の 帝 国 西 部 を 東 ロ ー マ 帝 国 の

支 配 下 に と り こ ん だ が 、 そ の 支 配 も 一 時 的 な も の に す ぎ な か っ た 。 ユ ー ス

テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス に つ い て は 、[F]部 門 「法 学 の あ ゆ み 」 を 参 照 し て 頂 き

た い 。

1453年 に 、 長 い あ い だ の 衰 退 を へ て 、 東 ロ ー マ 帝 国(ビ ザ ン ツ 帝 国)

は オ ス マ ン ・ トル コ に よ っ て 滅 亡 に お い こ ま れ る 。 伝 説 の ロ ー マ 建 国 年 か

ら2200年 た っ た の ち の こ と で あ る 。 「第 二 の ロ ー マ 」 で あ る コ ー ン ス タ ン

テ ィ ー ノ ポ リ ス は 、 「第 三 の ロ ー マ 」 で あ る モ ス ク ワ へ と ひ き つ が れ る 。 理

念 上 は 、 ロ シ ア 帝 国 は ロ ー マ 帝 国 の 後 継 者 と な っ た 。 こ れ に 対 し て 、 西 方

で は 、 ま ず 、 フ ラ ン ク 王 カ ー ル が 、800年 に 、 ロ ー マ 皇 帝 と な り 、 そ の 後 、

962年 に 「神 聖 ロ ー マ 帝 国 」 が ド イ ツ 皇 帝 オ ッ ト ー 一 世 に よ っ て 創 立 さ れ

る 。

HI法 源
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ロ ー マ の 社 会 に お い て も 、 最 初 の 法 規 範 は 慣 習 法 の 形 態 を と っ て い た 。

慣 習 法 と い う の は 、 多 年 に わ た り 同 様 の 行 為 が 反 復 さ れ る こ と に よ っ て 、

特 定 の 社 会 に お い て 、 暗 黙 の う ち に 、 た ん な る 慣 習 ・慣 行 ・ し き た り 以 上

に 拘 束 力 を も つ と 認 め ら れ る よ う に な っ た 社 会 規 範 の こ と で あ る 。 法 律 が

比 較 的 初 期 に 発 達 し た ロ ー マ で は 、 他 の 古 代 社 会 の 場 合 に く ら べ る と 、 慣

習 法 の 存 在 の 余 地 は 少 な い 。 し か し 、広 義 の 慣 習 法 に 含 ま れ る と も 言 え る 、

名 誉 法 や 法 曹 法 は 、 ロ ー マ 法 の 発 展 の う え で き わ め て 重 要 な 役 割 を は た し

た 。

(1)〔 法 律(lex)〕

王 が ク ー リ ア 民 会 に 法 案 を 提 出 し 、 の ち に パ ピ ー リ ウ ス と い う者 が こ れ

を 編 纂 し た 王 法(『 パ ピ ー リ ウ ス の 法 書 』)と 伝 え ら れ て い る も の が あ る が 、

こ の 法 の 実 在 性 は 疑 わ し い 。 一 二 表 法 は 、 紀 元 前451～450年 に 民 会 で 正

式 に 制 定 さ れ た 、12の 表 か ら な る ロ ー マ 最 初 の 成 文 法 規 で あ る が 、 前4

世 紀 の ケ ル ト人 と の 戦 争 で 原 本 が 破 壊 さ れ て し ま っ た の で 、 完 全 な 内 容 は

伝 わ っ て い な い 。 か つ て 、 制 定 に ま つ わ る 古 い 伝 承 を 全 面 的 に 否 定 す る 学

説 さ え も 出 さ れ た が 、 現 在 で は 、 そ れ が ほ ぼ 真 実 を 反 映 し て い る も の と 考

え ら れ て い る 。 内 容 は 、 訴 訟 に か ん す る 法 手 続(第1-3表)、 家 族 ・家 長

権 ・相 続 ・遺 贈 ・後 見(第4-5表)、 財 産 法(第6-7表)、 不 法 行 為 法 ・

刑 罰 法 規 ・法 律 制 定(第8-9表)、 宗 教 法(第10表)、 追 加 規 定(第11-12

表)か ら な る 。 一 二 表 法 の 詳 細 に つ い て は 、[F]部 門 第 三 章[1](4)以 下

p.31ff.を 参 照 し て 頂 き た い 。

ロ ー マ 人 は 、 こ の 法 典 の 成 立 後 か ら 約10世 紀 た っ た の ち に 、 よ う や く

厳 密 な 意 味 に お け る 法 典(『 市 民 法 大 全 』)を 編 成 し た わ け な の で 、 は じ め

と 終 わ り に 法 典 が あ り 、 そ の 中 間 期 に は 、 判 例 法 的 な 法 形 成 が 主 流 を な す

と い う 、 い わ ば 奇 妙 な 発 展 過 程 が ロ ー マ で は 認 め ら れ る 。 も ち ろ ん 、 一 二

表 法 は 、 完 全 な 法 体 系 で は な か っ た か ら 、 そ の 後 、 そ れ を 補 完 し 、 修 正 す

る た め に 各 個 の 単 行 法 が 制 定 さ れ て い く の で あ る が 、 そ れ と な ら ん で 、 一

二 表 法 を 可 能 な か ぎ り 広 く 解 釈 し て い く や り か た で 、 法 が 実 質 的 に 展 開 さ

れ 、 法 の 発 展 が う な が さ れ た 。 ロ ー マ 法 の 本 領 は こ れ よ り の ち の 時 代 に 発

揮 さ れ る の で あ る が 、 一 二 表 法 そ れ 自 体 は 、 発 展 の 初 期 殺 階 を 示 す も の に

す ぎ ず 、 一 二 表 法 の 実 体 的 な 内 容 は 他 民 族 の 古 法 と 決 定 的 に ち が う 性 格 の

も の で は な い 。

(2)〔 そ の 後 の 展 開 〕

一 二 表 法 以 後 の 法 の 発 展 は
、 そ の 解 釈 と 新 し い 法 律 の 制 定 と に よ っ て に

な わ れ る 。 一 二 表 法 は 、 も ち ろ ん 詳 細 な 規 定 を 完 壁 に 備 え る よ う な も の で

は な く 、 そ こ に も り こ ま れ た 法 の 実 現 、 と く に 訴 訟 追 行 に は 、 専 門 家 の 助

力 を 必 要 と し て い た 。 前3世 紀 は じ め に 法 学 の 萌 芽 が 見 ら れ る ま で は 、 こ
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の 任 務 は 神 官 団 に よ っ て は た さ れ て い た 。 彼 ら は 、 一 二 表 法 の 文 言 を 拡 張

・制 限 し 、 訴 訟 の 方 式 を 考 案 す る こ と に よ っ て 、 実 際 上 そ れ を き わ め て 弾

力 的 に 運 用 し て い っ た の で あ る 。 一 方 、 法 律 の 数 は 、 わ ず か で 、 一 二 表 法

制 定 後4世 紀 間 に お い て 、 私 法 上 意 義 を も つ も の は30に す ぎ な い 、 と さ

え 言 わ れ る 。 と く に こ の 時 代 に は 重 要 な も の は 多 く は な い 。 た と え ば 、 貴

族 と 平 民 の 通 婚 を 許 し た カ ヌ レ イ ユ ス 法(前445年)、 奴 隷 解 放 税 に か ん

す る マ ー ン リ ウ ス 法(前357年)、 一 二 表 法 で 制 定 さ れ た 最 高 利 率 を 半 減

し た 法 律(前347年)、 利 息 の 徴 収 を 禁 じ た ゲ ヌ ー キ ウ ス 法(前342年)、

債 務 不 履 行 者 の 待 遇 を 改 善 し た ポ エ テ リ ウ ス ・パ ピ ー リ ウ ス 法(前326

年)、 不 法 な 財 産 侵 害 に つ い て の 基 本 規 定 を 設 け た ア ク ィ ー リ ウ ス 法(前

287年 ご ろ)、 贈 与 を 制 限 し た キ ン キ ウ ス 法(前204年)、 後 見 人 選 任 に か

ん す る ア テ ィ ー リ ウ ス 法(前3世 紀 末)な ど が あ る 。 現 在 私 た ち が 個 性 を

か な り は っ き り と 確 認 で き る 法 律 の 数 は 約40で 、 そ の う ち 半 数 以 上 が 私

法 に 関 係 す る も の で あ る 。

H(法 源)H

こ の 時 期 の 法 の 発 展 に は め ざ ま し い も の が あ る 。 第 一 期 の 法 と 言 え ば 、

一 二 表 法 以 下 の 法 律 と そ の 解 釈 だ け し か な か っ た が
、 第 二 期 の 初 頭 か ら 新

し い 規 範 の 体 系 が 形 成 さ れ て く る 。 ロ ー マ 法 の 実 体 は こ の 時 期 に 形 成 さ れ

た 、 と 言 っ て も 過 言 で は な い 。 ロ ー マ 私 法 に つ い て は 、 ① も と も と は 都 市

国 家 ・ ロ ー マ の 法 で し か な か っ た が 、 真 の 意 味 に お け る 「世 界 法 」 へ と 発

展 を と げ た 法 で あ り 、 ② 一 四 世 紀 ご ろ か ら 、 中 央 ヨ ー ロ ッ パ(と く に 、 ド

イ ツ)で 「普 通 法 」 の 扱 い を う け た べ 一 シ ッ ク な 法 で あ り 、 ③ そ れ な り に

抽 象 度 を 高 め た 技 術 の シ ス テ ム と し て 、 ど の よ う な 時 代 ・社 会 に 利 用 可 能

な も の で あ っ た こ と な ど が 特 質 と し て あ げ ら れ る が 、 こ の よ う な 性 格 は 、

ほ と ん ど こ の 第 二 期 に お い て か た ち つ く ら れ た も の で あ る 。

(1)〔 法 律 〕

つ ぎ の よ う な 法 律 の 存 在 が 知 ら れ て い る 。25才 未 満 者(年 少 者)を 保 護

す る ラ エ ト ー リ ウ ス 法(192年)、 遺 贈 の 自 由 を 制 限 す る フ ー リ ウ ス 法(前

3-2世 紀)と ウ ォ コ ー ニ ウ ス 法(前169年)と フ ァ ル キ デ ィ ウ ス 法(前

40年)、 姦 通 禁 止 に か ん す る ユ ー リ ウ ス 法(前18年)お よ び 婚 姻 当 事 者

の 階 層 に か ん す る ユ ー リ ウ ス 法(前18年)と そ れ ら を 補 足 し た パ ピ ウ ス

・ポ ッ パ エ ウ ス 法(9年) 、 奴 隷 解 放 を 制 限 す る フ ー フ ィ ウ ス ・カ ニ ー ニ ウ

ス 法(前2年)と ア エ リ ウ ス ・ セ ン テ ィ ウ ス 法(4年)と ユ ー ニ ウ ス ・ ノ

ー ル バ ー ヌ ス 法(19年) 、 相 続 税 に か ん す る ユ ー リ ウ ス 法(5年(?))、 後

見 に か ん す る ユ ー リ ウ ス ・テ ィ テ ィ ウ ス 法(ア ウ グ ス ト ゥ ス 時 代)、 自 由 身

分 訴 訟 に か ん す る ユ ー ニ ウ ス ・ペ ト ロ ー ニ ウ ス 法(19年(?))、 神 官 の 妻
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が 宗 教 上 の 事 項 に つ い て の み 夫 権 に 属 す る こ と を 規 定 す る 法 律(24年)、

市 民 権 取 得 と 自 由 人 詐 称 の 制 裁 を 規 定 す る ウ ィ セ ッ リ ウ ス 法(24年)、 後

生 子 の 処 遇 に つ い て の ユ ー ニ ウ ス ・ ウ ェ ッ ラ エ ウ ス 法(26年(?))、 婦 女

の 宗 族 の 後 見 を 廃 止 す る ク ラ ウ デ ィ ウ ス 法(26年(?))、 不 倫 遺 言 に か ん

す る グ リ テ ィ ウ ス 法(?)。 公 有 地 の 占 有 を 制 限 す る 農 地 法 は 前44年 ま で

に20以 上 発 布 さ れ た が 、 こ れ は 、 こ の 法 の 政 治 的 重 要 性 を 物 語 っ て い る 。

と く に 重 要 な も の と し て 、2つ の セ ン プ ロ ー ニ ウ ス 法(前133年 と 前123

年 の グ ラ ッ ク ス 兄 弟 の も の)が あ る 。 最 後 の 農 地 法 は 、1世 紀 末 の コ ッ ケ

イ ユ ス 法 で あ る 。 そ の ほ か 、 ス ク リ ー ボ ー ニ ウ ス 法(前50年 頃)、 利 息 徴

収 の 禁 止 を 徹 底 さ せ る た め の セ ン プ ロ ー ニ ウ ス 法(前193年)、 保 証 債 務

に か ん す る ア ー ッ プ レ イ ユ ス 法 と フ ー リ ウ ス 法 と キ ケ レ イ ユ ス 法(前3～

前2世 紀)、 利 息 を 軽 減 す る マ ル キ ウ ス 法(前104年)と コ ル ネ ー リ ウ ス

・ポ ン ペ イ ユ ス 法(前88年) 、債 務 軽 減 の た め の ワ レ リ ウ ス 法(前86年)、

保 証 人 の 責 任 軽 減 の た め の コ ル ネ ー リ ウ ス 法(前81年)、 家 子 へ の 貸 付 制

限 を 定 め た ク ラ ウ デ ィ ウ ス 法(47年)な ど が あ る 。

裁 判 制 度 法 も 、 元 老 院 階 層 と 騎 士 階 層 と の 政 争 の 焦 点 と な っ て 、 多 く っ

く ら れ た 。 主 な も の に 、 セ ン プ ロ ー ニ ウ ス 法(前123年)、 コ ル ネ ー リ ウ

ス 法(前81年)、 ア ウ レ ー リ ウ ス 法(前70年)、2つ の ユ ー リ ウ ス 法(前

17年 頃)が あ る 。 法 律 訴 訟 に 新 し い 規 制 を 加 え た ク レ ペ イ ユ ス 法(?)と

リ キ ニ ウ ス(リ キ ン ニ ウ ス)法 と シ ー リ ウ ス 法 と カ ル プ ル ニ ウ ス 法(前

32世 紀)、 方 式 書 訴 訟 手 続 を 部 分 的 に 認 め た ア エ ブ テ ィ ウ ス 法(前2

世 紀)、 執 行 手 続 を 緩 和 し た ワ ッ リ ウ ス 法(前2世 紀)、 財 産 委 付 に か ん す

る ユ ー リ ウ ス 法(ア ウ グ ス ト ゥ ス 時 代)も 、 訴 訟 法 に 属 す る 。

時 期 的 に 考 え る と 、 グ ラ ッ ク ス 兄 弟 時 代 の セ ン プ ロ ー ニ ウ ス 法 、 ス ッ ラ

時 代 の コ ル ネ ー リ ウ ス 法 、 カ エ サ ル と ア ウ グ ス ト ゥ ス そ れ ぞ れ の 時 代 の ユ

ー リ ウ ス 法 が ま と ま っ た 体 系 を な し て い る 。 こ の 時 期 の 法 律 は 、 紀 元 前 の

世 紀 に 集 中 し て い る 。 私 た ち が 内 容 を 知 る こ と が で き る も の と し て 、150

程 度 の 法 律 が あ る が 、 約30が 私 法 の 領 域 に 関 係 す る 。 こ れ ら の 単 行 の 法

律 だ け が ロ ー マ 法 を 構 成 す る の で は な い こ と は も ち ろ ん で 、 む し ろ 、 こ の

時 期 に も 法 領 域 に お け る 慣 習 が 法 発 展 の 原 動 力 と な っ た 。 な か で も 、 訴 訟

に 関 与 す る 法 務 官 と 法 学 者 は 、 慣 習 を 規 範 化 す る の に 貢 献 し た 。

(2)〔 万 民 法(jusgentium)〕

市 民 法 は 原 則 と し て ロ ー マ 市 民 だ け に 適 用 さ れ る 法 で あ る(属 人 主 義 の

法)。 し た が っ て 、外 人 は こ の 法 の 適 用 を う け る こ と は で き な い 。 と こ ろ が 、

ロ ー マ が 対 外 的 に 拡 大 し 、 多 く の 民 族 を 支 配 下 に お さ め る と 、 取 引 の 発 達

に と も な っ て 、 市 民 と 市 民 以 外 の 者 と 法 的 な 関 係(た と え ば 、 売 買)が 発

生 す る よ う に な る 。 ロ ー マ の テ リ ト リ ー 内 で 外 人 相 互 の あ い だ に お い て も
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取 引 が 行 な わ れ れ ば 、 一 定 の 法 関 係 が 生 ず る 。 こ れ ら の 関 係 に お い て 、 し

だ い に 規 範 が 慣 習 的 に 生 成 さ れ て き た 。 こ の 規 範 の 総 体 を 万 民 法(jUS

gentium)[諸 国 民 の 法]と 呼 ぶ 。 し た が っ て 、 万 民 法 は 、 ロ ー マ 市 民 で あ

る か ど う か の 問 題 と は 無 関 係 に 、 す べ て の 者 に 適 用 さ れ る 法 で あ り 、 適 用

対 象 の 面 で 市 民 法 と は 異 な っ て い た 。 し か し 、 国 家 間 の 国 際 的 な 関 係 を 規

制 す る 法 で は な い 。 い わ ば 、 国 際 売 買 法 の よ う な ご く ふ つ う の 実 体 法 で あ

る 。 市 民 法 が 、 古 来 の 慣 習 と 各 個 の 法 律 か ら な り た っ て い る の に 対 し 、 万

民 法 は 、 取 引 に お い て 発 達 し て き た 慣 習 か ら な っ て い る 。 べ つ の 面 か ら 見

れ ば 、 前 者 が 種 々 の 内 容 を も っ て い る の に 対 し て 、 こ れ は 取 引 法 と し て の

き わ だ っ た 特 徴 を 示 し て い る 。 代 表 的 な 制 度 と し て は 、 市 民 法 上 の 債 権 契

約 方 式 で あ る 問 答 契 約 に 対 応 す る 万 民 法 系 の 諾 成 契 約 ・要 物 契 約 、 ま た 、

市 民 法 上 の 握 取 行 為 や 法 廷 譲 渡 に 対 応 す る 万 民 法 上 の 引 渡 が あ る 。 こ れ ら

の 、 厳 格 方 式 の 遵 守 を 必 要 と し な い 契 約 は 、 ロ ー マ 市 民 法 に 固 有 の 厳 格 な

形 式 主 義 を 緩 和 さ せ る の に や く だ っ た 。 形 式 的 に は 、212年 の カ ラ カ ッ ラ

の 勅 法 に よ っ て ロ ー マ 市 民 権 が 領 内 の 全 住 民 に 付 与 さ れ る と き ま で 、 こ の

区 別 は 存 在 し た 。 万 民 法 を 形 成 す る 媒 体 は 、 前242年 に 新 設 さ れ た 外 人 係

法 務 官 で あ る 。 彼 は 、 法 律 で は な く 、 取 引 の 慣 習 に し た が い 、 信 義 誠 実 の

原 理 に も と つ い て 裁 判 す る こ と を 、 個 々 の 訴 訟 に お い て 私 人 で あ る 審 判 人

(裁 判 者)に 命 じ た 。 こ の よ う な 万 民 法 規 範 は 、 裁 判 過 程 を 通 じ て 、 名 誉 法

規 範 と も な っ て 、 市 民 法 自 体 に も 影 響 を お よ ぼ す の で あ る 。 ロ ー マ 法 が 、

形 式 的 な 、 厳 格 な 、 狭 隆 な 法 か ら 脱 し て 、 世 界 法 ・統 一 法 と し て の 性 格 を

備 え る よ う に な っ た の は 、 こ の 万 民 法 を 通 じ て で あ っ た 。

(3)〔 名 誉 法(jushonorarium)〕

名 誉 法 と は 、 名 誉(honor)を も つ 政 務 官 の 指 導 の も と に 、 主 と し て 方

式 書 訴 訟 に お い て 生 成 し て き た 規 範 の 総 体 で あ っ て 、 制 定 法 で あ る 法 律 か

ら な る 市 民 法 と は 形 成 方 法 の 点 で 区 別 さ れ る 。 名 誉 法 が 市 民 法 と 同 様 の 法

的 効 力 を 正 式 に(タ テ マ エ 上)付 与 さ れ た の は 、 ハ ド リ ア ー ヌ ス 帝 の 命 に

よ っ て 法 学 者 ユ ー リ ア ー ヌ ス が130年 こ ろ に 『永 久 告 示 録 』 を 編 纂 し 、 そ

れ が 法 の 効 力 を 認 め ら れ た と き の こ と で あ る 。 ロ ー マ の 民 事 裁 判 は 、 最 初

は1人 の 法 務 官 に よ っ て 管 理 さ れ て い た が 、前242年 に 外 人 係 法 務 官 が 創

設 さ れ る と 、 こ れ は 、 市 民 と 外 人 、 外 人 と 外 人 の あ い だ の 争 訟 を 指 揮 す る

こ と に な っ た 。 彼 ら は 、厳 密 な 意 味 に お け る 裁 判 官 で は な い 。 な ぜ な ら ば 、

彼 ら の 職 務 は 、 訴 訟 当 事 者 の 資 格 の 有 無 を 調 査 し 、 争 い と な っ て い る 点 を

定 め 、 審 判 人 に 判 断 を 委 ね る か ど う か を 決 定 す る こ と に な っ て い る か ら で

あ る 。 こ れ が 第 一 の 手 続 で あ る 法 廷 手 続 で 、 そ し て 、 第 二 の 手 続 は 、 私 人

で あ る 審 判 人 の も と で 証 拠 調 ・判 決 が と り行 な わ れ る 審 判 人 手 続 で あ る 。

法 務 官 は 、 任 期 の 初 め に 、 自 身 の 管 轄 に 属 す る 民 事 裁 判 に お い て ど の よ う
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な 訴 訟 指 揮 を 行 な い 、 当 事 者 が ど の よ う な や り か た で 争 訟 の 解 決 を 求 め る

こ と が で き る か 、 な ど に っ い て 、 一 般 的 な 内 容 を も つ 告 示 を 公 共 広 場 に 掲

示 す る 。 こ の 告 示 は 、ふ つ う は 翌 年 の 法 務 官 に も 継 承 さ れ る こ と に な っ て 、

や が て 固 定 化 し 、 し だ い に 規 範 性 を お び る よ う に な る 。 法 務 官 は 、 も ち ろ

ん 立 法 者 で は な い の で 、新 し い 法 規 を 定 立 す る こ と は で き な い が 、 し か し 、

彼 は 、 具 体 的 な 訴 訟 の 設 置 を 承 認 す る こ と も 、 拒 否 す る こ と も 、 条 件 を つ

け る こ と も で き 、 ま た 、 各 種 の 行 政 的(警 察 的)と も 言 え る 手 段 を 保 有 し

て い た の で 、 こ の 地 位 を 利 用 し て 社 会 的 要 求 に 合 致 す る よ う 訴 訟 し た

が っ て ホ ン ネ と し て の 法 を 運 用 し た の で あ る 。 そ の た め に 、名 誉 法(法

務 官 法)は 、 「市 民 の 生 き た 声 」、 「公 け の 利 益 の た め に 、 市 民 法 を 補 助 し 、

補 充 し 、 修 正 す る た め に 、 法 務 官 が 導 入 し た 法 で あ る 」 と 表 現 さ れ る 。 市

民 法 と 名 誉 法 の 関 係 に は 、 イ ギ リ ス の 普 通 法 と 衡 平 法(エ ク イ テ ィ ー)の

関 係 と 相 似 し て い る と こ ろ も あ る 。 法 務 官 告 示 を 中 心 と す る こ の 法 体 系 の

実 体 は 、 さ き に の べ た よ う な 万 民 法 が 同 時 に 名 誉 法 と し て 形 成 さ れ て き た

場 合 と 、 市 民 だ け に 適 用 さ れ る 法 規 範 が 名 誉 法 す な わ ち 法 務 官 の 告 示

と 実 務 を 通 じ て 形 成 さ れ る 場 合 と に わ か れ る 。 名 誉 法 と 市 民 法 の 二 つ

の 体 系 は 、 か な ら ず し も 対 立 し た ま ま で は な く 、 前 者 は 少 し ず つ 種 々 の 形

態 で 後 者 へ と 吸 収 さ れ て い っ た 。 対 立 の 例 は 、 そ れ ほ ど 多 く は な い が 、 所

有 権 法 や 相 続 法 の 分 野 で 認 め ら れ る 。 た と え ば 、 市 民 法 上 の 所 有 権 に 対 す

る も の と し て の 名 誉 法 上 の 財 産 帰 属 性 、 相 続 に 対 す る も の と し て の 遺 産 占

有 が そ の 典 型 的 な 例 で あ る 。 こ の 名 誉 法 を 構 成 す る の は 、 法 務 官 の 告 示 だ

け で は な い 。 按 察 官 は い わ ば 世 界 的 な 規 模 の 市 場(マ ー ケ ッ ト)に お け る

奴 隷 ・家 畜 の 取 引 に つ い て 告 示 を 発 す る し 、 属 州 で は 、 長 官 が 法 務 官 の 告

示 を 、 財 務 官 が 按 察 官 の 告 示 を 援 用 す る か ら で あ る 。 名 誉 法 の 形 成 は 万 民

法 の 生 成 と 呼 応 し て 、前2世 紀 か ら 前1世 紀 初 め に か け て 主 と し て 行 な わ

れ た 。 元 首 政 時 代 に 入 っ て も 、 法 務 官 職 は 存 続 し て い た 。 し か し 、 共 和 政

末 期 の 混 乱 に よ る 政 治 の 空 白 状 態 が 収 拾 さ れ る と 、 今 度 は 、 元 首 個 人 が 直

接 に 法 の 定 立 に 参 加 し て く る よ う に な る 。 し た が っ て 、 政 務 官 の 告 示 に よ

る 法 の 発 展 は 停 止 し 、 告 示 も 固 定 化 し て し ま っ た 。 こ の よ う な 情 勢 の も と

に お い て 、 二 世 紀 は じ め の 第 一 〇 代 の 元 首 ハ ド リ ア ー ヌ ス は 、 法 源 の 統 一

を め ざ し て 、 法 学 者 ユ ー リ ア ー ヌ ス に 告 示 の 編 纂 を 命 じ た 。 こ の 『永 久 告

示 録 』 の 正 文 は 直 接 に は 伝 わ っ て い な い が 、2・3世 紀 の 法 学 者 が 著 わ し た

『告 示 註 解 』 を 資 料 と し て 再 構 成 が 試 み ら れ て い る 。 主 部45章 は 市 民 係 法

務 官 の 告 示 を 含 み 、4編 に わ か れ る 。 第1編 は 、 法 廷 手 続 に か ん す る 規 定 、

第2・3編 は 各 種 の 訴 訟 の 方 式 、 第4編 は 、 執 行 に か ん す る 規 定 を 含 む 。

訴 訟 に は 、 市 民 法 上 の 訴 訟 と 法 務 官 法 上 の 訴 訟 が あ る 。 補 遺 は 、 抗 弁 ・特

示 命 令 ・法 務 官 問 答 契 約 の 方 式 を 含 む 。 そ の ほ か に 、3章 に わ た っ て 高 等

G-100



按 擦 官 告 示 が 付 加 さ れ て い る 。 こ の 『永 久 告 示 録 』 の 制 定 に よ っ て 、 訴 訟

を 指 揮 す る 各 種 の 政 務 官 の 告 示 に よ る 法 の 発 達 は 終 わ っ た の で あ る 。

(4)〔 元 老 院 議 決(senatusconsultum)〕

共 和 政 時 代 に 元 老 院 が 法 律 制 定 権 を も た な か っ た こ と は 、明 ら か で あ る 。

し か し 、 元 老 院 は 、 民 会 の 可 決 し た 法 案 を 承 認 す る こ と に よ っ て そ れ に 効

力 を 生 じ さ せ 、 ま た 、 元 老 院 が 作 成 し た 法 案 を 政 務 官 に 提 案 さ せ る な ど 、

立 法 作 用 に 実 質 的 に 関 与 し て い た 。 元 首 政 時 代 に 入 る と 、 立 法 機 関 と し て

の 民 会 が 機 能 し な く な っ た た め に 、 元 老 院 議 決 が 事 実 上 法 律 に か か わ る 、

と い う 事 態 が 生 じ て き た 。2世 紀 に 入 り 、 ハ ド リ ア ー ヌ ス は 、 元 老 院 議 決

に 法 の 効 力 を 与 え た よ う で あ る 。 と こ ろ が 、 元 首 の 力 が 強 ま る と 、 元 老 院

議 決 は 、元 首 が 元 老 院 に 提 案 す る 宣 示 に よ っ て と っ て か わ ら れ て し ま っ た 。

し か し 、 さ ら に 、 こ の 宣 示 自 体 も 、 元 首 の 直 接 的 な 規 範 定 立 形 式 で あ る 勅

法 が 発 達 し て き た た め に 、 し だ い に す た れ る 。

(5)〔 勅 法(constitutioprincipis)〕

元 首 は 、 形 式 上(タ テ マ エ 上)立 法 権 を 取 得 し た こ と は な い 。 し か し 、

実 際 の と こ ろ 、 民 会 か ら 元 老 院 へ 、 元 老 院 か ら 元 首 へ と 法 定 立 の 担 い 手 が

移 っ て い る が 、 最 後 に 登 場 し た 元 首 は こ の 分 野 で き わ め て 強 力 な 地 位 を 占

め て い る 。 彼 の 手 に よ っ て つ く り だ さ れ る 規 範 は 「勅 法 」 と 呼 ば れ 、 こ れ

に は 、 つ ぎ の4つ の 形 式 が あ る 。(a)告 示(edictum)(元 首 は 、 そ の 命 令

権 に よ っ て 、 共 和 政 時 代 の 政 務 官 と 同 様 に 、 将 来 に つ い て の 一 般 的 規 定 を

ふ く む 告 示 を 発 布 す る こ と が で き る 。 こ れ は 無 期 限 の 効 力 を も つ)、(b)

裁 決(decretum)(元 首 本 人 ま た は そ の 代 理 人 が 裁 判 に お い て 下 し た 判 決

で あ る 。 本 来 は 個 別 的 な 効 力 し か も た な い が 、 元 首 の あ た え た 裁 決 は 先 例

と な る な ど し て 、 規 範 性 を お び る よ う に な る)、(c)指 令(rescriptum)(元

首 が 法 的 な 問 題 の 諮 問 に 対 し 、 書 式 で 政 務 官 ・市 民 に 与 え る 解 答 で あ り 、

法 の 有 権 解 釈 と し て も 、 一 般 的 な 効 力 を も つ)、(d)訓 令(mandatum)(元

首 が 統 治 を 委 任 し た 官 吏 、 と く に 属 州 の 長 官 、 に 与 え る 命 令 で 、 こ れ も 一

般 的 効 力 を も つ)。 も ち ろ ん 、 皇 帝 が 法 に 精 通 し て い る わ け で は な い の で 、

法 的 な 問 題 が 勅 法 の か た ち で 取 扱 わ れ る と き に は 、 法 学 者 が 関 与 す る 。 と

く に ハ ド リ ア ー ヌ ス が 顧 問 会 の 制 度 を 確 立 し て か ら は 、 こ の 諮 問 機 関 が 法

の 発 展 を 指 導 す る よ う に な っ た 。 勅 法 も 、 元 老 院 議 決 と 同 様 に 、 法 学 者 の

関 与 な し に は 存 立 す る こ と が で き な か っ た 、 と 言 え よ う。 歴 史 上 と く に 有

名 な 勅 法 は 、 ロ ー マ の 領 内 に あ る 住 民 の す べ て(例 外 は あ る)に ロ ー マ 市

民 権 を 付 与 し た 「カ ラ カ ッ ラ の 告 示 」 で あ る 。

以 上 の よ う に 、 各 種 の 法 体 系 が こ の 第 二 期 に 生 ま れ た が 、 そ れ ら の 盛 衰

を 時 代 別 に 見 る と つ ぎ の よ う に な ろ う 。 市 民 法 の 中 核 を 形 成 す る 、 制 定 法

で あ る 法 律 は 、 前 二 世 紀 か ら 紀 元 後 一 世 紀 の ア ウ グ ス ト ゥ ス 時 代 ま で の あ
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い だ に か な り 多 く 制 定 さ れ た が 、 後 代 ま で も 影 響 を お よ ぼ す ほ ど 画 期 的 な

も の は そ れ ほ ど 多 く は な い 。 ま た 、 政 治 的 な 色 彩 を も っ た 公 法 に 関 係 す る

法 律 が 相 当 な 部 分 を 占 め て い る こ と が 注 目 さ れ る 。 名 誉 法 は 、 こ の 第 二 期

の は じ め か ら 約 一 世 紀 の あ い だ に 発 展 の 地 盤 を 築 い た が 、 裁 判 上 の 慣 習 法

で あ る た め に 、 急 激 な 進 歩 も 、 退 歩 も な く 、 長 い 生 命 を 保 っ た 。 元 老 院 議

決 は 、 元 首 政 時 代 の は じ め か ら 民 会 の 制 定 法 の 機 能 を ひ き つ い だ が 、 元 首

の 権 力 が 強 固 な も の と な る に つ れ て 、 意 義 を 失 な い 、 元 首 個 人 に 法 形 成 の

機 能 が 集 中 さ れ て い く 。

(6)〔 学 説 法 〕

法 学 者 の 学 説 そ れ 自 体 は 、 一 定 の 条 件 の も と に お い て 法 源 と な っ た 。 こ

れ は 比 較 法 上 ユ ニ ー ク な 制 度 で あ る 。こ れ に つ い て は 、[F]部 門 第 三 章[IV]

(2):p.93ff.・[VI](3):p.99ff.・[V皿](1)⑮:p.102ff.を 参 照 し て 頂

き た い 。

H(法 源)HI

専 主 政 の 原 理 の 一 つ の あ ら わ れ と し て 、 専 主(皇 帝)の 定 め る こ と だ け

が 法 の 効 力 を も つ 、 と い う原 則 が 確 立 さ れ た の で 、 こ の 時 期 の 法 源 の 中 心

を な す の は 勅 法 で あ る 。 そ の う ち か な り の も の は 、 勅 法 の 集 録 の か た ち で

ま と め ら れ て い る(そ の 最 初 の 作 品 は 『テ オ ドシ ウ ス の 勅 法 彙 纂 』で あ る)。

も っ と も 、 こ の 時 期 の 最 後 を か ざ る 『ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス 法 典 』 は 、

従 来 の す べ て の 法 源 を 吸 収 し 総 括 す る よ う な 次 元 の 高 い 法 規 で あ る 。な お 、

こ の 時 期 の 法 源 に つ い て は[F]部 門 第 三 章[VI](1):p.97ff.・[V皿](1)

p.102ff.で ま と め て 扱 う こ と に す る 。 そ れ 以 外 の 法 源(法 律 、 元 老 院 議

決)に つ い て は 、 次 章 の 末 尾 に 解 説 を 行 な う こ と に し た い 。

第 三 章 「ロ ー マ の 法 」 概 観

序 論

ふ つ う 、 法 ・法 律 と い う も の と 法 学 は 、 さ ま ざ ま な 意 味 あ い に お い て 親

し い 間 柄 に あ る が 、 そ れ で も 、 も ち ろ ん 、 法 は 、 国 家 権 力 を 背 景 と し て 制

定 法(法 律)の か た ち で 生 み だ さ れ る の が 通 例 で あ る 関 係 で 、 そ の ス テ イ

タ ス は 、 私 的 な 性 格 の 色 濃 い 法 学 の そ れ よ り も は る か に 高 い 。 法 ・法 律 は 、

タ テ マ エ と し て 、 社 会 の 表 舞 台 で 堂 々 と そ び え た っ て い る わ け で あ る 。 と

こ ろ で 、 「法 を も つ 」 と い う 場 合 に 、 た と え ば 日 本 の 場 合 の よ う に 、 制 定 法

シ ス テ ム を と る 国 々 に お い て は 、 法 は 、 し っ か り し た 法 典 の か た ち を と っ

て 存 在 す る こ と が 多 い の で 、 と り わ け そ の こ と が あ て は ま る 。 他 方 で 、 イ

ギ リ ス な ど の 場 合 の よ う に 、 判 例 法 シ ス テ ム を と る 国 々 に お い て は 、 法 学

は 、 裁 判 官 の 判 決 へ の 影 響 力 を も っ こ と が で き る 、 と い う か た ち で 、 自 身
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の 存 在 を 主 張 す る こ と が で き る の で あ る が 、 一 般 に 、 法 学 に は 、 権 威(オ

ー ソ リ テ ィ ー)は あ っ て も 、 そ の カ に は リ ア リ テ ィ ー は 少 な い 。 た だ 、 全

般 的 に は 、 硬 い 制 定 法 に 対 す る と き よ り も 、 や わ ら か い 判 例 法 に 対 す る と

き の 方 が 、 法 学 の 存 在 感 は 大 き い よ う に 見 う け ら れ る 。 制 定 法 体 制 の も と

に あ る 私 た ち の 日 本 法 の 場 合 に お い て も 、 「日 本 法 学 」 と い っ た 集 合 概 念 は

ほ と ん ど な り た た ず 、 三 〇 〇 〇 人 以 上 に も の ぼ る 法 学 者(法 学 研 究 者)の

学 識 は 、 か な ら ず し も 、 タ テ マ エ(制 度)と し て の 日 本 法 そ の も の を 主 体

的 に に な っ て い る 、 と は と て も 言 え な い 状 況 で あ る(明 治 時 代 と い う 近 代

法 の 創 成 期 に は 、 法 学 の カ は 相 当 な も の で あ っ た が 、 こ れ は た ん な る エ ピ

ソ ー ド に 属 す る)。 も し 、将 来 、法 学 者 が 、 と き に は そ の 身 分 を も っ た ま ま 、

法 実 務 の 第 一 線(と り わ け 裁 判 官 の ポ ス ト)に 進 出 す る よ う な 事 態 に で も

な れ ば 、 お そ ら く 情 況 は 一 変 す る が 、 し か し 、 固 定 観 念 に よ る 現 状 是 認 型

の 制 度 運 営 が い た る と こ ろ で 常 態 化 し て い る わ が 国 に お い て は 、 在 野 の 自

由 人 で あ る 法 学 者 の 出 る 幕 は あ ま り な い で あ ろ う。 現 状 に お い て は 、 わ ず

か に 、 法 学 者 の う ち で と び き り 有 力 な 層 の 人 々 が 、 立 法 過 程(新 法 の 制 定

お よ び 法 の 改 正 作 業)に 参 画 す る こ と を 通 じ て 、 実 定 法 規 の あ り か た に 直

接 的 な か か わ り を も つ 一 方 で 、 大 学 お よ び ロ ー ス ク ー ル(法 科 大 学 院)で

の 法 学 教 育 の 場 で 、 法 学 部 系 の 教 員 が 、 将 来 、 法 の 運 営 に た ず さ わ る 人 々

(法 曹 三 者 の 卵)に 法 学 識 を 伝 授 し 、 ま た 、 法 学 が 、 裁 判 官 が 法 学 説 を 消 化

し て 自 身 の 下 す 判 決 に 生 か す 、 と い っ た 間 接 的 な ル ー ト で 影 響 を 与 え る 位

置 に あ る だ け で あ る 。 と こ ろ で 、 筆 者 の 眼 に は 、 最 近 の 判 例 が 、 実 定 法 規

の 枠 組 み(タ テ マ エ)の 呪 縛 か ら 少 し ず つ と き は な た れ て い く 傾 向 が 見 え

る よ う に も 思 え る の で あ る が 、 こ れ は 、 成 文 法 ・制 定 法 中 心 の 法 治 国 家 を

強 力 に め ざ し た 、 明 治 期 以 来 の 流 れ と は 少 し 異 質 な も の の よ う で あ り 、 日

本 固 有 の 、 ゆ る や か な 意 味 に お け る 判 例 な い し は 判 例 法 尊 重 の 法 運 用 ス タ

イ ル へ の 回 帰 を 意 味 す る も の と も う け と れ る 。 こ の よ う な 状 況 の も と で 、

わ が 国 の 「裁 判 官 法 学 」 が 独 自 の 進 化 を と げ て 、 旧 来 型 の 「大 学 法 学 」 の

助 け を か り る 必 要 が な い ほ ど カ を つ け て き た こ と も 、 そ の 法 学 の ス テ イ タ

ス の 低 下 現 象 の 背 景 と な っ て い る の で は な か ろ う か 。 実 際 の と こ ろ 、 法 律

問 題(い わ ば タ テ マ エ)の み を 取 扱 う 大 学 法 学 は 、 そ の 法 律 問 題 を 事 実 問

題(い わ ば ホ ン ネ)と の か ら み の な か で つ き つ め て 、 リ ア リ テ ィ ー に あ ふ

れ た 判 決 へ と 進 ん で い く 裁 判 官 法 学 と で は 、 深 み の 点 で は 別 論 と し て も 、

幅 の と こ ろ で 大 き な ち が い が 存 在 す る の で あ る 。

さ て 、 本 編 で は 、[H]部 門 の と こ ろ で 、 古 代 の ロ ー マ に つ い て 、 法 格 言

な い し は そ の 母 胎 と な る よ う な 法 的 叡 智 を あ み だ し た 法 学 の 歴 史 を 概 論 的

に た ど っ て き た の で あ る が 、 も ち ろ ん 、 ロ ー マ の 法 を 構 成 し た り 、 動 か し

た り 、 変 え た り し た の は 、 法 学 だ け で は な か っ た 。 た し か に 、 法 学 の バ ッ
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ク ・ア ッ プ な し に は ロ ー マ 法 は 存 立 す る こ と は で な い が 、 し か し 、 法 学 を

フ ォ ロ ー す る こ と だ け で は ロ ー マ 法 の 正 体 を 説 き あ か す こ と は で き な い 。

法 学 が 私 法 を 扱 う の を 中 心 と し て い た が 、 ロ ー マ に 壮 大 な 公 法 群 も 存 在 す

る こ と を 考 え あ わ せ れ ば 、 こ の こ と は 容 易 に 理 解 さ れ る で あ ろ う。 こ の さ

い 、 ど う し て も 、 法 の 主 流 ・主 軸 ・中 核 で あ る 制 定 法=法 律(lex)に 注 目 す

る 必 要 が あ る 。 以 下 に 、 そ れ を 概 観 し て み よ う。

第 一 項 法 律 概 論

(1)法 律(lex)… 史 料 の 上 で 法 律 の 位 置 づ け を し て い る も の と し て は 、

以 下 の 二 つ の 命 題 が あ る 。前 者 は 法 学 教 科 書 の 一 節 で 、後 者 は 法 文 で あ る 。

「法 律 は 、[ロ ー マ]国 民 が 命 じ か つ 定 め る[も の]で あ る 。」(ガ ー イ ウ ス

・法 学 提 要 ・第 一 巻 三);「 法 律 の 力 は 、 命 ず る こ と 、 禁 止 す る こ と 、 許 す

こ と 、 罰 す る こ と 、 こ れ ら で あ る 。」(モ デ ス テ ィ ー ヌ ス ・学 説 彙 纂 ・第 一

巻 第 三 章 第 七 法 文)

(2)ア メ リ カ の 場 合 な ど に も 見 ら れ る 現 象 な の で あ る が 、 個 々 の 法 律 に

は 、 そ れ を 民 会 に 提 案 し た 政 務 官(執 政 官 、 法 務 官 、 護 民 官 な ど)の 名 が

冠 せ ら れ る(も っ と も 、多 く の 人 々 に 共 通 の 氏 族 名 が こ こ に 登 場 す る の で 、

と き に は ど の 人 物 か を 同 定 す る こ と が 困 難 な 場 合 が あ る た と え ば あ の

カ エ サ ル(シ ー ザ ー)の 「ユ ー リ ウ ス 〈lexJulia>法 」 と 、 そ の 後 継 者 で あ

る ア ウ グ ス ト ゥ ス の 「ユ ー リ ウ ス 法 」 の 場 合)。

(3)近 代 の 法 治 国 家 の う ち 、 大 陸 法 系 の 国 々 に お い て は 、法 律(lex)な い

し は そ の 集 合 体 で あ る 法 典 が 国 法 の 中 心 に あ る が 、 し か し 、 ロ ー マ の 場 合 、

そ の 長 い 歴 史 の な か で 、 法 律 が 、 圧 倒 的 に 有 力 な 法 源 で あ る 、 と い っ た 時

期 は 存 在 し な か っ た 。 そ の こ と の 一 端 は 、 ガ ー イ ウ ス の 『法 学 提 要 』(法 学

教 科 書)の 説 明 か ら も 読 み と れ る 。 つ ま り 、 こ う で あ る 。 「と こ ろ で 、 ロ ー

マ 国 民 の 法(jura-jus)は 、 法 律 、 平 民 会 議 決 、 元 老 院 議 決 、 勅 法 、 告 示

発 布 権 を も つ 者 た ち の 告 示 、法 学 者 の 解 答 か ら な る 。」(第 一 章 二)こ れ は 、

ロ ー マ 法 の 歴 史 の な か ほ ど に あ た り 、 し か も 法 学 の 最 盛 期 で あ る 古 典 期 に

在 野 の 法 学 教 師 と し て 活 躍 し た ガ ー イ ウ ス が 、ロ ー マ 法 を 構 成 す る も の を 、

あ る 程 度 は 歴 史 的 な 経 緯 も ふ ま え て 、 羅 列 し た も の で あ る 。

(4)[1]ま ず 、 ロ ー マ の 法 律(lex)に つ い て 概 観 し て み よ う。

(a)日 本 で 、 ふ つ う 、 「ロ ー マ 法 」 と 言 え ば 、 法 典 や 単 行 の 法 律 の か た

ち を と っ た 古 代 ロ ー マ 法 の 姿 が 連 想 さ れ る こ と で あ ろ う。 現 代 に ま で 伝 わ

っ て き て い る 法 資 料 に つ い て 見 て み る と 、 た し か に 、 巨 大 な 制 定 法 で あ る

『ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス 法 典 』(い わ ゆ る 『市 民 法 大 全 』)が 、 い ま で も な

お 、 私 た ち が 保 有 し て い る ロ ー マ 法 デ ー タ の 主 力 と な っ て い る の で 、 そ の

イ メ ー ジ は 決 し て ま ち が っ て は い な い 。 し か し 、 歴 史 的 に 見 た 場 合 、 法 律
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(制 定 法)が ロ ー マ 法 に 占 め て い る ウ ェ イ ト は そ れ ほ ど 大 き い も の と は 言 え

な い 。 公 法 と 私 法 と を 分 け て 考 え た と き 、 さ す が に 、 公 法 の 部 門 で は 、 い

ろ い ろ な 意 味 で 個 性 的 な 法 律 が 時 代 の 節 目 節 目 に 登 場 し て 、 重 要 な 役 割 を

演 ず る け れ ど も 、 一 方 、 私 法 の 部 門 で は 、 ご く 広 い 意 味 で の 裁 判 慣 習 の よ

う な も の が 日 々 つ み あ げ ら れ 、 こ れ が 一 種 の 判 例 法 と し て 機 能 し て い た の

で(裁 判 慣 習 法 と も 言 え る 「名 誉 法 」 に つ い て は 、[A]部 門 第 二 部 第 四 章

p.40ff,の 解 説 を 参 照)、 法 の 進 化 が も っ ぱ ら 法 律 の 制 定 に 依 存 す る 、 と

い っ た よ う な 現 象 は あ ま り な か っ た か ら で あ る 。 そ の こ と の 一 端 は 、 一 二

表 法 と い う も の([F]部 門 第 三 章[1](4):p.31ff.を 参 照)が 制 定 さ れ て

か ら 四 〇 〇 年 も の 長 い あ い だ に(こ の 時 期 に ロ ー マ 法 は 飛 躍 的 に 発 展 し

た)、 私 法 関 連 の 規 範 と し て の 意 味 を 比 較 的 長 く も ち つ づ け た 基 本 的 な 法 律

は わ ず か に 三 〇 ぐ ら い し か 私 た ち に 知 ら れ て い な い こ と か ら も う か が え

る 。 さ て 、 現 代 で は 、 法 律 と 言 う と 、 一 般 的 ・抽 象 的 な イ メ ー ジ が 強 く 浮

か び で て く る が 、 も と も と 、 ロ ー マ で は 、 法 律 は 、 個 別 的 ・具 体 的 な 問 題

を 手 際 よ く と き に は 強 引 に 解 決 す る た め に 特 別 に 定 立 さ れ る 規 範

で あ っ た 。 こ の 本 質 的 に ア ド ・ホ ッ ク(な)性 格 は か な り 後 ま で 保 持 さ れ

て い く 。 し か も 、 法 律 を 生 み だ す 原 動 力 と な る の は 、 多 く の 場 合 、 政 治 的

な 力 関 係 つ ま り 政 治 力 学 で あ っ て 、法 律 の 制 定 そ の も の が そ の 政 治

の 方 向 性 を 具 体 化 す る た め の 重 要 な 手 段 と な る 、 つ ま り 、 法 律 の 制 定 そ れ

自 体 が 政 争 の 具 と な る 、 と い っ た こ と も 少 な く な い 。

(b)そ れ で は 、公 法 に 関 連 す る 法 律 に つ い て 述 べ よ う 。 最 初 に 、 法 律 が 、

そ れ を 制 定 す る こ と が で き る 民 会(た と え ば ケ ン ト ゥ リ ア 民 会)が 存 在 し

た 共 和 政 お よ び 元 首 政 の 初 期 に し か 存 在 し な い こ と を 記 し て お く 必 要 が あ

る 。 さ て 、 各 個 の 法 律 に 反 す る 行 動 が あ っ た と き 、 当 局 は ど の よ う な 動 き

を す る の で あ ろ う か 。 た と え ば 、 共 和 政 時 代 の 刑 事 訴 訟 で は 、 日本 の 検 察

官 に 相 当 す る 訴 追 官 は 存 在 し な い(警 察 の よ う な 捜 査 機 関 も 、 な い)の で 、

誰 か 私 人 多 く の 場 合 、 弁 論 術(レ ト リ ッ ク)を マ ス タ ー し た 、 名 門 の

出 の か け だ し の 政 治 家 あ る い は 有 力 政 治 家 が 、 ほ と ん ど の 場 合 き わ め

て 政 治 的 な 動 機 か ら 、 訴 追 の ア ク シ ョ ン を お こ し て は じ め て 、 刑 事 訴 訟 手

続 が 動 き だ す 。 し た が っ て 、 一 般 的 に 、 い く ら 実 定 法 に あ た る 公 法 が 存 在

し て い て も 、 現 実 に そ れ ら に 具 体 的 な 実 効 性 を 与 え よ う と す る 者 が 登 場 し

て こ な け れ ば 、 そ の 法 律 は 休 眠 状 態 に 入 る 。 し か し 、 な ん ら か の 事 情 で 、

言 っ て み れ ば 死 法 と 化 し て し ま っ た そ の 法 律 が 突 如 と し て お そ る べ き 威 力

を 発 揮 す る こ と も 、 と き に は 生 じ た 。 法 律 は 、 明 確 に 廃 止 さ れ な い か ぎ り 、

効 力 を も ち つ づ け る か ら で あ る 。 そ の よ う な わ け で 、 法 律 制 定 か ら 六 〇 〇

年 も た っ た 六 世 紀 の 時 点 で も 、 い わ ば 太 古 の 法 律 は 、 ひ そ か に 、 か た ち を

さ ま ざ ま に 変 え な が ら 生 き っ づ け 、 残 存 資 料 を 通 し て 私 た ち の 知 る と こ ろ
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と な っ て い る の で あ る 。 そ れ で も 、 ご く 一 般 的 に 言 う な ら 、 ロ ー マ の 公 法

は 、 比 較 的 短 い 期 間 に お い て 厳 密 な 意 味 で の 実 効 性 を も つ に と ど ま っ た 。

現 代 日 本 の 場 合 の よ う に 、 固 定 的 な 憲 法 や 刑 法 典 な ど が あ る と い う わ け で

は な く 、 個 別 の 法 律 が つ ぎ つ ぎ に 制 定 さ れ て い っ た か ら で あ る 。 そ れ に 、

政 治 の 動 き や 変 化 は か な り 速 い の で 、 個 々 の 法 律 の 生 命 は そ れ ほ ど 長 く は

な か っ た 。

(c)つ ぎ に 私 法 に う つ ろ う 。 ま ず 、 「ロ ー マ 私 法 」 と 言 わ れ る さ い 、 全

体 を 統 合 す る 民 法 典 の よ う な も の は 存 在 せ ず 、 各 個 の 法 律 が 存 在 す る だ け

で あ り 、 し か も 、 私 た ち に 知 ら れ て い る か ぎ り で は そ の 数 が 、 公 法

に く ら べ る と 極 端 に 少 な い 点 を 指 摘 し て お か な け れ ば な ら な い 。 私 法 の 法

源 の な か で 法 律 と い う 形 式 の も の が 占 め て い る 地 位 は 低 い の で あ る(も っ

と も 、 帝 政 時 代 に 入 っ て 、 皇 帝 が さ ま ざ ま な か た ち で 発 布 し て い く 勅 法 を

法 律 の ジ ャ ン ル に 組 み い れ る と す れ ば 、 状 況 は 一 変 し て し ま う が)。 さ て 、

紀 元 後 一 ～ 三 世 紀 に 生 じ た 法 学 の 古 典 期 で は 、 法 律 の 実 効 性 に つ い て 論 理

的 な 考 察 も 加 え ら れ る よ う に な り 、 レ ー ク ス ・ペ ル フ ェ ク タ(完 全 法)と 、

レ ー ク ス ・ ミ ヌ ス ・ク ア ム ・ペ ル フ ェ ク タ(未 完 全 法)と 、 レ ー ク ス ・イ

ン ペ ル フ ェ ク タ(不 完 全 法)と の 三 つ が 区 別 さ れ た 。 そ の 第 一 類 で は 、 違

反 行 為 は 無 効 と な り 、第 二 類 で は 、 そ れ は 無 効 に は な ら な い が 、 そ れ で も 、

関 係 者 に 不 利 益 が 課 せ ら れ 、 第 三 類 で は 、 無 効 も そ の 他 の 不 利 益 も ま っ た

く 生 じ な い よ う に な っ て い る 。 時 期 的 に こ れ を 見 る と 、 第 一 類 は 古 典 期 の

は じ め に よ う や く 生 じ た も の に す ぎ ず 、 そ れ 以 前 の 共 和 政 時 代 に は 、 法 律

と い う 公 的 な 規 範 が 私 法 行 為 の 効 果 に 重 大 な 影 響 を お よ ぼ す と こ ろ ま で は

事 態 は す す ん で い な か っ た 。 し か し 、 皇 帝 の 地 位 が 絶 対 的 な も の と な っ た

専 主 政 時 代(後 期 皇 帝 時 代)で は 、 皇 帝 の 名 に お い て 法(法 律)が 強 圧 的

に 適 用 さ れ る 以 上 、 「違 反 行 為 は 無 効 」 と い う扱 い が 定 着 す る よ う に な る 。

こ の よ う に 見 て み る と 、 法 律 違 反 が 重 大 な 効 果 を 生 む 、 と い う 現 代 の 常 識

も 、 ロ ー マ に は あ ま り 通 用 し な い こ と が 判 明 す る 。 な お 、 現 代 に ま で そ の

内 容 が は っ き り と わ か る か た ち で 伝 わ っ て い る 公 法 ・私 法 の 法 律 の 数 は 、

ロ ー マ の 法 の 歴 史 を 考 え あ わ せ る と 、 そ れ ほ ど 多 く は な い 。 お そ ら く 、 私

た ち が 把 握 し て い る も の 以 外 に 、 か な り の 数 の 法 律 が 制 定 さ れ 、 改 廃 あ る

い は 不 使 用 に よ り 消 え て い っ た こ と だ ろ う 。

(d)法 律 の カ ヴ ァ ー す る 法 の 領 域 は 、 内 容 の 判 明 し て い る か な り の 数 の

具 体 的 な 法 律 に そ く し て 言 う と 、 以 下 の よ う に な る 。 民 会 に お け る 投 票 方

式 、 ロ ー マ お よ び 属 州 に お け る 政 務 官 の 法 的 地 位 、 元 老 院 や 元 老 院 議 員 の

地 位 、 神 官 の 法 的 地 位 、 国 際 関 係 の 事 項 、 市 民 権 問 題 、 属 州 ・地 方 都 市 ・

植 民 地 な ど の 法 的 地 位 、 農 業 問 題 、 食 糧 供 給 制 、 奢 イ多禁 止 、 団 体 結 成 、 後

見 ・奴 隷 解 放 ・相 続 ・利 率 な ど の 私 法 上 の さ ま ざ ま な 問 題 、 民 事 お よ び 刑
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事 の 訴 訟 手 続 な ど が こ れ で あ る 。

(e)共 和 政 時 代 に 限 定 し て 言 え ば 、 法 律 は 、 市 民 の 全 体 集 会 と い う こ と

に な っ て い る(実 際 に は ロ ー マ 市 に 居 住 す る ひ と に ぎ り の 人 々 し か 出 席 し

て い な い)民 会 に お い て 、 一 定 の 手 続 を 経 て 、 成 立 す る 。 制 定 手 続(タ テ

マ エ)は 、 現 代 人 の 目 か ら 見 て も 、 そ れ 自 体 、 な か な か 立 派 な も の で あ っ

た 。 も っ と も 、 民 会 は 、 そ の 性 格 上 つ ね に 受 身 で 、 実 際 は 、 裏 に お い て 隠

然 た る 勢 力 を も つ 元 老 院 と 、 事 実 上 そ れ に 操 ら れ て 表 で 働 く 政 務 官(執 政

官 、 後 に は 、 平 民 の 利 益 代 表 で あ る 護 民 官 も)と が 立 法 に か ん し て イ ニ シ

ヤ テ ィ ヴ を も っ て い た 。 し か も 、元 老 院 は 、 法 案 が 民 会 で 可 決 さ れ た あ と 、

慣 行 上 、 一 種 の 批 准 の よ う な こ と を 行 な う 地 位 を も っ て い た の で 、 主 権 者

で あ る 市 民 が ま っ た く 独 立 的 ・最 終 的 に 法 律 を つ く り だ す 、 と い っ た す っ

き り し た 構 造 に は な っ て い な い 。 と こ ろ で 、 こ こ で は 、 実 体 に そ く し た 見

方 を と り 、 「レ ー ク ス(lex)」 と 「プ レ ー ビ ス キ ー ト ゥ ム(plebiscitum)

[平 民 会 議 決]」 と を あ ま り 区 別 せ ず に 、 こ れ ら を ま と め て 「法 律 」 と お お

ま か に 表 現 し て い る が 、 実 は こ の 両 者 は ち が う も の で あ る 。 つ ま り 、 「レ ー

ク ス 」 が 、 市 民 全 体 の 集 会 と し て の ケ ン ト ゥ リ ア 民 会(兵 員 会)で 制 定 さ

れ る 正 統 的 な 法 規 範 で あ る の に 対 し 、 後 者 は 、 ト リ ブ ス(地 区)を 基 準 に

し て 、 護 民 官 に よ っ て 招 集 さ れ 、 指 揮 さ れ る 平 民 会 に お い て 決 議 さ れ た も

の に す ぎ な い か ら で あ る 。 し か し 、 古 来 の 貴 族 の 力 が 弱 ま る 一 方 で 、 貴 族

と 平 民 上 層 部 と が 合 体 す る 状 況 の も と で 、 平 民 集 団 を 正 規 の 国 制 の な か に

と り こ む 動 き が 生 じ て 、 前 二 八 七 年 に 、 平 民 会 の 議 決 も 法 律 と 同 等 に 扱 わ

れ る よ う に な り 、 し か も 、 こ ち ら の 方 に 立 法 手 続 と し て は 扱 い や す い 点 が

多 く あ っ た の で 、や が て 平 民 会 議 決 が 制 定 法 の 主 力 と な っ て い く 。 す で に 、

平 民 会 と い う も の が 平 民 だ け の 集 会 で な く な り 、 各 層 の 市 民 が そ こ に 参 集

し 、 有 力 者 が リ ー ド す る の が 常 態 と な っ て い た の で 、 こ の 変 革 を 「民 主 的 」

措 置 な ど と し て 評 価 す る と 、 事 実 を 見 あ や ま る こ と に も な る 。

(f)法 律 の 内 容 、 と い う 点 か ら す る と 、 当 時 の 立 法 技 術 の レ ヴ ェ ル の 高

さ は 相 当 な も の で あ る 。 そ の 一 例 は 第 二 章 に 示 そ う 。

(g)民 会 の 国 政 上 の 高 い 地 位 に も と つ い て 妥 当 性 を 与 え ら れ た 法 律 は 、

少 な く と も 観 念 的 に は 、 共 和 政 原 理 の あ ら わ れ と し て 、 高 い 地 位 を 誇 っ て

い た が 、 し か し 、 元 首 が 君 臨 す る 初 期 帝 政(元 首 政)時 代 に 入 る と 、 こ れ

は 、 当 然 の こ と な が ら 、 急 速 に 意 味 を 失 な い 、 ロ ー マ 法 が 完 成 さ れ る 後 期

皇 帝(専 主 政)時 代 に お い て は 、 法 律 と い う 規 範 定 立 の 形 式 は 、 実 質 的 に

は 最 高 の 権 力 者 で あ る 皇 帝 個 人 が つ く り だ す 勅 法 と い う も の に し だ い に 圧

倒 さ れ て い く 。 し か し 、 こ の よ う な 状 況 下 に お い て も 、 古 来 の 共 和 政 的 な

伝 統 つ ま り 、 ロ ー マ の 伝 統 を 象 徴 す る 法 律 と い う 法 規 範 は 、 時 の 支

配 者 で あ る 皇 帝 に よ っ て 、 か な り長 い あ い だ 、 そ れ な り に 尊 重 さ れ つ づ け
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る 。 こ れ が 保 守 的 、 守 旧 的 な ロ ー マ の 姿 な の で あ っ た 。

(h)こ れ ま で 述 べ て き た 法 律 に 相 当 す る ラ テ ン 語 の テ ク ニ カ ル ・ タ ー ム

は 主 と し て<lex>(レ ー ク ス)で あ る が 、 こ の 言 葉 は 、 も と も と は 、 立 法 機

関 を 経 由 し て 制 定 さ れ る 法 規 を 指 し て い た 。 し か し 、 の ち に 、 こ れ が 法 規

範 全 体 を さ す よ う に 変 わ っ て い っ た 関 係 で 、「法 律 」と い う 日 本 語 訳 よ り も 、

「法 」 と い う 広 い 目 の 日 本 語 訳 の 方 が む し ろ 適 当 に な り 、 さ ら に 、 つ ぎ の 段

階 と し て 、 実 力 者 で あ る 皇 帝 の つ く り だ す 勅 法 が 圧 倒 的 に 有 力 な 法 と な っ

た 後 期 に お い て は 、 〈lex>は 、 そ の 勅 法 を 指 し 、 位 ・格 の 低 い 他 の 法 源 は 一

括 し て 〈jus>(ユ ー ス)と 呼 ば れ る よ う に な る 。 そ の よ う な わ け で 、 〈lex>

に は 、 狭 く は 「法 規 ・法 律 ・勅 法 」、 広 く は 「法(実 定 法)」 と い う よ う に

二 つ の 意 味 が 存 在 す る こ と に な る 。 日 本 語 の 「法 」 も 、 テ ク ニ カ ル ・タ ー

ム と し て 、 こ の よ う な 二 つ の 意 味 を も も っ て い る の で 、 事 情 は そ れ ほ ど 変

わ ら な い 。 〈lex>の な か に は 、平 民 が そ の 集 会 の 場 で つ く り だ す 規 範 で あ る

〈plebiscitum>[平 民 会 議 決]も 含 ま れ る 。 言 う ま で も な い こ と で あ る が 、

以 下 に 紹 介 す る 法 律 は 、 か つ て 制 定 さ れ た も の の ほ ん の 一 部 で し か な い 。

現 代 に ま で そ の 存 在 や 内 容 ま で も が 知 ら れ る に は 、 大 別 し て 二 つ の ル ー ト

が あ る 。 一 つ は 、 そ の 法 律 が 重 要 で あ っ た た め か 、 あ る い は な ん ら か の 偶

然 的 な 事 情 に よ っ て 、 後 代 の 法 資 料(法 律 や 法 学 著 作)に 痕 跡 を と ど め て

い た り 、 と き に は 実 定 法 規 と し て 生 き つ づ け て い た り す る 、 と い っ た 間 接

的 な 伝 わ り か た で あ る 。 も う 一 つ は 、 碑 文 な ど に 刻 み こ ま れ た オ リ ジ ナ ル

作 品 が 劇 的 に 発 見 さ れ る ル ー トで あ る 。 も ち ろ ん 、 後 者 の 方 が 信 頼 性 が 高

い が 、 残 念 な が ら そ の 数 は 少 な い(第 二 項(A)に 示 す も の が そ の 貴 重 な

例 で あ る)。 ロ ー マ の 遺 跡 は 今 も な お 発 掘 さ れ つ づ け て い る の で 、新 発 見 は

ま だ 期 待 で き る 。

[H]つ ぎ に 、 ロ ー マ の 法 律 を あ る 程 度 グ ル ー プ に ま と め て み る と 、 以 下

の 二 つ に な る 。 こ れ ら は 散 在 す る ロ ー マ の 法 律 群 の 全 体 像 を つ か む の に 便

利 な も の と な ろ う 。 ① 一 つ は 、 特 定 の 人 物(政 務 官 な ど の 政 権 中 枢 に い る

者)が 一 挙 に 多 数 の 法 律 を つ く り だ す ケ ー ス で あ り 、 ② 他 は 、 特 定 の テ ー

マ に つ い て の 法 律 が 時 代 を お い て つ ぎ つ ぎ に 登 場 し て く る ケ ー ス で あ る 。

一 つ 目 は
、 そ の と き ど き の 政 務 官 が 法 律 の 制 定 を 政 治 運 営 の 重 要 な 柱 と す

る 政 策 を 意 識 し て と っ た こ と を 意 味 し て お り 、 こ こ で は 立 法 に い た る 行 動

そ の も の が 政 治 的 行 動 の あ ら わ れ な の で あ る 。 二 つ 目 は 、 法 律 の 制 定 に よ

っ て も 問 題 が 解 決 さ れ ず 、 や む を え ず つ ぎ っ ぎ に 修 正 用 の 法 律 を 生 み だ し

て 手 を う っ て い く 必 要 が あ っ た ケ ー ス を 示 し て い る 。 後 者 に つ い て は 第 二

章 の 記 述 を 御 参 照 い た だ き た い 。

第 一 群 の 例 と し て は 、 三 つ の グ ル ー プ が 特 筆 さ れ る 。

@〈lexSempronia>[セ ン プ ロ ー ニ ウ ス 法]群 … テ ィ ベ リ ウ ス ・セ ン プ
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ロ ー ニ ウ ス ・ グ ラ ッ ク ス と そ の 弟 の ガ ー イ ウ ス ・セ ン プ ロ ー ニ ウ ス ・グ ラ

ッ ク ス は 、 と も に 、 護 民 官 と な り 、 反 体 制 的 な そ の 職 権 を 最 大 限 に 駆 使 し

て 、 そ れ ぞ れ 、 前 一 三 三 年 と 前 一 二 三 年 に 、 明 確 な 改 革 意 思 を も り こ ん だ

法 律 を い く つ か 提 案 し て 、 ロ ー マ 共 和 政 の 歴 史 上 特 筆 さ れ る 、 民 衆 派(平

民 派)よ り の 改 革 を 断 行 し た 。彼 ら の 活 動 は あ ま り も 過 激 で あ っ た た め に 、

彼 ら は 非 業 の 最 後 を と げ る 。

⑮ 〈lexCornelia>[コ ル ネ ー リ ウ ス 法]群 … 前 八 二 年 か ら 七 九 年 に か け

て の 内 乱 期 に お い て 、 か つ て の 王 に も 相 当 す る よ う な 独 裁 官 〈dictator>の

地 位 に つ い た ル ー キ ウ ス ・ コ ル ネ ー リ ウ ス ・ ス ッ ラ は 、 そ の 地 位 に も と つ

い た 強 権 を 利 用 し て 、 旧 体 制 へ の 復 帰 を め ざ し て 、 多 数 の 法 律 を 生 み だ し

て い る 。 伝 統 的 な 共 和 政 は 、 さ き の グ ラ ッ ク ス 兄 弟 の 改 革 に よ っ て い く ら

か は 保 全 さ れ る こ と に も な っ た が 、 そ れ で も 、 個 人 支 配 へ と む か う 時 代 の

流 れ は お し と ど め る こ と が で き ず 、 共 和 政 の か た ち は ス ッ ラ に よ っ て い っ

そ う空 洞 化 す る 。 い わ ゆ る 「革 命 の 一 〇 〇 年 」 が こ こ か ら は じ ま る 。

◎ 〈lexJulia>[ユ ー リ ウ ス 法]群 … こ れ に は 、 ガ ー イ ウ ス ・ユ ー リ ウ ス

・カ エ サ ル(シ ー ザ ー)の 提 案 し た も の と 、 そ の 暗 殺 後 に 彼 の 地 位 を ひ き

つ い だ ア ウ グ ス ト ゥ ス の 提 案 し た も の と の ニ グ ル ー プ が あ る 。 前 者 は 、 ホ

ン ネ を あ か ら さ ま に さ ら け だ し て 共 和 政 を 一 気 に 再 編 成 し よ う と し た た め

に 、 共 和 政 を 護 持 す る 抵 抗 勢 力 に よ っ て 暗 殺 さ れ た 大 物 で あ り 、 そ し て 、

前 者 の 身 内 で あ る 後 者 は 、 カ エ サ ル の 挫 折 か ら 教 訓 を え て 、 共 和 政 の タ テ

マ エ に も 心 を く ば り な が ら 、 ホ ン ネ を そ れ で つ つ み か く し て 、 共 和 政 の 系

列 に 属 す る 構 造 部 分 を も つ 、 元 首 政 と い う新 し い 政 体 を 創 出 す る こ と に 成

功 し た 人 物 で あ る 。 対 照 的 な こ れ ら 二 人 は 、 そ れ ぞ れ に 歴 史 の 転 換 期 を に

な っ た 歴 史 上 の ヒ ー ロ ー で あ っ た 。

[皿]王 政 時 代 の 伝 説 的 な 王 法 の こ と は べ つ と し て 、資 料 の う え で 共 和 政

時 代 に お い て 最 初 に 制 定 さ れ た の は 、 法 典 と し て の 顔 も も つ 「一 二 表 法 」

で あ り 、 他 方 で 、 制 定 年 が ほ ぼ 確 定 で き る 、 た し か な も の と し て の 最 後 の

法 律 は 、 九 六 か ら 九 八 年(ネ ル ワ 帝 の 治 世)に 制 定 さ れ た 「農 地 に か ん す

る コ ッ ケ イ ユ ス 法(lexCocceiaagraria)」 で あ る よ う に 思 わ れ る が 、 共 和

政 中 期 以 来 の 大 問 題 で あ っ た 農 地 ・農 業 に 関 連 す る 法 律 は 、 民 会 で 制 定 す

る の が 本 筋 だ っ た の で 、 元 首 政 初 期 に お い て も 、 法 律 の 従 来 型 の 制 定 形 式

で ル ー ル が 定 め ら れ た の で あ ろ う。

第 二 項 個 別 法 律 概 観

(A)ロ ー マ の あ る 憲 法 「ウ ェ ス パ シ ア ー ヌ ス の 命 令 権 に か ん す る 法

律 」(lexdeimperioVespasiani)

(1)〈lexdeimperio>[命 令 権 に か ん す る 法 律]は 、 共 和 政 以 来 、 一 年

G-109



制 の 政 務 官(行 政 官=政 治 家)が 、 毎 年 就 任 す る に あ た っ て 、 そ の 地 位 を

設 定 し 公 証 す る 重 要 な 手 続 形 式 と し て 、 政 治 慣 行 上 い く つ か 存 在 し た と 推

測 さ れ る が 、そ の 内 容 が 現 在 把 握 で き る の は 、 こ の 法 律 の 場 合 だ け で あ る 。

(2)こ こ で 「憲 法 」 な ど と 表 現 し て い る の は い か に も 大 げ さ で あ る が 、

こ の 言 葉 を 「国 家 の 統 治 体 制 を 定 め て い る 基 本 法 」 く ら い の 大 ま か な 意 味

で 用 い る こ と に す る 。 一 八 世 紀 以 降 、 近 代 諸 国 は 成 文 の 憲 法 を そ な え る よ

う に な っ た が 、 主 要 国 の う ち イ ギ リ ス は 例 外 で 、 今 も 不 文 憲 法 制 を 堅 持 し

て い る 。 こ の よ う な 区 分 法 か ら す る と 、 ロ ー マ 共 和 政 か ら は じ ま っ て 帝 政

に い た る ま で の 政 治 体 制 を 支 え て き た の は 、 不 文 の 慣 行 を 中 核 と す る 不 文

憲 法 で あ っ た 、 と ひ と ま ず 考 え て み て も よ い だ ろ う 。 イ ギ リ ス と ロ ー マ が

そ の 仕 組 み の う え で ど こ か つ な が っ て い る の で は な い か 、 と 筆 者 が と き に

感 ず る こ と が あ る の は 、 一 つ に は そ の せ い で あ る 。 し か し 、 こ こ で と り あ

げ る の は 、 き ち ょ う め ん に も 成 文 法 規 の か た ち で 、 元 首(の ち の 皇 帝 の 前

身 の よ う な も の)が 即 位 す る と き に 彼 に 大 権(命 令 権)を 付 与 し て い る 点

で 、 ロ ー マ 国 制 史 の 流 れ の な か で と く に 注 目 さ れ て い る 法 律 で あ る 。 そ れ

は 、 後 六 九 年 に 、 元 老 院 の 指 導 の も と に 、 市 民 の 全 体 集 会 で あ る 民 会 の 議

を へ て 制 定 さ れ た 「ウ ェ ス パ シ ア ー ヌ ス の 命 令 権 に か ん す る 法 律 」で あ る 。

第 六 代 の 元 首 ウ ェ ス パ シ ア ー ヌ ス が 紀 元 後 六 九 年 に 即 位 し た の は 、 そ れ ま

で の 世 襲 王 朝 的 な シ ス テ ム に の っ と っ て で は な く(暗 殺 と い う 過 激 な ア ク

シ デ ン ト に よ っ て 断 絶 し た ユ ー リ ウ ス ・ ク ラ ウ デ ィ ウ ス 王 朝 の 最 後 を 飾 る

皇 帝 は 、 あ の 暴 虐 の 人 ・ネ ロ ー で あ っ た)、 四 人 も の 皇 帝 悟 称 者 が 指 揮 下 の

多 数 の 軍 団 を バ ッ ク に 武 力 抗 争 を く り ひ ろ げ る な か で 、 い わ ば 軍 事 的 な 実

力 で も っ て 彼 が 元 首 の 位 を も ぎ と っ た 成 果 な の で あ っ た 。 そ れ で 、 新 元 首

ウ ェ ス パ シ ア ー ヌ ス は 、 ゲ バ ル ト優 位 の か た ち に な る 即 位 の し か た に 批 判

も あ っ た う え に 、 自 身 が 、 こ れ ま で の 元 首 た ち と は 血 統 上 の つ な が り を も

つ こ と が で き な い 関 係 で 、 正 統 性 に も 問 題 を 感 じ て い た た め に 、 自 ら の 新

し い 元 首 の 地 位 を 、 有 能 な 先 任 皇 帝 た ち の 権 威 を 背 景 と し な が ら 、 全 市 民

の 承 認 を う け る か た ち で 世 間 に む か っ て 法 的 に(タ テ マ エ 上)き ち ん と 説

明 し て お く 手 続 を と る こ と に し た の で あ る(な お 、 こ の 法 律 に よ っ て 与 え

ら れ る こ と に な っ た 権 限 の な か に は 、 過 去 に 、 ま が り な り に も 共 和 政 原 理

(タ テ マ エ)を 通 し て そ れ ま で の 元 首 に 付 与 さ れ て い た も の も あ れ ば 、歴 代

の 元 首 が た ん に 事 実 上(ホ ン ネ ・ レ ヴ ェ ル で)つ か み と っ て 強 引 に 定 着 さ

せ て し ま っ て い た だ け の も の も あ る)。 も ち ろ ん 、 こ れ ま で に も 、元 首 の 即

位 の と き に は 、 共 和 政 時 代 の は じ め か ら あ っ た 先 例 に も し た が っ て(ロ ー

マ 人 は 、 こ の よ う に 、 タ テ マ エ 上 だ け で も 伝 統 を 踏 襲 す る こ と を 好 ん だ)、

元 首 と い う 地 位 の 取 得 に つ い て あ る 程 度 の 法 的 説 明 が 試 み ら れ て き た よ う

で あ る が 、こ れ ほ ど 明 確 な 形 態 を と る こ と は な か っ た も の と 推 定 さ れ る(少
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な く と も 、 資 料 的 に 明 証 で き る も の は 少 な い)。 そ し て 、 こ れ は 、元 首 と い

う 支 配 者 の 法 的 な 像(タ テ マ エ)を 明 確 に う た い あ げ る も の と な っ て い る 。

筆 者 が 「憲 法 」 と お お げ さ に 名 づ け た の は そ の た め で あ る 。

こ の 法 律 は 、 一 四 世 紀 に な っ て た ま た ま 発 見 さ れ た 青 銅 板 に 刻 ま れ て お

り 、 そ の 冒 頭 部 分 が 欠 損 し て い る も の の 、 内 容 の 大 部 分 は 現 代 に ま で 伝 え

ら れ て い る 。 ち な み に 、 一 三 四 三 年 に ロ ー マ で 革 命 を 起 こ し 、 貴 族 の 政 治

を 打 倒 し た コ ー ラ ・ デ ィ ・ リ エ ン ツ ォ は 、 共 和 政 を つ く り だ し 、 自 ら は ロ

ー マ 共 和 政 風 に 護 民 官 の 称 号 を え た の で あ る が 、 そ の と き 、 発 見 さ れ た ば

か り の こ の ロ ー マ の 重 要 法 規 を 教 会 に 高 く 掲 げ て 、 教 皇 の 権 力 が 人 民 の 側

か ら 付 与 さ れ る べ き こ と を 主 張 し た 。 ロ ー マ 法 も こ ん な と こ ろ で 実 際 お 役

に た っ た の で あ る 。

つ ぎ に 、 ロ ー マ 法 史 に か ん す る 発 見 史 料 と し て は ト ッ プ ・ ク ラ ス に 属 す

る こ の 法 律 の 訳 文 を か か げ て お こ う(古 山 正 人 ・ 中 村 純 ・ 田 村 孝 ・毛 利 晶

・本 村 凌 二 ・五 等 篤 子 編 訳 『西 洋 古 代 史 料 集 』 一 六 七 頁 以 下 に よ る) 。 下 点

な ど の 記 号 は 、 筆 者(私)の つ け た も の で あ る 。[]内 の 指 示 も 筆 者 に よ

る 。

「@神 帝 ア ウ グ ス ト ゥ ス[以 下Aと 略 す]、 テ ィ ベ リ ウ ス ・ユ リ ウ ス ・カ

エ サ ル ・ア ウ グ ス ト ゥ ス[以 下Bと 略 す]お よ び テ ィ ベ リ ウ ス ・ク ラ ウ デ

ィ ウ ス ・カ エ サ ル ・ア ウ グ ス ト ゥ ス[以 下Cと 略 す]に 対 し て 認 め ら れ て

い た の と 同 様 に 、 望 む と こ ろ の 者 と の 同 盟 関 係 の 締 結 が 認 め ら れ る べ き こ

と 。

⑮ ま た 、A、Bお よ びCに 対 し て 、 認 め ら れ て い た の と 同 様 に 、 彼[ウ

ェ ス パ シ ア ヌ ス]に は 、 元 老 院 を 招 集 し 、 議 案 を 自 ら あ る い は 委 任 を 通 じ

て 提 出 し 、 報 告 と 採 決 に よ っ て 元 老 院 決 議 を な す こ と が 認 め ら れ る べ き こ

と 。

◎ ま た 、 彼 の 発 意 ま た は 同 意 に よ っ て 、 あ る い は 指 図 ま た は 委 任 に よ っ

て 、 あ る い は そ の 面 前 に お い て 、 元 老 院 が 開 催 さ れ る と き は 、 あ た か も 法

に よ っ て 元 老 院 が 招 集 告 示 さ れ 開 催 さ れ る か の ご と く 、 あ ら ゆ る 事 柄 の 規

範 が 有 効 で 遵 守 さ れ る べ き こ と 。

⑥ ま た 、 公 職 、 職 権 、 最 高 指 揮 権 あ る い は 高 級 公 務 の た め の 候 補 者 に し

て 元 老 院 お よ び ロ ー マ 国 民 に 皇 帝 が 推 薦 し た 者 に は 、 ま た は 、 帝 の 支 持 が

与 え ら れ た か 、 約 束 さ れ て い る 者 に は 、 こ の た め の 民 会 に お い て 、 格 別 の

配 慮 が な さ れ る べ き こ と 。

◎ ま た 、Cに 認 め ら れ て い た の と 同 様 に 、 ロ ー マ 市 聖 域 の 前 進 や 拡 張 は 、

国 家 の 公 益 に な る と 判 断 し た 場 合 、 皇 帝[元 首]に 対 し て 認 め ら れ る べ き

こ と 。

① ま た 、A、Bお よ びCに あ る の と 同 様 に 、 国 家 に と っ て 有 益 で あ り か

G-111



つ 聖 俗 公 私 の 事 柄 の 尊 厳 に 相 応 し い と 判 断 さ れ る の で あ れ ば 、 そ れ ら の い

ず れ を も 実 施 す る 機 能 と 職 権 が 皇 帝 に 認 め ら れ る べ き こ と 。

⑧ ま た 、A、Bお よ びCが 拘 束 さ れ な い と 規 定 さ れ た 法 律 お よ び 平 民 会

決 議 に つ い て 、 最 高 司 令 官 ・ カ エ サ ル ・ ウ ェ ス パ シ ア ヌ ス は 、 こ れ ら の 法

律 お よ び 平 民 会 決 議 に よ っ て 制 約 さ れ る べ き で は な く 、 ま た 、 い ず れ の 法

や 提 案 に し ろ 、 そ れ に し た が っ てA、Bお よ びCが 実 行 し な け れ ば な ら な

か っ た こ と に つ い て は 、 そ の す べ て を 実 行 す る こ と が 最 高 司 令 官 カ エ サ ル

・ ウ ェ ス パ シ ア ヌ ス ・ア ウ グ ス ト ゥ ス に 認 め ら れ る べ き こ と 。

⑤ ま た 、 こ の 法 の 提 案 以 前 に 、 最 高 司 令 官 ・カ エ サ ル ・ ウ ェ ス パ シ ア ヌ

ス ・ア ウ グ ス ト ゥ ス に よ っ て 、 あ る い は 、 彼 の 指 図 や 委 任 に 基 づ く 誰 か に

よ っ て な さ れ た 処 分 ・取 り 決 め ・決 議 ・命 令 は 、 国 民 ま た は 平 民 の 承 認 で

実 施 さ れ た の と 同 様 に 、 正 当 に し て か つ 有 効 で あ る べ き こ と 。

制 裁(サ ン ク テ ィ オ ー)

も し 、 誰 か が こ の 法 に 従 っ て 、 法 律 、 議 案 、 平 民 会 決 議 ま た は 元 老 院 決

議 に 反 し て 執 行 し た か 、 執 行 す る な ら ば 、 あ る い は ま た 、 も し 、 誰 か が 法

律 、 議 案 、 平 民 会 決 議 ま た は 元 老 院 決 議 に 従 っ て 執 行 す べ き こ と を 、 こ の

法 に 基 づ い て 執 行 し な い な ら ば 、そ の 者 に は 危 害 が 加 え ら れ る べ き で な く 、

ま た こ の こ と の た め に 、 国 民 に な に か を 与 え る 必 要 も な く 、 ま た 、 こ の こ

と に つ い て の 訴 訟 や 裁 判 が そ の 者 に 対 し て 行 わ れ る べ き で も な く 、 更 に ま

た 、 こ の こ と に 関 し て そ の 者 に 対 す る 訴 訟 を 許 可 す べ き で は な い 。」

(3)以 上 の よ う に 「ウ ェ ス パ シ ア ー ヌ ス の 命 令 権 に か ん す る 法 律 」 を 原

規 定 の ま ま 紹 介 し た の は 、 一 つ に は 、 ロ ー マ 人 の 法 規 作 成 能 力 の レ ヴ ェ ル

を 具 体 例 に そ く し て 示 す た め で あ る が 、 そ の ほ か に 、 法 規 に 規 定 さ れ て い

る 条 項 を 手 が か り と し て 、 近 代 に ま で つ な が る 一 つ の 歴 史 的 な 制 度 を 考 え

て み た い 、と い う 考 え が あ っ た せ い で も あ る 。そ れ は 、⑧ の 個 所 の 前 半 「(A、

Bお よ びCが 拘 束 さ れ な い と 規 定 さ れ た 法 律 お よ び 平 民 会 決 議 に つ い て 、)

最 高 司 令 官 ・ カ エ サ ル ・ ウ ェ ス パ シ ア ヌ ス は 、 こ れ ら の 法 律 お よ び 平 民 会

決 議 に よ っ て 制 約 さ れ る べ き で は な く 、 … 」(iislegibusplebisquescitis

imp(erator)CaesarVespasianussolutussit;)と い う く だ り に 関 係 す

る も の で あ る 。 こ れ は 、 ま さ に 「法 律 」 と い う 共 和 政 以 来 の 伝 統 に の っ と

っ た 法 制 定 形 式 を 通 し て 、 そ の 法 律 全 般 を 順 守 す る 制 約 か ら 元 首 が 免 れ る

も の と す る 、 と い う 点 を 明 記 し た と こ ろ に 特 徴 が あ る が 、 こ の よ う な シ ス

テ ム の 導 入 は 、 後 代 に な っ て 帝 国 の 国 法 の な か で 重 要 な 意 味 を も っ よ う に

な る 。 こ の あ た り の こ と を 少 し 見 て み よ う 。

(4)〈Princepslegibussolutus(est),〉[元 首 は も ろ も ろ の 法 律 か ら 免

れ て[い る]。]と い う 有 名 な 法 格 言 が あ る 。 ふ つ う 、 現 代 ま で 伝 わ っ て い

る ラ テ ン 語 の 格 言 表 現 に は 、 後 代 に お い て つ く り あ げ ら れ た も の が 多 く 、
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そ の 表 現 が そ の ま ま ロ ー マ 法 の 法 源 中 に 存 在 す る ケ ー ス は 少 な い の で あ る

が 、 こ れ は そ れ が 存 在 す る 珍 し い 例 に 属 す る 。 ウ ル ピ ア ー ヌ ス と い う 法 学

者(二 ～ 三 世 紀)の つ く り あ げ た 、 法 源 と し て の 資 格 を も つ 学 説 命 題 は つ

ぎ の よ う な 内 容 の も の で あ る 。 「元 首 は も ろ も ろ の 法 律 か ら 免 れ て い る 。 と

こ ろ で 、 元 首 の 妃 は 、 た し か に 、 も ろ も ろ の 法 律 か ら 免 れ て[い る]わ け

で は な い と し て も 、 そ れ で も や は り 、 元 首 た ち は 、 彼 ら 自 身 が も っ て い る

の と 同 じ も ろ も ろ の 特 権 を あ の 者(元 首 の 妃)に 与 え て い る 。 」

(Ulp.D.1,31)。 も と も と 、 ウ ル ピ ア ー ヌ ス は 、 こ の 命 題 を 一 般 論 と し て 定

立 し た の で は な く 、 む し ろ 、 個 別 的 な 内 容 を も つ ユ ー リ ウ ス ・ パ ピ ウ ス 法

の 適 用 の 問 題 と か ら め て 具 体 的 に 論 じ た も の と 思 わ れ る 。 も っ と も 、 こ の

法 文 は 、 こ の 学 説 命 題 が 法 文 と し て 採 録 さ れ た 六 世 紀 の 時 点 で は 、 当 時 の

皇 帝 ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス の 絶 対 的 な 地 位 を 美 化 し 、 そ れ の 合 法 性 ・ 正

当 性 を 与 え る 原 理 と し て 、 特 別 の 意 味 を 帯 び る よ う に か わ っ て き た 。 と こ

ろ で 、 同 じ ウ ル ピ ア ー ヌ ス は 、 「元 首 が 認 め た こ と は 法 律 の 効 力 を 有 す る 。」

(Ulp.D.1,4,1pr.)と 明 言 し て い る が 、 こ れ と 先 の 法 文 と を あ わ せ る と 、 歴

代 の 元 首(皇 帝)は 、 す で に 、 法 の う え に 位 置 す る よ う な 存 在 と 考 え ら れ

て い た こ と が わ か る 。 同 様 に し て 、 強 大 な 権 力 を も つ よ う に な っ た コ ー ス

ン タ ン テ ィ ー ヌ ス 帝 は 、 自 ら 発 布 し た 三 一 六 年 の 勅 法 の な か で 、 「衡 平 と 法

の あ い だ で 下 さ れ る 解 釈 は 私 た ち だ け に よ っ て 吟 味 さ れ る 必 要 が あ り 、 ま

た そ れ は 許 さ れ る 。」(C,1,14,1)と い う よ う に 、 専 主(ド ミ ヌ ス)と し て

の 皇 帝 が 、 法 を 排 除 し て ま で も 、 衡 平 の 美 名 の も と に 自 由 裁 量 を 貫 く こ と

が で き る 点 を 明 ら か に し て い る 。 た だ 、 世 界 史 の 他 の 時 代 に お け る 専 制 君

主 た ち と は 一 味 ち が っ て 、 ロ ー マ の 皇 帝 の 場 合 、 彼 ら が 法 に 優 越 す る こ と

が 理 論(タ テ マ エ)的 に 承 認 さ れ て い る と し て も 、実 際 に は(ホ ン ネ で は)、

限 界 状 況 の も と で の こ と で も な い か ぎ り 、 事 実 上 法 に し た が っ て い く の が

よ い 君 主 の 道 だ 、と 一 般 に 考 え ら れ て い た 点 が 注 目 さ れ な け れ ば な ら な い 。

こ こ に 、 ロ ー マ 人 特 有 の 遵 法 精 神 の 名 残 り も 見 い だ さ れ る 。 た と え ば 、 ユ

ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス 帝 の 『法 学 提 要 』(1 .J.2,17,8)は 、 二 ～ 三 世 紀 の 皇

帝 た ち が 、 民 事 問 題 に か ん し て 「私 た ち が も ろ も ろ の 法 律[の 遵 守]か ら

免 れ て い る と い っ て も 、 や は り 、 私 た ち は 、 も ろ も ろ の 法 律 に し た が っ て 生

き る も の で あ る 。(Licetlegibussolutisunt,attamenlegibuscivimus.)」

と い う 指 令 を 下 し た こ と を 引 き あ い に だ し な が ら 、 そ の よ う な 考 え か た を

是 認 し て い る 。 ま た 、 パ ウ ル ス と い う 法 学 者(二 ～ 三 世 紀)も 、 同 様 に 、

民 事 問 題 に 関 連 し て 、 「実 際 の と こ ろ 、[皇 帝]自 身 が[遵 守 を]免 れ て い

る と 見 ら れ る こ れ ら の 法 律 を 遵 守 す る と い う こ と は 、 こ れ ほ ど ま で に 大 き

な[皇 帝 の]威 厳 に ふ さ わ し い こ と で あ る 。(Decetenimtantaemajestati

easservareleges,quibusipsesolutusessevidetur.)」(Paul.D.32,23)
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と 述 べ 、 こ れ が 学 説 法 文 と し て 採 録 さ れ て い る 。

な お 、 イ ギ リ ス で も 、 ロ ー マ の 場 合 と よ く 似 た こ と が 言 わ れ て い る 。 「王

が[法 規 に]違 反 す る こ と は あ り え な い 。一 王 の 行 動 は す べ て 正 し い 。」<Rex

nonpotestpeccare.〉 と か 、 「王 は 生 き て い る 法 で あ る 。=王 は 法 そ の も の

で あ る 。」 〈Rexestlexvivens.〉 と か い う 格 言 が あ る 。 も っ と も 、 「法 律 が

王 を つ く り だ し て い る の で 、 王 は 法 律 の も と に な け れ ば な ら な い 。」 〈Rex

debetessesublege,quialexfacitregem.〉 と か 、 「王 は 人 の も と に あ る べ

き で は な い が 、 し か し 、 神 の も と に 、 ま た 法 の も と に な け れ ば な ら な い 。」

〈Rexnondebetessesubhomine,sedsubDeoetsublege.〉 と か い う 格 言

も ち ゃ ん と 存 在 し て い て 、 イ ギ リ ス 人 の バ ラ ン ス 感 覚 が 、 な か な か の も の

で あ る こ と が わ か る 。

(B)不 法 取 得 法

(a)

〈1>〈lexCalpurniaderepetundis>[不 法 利 得 に か ん す る カ ル プ ル ニ ウ

ス 法](前 一 四 九 年)

〈2>〈lexAciliarepetundarum>[不 法 利 得 に か ん す る ア キ ー リ ウ ス 法]

(前 一 二 三 年)

〈3>〈lexServiliaderepetundis>[不 法 利 得 に か ん す る セ ル ウ ィ ー リ ウ

ス 法](前 一 一 一 年)

〈4>〈lexCorneliaderepetundis>[不 法 利 得 に か ん す る コ ル ネ ー リ ウ

ス 法](ス ッ ラ 時 代)

〈5>〈lexJuliarepetundarum>[不 法 利 得 に か ん す る ユ ー リ ウ ス 法](前

五 九 年)

(b)

〈lexAciliarepetundarum>[不 法 取 得 に か ん す る ア キ ー リ ウ ス 法]

(前 一 二 三 年)

(1)こ の 不 法 取 得 法 の 意 義 は 、 な に よ り も 、 共 和 政 末 期 に あ た る 前 一 二

二 年 当 時 の 法 律 の も と の 姿 が 、 青 銅 板 に 刻 み こ ま れ た か た ち で 、 私 た ち の

目 に 直 接 触 れ る よ う に な っ て い る 点 に あ る 。 な ぜ な ら ば 、 ロ ー マ の 法 律 に

つ い て は 、 名 だ け 知 ら れ て い て も 内 容 の よ く わ か っ て い な い も の が 圧 倒 的

多 数 で あ り 、 こ の よ う に テ キ ス ト(正 文)が 入 手 で き る 例 は ご く ま れ だ か

ら で あ る 。

(2)と こ ろ で 、 「不 法 取 得 」 と い う の は 、 ロ ー マ か ら 派 遣 さ れ る 属 州 長

官(近 代 風 に 表 現 す れ ば 、 い わ ば 植 民 地 総 督)な ど が 、 自 ら 支 配 下 に お い

て い る 属 州 民(外 人)な ど を 属 州 行 政 の 過 程 で 不 当 に 搾 取 し て 、 私 益 を せ

し め る 行 為 の こ と で あ る(と き に は 、 属 州 域 で は 属 州 民 に く ら べ る と 別 格
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扱 い の 、 現 地 在 住 の ロ ー マ 市 民 で さ え も 、 そ の よ う な 被 害 に あ う)。

〈repetundarum>・ 〈repetundiis>と い う 変 化 形 の 原 義 は 「返 還 請 求 さ れ る

べ き[で あ る]」 と い う 意 味 の 動 形 容 詞 〈repetundus>に 関 連 し て い る 。 こ

の 法 規 の 立 法 趣 旨 は 、 地 中 海 周 辺 に 散 在 す る シ キ リ ア 、 サ ル デ ィ ニ ア 、 コ

ル シ カ 、 ヒ ス パ ー ニ ア 、 ア ー フ リ カ 、 ア シ ア(小 ア ジ ア)な ど の 属 州 に お

い て 、 ロ ー マ 本 国 か ら 基 本 的 に 毎 年 派 遣 さ れ て く る 長 官 の 手 で 不 法 に 取 得

さ れ た も の を 長 官 に 返 還 さ せ る(後 に は 、 そ れ と あ わ せ て 、 同 額 分 を 一 種

の 罰 金 と し て 支 払 わ せ る)こ と に よ り 、 事 後 的 に 被 害 者 の 救 済 を は か る と

と も に 、 将 来 に む か っ て 事 件 の 再 発 を 防 止 し よ う と す る 点 に あ る 。 た し か

に 、 こ の 法 律 の 制 定 に よ り 、 属 州 民 に は 奪 わ れ た 金 品 を 訴 訟 に よ り と り も

ど す チ ャ ン ス が 与 え ら れ た が 、 第 一 に 、 免 訴 判 決 ・無 罪 判 決 が で て し ま う

可 能 性 が か な り あ っ た こ と(こ の 手 の 裁 判 は か な り 政 治 的 に 運 用 さ れ る の

が 実 情 な の で 、 属 州 民=被 害 者 よ り の 司 法 判 断 な ど 、 ほ と ん ど 期 待 で き な

い と こ ろ で あ っ た)、 第 二 に 、 か り に 免 訴 判 決 ・有 罪 判 決 が 下 さ れ た と し て

も 、 あ ま り に 巨 額 な 返 済 金 を 一 挙 に 支 払 え る 被 告(人)な ど あ る は ず は な

く 、こ の 者 は 、審 理 の 過 程 で 有 責 ・有 罪 の 結 果 が 生 ず る こ と を 察 知 す る と 、

財 産 を ま と め て ど こ か の 外 国 の 市 へ 逐 電 し て し ま う か ら 、 勝 訴 が 金 銭 上 の

実 り を も た ら す こ と が 少 な い 、 こ と な ど の 事 情 に よ っ て 、 こ の 法 律 の 実 質

的 存 在 意 義 は 低 め ら れ て い る 。 わ ず か に 、民 事 訴 訟 的 な 形 式 を と り な が ら 、

実 は 刑 事 訴 訟 の よ う な 威 嚇 力 を 十 分 に も つ こ の 不 法 取 得 訴 訟 の 仕 組 み の 存

在 そ の も の が 、 思 慮 深 い 政 務 官 一 政 治 家(属 州 長 官)に 対 し て は 十 分 に 警

戒 心 を い だ か さ せ る も の と な っ て い る 点 に 意 味 が あ る だ け で あ る 。

(3)こ の 法 律 の 正 文 が す べ て 判 明 し て い る わ け で は な く 、 と こ ろ ど こ ろ

に 欠 字 も あ る の で 、 そ の 全 容 は 正 確 に は 把 握 で き な い が 、 そ れ で も 、 当 時

の 立 法 技 術 の 相 当 な 高 さ は こ こ か ら う か が い 知 る こ と が で き る 。 私 た ち 研

究 者 に と っ て 重 要 な の は 、 当 時 の 、 い わ ば 刑 事 訴 訟 の よ う な も の の 手 続 過

程 が 、 こ の 法 律 の 発 見 に よ っ て は じ め て か な り 明 ら か に な っ た 点 で あ る 。

ロ ー マ に は 、刑 事 訴 訟 法 の よ う な 一 般 的 手 続 法 は な か っ た(刑 法 典 も な い)

の で 、 個 々 の 刑 事 法 規 に 示 さ れ た 手 続 規 定 を つ き あ わ せ て 、 刑 事 手 続 法 と

い う も の を 再 構 成 し て い か な け れ ば な ら な い か ら で あ る 。

(4)ロ ー マ で は よ く 見 ら れ る 現 象 な の で あ る が 、 犯 罪 と さ れ る 行 為 の 構

成 要 件 は 、 そ の と き ど き に は そ れ な り に 正 確 に 起 草 さ れ て い る け れ ど も 、

時 代 が う っ り か わ る に つ れ て 、旧 来 の 構 成 要 件 の 内 容 に 手 直 し が 加 え ら れ 、

犯 罪 と し て 処 理 さ れ る べ き 行 為 の 枠 は 広 が っ て い く 。 と き に は 、 ま る で 別

種 の も の に す り か え ら れ る こ と も あ っ た 。 実 際 の と こ ろ 、 こ の 不 法 取 得 と

い う行 為 類 型 も 、 は る か 後 代 に は 、 国 有 財 産 の 不 法 取 得 、 酒 職 行 為 、 職 権

濫 用 を 包 摂 す る よ う に な っ て 、 不 法 取 得 規 制 法 は 皇 帝 の 官 吏 の 行 動 を 規 制
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す る 重 要 な 法 規 と な る 。 し か し 、 ご く ゆ る や か に 考 え る な ら ば 、罪 と 罰(こ

の 法 律 の 場 合 、 特 別 な 事 情 が あ る 関 係 で 、 罰 は 法 定 さ れ て い な い が 、 他 の

査 問 所(刑 事 法 廷)に 係 属 す る 事 件 で は 、 法 定 刑 が 原 則 と な っ て い る)と

を 法 定 す る と い う や り か た は 、 共 和 政 時 代 に お い て は あ る 程 度 は 尊 重 さ れ

た 。 そ の 意 味 か ら す る と 、 近 代 以 前 に も 「罪 刑 法 定 主 義 」 の 芽 の よ う な も

の は あ っ た こ と に な る 。

(5)ロ ー マ は 、 前 三 世 紀 に 入 る と 、 戦 勝 に よ っ て 海 外 に 属 州 を い く つ も

獲 得 す る よ う に な り 、 そ れ を 統 治 す る た め に 、 特 別 の 高 級 政 務 官 を 一 名 派

遣 す る よ う に な っ た(ロ ー マ 本 市 で の 政 務 官 制 が 、 同 僚 制 を と り 、 二 名 以

上 が そ の ポ ス ト に つ い て い た の と は 異 な る)。 そ の 政 務 官 は 、 原 則 と し て 、

執 政 官 や 法 務 官 と い う 高 級 官 職 に つ い て 一 年 後 に 退 官 し た 者 の な か か ら 選

ば れ る が 、一 般 の 傾 向 と し て は 、彼 ら が 、政 治 資 金 を あ ら た に え る 目 的 や 、

過 去 の 政 治 活 動(具 体 的 に は 選 挙 資 金)の た め に 生 じ た 借 金 を 返 済 す る(ロ

ー マ で は 両 替 業=銀 行 業 が そ れ な り に 発 達 し て い た)目 的 で 、 任 地 と な っ

た 属 州 か ら あ ら ゆ る 手 段 で 利 益 を 吸 い あ げ る や り か た を と る こ と が し ば し

ば だ っ た の で 、 属 州 民 は(と き に は ロ ー マ 市 民 や 、 ロ ー マ と 同 盟 関 係 に あ

る 共 同 体 の 市 民 も)苦 境 に お ち い る こ と が 少 な く な か っ た 。 属 州 長 官 の 職

務 活 動 に は あ る 程 度 の 法 規 制 も 加 え ら れ た が 、 し か し 、 基 本 的 に は 、 長 官

が か つ て の 王 が 保 有 し て い た よ う な 強 力 な 命 令 権(イ ン ペ リ ウ ム)を 保 持

す る 扱 い に な っ て い る こ と の 帰 結 と し て 、 属 州 行 政 全 般 に つ い て 、 彼 が 自

由 裁 量 を す る 余 地 が 多 く 、 と り わ け 、 各 種 の 属 州 税 を 徴 収 す る さ い に 不 正

が 生 ま れ た 。 も っ と も ひ ど い 手 口 と し て は 、 い ろ い ろ な 難 癖 を つ け て 、 資

産 家 の 属 州 民 を 、 法 廷 に ひ き だ し 、 強 引 に 死 刑 に し た り 、 追 放 に 処 し た り

し て 、 そ の 財 産 を ま る ご と 奪 い と る 、 と い う も の さ え も 、 あ る 。 ま た 、 属

州 長 官 に 任 命 さ れ た 者 が 軍 を 率 い て 遠 く ロ ー マ か ら 赴 任 し て き た と き に は 、

当 然 の こ と な が ら 、 属 州 は 戦 場 と な り 、 戦 争 の 過 程 で 非 道 な 徴 発 行 為 や 報

復 が 行 な わ れ る 。 そ し て 、 国 際 的 な し き た り と か 道 義 と か の 普 遍 的 な 規 範

に て ら し て あ ま り に も 不 当 な 将 軍=長 官 の 所 業 は 、 ロ ー マ 本 市 の 政 治 状 況

し だ い で は 、 あ と に な っ て 非 難 さ れ 、 前 長 官 は 裁 き の 場 に ひ き だ さ れ て く

る 。 と こ ろ で 、 し い た げ ら れ た 属 州 民 の 反 発 は 、 前 一 九 七 年 以 来 属 州 と な

っ て い た ヒ ス パ ー ニ ア か ら 、 前 一 七 一 年 に は じ め て 具 体 的 な か た ち を と っ

て 現 わ れ る(も っ と も 、 ロ ー マ と 友 好 関 係 に あ る イ タ リ ア 半 島 南 部 の 同 盟

市 市 民 か ら は 、 ロ ー マ の 出 先 の 当 局 者 の 不 正 を 懲 ら し め て ほ し い 、 と い う

陳 情 が す で に 前 二 〇 四 年 段 階 で 行 な わ れ て い た)。 こ の よ う な 属 州 か ら の ア

ピ ー ル は 、 こ の ア キ ー リ ウ ス 法 の 制 定 の 時 期 ま で に 十 数 件 も 記 録 さ れ て い

る 。 属 州 民 が 直 接 に ロ ー マ に 陳 情 を 試 み る に は さ ま ざ ま の 障 害 が あ っ た の

で 、 彼 ら の 多 く は 泣 寝 入 りす る し か な か っ た だ ろ う が 、 そ れ で も 、 い わ ば
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反 体 制 側 に 位 置 す る 政 務 官 で あ る 護 民 官 の 提 案 に も と つ い て 、 前 一 四 九 年

に は カ ル プ ル ニ ウ ス 法 が 制 定 さ れ 、 こ の 種 の 事 件 を 専 門 に 扱 う 常 設 の 査 問

所 法 廷 が 設 け ら れ る こ と に な っ た の で 、 こ れ ま で の 特 別 の 、 事 案 ご と に 設

定 さ れ る 査 問 所 と は ち が い 、 こ の 種 の 事 件 に か ん す る 刑 事 訴 訟 制 度 は い ち

お う の と こ ろ ひ と ま ず か た ち を 整 え た 。 も っ と も 、 こ の 初 期 段 階 で は 、 不

正 ・不 当 ・不 法 に 収 奪 し た も の を 返 還 す る こ と が め ざ さ れ て い た の で 、 民

事 訴 訟 的 な 色 彩 も た し か に あ る 。 そ の 意 味 で 、 不 法 取 得 と い う の は 、 民 事

事 件 と 刑 事 事 件 の 境 目 に あ る 行 為 類 型 と な っ て い る 。 そ の 査 問 所 法 廷 で の

裁 き 手 は 数 十 名 の 元 老 院 議 員 で あ っ た が 、 そ れ は 、 か つ て は 刑 事 裁 判 の 場

と し て 用 い ら れ て い た 民 会 が も は や 名 ば か り で 実 体 の な い も の と な り 、 そ

れ が 、 長 官 ほ ど の 有 力 な 公 人 を 裁 く に は お よ そ ふ む き な 組 織 で あ る 、 と 元

老 院 が 考 え た た め で あ ろ う。 そ れ に 、 被 告(人)が 、 す べ て 、 元 老 院 に 所

属 す る 者 で あ っ た 点 も 、 元 老 院 が の り だ し て く る 要 因 と な っ て い た 。

(6)以 下 に 、 こ の 法 律 の 要 点 を 示 そ う。

@告 訴 す る 地 位 を も つ 者 … ロ ー マ 市 民 、 ラ テ ン 人 、 同 盟 市 市 民 、 外 人 な

ど 、 広 範 囲 に わ た る 。 彼 ら は 、 と き に は 巨 大 な 告 訴 人 の 団 体 を 組 織 す る こ

と が あ る 。

⑮ 被 告 人 … 執 政 官(通 常 政 務 官 の ナ ン バ ー ・ ワ ン)以 下 の 各 ラ ン ク の 政

務 官 な い し は そ の 経 験 者 で 、 属 州 長 官 の 職 に あ っ た 者 。 た だ し 、 彼 ら が 官

職 に 在 職 中 の 場 合 に は 、訴 追 は な さ れ な い(こ れ は 「官 職 在 任 中 の 不 訴 追 」

と い う 一 般 的 な 国 制 上 の 原 則 に し た が う も の で あ る)。

◎ 訴 訟 代 理 人 … 属 州 在 住 の 人 々 は 、 さ ま ざ ま な ル ー ト で 、 ロ ー マ に パ ト

ロ ン(保 護 者)を も っ て い た が 、 そ の パ ト ロ ン の 側 に は 、 被 護 者 で あ る 彼

ら か ら の 援 助 の 要 求 に お う じ て 手 助 け を し て や る 信 義 上 の 義 務 が あ っ た 。

そ れ で 、 政 治 的 に も 大 き な イ ン パ ク ト を 与 え る 、 こ の 手 の 大 が か り な 訴 訟

に お い て は 、 ギ リ シ ア 流 の 弁 論 術(レ ト リ ッ ク)の 素 養 の あ る 者 が 、 パ ト

ロ ン 側 に 立 つ 人 間 と し て 、 原 告=被 害 者 の 利 益 を 代 弁 す る 代 理 人 と な る こ

と が 多 い 。

⑥ 返 還 請 求 さ れ る も の … 官 職 に あ っ た 者 や そ の 者 と 近 い 関 係 に あ っ た 者

が 、 そ の 命 令 権 あ る い は 職 権 を 行 使 し て 、 奪 い 、 略 奪 し 、 強 制 徴 収 し 、 も

ち さ っ た も の の 二 倍 額(こ の 法 案 の 成 立 前 の 事 件 で あ れ ば 一 倍 額 で よ か っ

た の で 、 サ ン ク シ ョ ン は 倍 加 し た わ け で あ る)。

◎ 法 廷 の 構 成 … 外 人 係 法 務 官(ナ ン バ ー ・ ト ゥ ー の 政 務 官)が 訴 訟 全 体

を 指 揮 し 、 そ し て 、 四 五 〇 名 の 裁 判 人 リ ス トか ら 、 両 当 事 者 の 合 意 に よ り 、

一 定 の 手 続 を へ て 選 び 出 さ れ た 五 〇 名 の 審 判 人(ご く ゆ る や か な 意 味 に お

け る 陪 審 員 団 で 、 こ れ は 、 同 じ 前 一 二 三 年 の 大 改 革 に よ り 、 元 老 院 階 層 の

者 は 排 除 さ れ 、 第 二 身 分 で あ る 騎 士 ク ラ ス の 者 だ け で 構 成 さ れ る よ う に な
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っ て い る)が 判 決 を 下 す 。 前 一 四 九 年 の カ ル プ ル ニ ウ ス 法 は 、 第 一 身 分 で

あ る 元 老 院 階 層 者 だ け が 審 判 人 団 を 構 成 す る こ と を 定 め て い た の で 、 ア キ

ー リ ウ ス 法 が 適 用 さ れ る 二 四 年 後 の 段 階 で は 、 裁 判 を め ぐ る 政 治 的 状 況 は

す っ か り か わ っ て し ま う 。 つ ま り 、 こ の と き 、 属 州 長 官 の ほ と ん ど を 占 め

て い た 元 老 院 出 身 の 者 は 、 こ れ ま で の よ う に 、 同 じ 身 分 の 者 に よ っ て 甘 く

裁 い て も ら え る の で は な い か 、 と い う 期 待 を い だ く こ と が で き に く く な っ

て し ま っ た わ け で あ る 。

① 証 人 の 数 … 四 八 名 以 内 。

⑧ 判 決 … 審 判 人 の 無 罪 票 が 多 数 を 占 め た と き は 、 そ れ で 被 告 人 は 放 免 さ

れ る が 、 し か し 、 有 罪 票 が 多 数 を 占 め た と き に は 、 告 訴 者(属 州 民 な ど)

の 請 求 に 応 じ て 、 審 判 人 団 は 不 法 取 得 の 額 を 査 定 す る 作 業 に 入 る 。 こ の 額

の 支 払 い に つ い て 、 担 保 の 提 供 が 被 告(人)に 求 め ら れ る 。 そ れ が 不 可 能

な と き に は 、 そ の 財 産 は 競 売 に か け ら れ る 。 も っ と も 、 現 実 に は 、 有 責 ・

有 罪 の 判 決 が 出 る こ と を 早 目 に 察 知 し た 被 告(人)は 、 金 目 の も の を 携 え

て 夜 逃 げ す る の で 、 資 産 は そ れ ほ ど 残 さ れ て い な か っ た に ち が い な い 。

⑪ 上 訴 … 第 一 審 が 終 審 で あ る の で 、 同 一 事 案 に か ん し て さ ら に 訴 訟 が 行

な わ れ る こ と は な い(こ れ は 、 共 和 政 時 代 に か ぎ っ て の こ と で あ る が 、 刑

事 訴 訟 法 の 大 原 則 と な っ て い る 民 事 訴 訟 に つ い て も 同 じ で あ る)。

① 市 民 権 付 与 … ロ ー マ 市 民 で な い 告 訴 者 や そ の 証 人 は 、 も し 幸 い に も 有

罪 判 決 が え ら れ た と き に は 、 希 望 す れ ば ロ ー マ 市 民 と な れ る(ロ ー マ 市 民

権 を も つ こ と は 属 州 民 の 憧 れ の 的 で あ っ た)。 そ れ を 望 ま な い と き に は 、上

訴 権 が 特 別 に 付 与 さ れ る(こ れ に よ っ て 、 そ の 外 人 は 、 死 刑 な ど の 極 刑 が

自 身 に 科 せ ら れ る さ い 、 市 民 な み に ロ ー マ 市 民 団(民 会)へ 提 訴 の 制 度 に

よ り ア ッ ピ ー ル し て 、 そ の 措 置 の 是 非 を 問 い 、 救 済 を 求 め る チ ャ ン ス を 与

え ら れ る)。 そ れ 以 外 に も 、 そ の 者 な ど は 、 兵 役 と 税 負 担 を 免 除 さ れ る 。 こ

れ は 、 属 州 か ら ロ ー マ 市 へ 出 て き て 、 訴 訟 を す る 、 と い う 大 変 な 負 担 を 負

っ た 者 へ の 報 賞 規 定 と 見 て よ い で あ ろ う。

① 訴 訟 手 続 の 全 体 的 構 造 … こ れ は 少 し 特 異 で あ る 。 不 当 な 利 得 を 返 還 請

求 す る 、 と い う 民 事 的 な 請 求 が 発 端 に あ る た め に 、 民 事 訴 訟 上 の 原 告 の よ

う な 立 場 と 刑 法 上 の 被 害 者 と し て の 立 場 と が 、 属 州 民 な ど の 、 救 済 を 求 め

る 人 々 に か ね そ な わ っ て い る 。 そ し て 、 訴 訟 代 理 人 は か な ら ず つ け ら れ 、

こ の 者 が 、 被 害 者 の 利 害 を 代 弁 す る と 同 時 に 、 訴 追 者 と し て 検 事 役 を ひ き

う け 、被 告 で あ り 、 同 時 に 被 告 人 で あ る 前 ・元 政 務 官 を 攻 撃 す る の で あ る 。

比 較 的 中 流 の 出 身 の 訴 追 者 は 、 世 間 の 注 目 を 集 め る こ の 種 の 大 型 裁 判 を 勝

訴 に 導 き 、 有 名 に な っ て 政 治 家 と し て も 名 を 高 め よ う と し て ハ ッ ス ル す る

し 、 一 方 、 政 治 的 生 命 を 断 た れ る 瀬 戸 際 に た た さ れ た 被 告 人 は さ ま ざ ま な

手 段 を 駆 使 し て 必 死 に 抵 抗 す る の で 、 裁 判 に お け る 攻 防 は と て も 激 し い も
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の と な る 。 民 事 訴 訟 の 場 合 な ら 、 裁 判 を 指 揮 す る 法 務 官 は 途 中 で ひ き さ が

り 、 一 人 の 私 人 審 判 人 に そ の 後 の 訴 訟 の 全 過 程 を 委 ね る け れ ど も 、 こ こ で

は 、 法 務 官 は 、 手 続 の 最 終 手 段 ま で 責 任 を も つ 。 そ の こ と か ら 、 裁 判 指 揮

者 で あ る 法 務 官 の 影 響 力 は か な り 強 力 な も の と な る 。 同 時 に 、 政 治 家 で も

あ る 彼 が 政 治 的 に 動 く 状 況 下 で は 、 情 況 は か な り 流 動 的 に な っ て く る は ず

で あ る 。 な お 、 ロ ー マ 刑 事 裁 判 制 度 一 般 に つ い て は 、[J]部 門 の 記 述 を 参

照 し て 頂 き た い 。

(C)不 法 侵 害 法

〈lexAquilia>[ア ク ィ ー リ ウ ス 法](前 二 八 七 年 ご ろ)

(1)一 般 に 、 不 法 ・不 当 な 行 為 と い う も の は 、 ど の よ う な 社 会 に お い て

も 生 ず る 。 今 日 の よ う に 、 実 定 法 規(民 法 な ど)が 前 提 と し て 存 在 し て い

る 社 会 で は 、 不 法 な 行 為 と さ れ る も の は 、 違 法 な 行 為 と し て 設 定 さ れ 、 同

時 に 、 そ の 枠 組 み や そ の 処 断 の し か た に つ い て 明 確 な 規 制 が あ ら か じ め 設

け ら れ る が(も ち ろ ん 、 刑 法 関 連 の 不 法 行 為 の 場 合 と 民 法 関 連 の そ れ の 場

合 と で 質 的 に 扱 い が ち が っ て い る が)、 そ う い っ た 法 規 が な く て も 、 も ち ろ

ん 不 法 な 行 為 と い う も の は 生 ず る 。 タ ブ ー や 習 俗 ・習 慣 ・慣 行 ・モ ラ ル に

て ら し て 不 当 ・不 法 と 人 々 に 判 断 さ れ る よ う な 事 態 は 、 い ろ い ろ な か た ち

で つ ね に お き て く る か ら で あ る 。 も う 少 し 進 ん だ 段 階 に な る と 、 慣 習 法 と

か 自 然 法 と か の 不 文 の 法 規 範 の こ と も 念 頭 に お か れ て 、 こ れ へ の 違 反 が 問

題 と さ れ る よ う に な る 。 古 代 ロ ー マ が 個 性 の 明 確 な 独 立 国 家 と し て 歴 史 に

登 場 し た の は 、 前 六 世 紀 こ ろ の こ と で あ る が 、 法 の 国 ロ ー マ は 、 す で に 前

五 世 紀 に 、 小 規 模 な が ら 、 い わ ゆ る 「市 民 法 」 の 中 核 と し て 、 一 二 表 法 と

い う 法 典 を 備 え る に い た り 、 当 時 と し て は 相 当 な 水 準 の 法 規 を 定 立 し て い

た 。 そ の な か に は 不 法 行 為 を 規 制 す る 条 文 も あ る 。 し た が っ て 、 ロ ー マ 不

法 行 為 法 と い う も の は 、 現 代 の 場 合 と あ る 程 度 同 じ よ う な き ち ん と し た 枠

組 み の な か で と り あ げ る こ と が で き る の で あ る 。

と こ ろ で 、 ロ ー マ の 不 法 行 為 法 の 大 き な 特 徴 は 以 下 の と お り で あ る 。 ①

個 人 ・家 族 や そ の 財 産 を 侵 害 す る 、 い わ ゆ る 「私 的 な 不 法 行 為(デ ー リ ク

ト ゥ ム)」 が こ こ で 問 題 に な り 、 市 民 全 体 や 国 家 に 対 す る 侵 害(た と え ば 反

逆 行 為)は 、 べ つ に 、 犯 罪(ク リ ー メ ン)と し て 、 刑 事 法 規 に よ り 処 断 さ

れ る(し か し 、 こ の 国 の 刑 事 法 規 は 民 事 法 ほ ど に は 整 備 さ れ て い な い)。 と

こ ろ が 、 窃 盗 や 強 盗 は 、 現 代 の 場 合 と は ま っ た く 異 な っ て 、 民 事 的 に 処 理

さ れ る こ と に な っ て い た 。 さ て 、 全 体 の 流 れ と し て は 、 帝 政 が 進 む に つ れ

て 、刑 事 法 的 処 理 が 民 事 法 的 処 理 の 領 域 を し だ い に 侵 蝕 し て い く 。つ ま り 、

結 果 的 に は 、 今 日 の 姿 に 近 づ い て く る わ け で あ る 。 ② 不 法 行 為 を 成 立 さ せ

る 基 本 的 な 要 素 は 、 侵 害 の 違 法 性 と 、 行 為 者 の 有 責 性 と 、 悪 意=故 意(か
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な ら ず し も こ れ が っ ね に 求 め ら れ て い た 、 と い う わ け で も な い が)と の 三

っ で あ る 、 と い ち お う の と こ ろ 考 え て よ い 。 ③ 現 在 の 法 制 度 で は 、 民 事 不

法 行 為 の さ い 、 財 産 損 害 の 補 填 を さ せ る こ と が 前 面 に で て く る が(も っ と

も 、 日 本 独 特 と も 言 え る 慰 謝 料 に は 、 複 雑 な ニ ュ ア ン ス も ま つ わ り つ い て

い る)、 ロ ー マ で は 、 そ れ だ け に と ど ま ら ず 、 罰 ま で も が 要 求 さ れ る 。 そ の

さ い 、 罰 を く わ え る と い う こ と が 被 害 者 側 か ら の 報 復 ・復 讐 の 具 体 化 と い

う 意 味 も あ わ せ も っ て い る 関 係 で 、そ の 者 が 身 体 的 な 罰(極 端 な 場 合 に は 、

殺 害)を 求 め る こ と が ま ず 出 発 点 に あ っ た で あ ろ う が 、 そ れ で も 、 一 二 表

法 の 時 代 で は 、 一 部 に お い て は 、 金 銭 そ の 他 の 財 産 価 値 を 支 払 う か た ち で

罰 が ひ き う け ら れ る と こ ろ に ま で 進 ん で い た(そ の 罰 は 、 た と え ば 、 被 害

金 額 の 三 倍 と い う よ う に 、 法 定 さ れ て い る)。 い ず れ に し も 、 不 法 行 為 の 結

果 と し て 課 せ ら れ る ペ ナ ル テ ィ ー は 、 現 代 の 私 た ち に は 想 像 も で き な い ほ

ど 厳 し い も の で あ っ た(も っ と も 、 た と え ば 、 契 約 上 の 債 務 を 履 行 で き な

か っ た だ け の 者 に も 同 じ よ う に 奴 隷 化 と い う 暗 い 運 命 が 究 極 の と こ ろ で は

ま ち う け て い た の で 、 不 法 行 為 の 場 合 だ け を 強 調 す る の は ア ン バ ラ ン ス と

い う も の で あ る が)。

(2)つ ぎ に 不 法 行 為 法 の 基 本 ル ー ル を 設 け て い る 一 二 表 法 の 規 定 を 見 て

み よ う 。

① 「も し 彼 が 【他 人 の]四 肢 を 分 離 さ せ 、 妥 協(和 解)が 成 立 し な い と き

に は 、 同 害 報 復(talio)が あ る よ う 。」(第 八 表 二)… 手 足 の 切 断 な ど の き

わ め て 重 大 な 傷 害 が あ っ た さ い 、 も し 和 解(い わ ゆ る 示 談)が ど う し て も

成 り た た な け れ ば 、 や む を え な い も の と し て 、 「目 に は 目 を 、 歯 に は 歯 を 」

式 の 同 害 に よ る 報 復 〔タ ー リ オ ー)が 正 当 な 措 置 と し て 許 さ れ る 、 と い う こ

と を 定 め た も の で あ る 。 も っ と も 、 実 際 に 同 害 報 復 の 手 段 を と る か ど う か

は 、 被 害 者 側 の 裁 量 事 項 に 属 し 、 不 法 行 為 を 犯 し た 者 の そ の 後 の 運 命 は さ

ま ざ ま で あ っ た だ ろ う 。 い ず れ に し て も 、 怒 り に ま か せ た 復 讐 的 な 殺 害 で

は な く て 、 同 害 報 復 で す ま せ て も ら え る 、 と い う 仕 組 み に な っ て い る の は 、

法 の 世 界 で 一 つ の 進 化 が は た さ れ た 、 と 考 え て お か な け れ ば な ら な い 。

② 第 八 表 三 「も し 手 な い し は 杖 に よ っ て[他 人 の 】骨 を 折 れ ば 、 自 由 人 の

場 合 に は 三 〇 〇 ア ー ス の 罰 金(poena)を 、 奴 隷 の 場 合 に は 一 五 〇 ア ー ス

の 罰 金 を 支 払 う よ う。」… 古 い 換 算 に よ れ ば 三 〇 〇 ア ー ス は 牛 一 頭(羊 一 〇

頭)ぐ ら い に 相 当 す る ら し い が 、 時 代 に よ っ て も ち ろ ん 問 題 の 貨 幣 価 値 は

変 動 す る 。 さ き の 条 文 で 「分 離 す る 」 と あ る の は 重 大 な 傷 害 を 意 味 し て い

る よ う で 、 こ ち ら の 方 は 、 あ る 程 度 回 復 も 見 こ め る 骨 折 の 場 合 を 想 定 し て

い る の で あ ろ う か 。 両 者 の 間 で 法 規 上 の 取 扱 が ま っ た く 異 な っ て い る こ と

に 注 目 す る 必 要 が あ る 。 こ の よ う に 、 順 罪 一 償 金 一 解 放 金 の 額 を 、 被 害 者

の 意 向 に か か ら せ る の で は な く て 、 定 量 化 し て し ま う レ ヴ ェ ル に ま で 法 制
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が 到 達 し た こ と も 、 さ き の 場 合 と 同 じ よ う に 、 一 つ の 進 化 で あ る 。

③ 「も し 彼 が[そ の 他 の]人 格 権 侵 害 を し た な ら ば 、 二 五 ア ー ス が 罰 金

で あ れ 。」(第 八 表 四)「 人 格 権 侵 害 」 と い う の は あ ま り よ く わ か ら な い 概 念

で あ る が 、 身 体 侵 害(そ れ も 骨 折 以 上 の ひ ど い 侵 害 で な い も の)や 名 誉 侵

害 が 中 心 と な っ て い た よ う で あ る 。 な お 、 一 二 表 法 に つ い て は[F]部 門 第

三 章[1](4):p.31ff,の 記 述 を 参 照 し て 頂 き た い 。 一 二 表 法 に は 私 た ち

に ま っ た く 知 ら れ て い な い 別 種 の 規 定 も お か れ て い た 可 能 性 が あ る が 、 古

い 時 代 な ら 、 こ れ く ら い の ア ク ィ ー リ ウ ス 法 の 構 成 要 件 の な か に 不 法 な 行

為 は か な り 広 く 包 摂 で き た で あ ろ う 。

(3)そ れ で は 、 本 編 に 入 ろ う 。

ア ク ィ ー リ ウ ス 法 第 一 条 「も し あ る 者 が 他 人 の 奴 隷 男 も し く は 奴 隷 女 ま

た は 他 人 の 家 畜 た る 四 足 動 物 を 違 法 に 殺 害 し た な ら ば 、[殺 害 の]当 該 年 に

お い て そ の 物 が 有 し て い た 最 高 価 値 に つ き 、 相 当 す る 金 銭 を 所 有 者 に 支 払

う 責 あ る も の と さ れ る べ し 。 も し否 認 し た な ら ば 、 二 倍 額 を 支 払 う 責 あ る

も の と さ れ る べ し 。」 …… こ の 法 律 は 、 そ れ 以 前 に 財 産 侵 害 に か ん し て 設 け

ら れ て い た 法 律(具 体 的 に は 一 二 表 法 中 の 法 規 定)を 廃 止 し 、 不 法 な 侵 害

に つ い て 金 銭 賠 償 の ル ー ル を 明 確 に 定 め た も の で あ る 。 法 律 の 正 文 は 伝 わ

っ て い な い け れ ど も 、 こ の 法 律 の 解 釈 を 扱 っ た 後 代 の 法 学 者 の 学 説 の う ち

現 代 ま で 伝 わ っ て い る も の は 相 当 な 数 に の ぼ り 、 そ こ か ら 、 原 法 文 が 推 測

さ れ て い る(知 ら れ て い る 三 つ の 条 文 の う ち 、 第 二 条 は 不 法 な 侵 害 と は 関

係 し な い 部 分 で あ る)。 な お 、 「も し 否 認 し た な ら ば 」 以 下 の く だ り の 意 味

は 、「被 害 者 側 の 主 張 す る 加 害 行 為 の 存 在 や そ れ へ の 責 任 を 否 認 し て 訴 訟 に

入 り 、 そ の 結 果 敗 訴 し て し ま っ た 被 告 は 、 そ れ を 争 わ な か っ た と き に 支 払

う べ き 金 額 の 二 倍 の 額 を 科 せ ら れ る 」 と い う こ と で あ る 。 こ れ は 、 み だ り

に 訴 訟 の 手 段 に 訴 え る 者 を 抑 止 す る 必 要 が あ る と い っ た 、 ロ ー マ 人 の 訴 訟

観 を う か が わ せ る も の と し て 、 興 味 深 い 。

第 三 条 「も し あ る 者 が 他 人 の 財 産 を 違 法 に 焼 却 、 破 損 ま た は 破 壊 し た こ

と に よ り 他 人 に 損 害 を 与 え た な ら ば 、 最 近 三 〇 日 の 内 に そ の 物 が 有 す べ き

価 格 に つ き 、 相 当 す る 金 銭 を 所 有 者 に 支 払 う 責 あ る も の と さ れ る べ し 。 も

し 否 認 し た な ら ば 、 二 倍 額 を 支 払 う 責 あ る も の と さ れ る べ し 。」(以 上 、 西

村 隆 誉 志 氏 訳)… こ こ で は 、 「違 法 に(イ ン ユ ー リ ア ー)」 行 為 が 生 じ た こ

と が 重 要 な 構 成 要 件 と な っ て い る が 、 こ れ は 、 文 字 ど お り 「違 法 に 」 生 じ

た こ と だ け で な く 、 そ れ に く わ え て 、 「故 意 に 」 行 な わ れ た 、 と い っ た ケ ー

ス を 当 初 は 想 定 し て い た も の と 思 わ れ る 。 し か し 、 故 意 と 過 失 の あ い だ の

関 係 は 、 現 代 で も そ う で あ る よ う に 、 か な り微 妙 で あ る し 、 被 害 者 の 救 済 、

と い う 観 点 か ら は 、 両 者 を 区 別 す る こ と に と く に こ だ わ る 必 要 も な か っ た

こ と か ら 、 後 代 に な る と 、 い わ ゆ る 過 失 が ら み の ケ ー ス も 「違 法 に 」 の な
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か に 含 ま れ る よ う に な り 、 こ の 法 規 の 適 用 を う け る こ と に な っ た よ う で あ

る 。 そ れ で は 、 不 法 侵 害 が 、 作 為 一 行 為 ・行 動 に よ っ て で は な く 、 不 作 為

に よ っ て 生 じ た 場 合 に は ど の よ う に な る の で あ ろ う か?最 初 は 、 行 為 ・行

動 に よ る 損 害 の 発 生 が 念 頭 に お か れ て い た と 考 え ら れ る が 、の ち に な る と 、

不 作 為 の 事 例 へ も 法 規 の 適 用 範 囲 が 拡 充 さ れ て い く 。 も う 一 つ の 問 題 と し

て 、 あ る 者 が 他 人 の 物 に 直 接 に 損 害 を く わ え た わ け で は な い が 、 間 接 的 に

そ の よ う な 結 果 を 生 じ さ せ て し ま っ た と き に は ど う な る の か 、 と い う 点 が

と り あ げ ら れ る が 、 こ の よ う な ケ ー ス も 、 法 規 の 適 用 の 対 象 へ と 組 み こ ま

れ て い く 。 さ ら に 、 こ の 法 規 は も と も と 正 式 の 所 有 権 者 が 損 害 を 請 求 す る

ケ ー ス を 想 定 し て い た の で あ る が 、 用 益 権 者 や 使 用 権 者 な ど も 、 こ の 法 に

よ っ て 認 め ら れ て い た 訴 権 に 準 ず る よ う な 訴 権(準 訴 権)を 援 用 し て 、 請

求 の 主 体 と な る よ う と り は か ら わ れ る よ う に な る 。 最 後 に 、 第 一 条 も 第 三

条 も 、物(奴 隷 も 物 で あ る)へ の 損 害 に つ い て 規 定 し て い る だ け で あ る が 、

自 由 人 が 侵 害 を う け た と き に も 、 立 法 の 趣 旨 を 考 慮 し て 、 こ の ケ ー ス に も

こ の 法 規 が 適 用 さ れ る よ う に な る 。 こ の よ う な 拡 充 ・拡 大 ・拡 張 の 仕 組 み

を う み だ し た の は 、 司 法 を 担 当 す る 法 務 官 、 お よ び 、 法 務 官 を 背 後 で 支 え

た 共 和 政 時 代 の 法 学 者 や 、 表 舞 台 の 実 務 を 担 当 し た 後 代 の 法 学 者 た ち で あ

っ た 。 こ の よ う に 、 時 代 の 要 請 に お う じ て 法 が 可 変 的 と な る の は 、 法 的 安

定 性 が 多 少 は 犠 牲 に な る と は い え 、 一 般 論 と し て は 法 の 進 化 に と っ て 望 ま

し い こ と で あ る 。 ち な み に 、 こ の 法 律 は 、 近 世 以 降 、 現 代 ま で 、 い ろ い ろ

な か た ち で う け つ が れ て 、 現 代 不 法 行 為 法 の 礎 と な っ た と も 言 え る も の な

の で あ る が 、本 家 に あ た る 古 代 ロ ー マ に お い て も お お い に 活 用 さ れ て い た 。

制 定 法 と 、 こ の 解 釈 に よ る か な り 自 由 な 運 用 、 と い う 組 合 わ せ は 、 今 日 の

民 事 法 規 に 対 し て 私 た ち の と る べ き 姿 勢 に つ い て 示 唆 す る と こ ろ も 多 い 。

(D)属 州 関 係 の 法

(a)

〈1>〈lexUrsonensis>[ウ ル ソ ー の 法](前 四 四 年)

〈2>〈lexMalacitana>[マ ラ カ の 法](八 二 ～ 八 四 年)

ロ ー マ 法 上 「法 律(lex)」 と い う の は 、 ロ ー マ 市 民 に し か も 、 ロ ー マ

市 民 だ け に 適 用 さ れ る 規 範 で あ る が 、 こ こ で 紹 介 す る イ ス パ ー ニ ア(ス

ペ イ ン)属 州 に あ る 都 市 む け の 二 つ の 都 市 法 の う ち 、 後 者 は 、 ロ ー マ 市 民

よ り も 劣 格 の ラ テ ン 市 民 権 し か も た な い 市 民(土 着 の 、 本 来 の 市 民 権 は も

ち ろ ん 保 有 し て い る)に 適 用 さ れ る も の で あ る 。 一 方 、 前 者 は 、 ロ ー マ 市

民 が 中 核 と な る よ う に し て 植 民 が 実 施 さ れ た 都 市 で あ っ た の で 、 こ ち ら の

法 の 方 が 、 属 州 法 と し て 格 上 の ロ ー マ 法 に 属 す る も の と 見 て よ い 。

(b)
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(1)共 和 政 の 盛 期 か ら の ち の 時 代 に 、 ロ ー マ は 、 地 中 海 周 辺 の 地 域 を 手

は じ め と し て 、 海 外 に 多 く の 属 州(い わ ば 植 民 地)を も つ よ う に な る 。 こ

こ で は 、 属 州 に お け る 法 の 具 体 的 な 姿 を 、 諸 属 州 の う ち で も 相 当 重 要 な ヒ

ス パ ー ニ ア 属 州 の 例 を 二 つ と っ て 、 紹 介 す る こ と に し た い 。

(2)ロ ー マ 人 は 、 よ ほ ど 特 別 の 事 情 が 存 在 す る の で な い か ぎ り 、 被 征 服

民 全 員 を 、 殺 し た り 、 奴 隷 に し た り は し な い 。 人 類 の 歴 史 に お い て 戦 い の

勝 者 が 敗 者 に 対 し そ の よ う な む ご い 扱 い を す る 例 は し ば し ば 見 い だ さ れ る

が 、 そ れ も 、 あ る 意 味 で は 、 勝 者 側 が 生 き の び て い く た め に 必 要 な こ と の

一 つ で あ っ た
、 と も 考 え て お か な け れ ば な ら な い(敗 者 は か な ら ず 抵 抗 す

る 心 を も っ て い る う え に 、 彼 ら も 、 勝 者 と 同 じ よ う に 生 き て い く た め の 糧

を 必 要 と す る か ら で あ る)。 一 般 に 、 戦 争 捕 虜 が 人 間 ら し く 扱 わ れ る の は 、

国 際 法 が 整 備 さ れ 、 そ れ に 実 効 性 が と も な う よ う に な っ た 、 ご く 最 近 の 現

象 で あ る 。 そ れ で も 、 現 在 に お い て 、 捕 虜 は も ち ろ ん の こ と 、 非 戦 闘 員 に

対 し て も 非 人 道 的 な 扱 い を す る 不 幸 な 例 は 後 を た た な い 。 ア フ ガ ニ ス タ ン

戦 争 、 イ ラ ク 戦 争 の 事 後 処 理 の 過 程 で そ の 処 遇 は 悲 劇 的 な ほ ど ま で に な っ

た も の と 見 ら れ る 。 こ の よ う に 、 ロ ー マ が 、 属 州 の 成 立 に と も な っ て 、 そ

の 地 域 に 自 由 人 と し て の 外 人(非 ロ ー マ 市 民)を 、 一 度 に 、 し か も 多 量 に 、

発 生 さ せ て し ま う 情 況 が 属 州 の 法 問 題 の 第 一 の 前 提 状 況 で あ る 。 こ れ ら の

外 人 は 、 も と も と 、 独 立 ・ 自 由 の 立 派 な 市 民 と し て 、 そ れ ぞ れ の 共 同 体 に

所 属 し 、 そ れ な り の 固 有 法 に し た が っ て 生 き て い た の で あ る が 、 し か し 、

征 服 者 ・支 配 者 の ロ ー マ と の 関 係 で は 、 彼 ら は 、 す べ て 、 一 律 に 支 配 さ れ

る 者 と し て 、 自 由 人 で あ る 外 人 の 扱 い を う け る 。 ロ ー マ は 、 属 州 地 域 内 の

外 人 を ま と め あ げ 、 こ れ に 一 般 的 に 適 用 さ れ る 外 人 専 用 の 法 を 作 成 し て 、

彼 ら を 一 体 と し て 法 的 コ ン ト ロ ー ル 下 に お く こ と も で き た が 、 し か し 、 さ

す が に 、 そ こ ま で は 手 が ま わ ら ず 、 支 配 下 に 組 み 込 ま れ た 各 共 同 体 の 自 由

に ま か せ る 、 と い っ た 安 あ が り の 方 策 を と っ た 。 属 州 の 情 況 が 人 種 的 、 文

化 的 、 経 済 的 に ま っ た く ま ち ま ち で あ っ た せ い で も あ る 。 も ち ろ ん 、 要 所

要 所 で は 、 ロ ー マ の 出 先 官 憲 で あ る 属 州 長 官 は 、 強 力 な 属 州 支 配 権 を 発 動

し て 、 自 身 の 独 自 の 判 断 で つ ま り 、 本 国 か ら の 指 示 な ど う け ず に 法

を 適 用 す る こ と に よ り 、 法 秩 序 の 維 持 を は か っ た 。 そ の さ い 、 共 和 政 時 代

に 見 ら れ た よ う な 属 州 設 置 法 が よ り ど こ ろ に な る こ と も あ っ た が 、し か し 、

こ の 法 規 は お そ ら く 大 ま か な も の に す ぎ な か っ た の で 、 実 際 に は 、 長 官 の

自 由 裁 量 に よ り 、法 が 具 体 的 に 設 定 さ れ 、動 か さ れ て い た に ち が い な い(全

般 的 に 見 て 、 属 州 の 外 人 の 待 遇 は 、 た と え ば ロ ー マ 近 郊 の 同 タ イ プ の 外 人

の 待 遇 と く ら べ る と 、 か な り 悪 い)。

(3)属 州 に は 、 ロ ー マ 市 民 も 入 り こ ん で い た 。 ロ ー マ 市 へ は 無 産 者 市 民

(そ の な か に は 、 も と も と 農 民 で あ っ た 者 た ち も 多 数 ふ く ま れ て い た)が 各
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地 か ら 集 ま り 、奴 隷 も つ ぎ つ ぎ に 解 放 さ れ て 自 由 人 市 民 に な っ て い く の で 、

当 局 と し て は 、 彼 ら を 経 済 的 に 自 立 さ せ て や る こ と が つ ね に 必 要 で あ っ た

が 、 そ の と き 、 あ ら た に 獲 得 し た 属 州 に 植 民 市 を も う け て 、 そ こ に 国 家 が

土 地 を 提 供 す る 、 と い う 条 件 で 、 ロ ー マ に い る 多 数 の 人 々(市 民)を 植 民

と し て 送 り だ す 、 と い う ア イ デ ィ ア が 生 ま れ る 。 ま た 、 ロ ー マ 軍 に 長 年 勤

務 し た 属 州 出 身 の 外 人 兵 士 に は 、 退 役 の さ い 、 貴 重 な ロ ー マ 市 民 権 が 報 賞

と し て 与 え ら れ て い る 。 そ の ほ か に も 、 商 人 な ど が ロ ー マ か ら や っ て く る

な ど し て 、 ど の 属 州 に も 、 か な り の ロ ー マ 市 民 権 保 持 者 が 在 住 す る よ う に

な っ た 。 よ く 知 ら れ て い る よ う に 、 古 い 時 代 の 法 の 多 く は 属 人 主 義 的 な も

の で あ っ た か ら 、 属 州 在 住 市 民 は 、 ロ ー マ 本 市 の 市 民 と ま っ た く 同 様 に 市

民 法 の 適 用 を う け る 。 こ れ が タ テ マ エ で あ る 。 し た が っ て 、 「属 州 の 法 」 と

言 う と き 、 理 論 的 に は 、 さ ま ざ ま な 外 人 と ロ ー マ 市 民 と の あ い だ を と り し

き る 法 と 、 市 民 専 用 の 法 と の 二 重 構 造 が 存 在 し て い た わ け で あ る(も ち ろ

ん 、 外 人 と 外 人 の あ い だ に も 法 的 な 関 係 が な り た つ が 、 こ う い っ た タ イ プ

の 外 人 法 の こ と は 、 こ こ で は ふ れ な い)。

(4)共 和 政 末 期 の ロ ー マ で は 、 万 民 法 と い う も の が 事 実 上 形 成 さ れ て い

き 、 こ れ が 、 万 民 に つ ま り 、 市 民 権 の 有 無 一 相 違 と 無 関 係 に 適 用 さ

れ る 規 範 と し て か た ま っ て い っ た の で あ る が 、 そ の 流 れ の な か で 、 属 州 の

発 展 が ピ ー ク に た っ し た 元 首 政 時 代 に は 、 属 州 在 住 市 民 と 外 人(土 着 の 、

自 由 人 と し て の 人 々)と を 区 別 す る こ と に は 、 そ れ ほ ど の メ リ ッ ト も な く

な っ て い く 。 ロ ー マ か ら 遠 く は な れ た と こ ろ で は 、 ロ ー マ 市 民 権 の 実 際 の

値 打 ち が 下 落 し て し ま っ た こ と が 中 心 的 な 理 由 で あ る 。 そ の 事 実 を 確 認 す

る と と も に 、 あ ら た な 拡 大 も 試 み た の が 、 帝 国 の ほ と ん ど す べ て の 住 民 に

ロ ー マ 市 民 権 を 付 与 す る 、 ニ ー 二 年 の カ ラ カ ッ プ 帝 の 勅 法 で あ る 。 こ れ は

た し か に 画 期 的 な 改 革 で あ っ た が 、 そ の ま え に 、 中 間 的 な 段 階 が あ っ た 。

ロ ー マ 市 民 権 を 一 挙 に 与 え る 、 と い う の で は な く て 、 そ れ よ り 一 ラ ン ク 下

の ラ テ ン 市 民 権 と い う も の を 与 え る 、 と い う 措 置 が 、 共 和 政 時 代 に 、 前 例

と し て 存 在 し て い た か ら で あ る 。 こ の 時 代 の 外 人 は 、 実 際 上 は 、 正 規 の ロ

ー マ 市 民 権 を も た な く て も そ れ ほ ど の 不 便 は な か っ た の で 、 彼 ら は ロ ー マ

世 界 の な か で そ れ な り に 立 派 な 法 的 な ス テ イ タ ス を 確 保 し て い た わ け で あ

る 。 お そ ら く 、 こ の い わ ば 下 級 の 市 民 権 は 、 ロ ー マ 支 配 下 の 各 地 の 有 力 都

市 の 旧 市 民 に ば ら ま か れ た と 思 わ れ る の で 、 属 州 人 の ス テ イ タ ス の 均 一 化

が 達 成 さ れ る こ と に な っ た 。 も ち ろ ん 、 ラ テ ン 市 民 権 付 与 と い う 中 間 的 な

解 決 法 の ほ か に 、 ロ ー マ 市 民 権 を 特 定 人 も し く は 共 同 体 全 体 に 特 典 と し て

付 与 す る 方 法 も 、 こ れ ま で と 同 じ よ う に 存 在 し た が 、 ロ ー マ 市 民 権 政 策

つ ま り 、 ど の 程 度 の 人 に 市 民 権 を 付 与 す る か は 、 属 州 の 状 況 し だ い

で ま ち ま ち で あ っ た 。 っ ま り 、 東 西 南 北 の 各 方 向 で 属 州 の 文 化 程 度 は 大 き
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く 異 な る し(一 般 に 、 東 高 西 低 で あ る)、 実 際 に 戦 場 と な っ た 属 州 と た ん に

割 譲 さ れ た だ け の 平 和 な 属 州 と で は 、 属 州 の 雰 囲 気 は 異 な る し 、 ロ ー マ の

保 護 国 で あ れ 、 正 真 正 銘 の 敵 国 で あ れ 、 と に か く 異 国 と 国 境 を 接 し て い る

属 州 と そ う で な い 属 州 と で は 、 そ こ に い る 人 々 の 心 が ま え に 決 定 的 な 差 が

あ る し(東 方 の ロ ー マ の 属 州 は い つ も 外 部 に 向 か っ て 臨 戦 体 制 を と る 必 要

が あ っ た 軍 団 も そ こ に 配 置 さ れ る)、 ま た 、 属 州 の 主 力 人 種 ・部 族 の 性

質 の 差 、 属 州 の 設 置 年 な ど も 、 無 視 で き な い フ ァ ク タ ー だ っ た の で あ る 。

※ 「付 録 」(別 送 の も の)に は 、 属 州 や そ れ を 構 成 す る 都 市 の 肌 合 い の ち

が い を ま っ た く 捨 象 し た か た ち で 、 ロ ー マ 帝 国 領 内 の 都 市 の 分 布 を 示 し て

あ る 。 属 州 は も ち ろ ん 「面 」 で あ る が 、 実 質 的 に は 、都 市 そ れ 自 体 が 、 「点 」

で あ り な が ら 、 属 州 を 代 表 す る も の と な っ て い る 。 こ れ ら の 都 市 は 、 す べ

て ロ ー マ 起 源 の も の と い う わ け で は な い が 、 そ れ で も 、 ロ ー マ に よ っ て 都

市 化 が 促 進 さ れ た と い う 意 味 で 、 ロ ー マ 都 市 の カ テ ゴ リ ー に 入 っ て く る 。

な お 、 こ れ か ら 紹 介 す る ヒ ス パ ー ニ ア(ス ペ イ ン)地 域 に 散 在 し て い る 諸

都 市 が 、 イ タ リ ア 半 島 の 都 市 の 場 合 に 匹 敵 す る 分 布 を 示 し て い る こ と に も

注 目 し て 頂 き た い(も ち ろ ん 、 都 市 人 口 の 点 で は 圧 倒 的 に 半 島 都 市 の 方 が

多 い と 思 わ れ る が)。

(5)属 州 に あ る 有 力 都 市 は 、 ロ ー マ の 属 州 政 策 に し た が っ て 、 か な り の

幅 で 自 治 を 認 め ら れ る こ と が 多 か っ た の で あ る が 、 そ こ に は 、 都 市 法 と い

う タ イ プ の 法 も 生 ま れ て く る 。 自 治 と い っ て も 、 慣 行 だ け に た よ る の で は

な く 、 法 規 も 基 準 に す る の は 自 然 の な り ゆ き で あ っ た 。 一 八 五 一 年 に ス ペ

イ ン 南 岸 の マ ラ ガ 市(古 代 の マ ラ カ)で 発 見 さ れ た 一 つ の 金 石 文 断 片(さ

き の 「マ ラ カ の 法 」 の も の)は 、 当 時 の 都 市 法 の 一 つ の 姿 を 教 え て く れ る 。

こ の 町 は 、 ウ ェ ス パ シ ア ー ヌ ス 帝 に よ っ て さ き の ラ テ ン 市 民 権 を も つ 都 市

と 位 置 づ け ら れ た が(そ の と き 、 こ れ と 同 じ 格 の 都 市 が そ の 一 帯 に 多 数 生

ま れ た)、 問 題 の 都 市 法 は 後 八 二 年 か 八 四 年 こ ろ に か け て 制 定 さ れ た も の と

思 わ れ る 。 こ の 法 が 全 体 で 五 九 条 も あ っ た こ と は 知 ら れ て い る が 、 そ の う

ち 、 内 容 が 比 較 的 よ く 判 明 し て い る も の と し て 、 二 〇 条 ほ ど が あ る 。 そ こ

に は 、 公 法 に か ん す る 規 定 が 見 え る 。 御 参 考 ま で に 、 そ の う ち の 二 条 だ け

を 紹 介 し よ う(資 料 ①)。 訳 文 は 、 さ き に 示 し た 『西 洋 古 代 史 科 集 』・一 六

九 頁 以 下 に よ る(下 線 は 本 書 の 筆 者 に よ っ て つ け ら れ た も の で あ る)。

(6)①

「候 補 者 の 指 名 に つ い て

第 五 一 条 も し 、立 候 補 者 の 申 し 出 が な さ れ な け れ ば な ら な い 日 ま で に 、

誰 の 名 に お い て も 申 し 出 が な い か 、 あ る い は 定 員 以 下 の 少 数 者 の 名 に お い

て し か 申 し 出 が な い な ら ば 、 ま た は 、 も し 、 そ の 名 に お い て 申 し 出 が な さ

れ る 人 の な か で 、 選 挙 の た め に こ の 法 に よ っ て 有 資 格 者 と 見 な さ れ る べ き
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人 が 定 員 以 下 の 少 数 者 で あ る な ら ば 、 そ の 場 合 、 選 挙 を 主 催 す べ き 人 は 、

こ の 法 に よ っ て 公 職 を 要 求 す る こ と が 認 め ら れ る で あ ろ う 人 の 名 前 を 、 こ

の 法 に よ る 定 員 数 に 付 属 す る 人 数 が 補 わ れ る ほ ど の 数 だ け 地 面 か ら 明 白 に

読 む こ と の で き る 場 所 に 公 示 す べ き で あ る 。 こ の よ う に し て 公 示 が な さ れ

た 人 は 、 も し 、 自 ら 望 む な ら ば 、 そ の 選 挙 を 主 催 す る こ と に な る 人 の 前 に

出 て 、 各 々 が 同 じ 条 件 の 人 を 一 人 だ け 指 名 す べ き で あ り 、 ま た 、 そ れ に よ

っ て 指 名 さ れ た 人 も 、 も し 望 む な ら ば 主 催 者 の 前 に 出 て 、 各 々 が 同 じ 条 件

を も つ 人 を 一 人 だ け 指 名 す べ き で あ る 。 こ の 指 名 が そ の 面 前 で な さ れ る 人

は 、 こ れ ら の 人 す べ て の 名 前 を 地 面 か ら 明 白 に 読 む こ と の で き る 場 所 に 公

示 す べ き で あ る 。 ま た 、 彼 は 、 そ の 者 自 身 の 名 に よ っ て こ の 法 に 従 っ て 公

職 を 求 め る 申 し 出 が 所 定 の 期 日 ま で に な さ れ た か の よ う に 、 あ る い は 、 そ

の 人 が 自 ら 進 ん で そ の 公 職 を 求 め だ し 、 こ の 掲 示 を 撤 回 す る こ と が な い か

の よ う に 、 す べ て の 者 に つ い て 同 様 に 選 挙 を 開 催 す べ き で あ る 。」

②

「再 建 の 見 通 し の な い 建 物 は 壊 さ れ る べ き で は な い 。

第 六 二 条 な に 人 も 、 フ ラ ー ウ ィ ウ ス 自 治 市 マ ラ ガ の 市 街 地 お よ び そ の

市 街 地 に 隣 接 す る 住 宅 地 に お い て 、 も し 、 翌 年 ま で に 再 建 す る の で な け れ

ば 、 都 市 参 事 会 あ る い は 評 議 員 会 が 彼 ら の 大 多 数 の 出 席 の も と で 議 決 し た

場 合 を 除 い て 、 い ず れ の 建 物 に つ い て も そ の 覆 い を 取 り は ず し た り 、 破 壊

し た り 、 取 り 壊 す よ う に 配 慮 し た り し て は な ら な い 。 こ れ に 違 反 す る 行 為

を な し た 者 は 、 そ の 不 動 産 の 値 と 同 等 の 金 額 を フ ラ ー ウ ィ ウ ス 自 治 市 マ ラ

ガ の 市 民 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。 こ れ ら の 金 銭 に 関 し て は 、 こ の 自 治

市 の 市 民 に し て 、 こ の 法 に 従 っ て そ の よ う に 認 め ら れ る 人 で あ れ ば 、 欲 す

る な ら 誰 で も 、 訴 訟 、 請 求 、 追 求 し て も よ い 。」

(7)つ い で に 、 共 和 政 も 末 期 の 前 四 四 年 に 、 カ エ サ ル(シ ー ザ ー)の イ

ニ シ ヤ テ ィ ヴ に よ り建 設 さ れ た 都 市 で あ る ウ ル ソ ー(こ れ は 、 ロ ー マ 市 民

か ら な る 植 民 市 で 、 さ き の マ ラ ガ の 近 く に あ っ た)の た め に 制 定 さ れ て い

た 都 市 法(ウ ル ソ ー 法)を 一 条 だ け 紹 介 し て お こ う 。 こ の 法 律 に は 、 知 ら

れ て い る だ け で 、 一 三 四 も の 条 文 が あ り 、 そ の う ち 五 〇 条 以 上 の 条 文 に つ

い て は 、 そ の 内 容 が 判 明 し て い る 。 訳 文 は 『世 界 歴 史 事 典 ・史 料 編 ・西 洋

1』 に よ る 。

「第 九 九 条 ゲ ネ テ ィ ウ ァ 植 民 市 に お い て 公 の 水 道 を 設 く る 場 合 に は 、在

任 中 の 二 人 役 は 、 ど の 耕 地 を 通 じ て そ れ を 導 く べ き か を 、 出 席 者 の 三 分 の

二 以 上 の 市 参 事 会 に 提 案 す べ し 。 出 席 せ る 市 参 事 会 員 の 多 数 が 決 定 せ る 場

所 に つ き て は 、 水 道 の た め に と く に 建 設 せ る 建 物 以 外 の な ん ら か の 建 物 を

通 じ て 導 く に あ ら ざ る 限 り 、 か の 耕 地 を 通 じ て 水 道 を 建 設 す る こ と は 合 法

と 認 め ら れ る 。 な に び と も 水 道 を か よ う に し て 設 く る こ と を 阻 害 す べ か ら
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土.」

(8)こ れ ら の 都 市 法 の 条 文 は 、 立 法 技 術 の 見 地 か ら す る と 、 そ れ な り の

水 準 に あ る が(と は い っ て も 、 現 代 法 の 場 合 ほ ど 、 明 晰 な ス タ イ ル で 起 草

さ れ て い る わ け で は な い)、 そ れ は 、 こ れ ら の 法 規 が 、 お そ ら く 、 ロ ー マ 本

市 で 、 長 い 期 間 の う ち に 磨 き あ げ ら れ て い っ た ル ー ル を 成 文 化 し た も の で

あ っ た り 、 あ る い は 、 す で に 存 在 す る ル ー ル を 転 用 し た も の で あ っ た り し

た せ い で あ ろ う 、 と 思 わ れ る 。 い ず れ に し て も 、 各 地 の 都 市 法 に は そ れ な

り に 共 通 の 規 定 が あ っ た に ち が い な い(と り わ け 、 同 じ 属 州 内 の 諸 都 市 に

つ い て は そ の 推 測 が な り た つ)。 ひ ょ っ と す る と 、モ デ ル 法 の よ う な も の が

す で に 用 意 さ れ て い た 可 能 性 さ え あ る 。

さ て 、 い く つ か の 都 市 法 の 断 片 を 総 合 し て み る と 、 新 設 都 市 あ る い は 再

編 成 さ れ た 都 市 の 法 制 の 大 要 が 見 え て く る 。 市 政 の 中 心 は 、 ロ ー マ 本 市 の

元 老 院 の 場 合 と 同 じ よ う に 、 「セ ナ ー ト ゥ ス 〈senatus>」 と よ ば れ る 市 参 事

会 に あ っ た 。 こ こ へ は 、 政 務 官(行 政 官=政 治 家)の 地 位 に 就 任 し た 経 験

を も っ 者 が 、 五 年 ご と の 選 挙 手 続 の 実 施 を へ て 入 っ て い き 、 そ の 地 位 は 終

身 つ づ く 。 そ の 数 は 一 〇 〇 名 前 後 で あ っ た と 思 わ れ る 。 市 民 の 全 体 集 会 で

あ る 民 会 が 、 政 務 官 選 挙 を と り 行 な っ た り 、 共 同 体 全 体 の 意 思 決 定 を し た

り す る 役 割 を も っ て い る こ と 、 そ れ か ら 、 二 人 以 上 の 、 い く つ か の タ イ プ

の 一 年 任 期 の 政 務 官 が 市 政 を 具 体 的 に 動 か す ア ク テ ィ ヴ な 機 関 と な る こ と

も 、 ロ ー マ 本 市 の 場 合 と 似 た よ う な も の で あ っ た 。 市 参 事 会 員 は 、 都 市 の

名 望 家 一 有 力 者 と し て 、 市 政 を 長 期 的 に リ ー ド し て い く が 、 彼 ら は 、 政 務

官 に 就 任 す る 機 会 に 、 あ る い は 参 事 会 の メ ン バ ー と し て 、 個 人 の 負 担 で 、

共 同 体 の た め に 金 を 拠 出 す る こ と を 喜 び と し 、 誇 り と し て い た 。 ミ ニ ・ ロ

ー マ の よ う な 町 が 属 州 の あ ち ら こ ち ら に で き あ が っ た の は 、 彼 ら の 財 力 に

よ る も の で あ る 。 現 在 で も 、 私 た ち は 、 ヨ ー ロ ッ パ 大 陸 や ア フ リ カ 北 部 に 、

小 さ い な が ら も と と の っ た 昔 の ロ ー マ の 町 の 面 影 を の こ す 遺 跡 を 見 る こ と

が で き る が 、 そ れ は 、 属 州 の 経 済 力 の 高 さ を 象 徴 す る も の で あ っ た 。 地 方

都 市 で 多 く の 場 合 ワ ン セ ッ ト に な っ て い る 施 設 と し て は 、 以 下 の も の が あ

る 。 神 殿 、 広 場 、 公 会 堂 ・柱 廊 、 記 念 門 ・記 念 柱 、 劇 場 、 円 形 闘 技 場 、 体

育 場 、 水 道 、 公 共 浴 場 な ど が そ れ で あ る 。 し か し 、 二 世 紀 に 入 っ て 、 ロ ー

マ 帝 国 全 体 の 経 済 的 活 力 が 低 下 し 、 各 地 方 が 衰 微 し は じ め る と 同 時 に 、 中

央 か ら の 搾 取 も 強 化 さ れ 、 そ の と き 、 市 参 事 会 の メ ン バ ー は 、 地 方 都 市 を

代 表 す る 層 と し て 、 過 大 な 負 担 を 強 い ら れ る よ う に な り 、 こ の ポ ス トに は

誰 も つ き た が ら な い 傾 向 が 強 ま る 。

さ て 、 さ き に 紹 介 し た 都 市 法 の 内 容 に つ い て で あ る が 、 資 料(6)① で

は 、 都 市 の 政 務 官 職 に 立 候 補 す る 人 が 定 数 に み た な い と き の 処 置 に つ い て

定 め ら れ て い る 。 政 務 官 の 数 は そ れ ほ ど 多 く な か っ た け れ ど も 、 毎 年 ち が
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っ た 人 が 選 出 さ れ る よ う に す る シ ス テ ム は 、 名 望 家 の 層 が 薄 い 地 方 都 市 で

は な か な か う ま く 機 能 し て い か な い 。ロ ー マ 本 市 で の 伝 統 に も し た が っ て 、

名 誉 職 で あ る こ の 政 務 官 は 無 報 酬 で あ っ た の で(参 事 会 員 に つ い て も 同 様

で あ る)、 な り 手 を 補 給 す る こ と が む つ か し い ケ ー ス も よ く 生 じ た の で あ ろ

う 。 当 時 の 地 方 政 治 の 苦 労 が し の ば れ る 。 つ ぎ に 資 料 ② に は 、 建 築 関 係 の

法 が 見 え る が 、 こ れ は 現 代 顔 負 け の き び し さ を 備 え て い る 。 相 隣 関 係 を は

じ め と す る 生 活 規 制 の さ ま ざ ま な ル ー ル は 、 ロ ー マ 世 界 で 驚 く ほ ど よ く 発

達 し て い た の で 、 こ れ く ら い の 規 制 は ご く ふ つ う の こ と と 言 え る か も し れ

な い 。 最 後 に 、 資 料(7)は 、 公 共 の 水 道 に か ん す る 規 定 で あ る 。 水 道 関

連 の 事 業 は 、 そ の 水 道 が 私 有 地 を 通 る こ と が 多 い の で 、 い ろ い ろ と 法 的 な

問 題 の 温 床 と な り 、 当 局 に と っ て も 難 題 を 課 す も の で あ っ た 。

(E)農 地 法(legesagrariae)

(a)公 有 地(国 有 地)の 帰 属 ・ 分 配 や そ の 占 有 の あ り か た を め ぐ る 問 題

は 、 ロ ー マ 史 上 最 大 の 経 済 的 ・ 政 治 的 ・ 社 会 的 難 問 の 一 つ で あ っ た 。 共 和

政 下 だ け で 、 ま っ た く 異 例 に も 、 四 〇 を こ え る 数 の 土 地 法 が 制 定 さ れ た こ

と が そ の こ と を 端 的 に 物 語 っ て い る 。 以 下 に 、 農 地 法 を い く つ か を と り あ

げ て み よ う 。 伝 え ら れ て い る も の の な か に は 、 提 案 者 名 を 冠 し た 法 律 も あ

る が 、 た ん に 〈lexagraria>[農 地 法]と し て し か 知 ら れ て い な い も の も 多

い よ う で あ る 。

〈1>〈lexLiciniaSextiaagraria>[農 地 に か ん す る リ キ ニ ウ ス ・ セ ク ス

テ ィ ウ ス 法](前 三 六 七 年)

〈2>〈lexSemproniaagraria>[農 地 に か ん す る セ ン プ ロ ー ニ ウ ス 法](前

一 三 三 年)

〈3>〈lexSemproniaagraria>[農 地 に か ん す る セ ン プ ロ ー ニ ウ ス 法](前

一 二 三 年)

〈4>〈lexagraria>[農 地 法](前 一 一 一 年)

〈5>〈lesThoria>[ト リ ウ ス 法](前 一 一 九 ～ 一 一 八 年)

〈6>〈lexJuliaagraria>[農 地 に か ん す る ユ ー リ ウ ス 法](前 五 九 年)

〈7>〈lexCocceiaagraria>[農 地 に か ん す る コ ッ ケ イ ユ ス 法](後 九 六

～ 九 八 年)

(b)「 リ キ ニ ウ ス ・セ ク ス テ ィ ウ ス 法(前 三 六 七 年)〈lexLiciniaSextia>」

に つ い て 見 て み よ う 。 こ れ は 、 初 期 共 和 政 の 法 律 群 の う ち の 中 核 法 の 一 つ

で あ る 。 こ の 法 は 、 ガ ー イ ウ ス ・ リ キ ニ ウ ス ・ セ ク ス テ ィ ウ ス と い う 名 の

護 民 官(平 民 団 の リ ー ダ ー)の 提 案 に よ り 、 前 三 六 七 年 に 成 立 し た 法 律 シ

リ ー ズ の う ち の 一 つ で あ る 。 こ れ は 、 一 二 表 法 制 定 後 か ら 一 〇 年 ま え に 再

燃 し て い た 貴 族 と 平 民 と の 身 分 闘 争 を と り あ え ず 収 拾 す る も の と し て 生 ま
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れ た 一 種 の 妥 協 策 で あ っ た 。 体 制 側 の 官 職 保 有 者 で は な く 、 い わ ば 反 体 制

側 に 属 す る 護 民 官 が 提 案 し て 成 立 し た と こ ろ に 、 こ の 法 律 の 改 革 的 な 性 格

が よ く に じ み で て い る 。 こ の 法 律 の 主 な 内 容 は 、 以 下 の 三 点 に し ぼ ら れ る

が 、 そ れ ぞ れ き わ め て 重 要 で あ る 。

(1)ナ ン バ ー ・ワ ン の 通 常 政 務 官 と し て 、 毎 年 、 つ ね に 二 名 の 執 政 官 を

設 け る こ と と し 、 そ の う ち の 一 名 は 平 民 出 身 の 者 に よ っ て 占 め ら れ る 体 制

に す る(そ れ ま で に も 、 例 外 的 で は あ る が 、 三 ～ 六 名 の 定 員 か ら な

る 、 「執 政 官 権 限 武 官 」 と い う 変 則 的 な ナ ン バ ー ・ ワ ン 政 務 官 グ ル ー プ に 平

民 が 就 任 し て い た こ と は あ る)。 な ぜ こ れ ほ ど ま で に 平 民 が カ を 獲 得 す る こ

と が で き た の か 、 と 言 う と 、 そ れ は 、 戦 争 に お い て 重 装 歩 兵 集 団 の 主 力 と

な る に い た っ た 有 産 平 民 層(彼 ら は 、 前 五 〇 九 年 に 王 政 を 打 倒 し て 共 和 政

が 樹 立 さ れ た さ い に も 、 重 要 な 役 割 を 演 じ た)が 現 代 風 に 表 現 す れ ば 、

ゼ ネ ス ト を 敢 行 し 、 徴 兵 や 従 軍 を 拒 否 す る 、 と い う 強 烈 な 実 力 行 使 の

手 口 を 用 い て 、 共 和 政 初 期 に 反 動 的 な 動 き を 示 し は じ め た 貴 族 勢 力 に 対 抗

す る 政 治 勢 力 と な る こ と に 成 功 し た た め で あ る(そ の 最 初 の ゼ ネ ス トは 前

四 九 四 年 に 生 じ た)。 新 時 代 の 戦 術 で は 、貴 族 が 主 流 を 占 め る 騎 兵 集 団 な ど

あ ま り 役 立 た ず 、 重 装 備 の 歩 兵 集 団 な し で は ロ ー マ 軍 は 敵 に 対 し て 強 力 で

は な か っ た か ら 、 近 隣 の 有 力 共 同 体 と の せ め ぎ あ い の な か で は 、 国 防 上 、

貴 族 は 、 平 民 を な だ め る た め に 譲 歩 す る こ と を よ ぎ な く さ れ た の で あ る 。

貴 族 と 平 民 と の 身 分 闘 争 は 、 共 和 政 が ス タ ー トす る と 同 時 に は じ ま り 、 平

民 は 、 ま ず 、 護 民 官 と い う 、 平 民 団 の リ ー ダ ー を 平 民 の 代 弁 者 と し て 貴 族

に な か ば 公 け に 認 め さ せ る こ と に 成 功 し た 。 そ し て 、 身 分 闘 争 の 第 ニ ラ ウ

ン ド は 、 こ の 法 律 の 制 定 よ り も 一 〇 年 ま え に 本 格 的 に は じ ま っ た と 見 て よ

い が 、 こ の 法 律 の 制 定 に よ っ て 政 権 の ト ッ プ の 座 の 一 方 を 平 民 が 手 中 に し

た 結 果 と し て 、 身 分 闘 争 の 歴 史 に 一 つ の 時 代 が き ざ ま れ た こ と に な る(そ

の あ と に も 、 ナ ン バ ー ・ツ ー の 法 務 官 以 下 の 政 務 官 の ポ ス トが つ ぎ つ ぎ に

平 民 層 に 開 放 さ れ て い く)。 と こ ろ で 、 こ の 出 来 事 に よ り 、 タ テ マ エ 上 は 市

民 の 平 等 が 確 立 し た と 見 ら れ る け れ ど も 、 し か し 、 ホ ン ネ(実 体)に 注 目

す れ ば 、 新 興 の 実 力 派 平 民 が 旧 勢 力 で あ る 貴 族 と 結 ん で あ ら た な 政 治 的 指

導 グ ル ー プ を 形 成 し 、 政 権 を た ら い ま わ し に し た だ け の こ と で あ っ て 、 ふ

つ う の 平 民 に は 、 政 権 な ど 、 ま る で 遠 い 存 在 で あ っ た 。 こ の よ う な 現 象 は 、

国 民 に 参 政 権 が 平 等 に 認 め ら れ た と 言 わ れ て い る 現 代 で も あ ち こ ち に 見 ら

れ る こ と で あ っ て 、 べ つ に 不 思 議 な こ と で は な い 。 さ ら に 、 も う少 し っ き

つ め て 考 え る と 、 執 政 官 を 頂 点 と す る 数 十 名 の 政 務 官 は 、 た し か に 、 タ テ

マ エ の う え で は 、 ロ ー マ 国 制 の な か で 突 出 し 、 目 立 つ 存 在 で あ る が 、 し か

し 、 政 治 の ホ ン ネ の 世 界 で は 、 毎 年 交 替 す る 政 務 官 群 な ど 、 小 さ い 存 在 に

す ぎ ず 、元 老 院 が 強 力 な 集 団 指 導 体 制 を 誇 っ て い た 。 こ の 意 味 か ら す る と 、
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平 民 の 執 政 官 就 任 は そ れ ほ ど 直 接 的 ・永 続 的 に ロ ー マ 政 治 に 強 力 な 衝 撃 を

与 え る ほ ど の も の と は な ら な か っ た わ け で あ る 。

(2)負 債 の 処 理 に つ い て は 、 す で に 支 払 っ た 利 息 を 元 本 の 弁 済 に あ て た

も の と み な し て 、 元 本 を そ の 分 だ け 減 額 す る と と も に 、 残 債 は 三 年 間 で 返

済 す れ ば よ い も の と す る 。 ご く 平 穏 な 社 会 で は 借 金 な ど し な く て も 社 会 生

活 が 営 ま れ た で あ ろ う 。 し か し 、 ロ ー マ は 、 自 ら の 共 同 体 を 守 る た め に 、

ほ と ん ど つ ね に 近 隣 共 同 体 に 対 し て 攻 勢 に で て い た し 、 ま た 、 前 三 八 七 年

に は ま っ た く 珍 し い こ と に ロ ー マ 市 が ケ ル ト 人 と い う 異 民 族 に よ

っ て 一 時 占 領 さ れ 、ま た 、そ の 後 に も 近 隣 の 国 々 と の 戦 争 が つ づ い た の で 、

ふ だ ん は た だ の 農 民 の 兵 士 で あ る 平 民 は 、 し ば し ば 、 武 器 を 自 弁 し 、 さ ま

ざ ま な 軍 事 的 負 担 も 負 わ さ れ る 、 と い う 厳 し い 状 況 に し ば し ば お い こ ま れ

た 。 彼 ら は 、 ま ず 、 自 身 の 身 体 を 担 保 に い れ て(も ち ろ ん 、 こ れ は ぎ り ぎ

り の 選 択 で あ っ た が)、 貴 族 か ら 金 を 借 り 、そ れ が 返 済 で き な け れ ば 、 そ の

貴 族 個 人 の 奴 隷 の よ う に し て 働 か さ れ た り 、 ま た 、 担 保 に 入 れ て い た 自 己

所 有 の 土 地 を 手 ぱ な し た り し た こ と で あ ろ う 。戦 争 残 酷 物 語 が こ こ に あ る 。

こ の 時 よ り 時 代 を さ か の ぼ る こ と 二 〇 〇 年 ほ ど ま え 、 ギ リ シ ア の ア テ ー ナ

イ で も 、 ソ ロ ー ン と い う 敏 腕 政 治 家 が 現 わ れ て 、 さ ま ざ ま な 理 由 に よ り負

債 に 苦 し ん で い た 平 民 の た め に 、 「重 荷 お ろ し 」 と い う 借 金 の 帳 消 し を 行 な

っ て い る か ら 、 歴 史 と い う の は ほ ん と う に よ く 似 た か た ち で 動 く も の だ 、

と い う こ と が わ か る 。全 体 的 に 見 た 場 合 、 ロ ー マ の 処 置 は 微 温 的 で あ る が 、

そ れ が ま た ロ ー マ 的 な や り か た で も あ っ た 。 な お 、 平 民 の 身 を 負 債 か ら 守

る と い う 立 法 政 策 は そ の 後 も ひ き つ が れ 、 前 三 四 二 年 に は ゲ ヌ ー キ ウ ス 法

に よ っ て 負 債 の 利 息 を 廃 止 す る と い う 極 端 な こ と ま で 生 じ た し 、 前 三 二 六

年 に は 、 ポ エ テ リ ウ ス ・パ ピ ー リ ウ ス 法(lexPoeteliaPapiria)に よ り 、

身 体 を 担 保 と し て 借 金 を す る か た ち に な る こ と も 、 禁 止 さ れ る(こ れ は さ

き の ソ ロ ー ン が 実 行 し て い た よ う な こ と で も あ っ た)。

(3)そ れ で は 、 本 論 に 入 ろ う 。 公 有 地 の 占 有 は 五 〇 〇 ユ ー ゲ ラ(約 一 二

五 ヘ ク タ ー ル)ま で と し 、 そ こ で 放 牧 で き る 大 家 畜(牛 ・馬)は 一 〇 〇 頭

以 下 、 小 家 畜(羊 ・山 羊)は 五 〇 〇 頭 以 下 に 制 限 す る も の と す る(-Oユ

ー ゲ ラ く ら い あ れ ば 一 家 族 が な ん と か 生 計 を た て て い け る と い う こ と な の

で 、五 〇 〇 ユ ー ゲ ラ の 制 限 が そ れ ほ ど き び し い も の で は な か ろ う)。 公 有 地

と い う の は 、 ロ ー マ が 、 戦 勝 の さ い 、 敗 れ た 側 か ら と り あ げ た 土 地(ふ つ

う 、 こ れ は そ の 国 土 全 体 の 三 分 の 一 に 相 当 す る)の こ と で 、 そ れ に つ い て

は 、 資 力 に 余 裕 の あ る 市 民 の 上 層 部 が そ れ を 国 家 か ら 借 り 、 利 用 す る 、 と

い う仕 組 み が で き あ が っ て い た 。 こ の 法 律 の 規 定 の 趣 旨 は 、 日 本 の か つ て

の 「農 地 改 革 」 の 目 指 し た と こ ろ に も 一 部 似 か よ っ て い る の で は な か ろ う

か 。 こ の 法 律 の 制 定 に よ り 、 中 小 の 農 民 が 土 地 を と り も ど し 、 大 土 地 経 営
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に も 歯 止 め が か か る と 同 時 に 、 資 力 に 余 裕 の あ る 平 民 上 層 部 が 、 自 ら も 公

有 地 の 利 用 に あ ず か る チ ャ ン ス も え た こ と に な る 。 な お 、 こ の よ う な 土 地

改 革 の 流 れ は 、 前 一 三 三 年 に グ ラ ッ ク ス 兄 が 提 案 し 、 強 行 成 立 さ せ た 法 律

の な か に も 見 ら れ る 。 つ ま り 、 こ こ で は 、 さ き の 五 〇 〇 ユ ー ゲ ラ の 制 限 を

基 本 と し 、 子 供 一 人 に つ き 二 五 〇 ユ ー ゲ ラ の 追 加 枠 を 認 め 、 トー タ ル で 一

〇 〇 〇 ユ ー ゲ ラ を 超 え な い も の と す る 、 と い う よ う に 定 め ら れ て い た の で

あ る 。 前 一 一 一 年 の 土 地 法 は 碑 文 の か た ち で 現 代 に ま で 伝 わ っ て い る(ト

リ ウ ス 法 が 前 一 一 一 年 法 と 同 じ で あ る 、 と い う 理 解 も あ る)『 西 洋 法 制 史 料

選 ・1・ 古 代 』 八 九 頁 以 下 に こ の 法 律 の 紹 介 が 吉 野 悟 氏 に よ っ て 行 な わ れ

て い る 。 な お 、 後 一 世 紀 に 制 定 さ れ ユ ッ ケ イ ユ ス 法 は 最 後 の 農 地 法 と さ れ

る 。 し か も 、 こ れ は 、 紀 元 後 の 世 紀 に 成 立 し た 二 つ の 農 地 法 の う ち の 一 っ

で あ る 。

こ の よ う に 、 リ キ ニ ウ ス ・セ ク ス テ ィ ウ ス 法 は 、 そ れ ま で 、 日 本 の か つ

て の 総 評 議 長 の よ う な 性 格 を も つ 護 民 官 た ち(平 民 団 の ボ ス)に ひ き い ら

れ た 抵 抗 活 動 を て こ と し て 戦 わ れ て き た 身 分 闘 争 の 流 れ を 大 き く 変 え た も

の で あ り 、 現 実 の 問 題 と し て も 、 政 治 ・経 済 の 両 分 野 で の 平 民 全 体 の 地 位

向 上 に プ ラ ス に な っ た 。 そ の 後 も 、 両 身 分 の 対 立 は 、 ふ た た び 戦 争 が ら み

で 平 民 の 借 金 地 獄 が 出 現 し た の を き っ か け と し て 激 化 し 、 平 民 は ま た ゼ ネ

ス ト で 脅 し を か け る 。 そ の 結 果 、 借 金 問 題 の 処 理 が ど う な っ た か は よ く わ

か っ て い な い 。 も と も と は 平 民 だ け が 出 席 し て い た 平 民 会 で 生 み だ さ れ る

決 議 が 市 民 全 体 を 拘 束 す る こ と を 定 め る ホ ル テ ー ン シ ウ ス 法 が 制 定 さ れ

て 、 後 代 に は 、 こ こ を 舞 台 と し て 多 数 の 法 律 が 生 み だ さ れ て い く こ と に な

る 。 前 二 八 七 年 の こ と で あ っ た 。 ふ つ う 、 こ れ は 平 民 の 勝 利 ・身 分 闘 争 の

終 結 点 と 形 容 さ れ て い る が 、 実 際 の と こ ろ は 、 貴 族 と 上 層 平 民 層 が 結 託 し

て こ の 民 会 を 牛 耳 る こ と も 少 な く な か っ た の で 、 こ の 法 律 制 定 の 意 義 を あ

ま り に 強 調 す る と 、 実 体 を 見 誤 る こ と に な ろ う 。 い つ の 時 代 に も 、 政 治 の

実 相 を 読 む の は な か な か む ず か し い わ け で あ る 。

(F)利 息 関 連 法

(a)

〈1>〈lexduodecimtabularum>[一 二 表 法](前 四 五 一 ～ 四 五 〇 年)

〈2>〈lexLiciniaSextia>[リ キ ニ ウ ス ・ セ ク ス テ ィ ウ ス 法](前 三 六 七

年)

〈3>〈lexGenucia>[ゲ ヌ ー キ ウ ス 法](前 三 四 二 年)

〈4>〈lexDuilliaManenia(Maenia?)〉[ド ウ ィ ッ リ ウ ス ・ マ ネ ニ ウ ス

(マ エ ニ ウ ス?)法](?)

〈5>〈lexSempronia>[セ ン プ ロ ー ニ ウ ス 法](前 一 九 三 年)
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〈6>〈lexMarcia>[マ ル キ ウ ス 法](前 一 〇 四 年)

〈7>〈lexCorneliaPompeia>[コ ル ネ ー リ ウ ス ・ポ ン ペ イ ユ ス 法](前

八 八 年)

〈8>〈lexValeria>[ワ レ リ ウ ス 法](前 八 二 年)

〈9>〈lexJuliadepecuniismutuis>[貸 金 に か ん す る ユ ー リ ウ ス 法]

(前 四 九 年)

(b)

(1)こ こ で は 、 利 息 を め ぐ る 法 規 制 全 般 に つ い て 概 観 し て み よ う 。 民 法

第 五 八 七 条 に 規 定 さ れ て い る 金 銭 消 費 貸 借 の 制 度 が 本 質 的 に は 無 償 性 を も

っ て い る こ と の な か に も そ の 痕 跡 が 見 ら れ る の で あ る が 、 古 代 ロ ー マ の 社

会 に お い て は 、 た と え ば 知 人 に 金 を 貸 し て あ げ る 、 と い う の は 、 当 時 の 上

流 社 会 に 深 く 根 を お ろ し て い た 友 誼 関 係(友 人 関 係)の 一 つ の 具 体 的 な 現

わ れ た か た で あ っ て 、 借 り 手 は 、 融 通 し て 頂 い た お 金 を 、 あ と で 、 そ の 額

の ま ま で 、 貸 し 手 に お 返 し す る 、 と い う の が 原 則 で あ っ た 。 仲 間 う ち の 金

の 貸 し 借 り で 利 息 な ど を と る の は い か に も 水 く さ い 仕 打 ち と 考 え ら れ た の

で あ ろ う 。 も っ と も 、 こ れ は タ テ マ エ 上 の 話 で 、 実 際 に は 、 借 主 が な ん ら

か の か た ち で 貸 主 に 見 返 り を ち ゃ ん と さ し あ げ て 、 バ ラ ン ス を と ら な い か

ぎ り 、 貸 主 は そ れ 以 後 そ の サ ー ク ル で は ま と も な 人 間 と 扱 っ て も ら え な い

で あ ろ う 。 そ の 見 返 り と い う も の に は い ろ い ろ あ る が 、 も っ と も 大 が か り

な の は 、 世 話 に な っ た 人 自 身 や 、 そ の 人 の 指 示 す る べ つ の 人 物 が 毎 年 行 な

わ れ る 政 務 官 選 挙 に う っ て で る さ い に 、 投 票 す る こ と を ふ く め て 、 さ ま ざ

ま な か た ち で 支 援 を す る こ と で あ っ た 。 他 方 で 、 ご く 日 常 的 な お 礼 は 、 少

額 の 贈 与 を 、 少 し タ イ ミ ン グ を ず ら す か た ち で す る こ と で 軽 く す ま さ れ て

い た か も し れ な い 。 そ の よ う な わ け で 、 ホ ン ネ の 次 元 で は 、 利 息 に 相 当 す

る よ う な も の は 水 面 下 で ち ゃ ん と 動 い て い た の で あ る 。 と こ ろ で 、 利 息 つ

き と か 無 利 息 ス タ イ ル と か の 話 題 に な る と 、 文 豪 シ ェ ー ク ス ピ ア 作 の 「ヴ

ェ ニ ス の 商 人 」 と い う 戯 曲 の こ と が 思 い だ さ れ る 。 こ こ で は 、 利 息 と い う

も の が ド ラ マ の プ ロ ッ ト と し て 重 要 な 役 割 を 与 え ら れ て い る か ら で あ る 。

そ の こ と に つ い て 少 し 見 て み よ う。 シ ャ イ ロ ッ ク は ユ ダ ヤ 人 の 高 利 貸 で あ

る 。 こ の す ご 腕 の 商 売 人 は 、 す っ か ら か ん に な っ た 親 友 の 借 金 に か ん し て

親 切 に も 保 証 人 の 役 割 を ひ き う け て や ろ う と す る ア ン トー ニ オ と い う 人 物

(面 白 い こ と に 、 劇 中 で 、 こ の 人 は 、 「古 代 ロ ー マ 人 の よ う な 人 物 」 と さ れ

て い て 、 利 息 を つ け て 友 人 と の あ い だ で 金 を 貸 し 借 り し た こ と は な い 、 と

い う よ う に 描 写 さ れ て い る)に は 、 こ れ ま で ず っ と 、 例 の 人 種 的 偏 見 に よ

り 、 ま た 、 高 利 貸 を 生 業 と し て い る 、 と い う 理 由 で 、 軽 蔑 さ れ て ば か り い

た の で あ る が 、 こ の シ ャ イ ロ ッ ク は 、 な ん と 、 無 利 子 で 、 三 千 ダ カ ッ ト も

の 大 金 を 、 問 題 の 友 人(本 人)の た め に(と い う よ り 、 旧 敵 で あ り 、 こ の
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局 面 で 保 証 人 と な っ た ア ン トー ニ オ の た め に)用 立 て て や る こ と に し た 。

そ の と き 、 こ の ユ ダ ヤ 人 は 利 息 を と ら な い の で あ る が(こ れ は 、 ユ ダ ヤ 人

同 士 の あ い だ で な ら 、 ご く あ た り ま え の 現 象 で あ り 、 彼 ら は ア ウ ト サ イ ダ

ー に 対 し て だ け 高 利 貸 の 商 売 を し て い る の で あ る)
、 こ の よ う な 振 舞 い は 、

実 質 的 な 借 主 の ア ン トー ニ オ に ま っ た く 思 い が け な い 展 開 で あ り 、 高 利 貸

を 職 業 と す る 人 物 と し て は 異 例 の こ と で あ っ た 。 そ の か わ り(か ど う か は

よ く わ か ら な い が)、 「ほ ん の 冗 談 で あ る 」 と か 称 し て 、 「万 一 、 問 題 の 額 が

期 日 に ち ゃ ん と 返 済 で き な い と き は 、 違 約 金 の か わ り に 、 あ な た の 肉 を き

っ か り 一 ポ ン ド、 私 の 好 き な と こ ろ か ら 切 り 取 っ て も よ い 、 と い う こ と に

し て も ら い た い 。 そ し て 、 こ れ を 公 証 人 の と こ ろ で 証 文 に し て 記 録 し て お

い て ほ し い 。」 と い う奇 妙 な 申 出 を す る 。 こ の 証 文 が 、 の ち の 裁 判 で 、 シ ャ

イ ロ ッ ク の 、 期 待 ど お り ひ と ま ず 物 を 言 い 、 世 に も 有 名 な あ の 人 肉 裁 判 が

展 開 さ れ る の で あ る(そ の 結 果 、 よ く 知 ら れ て い る と お り 、 シ ャ イ ロ ッ ク

の 、 法 の タ テ マ エ を 利 用 し た 企 み は 実 を 結 ば な い ど こ ろ か 、 彼 は 、 ヴ ェ ネ

ツ ィ ア 人 の 命 を 狙 っ た 極 悪 人 と い う こ と で 、 ひ ど い 仕 打 ち を う け る こ と に

な る)。

(2)同 じ よ う な こ と は 、 委 任 に つ い て も あ て は ま る 。 医 師 や 弁 護 士 な ど

の サ ー ビ ス の 提 供 は 、 当 時 、 高 級 な 労 務 提 供(委 任)に 属 し て い た か ら 、

当 然 の こ と な が ら 謝 礼 が か ら ん で き た け れ ど も 、 そ れ は 、 ス ト レ ー トに 支

払 わ れ る の で は な い 。 間 接 的 な か た ち で 御 礼 が な さ れ る だ け で あ る 。 今 で

は 、 健 康 保 険 の 導 入 な ど に よ り 、 「医 は 算 術 」 と 化 し て し ま っ た が 、 日 本 で

も 、 戦 前 に は 、 た し か に 「医 は 仁 術 」 と い う う け と り か た も あ っ た わ け で 、

そ の あ た り の 微 妙 な と こ ろ を 想 像 し て 頂 け れ ば 、 ロ ー マ の 御 礼 の 実 体 も 推

察 し て 頂 け よ う 。 と に か く 、 ロ ー マ で は 、 対 価 を も ら っ て 他 人 の 仕 事 を ひ

き う け る 、 な ど と い う の は 、 奴 隷 か 、 か つ て 奴 隷 で あ っ た 下 層 民 の す る こ

と で あ っ た 。 誇 り 高 い 自 由 人 の あ い だ で は 相 互 扶 助 の し き た り が 存 在 し て

い た の で 、 こ の 線 で サ ー ビ ス が 日 常 的 に 提 供 さ れ て い る 。 こ の よ う な 社 会

で は 、 利 息 と か 露 骨 な 対 価 と か は な か な か 表 へ は 出 て こ な い わ け で あ る 。

以 上 の 話 は 、 親 密 な 関 係 に あ る 、 い わ ば 同 一 レ ヴ ェ ル 上 の 、 同 格 の 人 間

同 士 に つ い て あ て は ま る こ と で あ る(も っ と も 、 ま と も な ロ ー マ 市 民 は 、

共 和 政 時 代 に お い て も 数 の 上 で 市 民 中 の 少 数 派 に 属 し て い た が)。 他 方 、人

と 人 と の あ い だ に 上 下 の 関 係 が な り た っ て い る と こ ろ で は 、 そ の よ う な ソ

フ ト な 人 間 関 係 は 求 め ら れ る は ず も な い 。 下 の 者 は 上 の 者 に 甘 え 、 す が っ

て 、 利 益 を え よ う と し 、 そ れ も と き に は 成 功 す る だ ろ う が 、 そ れ で も 、 一

定 の 限 度 を こ え る と 、 き び し い 扱 い も 生 ま れ る 。 ち ょ う ど 、 昔 の 日 本 の 地

主 と 小 作 人 、 家 主 と 店 子 と の 関 係 の よ う な も の を 考 え て 頂 け ば よ い 。 ロ ー

マ が 農 業 社 会 で あ っ た こ く 古 い 時 代 に は 、 人 と 人 と の 間 柄 に は い く ら か 優
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し い と こ ろ も 見 ら れ た で あ ろ う が 、 そ の よ う な 牧 歌 的 な 時 代 は 、 急 速 に す

ぎ さ っ て い く 。

さ て 、 ロ ー マ の 上 流 階 層 の 人 々 は 、 土 地 所 有 を 富 の 基 盤 に お い て い た 。

土 地 か ら の 、 つ き る こ と の な い 収 穫 が 最 上 の 利 潤 形 態 と 考 え ら れ 、 商 業 で

現 金 を か せ ぐ 、 と い っ た こ と は 、 基 本 的 に 蔑 視 さ れ て い た(古 代 ギ リ シ ア

に も 、 貨 幣 が 利 息 を 生 む よ う に す る こ と に 反 発 す る 考 え か た が た し か に あ

っ た)。 少 し 話 を 脱 線 さ せ る と 、 共 和 政 も 中 期 の 前 ニ ー 八 年 に 、 ク ラ ウ デ ィ

ウ ス 法 と い う 法 律 が 発 布 さ れ て 、 大 規 模 な 通 商 の 手 段 と な る だ け の 大 型 船

を 、 元 老 院 議 員 ク ラ ス の 人 々 つ ま り 、 政 治 家 を 代 々 出 し て い く 身 分 の

人 々 が 保 有 す る よ う な こ と は 、 そ の 家 の 名 誉 や 誇 り を 傷 つ け る も の と

し て 、禁 じ ら れ た こ と が あ る(政 治 家 が 、法 規 に は 反 し な い か ら と い っ て 、

そ の 地 位 を 利 用 し つ つ せ っ せ と 蓄 財 す る こ と が あ た り ま え の よ う に 考 え ら

れ て い る ど こ か の 国 と は ち が う)。 も ち ろ ん 、 こ の 法 規 は 少 な く と も ホ

ン ネ の レ ヴ ェ ル で は 完 全 な 威 力 を も つ こ と が で き ず 、 お 偉 方 が 、 手 っ

と り ば や い 現 金 収 入 の 魅 力 の と り こ に な っ て 、 か つ て 奴 隷 で あ っ た 、 気 の

き い た 者 に 別 会 社 を 経 営 さ せ た り し て か げ で こ っ そ り か せ ぐ 、 と い う の も

実 情 で あ っ た ら し い(し か し 、 こ れ は ホ ン ネ の 領 域 で の 話 で あ っ て 、 表 む

き は 遵 法 の 姿 勢 が き ち ん と 示 さ れ る)。 す ぐ わ か る よ う に 、農 業 で 利 潤 を あ

げ て も 、 た か が し れ て い た 。 も と も と 、 ロ ー マ は 、 船 が 航 行 で き る テ ィ ベ

リ ス 川 ぞ い の 要 衝 に あ り 、 し か も 、 内 陸 へ 通 ず る 「塩 の 道 」 の 中 継 点 に 位

置 す る 集 落 で 、 古 く か ら(と り わ け 、 エ トル ー ス キ ー 人 が ロ ー マ を 支 配 し

た 時 代 か ら)、 中 継 商 業 で 繁 栄 し て い た 。国 づ く り の は じ め の 段 階 に お い て 、

す で に 、 こ の 国 は た だ の 農 業 国 で は な か っ た の で あ る 。 商 業 に よ っ て 富 を

蓄 積 で き る チ ャ ン ス が あ る 、 と な れ ば 、 近 隣 の 諸 共 同 体 の 人 々 は ロ ー マ の

傘 下 に 入 っ て 利 益 に あ ず か り た い 、 と 思 う の が 自 然 で あ る か ら 、 市 民 の 数

つ ま り は 兵 力 が ロ ー マ へ の 移 住 や 合 併 な ど を 通 じ て ふ え 、 そ し て 、

リ ッ チ な 国 に は 、 優 れ た 武 器 が か な ら ず そ ろ う 。 そ の よ う な わ け で 、 ロ ー

マ は 急 速 に 軍 事 大 国 へ と 成 長 し た 。 紀 元 前 後 の 時 代 に は 、 ロ ー マ は 地 中 海

政 界 の 制 覇 に の り だ し 、 そ の 結 果 、 そ こ を 舞 台 と し て 、 「古 代 資 本 主 義 」 と

形 容 さ れ る よ う な 高 度 の 経 済 構 造 ま で 生 ま れ る 。 こ こ が 、 利 息 の は び こ る

世 界 で あ る の は 言 う ま で も な い 。 現 代 世 界 で 見 ら れ る の と 同 じ よ う に 、 銀

行 の 前 身 で あ る と も 見 ら れ る 両 替 商 に は 、 各 方 面 か ら 相 当 な 資 金 が か き 集

め ら れ(も ち ろ ん 預 け 主 に は 利 息 に 相 当 す る も の が 支 払 わ れ た は ず で あ

る)、 そ れ を 元 手 に し て 現 代 の 巨 大 商 社 に 十 分 に 匹 敵 す る よ う な 力 量 を 備 え

る 商 事 組 合 が 手 広 く 商 売 を 営 ん で い た(最 大 級 の ビ ジ ネ ス の 一 つ は 、 植 民

地 か ら あ が る 税 金 を 民 間 人 が 前 払 い す る 、 と い う徴 税 請 負 で あ っ た)。

(3)つ ぎ に 、 本 項 の 主 題 で あ る 利 息 規 制 法 の 歴 史 を な が め て み よ う 、 さ
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き に 述 べ た 一 二 表 法 に は 、 「年 利 は 八 ・三 三%と す る 」 と い う 規 定 が お か れ

て い た ら し い 。 こ れ は 、 も ち ろ ん 最 高 利 率 を 定 め た も の で あ る 。 こ の 法 典

は 、 貴 族 の 横 暴 に た え か ね た 平 民 が 、 実 力 で 抵 抗 し 、 法 制 定 に も ち こ ん だ

結 果 で き あ が っ た も の で あ る か ら 、 こ の 規 定 は 平 民 に 有 利 に で き て い る は

ず で あ る 。 そ う だ と す れ ば 、 こ の 法 典 よ り ま え に は 、 も っ と 高 利 が ま か り

と お っ て い た と も 推 測 で き る わ け で あ る 。 な ぜ 平 民 が 貴 族 の 側 か ら 利 息 を

つ け て ま で 金 を 借 り な け れ ば な ら な か っ た か 、 と 言 う と 、 平 民 は 、 お そ ら

く 、 し ば し ば 行 な わ れ る 自 衛 ・侵 略 戦 争 に 武 器 自 弁 で か り だ さ れ て い た の

で 、 出 征 前 に 現 金 が 必 要 だ っ た か ら で あ ろ う 。 ち ゃ ん と し た 武 具 を も た な

け れ ば 、 自 身 の 身 が 危 な い か ら 、 平 民 出 身 の 兵 士 は 必 死 の 思 い で そ れ ら を

調 達 し た 。 帰 国 し た 兵 士 は 、 戦 利 品 も 十 分 に は も ら え ず 、 農 地 は 男 の 働 き

手 を 失 な っ た た め に 荒 れ は て(ロ ー マ 兵 士 の ほ と ん ど は 農 民 で あ っ た)、 元

本 を 返 済 で き ず に 、担 保 に 入 れ て い た 土 地 を 金 持 ち 貴 族 に と ら れ て い っ た 。

お き ま り の 転 落 コ ー ス が こ こ に あ る わ け で あ る 。 そ の 後 一 世 紀 く ら い の あ

い だ に 、 さ き に 紹 介 し た リ キ ニ ウ ス ・セ ク ス テ ィ ウ ス 法 に よ り 、 利 息 と し

て 支 払 っ た 分 は 元 本 返 済 に あ て る こ と が で き る 、 と い う 措 置 が と ら れ(違

法 な 利 息 分 に つ い て の 元 本 控 除 と い う 発 想 は 、 後 代 に し ば し ば 法 律 で 制 度

化 さ れ て い る)、 そ の あ と(前 三 四 六 年?)年 利 を 半 分 に 下 げ て 、 四 ・一 六

%に す る と い う 平 民 会 議 決 も 生 ま れ た よ う で あ る 。 そ し て 、 つ い に 、 前 三

四 二 年 に は 、 ゲ ヌ ー キ ウ ス 法 と い う 法 律 が 利 息 を 全 面 的 に 廃 止 し た こ と が

伝 え ら れ て い る 。 し か し 、 実 際 は そ ん な に う ま く い っ た と は 思 え な い 。 こ

れ が 「ザ ル 法 」 だ っ た 可 能 性 も あ る 。 い ず れ に し て も 、 こ れ ら は 、 ど れ も 、

平 民 の 要 求 が 突 出 し て 生 み だ さ れ た ご く 例 外 的 な 法 律 で あ っ た と 思 わ れ

る 。 つ ぎ に 、 経 済 取 引 が ピ ー ク に 達 し た 前 一 世 紀 に 入 る と 、 年 一 二%と い

う 手 ご ろ な 利 率 が 法 が 認 め た 最 高 の も の と し て 定 着 し て く る 。前 八 二 年 に 、

ス ッ ラ は コ ル ネ ー リ ウ ス ・ポ ン ペ イ ユ ス 法 に お い て 一 〇 パ ー セ ン ト制 と し

た よ う で あ る 。 も っ と も 、 海 賊 に よ る 掠 奪 や 、 海 難 が ま ち う け て い る 海 上

運 送 に か か わ る 貸 付 け の さ い に は 、 利 率 は 制 限 を う け な い 。 こ れ は 、 ロ ー

マ 以 前 に 発 達 し て い た ヘ レ ニ ズ ム 世 界 の 商 慣 習 に し た が っ た の も の で あ ろ

う 。 貸 主 が 積 荷 の 減 失 時 に 自 身 の 貸 付 分 を 回 収 で き な い こ と に な っ て い た

こ と へ の 見 返 り と し て 、 こ う い う 特 別 の 優 遇 的 な 扱 い に な っ て い た に ち が

い な い 。 ま ず は 合 理 的 な 対 処 法 で あ る 。 そ れ か ら 、 紀 元 後 一 ～ 三 世 紀 に 入

っ て く る と 、 経 済 の 停 滞 も あ っ た せ い か 、 あ る い は 、 利 息 を ま っ た く 認 め

よ う と は し な い キ リ ス ト教 理 論 の 影 響 の せ い か 、 全 体 と し て 利 率 は ダ ウ ン

し て い く 。 ロ ー マ 末 期 の 大 法 典 で あ る 法 典 を 編 纂 さ せ た ユ ー ス テ ィ ー ニ ア

ー ヌ ス 帝 は 、 通 常 の ケ ー ス に つ い て は 六%、 上 流 階 層 の メ ン バ ー に 関 係 す

る ケ ー ス に つ い て は 四%、 商 人 お よ び 銀 行 業 者 に 関 係 す る ケ ー ス に つ い て
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は 八%、 海 上 消 費 貸 借 に つ い て は 一 二%、 と い う よ う に 、 そ れ ぞ れ 最 高 年

利 率 を 引 下 げ る 措 置 を と っ て い る 。 さ て 、 こ れ ら の 法 規 の 定 め に 違 反 し た

利 率 を 徴 収 し た 者 に は 違 法 な 利 息 額 の 四 倍 が 罰 金 と し て 科 せ ら れ る の が 一

二 表 法 以 来 の 伝 統 で あ っ た ら し い が 、 こ れ が ど こ ま で 実 行 さ れ た か は よ く

わ か ら な い 。 現 代 で も そ う で あ る が 、 い っ た ん 高 利 を 支 払 う と 約 束 し て 、

金 を 借 り 、 そ の あ と 、 法 規 違 反 を タ テ に と っ て 利 息 の 支 払 を し ぶ る 、 と い

う よ う な 手 前 勝 手 な 行 な い は 、 ま と も な 人 な ら と て も で き な い こ と だ っ た

か ら で あ る 。 な お 、 前 一 〇 四 年 の 「マ ル キ ウ ス 法 」 は 、 法 定 利 息 分 を こ え

る 支 払 利 息 の 返 還 を 請 求 す る 手 続 を 定 め て い る 。 こ の あ た り は 、 「サ ラ 金 」

問 題 を め ぐ る 現 代 日 本 の か つ て の 状 況 と よ く 似 て い る の で は な か ろ う か 。

(G)婚 姻 規 制 法

(a)

〈1>〈lexJuliademaritandisordinibus>[婚 姻 階 層 に か ん す る ユ ー

リ ウ ス 法](前 一 八 年)

〈2>〈lexPapiaPoppaea>[パ ピ ウ ス ・ポ ッ パ エ ウ ス 法](後 九 年)

(b)

(1)こ の 婚 姻 法 と い う の は か な り ユ ニ ー ク な 内 容 を も つ 。 当 時 に あ っ て

は 、 言 う ま で も な い こ と で あ る が 、 婚 姻 の 目 的 の 最 大 の も の は 、 子 孫 を 生

み だ す こ と で あ る 。 子 ど も が 生 ま れ さ え す れ ば 、 ど ん な 風 に し て も よ い 、

と い う 単 純 ・素 朴 な 発 想 か ら す れ ば 、 問 題 は そ れ ほ ど 生 じ な い の か も し れ

な い が 、 し か し 、 現 実 に は な か な か 厳 し い フ ァ ク タ ー が あ る 。 ま ず 、 あ る

身 近 な 女 性 か ら 生 ま れ た 子 供 が た し か に 自 分 の 子 で あ る か の 点 に つ い て 人

が い ろ い ろ 考 え て し ま う の も 、 し か た が な い こ と で あ ろ う。 そ れ で 、 こ の

問 題 に か ん す る 無 用 の ト ラ ブ ル を さ け る た め に は 、 正 式 の 婚 姻 中 に 生 ま れ

た 子 を 嫡 出 子 と 認 定 す る こ と に す れ ば そ の 真 偽 は と も か く と し て 、

ひ と ま ず 安 心 、 と い う こ と に な る 。 そ の 延 長 線 上 で 考 え る と 、 婚 姻 外 の 子

(い わ ゆ る 私 生 子)で あ っ て も 、 自 身 の 子 で あ る こ と が 明 確 で あ り さ え す れ

ば 、嫡 出 子 な み の 待 遇 を し て も べ つ に か ま わ な い の で あ ろ う が 、そ れ で は 、

何 の た め に 婚 姻 と い う 社 会 制 度 が あ る の か わ か ら な い し 、 相 続 人 が 、 確 定

し な い う え に 、 や た ら に ふ え る 、 と い う 問 題 も 生 じ て く る の で 、 一 般 に 、

非 嫡 出 子 い ろ い ろ と 不 利 益 を う け る よ う に し て あ る の が な ら わ し で あ る 。

こ の こ と は 、 正 室 ・側 室 の シ ス テ ム を も つ 前 近 代 の 婚 姻 制 の 場 合 や 、 レ ッ

キ と し た 一 夫 多 妻 婚 の 場 合 に は か な ら ず し も あ て は ま ら な い が 、 正 式 の 一

夫 一 婦 婚 姻 を 尊 重 す る 傾 向 は ど の 時 代 ・ ど の 国 に お い て も 強 く 見 ら れ る も

の で あ る 。 皮 肉 な こ と に 、 人 間 は エ キ ゾ テ ィ ッ ク な も の に ひ か れ る 性 質 や

冒 険 す る 心 を も っ て い る の で 、 も し 人 々 の 性 的 結 合 を 野 ぱ な し に し て お く
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と 、 地 位 や 富 を も つ 社 会 の 上 層 部 は 、 伝 統 的 な サ ー ク ル 内 の 正 式 の 婚 姻 な

ど に は あ ま り 興 味 を 示 さ ず に 、 独 身 状 態 を つ づ け 、 奔 放 な 性 的 結 合 に 走 る

お そ れ が あ る(性 を 商 品 と し て 売 る ビ ジ ネ ス は ロ ー マ で も 繁 盛 し て い た し 、

姦 通 や 淫 蕩 行 為 も 珍 し く な か っ た)。 そ れ に 、 ロ ー マ の 貴 族 の も と で は っ き

り と 生 じ て き た 現 象 で あ る が 、 名 家 の 家 系 の あ い だ の 婚 姻 か ら は 子 が 生 ま

れ に く く な り 、 血 が と だ え る こ と が よ く あ っ た 。 古 い 家 柄 の 貴 族 は 、 他 の

系 統 か ら 新 し い 血 を つ ね に 補 給 し て も ら わ な い か ぎ り は 、 滅 び て し ま う の

で あ る 。 こ れ は 生 物 の 法 則 な の か も し れ な い 。 そ れ に 現 代 の ヨ ー ロ ッ

パ の 上 流 社 会 に も 見 ら れ る と の こ と で あ る が 、 社 会 の ト ッ プ ・エ リ ー

トた ち は 晩 婚 で あ っ た か も し れ な い し 、 一 方 で 、 乳 幼 児 の 死 亡 率 が 驚 く ほ

ど 高 か っ た 当 時 の こ と で あ る か ら 、正 統 の 子 孫 と く に 男 子 を 生 み だ

す の は な み た い て い の こ と で は な か っ た と 推 測 さ れ る 。

(2)ち な み に 、 あ の 暴 君 ・ ヒ ッ ト ラ ー が 、 ゲ ル マ ン 民 族 特 有 の 原 始 的 な

美 型 を と ど め て い る 男 女 を 選 抜 し 、 一 個 所 に あ つ め て 子 供 を 生 ま せ た り 、

ま た 、 そ の 逆 の お そ ろ し い 発 想 と し て 、 非 ゲ ル マ ン 人 の 一 部 を 根 絶 す る こ

と を た く ら ん だ り し た け れ ど も 、 こ れ は 明 ら か に 人 道 に も 反 す る こ と で あ

っ た 。 第 二 次 大 戦 前 夜 の ド イ ツ と い う 国 は そ れ ほ ど 追 い つ め ら れ て い た の

だ ろ う か?同 じ ゲ ル マ ン 民 族 で も 、 ラ イ ン 川 を 渡 っ て い っ た 一 派(フ ラ ン

ク 族)の 末 え い で あ る フ ラ ン ス 人 が 、 か な り 自 由 な 発 想 を す る の に 。

(3)さ て 、 ロ ー マ の 婚 姻 に つ い て ポ イ ン ト だ け を 示 す と 、 つ ぎ の よ う に

な る 。(a)こ れ は 、 現 代 の 場 合 と ち が っ て 、 が っ ち り と し た 法 関 係 と い う

よ う な も の で は な く 、 社 会 的 事 実 に す ぎ な い(し た が っ て 、 届 出 の よ う な

も の が な く て も 、 婚 姻 は 立 派 に 成 立 す る)。(b)終 身 の 、 一 夫 一 婦 的 な 、

婚 姻 の 意 思 を も ち な が ら 生 活 の 共 同 に 入 る こ と を 目 的 と す る 人 的 結 合 で あ

る 点 は 、 現 代 の 場 合 と 同 じ で あ る 。(c)法 が 介 入 す る と こ ろ は 少 な く 、 習

俗 に 委 ね ら れ る 面 が 多 い 。(d)一 大 特 徴 と し て 、 離 婚 が き わ め て 容 易 に 行

な わ れ る 点(妻 の 方 か ら も で き る)、 夫 婦 同 権 の 扱 い は か な り の レ ヴ ェ ル に

ま で た っ し て い る 点 が あ げ ら れ る 。(e)妻 が 婚 家 の 家 長(夫 と は か ぎ ら ず 、

夫 の 父 の こ と も あ る)の 権 力 の も と に い わ ば 「嫁=家 の 女 」 と し て 服 属 す

る タ イ プ の 婚 姻 は 古 い も の で 、 比 較 的 後 代 に な っ て 一 般 的 と な っ た ニ ュ ー

・タ イ プ の 婚 姻 で は 、 妻 は 従 来 の 権 力 構 造 を た も っ た ま ま そ れ ま で

ど お り 実 家 の 家 長 の リ モ ー ト ・ コ ン ト ロ ー ル に 服 す る 。(f)後 者 の タ イ プ

と の か ら み で 、 妻 の 持 参 金(嫁 資)は 、 夫 の 家 の も の と は な ら ず(も と も

と は 夫 の 家 の も の と な っ て い た が)、 離 婚 時 な ど に は そ っ く り 回 収 さ れ る

(こ れ は も と の 妻 が 再 婚 す る さ い の 原 資 と し て 活 用 さ れ る の が ふ つ う で あ

っ た)。(g)両 当 事 者 が 成 年(男 子 一 四 歳 く ら い 、 女 子 一 二 歳)に た っ し

て い る こ と 、 家 長 の 同 意 が あ る こ と 、 重 婚 に な ら な い こ と 、 正 式 の 婚 姻 を
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す る 権 利 が あ る(非 市 民 で あ っ て も 、 特 別 の 通 婚 権 を 付 与 し て も ら え る ケ

ー ス が あ る)こ と 、 近 親 婚 で な い こ と な ど の 婚 姻 要 件 は 、 と く に 他 の 国 の

婚 姻 の 場 合 と ち が っ て い る わ け で は な い)。(h)よ く あ る よ う に 、 姦 通 は

妻 に き び し い(キ リ ス ト教 の ロ ー マ 婚 姻 観 へ の 影 響 は ず っ と 後 代 に 現 わ れ

て く る の で あ る が 、 そ の 一 環 と し て 、 や が て 夫 の 方 も 姦 通 を と が め ら れ る

よ う に な る)。(i)婚 姻 の 効 果 の う ち で も っ と も 重 要 な の は 、 そ こ か ら 生 ま

れ た 子 が 嫡 出 の 卑 属 と し て 父 の 地 位 を い ず れ は 継 承 す る こ と で あ る 。(j)

現 代 の 内 縁 と は 質 的 に 異 な っ て い る け れ ど も 、 た ん な る 性 的 関 係 と は 一 味

ち が う 「共 棲 」 と い う も の が の ち に 認 め ら れ る よ う に な る 。(k)全 体 と し

て 見 れ ば 、 ロ ー マ の 婚 姻 に は な か な か モ ダ ン な と こ ろ が い く っ も あ る 。

(4)そ れ で 、 本 題 に 入 る が 、 共 和 政 か ら 帝 政 へ の 移 行 期 に あ た る 前 一 ～

後 一 世 紀 に 成 立 し た 元 首 政 の 初 代 の 元 首 ア ウ グ ス ト ゥ ス は 、 性 の 乱 れ も あ

っ て 、 ロ ー マ 古 来 の 血 が 薄 め ら れ 、 絶 え そ う に な っ て い く な か で 、 婚 姻 階

層 に か ん す る ユ ー リ ウ ス 法(前 一 八 年)と パ ピ ウ ス ・ ポ ッ パ エ ウ ス 法(後

九 年)を 制 定 し た 。 そ の 内 容 を あ わ せ て 紹 介 す る と 、 以 下 の と お り に な る 。

(5)生 ま れ つ き の 自 由 人 市 民(奴 隷 出 身 の 者 で な い 人)は 、 下 品 で あ る 、

と 認 定 さ れ た 婦 女 と 婚 姻 し て は な ら な い 。 娼 婦 と か 舞 台 女 優 と か が そ の た

ぐ い の 者 と さ れ て い た 。 の ち に 、 こ の 禁 止 に 反 し た 婚 姻 は 、 法 上 、 無 効 の

扱 い に な る 。 こ の ほ か 、 名 誉 あ る 元 老 院 議 員 の 家 系 に 属 す る 者 に は 、 も っ

と 広 範 囲 に 婚 姻 禁 止 事 項 が 設 け ら れ て い た 。

(6)驚 く べ き こ と に 、婚 姻 す る 義 務 が 設 け ら れ て い る 。 男 子 に つ い て は 、

二 五 歳 か ら 六 〇 歳 ま で 、 女 子 に つ い て は 、 二 〇 歳 か ら 五 〇 歳 ま で 、 と い う

ぐ あ い に で あ る 。 そ れ に 、 夫 ま た は 妻 を な く し た 者 や 離 婚 し た 者(ロ ー マ

で は 離 婚 は ご く ふ つ う に 生 じ て い た)は 再 婚 を 義 務 づ け ら れ る(た だ し 、

す で に 三 人 の 嫡 出 子 を も つ 男 子 、 お よ び 、 す で に 三 回 出 産 し た 経 験 を も つ

女 子 は 、 そ の 義 務 を 免 除 し て も ら え る)。 も ち ろ ん 、罰 則 が あ っ て 、 独 身 を

通 し た 者 は 相 続 な ど の さ い に 大 き な 不 利 益 を う け る し 、 ま た 子 供 の な い 者

は か な り の 不 利 益 を う け た 。 他 方 で 、 婚 姻 し た 者 や 子 供 を 立 派 に も つ 者 に

は 、 特 典 が 与 え ら れ 、 年 号 を 数 え る と き(ロ ー マ の 年 号 は 、 二 名 の 執 政 官

の 名 を つ ら ね て 示 す 方 式 が 伝 統 と な っ て い た)、 婚 姻 し て い る 執 政 官 の 名 の

方 が 独 身 の 執 政 官 よ り 上 位 に お か れ 、 ま た 、 有 子 の 執 政 官 は 無 子 の 執 政 官

よ り 上 位 に お か れ る 。 そ れ か ら 、 婦 女 子 の 場 合 に は 、 特 典 は さ ら に 顕 著 で

あ っ て 、 生 ま れ っ き 自 由 人 市 民 の 婦 女 は 、 三 人(非 解 放 奴 隷 の 女 性 の 場 合

は 四 人)の 子 の 母 と な る こ と に よ り 、 一 生 つ づ く 婦 女 後 見 か ら ま ぬ か れ 、

そ れ に よ り 、 女 性 で あ り な が ら 、 家 長 の よ う な 、 法 上 、 自 由 ・独 立 の 地 位

に 昇 格 す る こ と が で き る 。 そ の ほ か に も さ ま ざ ま な 特 典 が 婚 姻 し た 人 に 用

意 さ れ て い た 。
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こ れ ほ ど の 努 力 が な さ れ た に も か か わ ら ず 、 こ の 制 度 は 、 あ ま り 成 功 し

た と は 伝 え ら れ て お ら ず 、 後 代 に は し だ い に す た れ て い っ た が 、 私 た ち と

し て は 、 ロ ー マ が 国 力 の ピ ー ク に た っ し よ う と し て い た こ の 時 期 に 、 こ れ

ほ ど 過 激 な 人 口 政 策 ・社 会 政 策 が と ら れ て い た こ と に 注 目 し な け れ ば な ら

な い 。 ロ ー マ 人 は 、 ア テ ー ナ イ 人 と ち が っ て 、 他 の 共 同 体 の 市 民 に 市 民 権

を 与 え る こ と に は ル ー ス で 、奴 隷 も か ん た ん に 解 放 さ れ て 半 自 由 人 と な り 、

そ の 子 は 生 ま れ つ き の 自 由 人 市 民 と な っ た わ け だ か ら 、 一 〇 〇 万 に 近 い 人

数 の 人 口 を も っ て い た 当 時 の ロ ー マ 市 で は 、 生 粋 の ロ ー マ 人 の 比 率 は お そ

る べ き 低 さ に な っ て い た と 推 測 さ れ る 。 さ き の ア ウ グ ス ト ゥ ス は 、 富 裕 層

が 、 た ん な る 自 慢 の た め に 、 大 量 に 異 民 族 系 の 奴 隷 を 解 放 す る こ と を 抑 制

し よ う と し て 、 前 二 年 に 、 フ ー フ ィ ウ ス ・カ ニ ー ニ ウ ス 法 を 制 定 し て 、 遺

言 に よ っ て 一 挙 に 解 放 で き る 奴 隷 の 数 の 最 大 限 を 一 〇 〇 名 と 定 め る ほ か 、

保 有 奴 隷 の 総 数 の ラ ン ク に 応 じ て 、 解 放 可 能 な 奴 隷 の 比 率 を 二 分 の 一(保

有 奴 隷 総 数 が 二 ～-0名 の 場 合)、 三 分 の 一 、 四 分 の 一 、 五 分 の 一(五 〇 〇

名 以 下 の 場 合)と す る 、 と い う よ う に 細 か い 規 制 を 設 け た 。 さ ら に 、 後 四

年 に は 、 ア エ リ ウ ス ・セ ン テ ィ ウ ス 法 を 制 定 し て 、 奴 隷 解 放 に さ ま ざ ま な

条 件(た と え ば 、 解 放 主 で あ る 主 人 の 最 低 年 齢 を 二 〇 歳 と し 、 解 放 さ れ る

奴 隷 の 最 低 年 齢 を 三 〇 歳 と す る な ど)を つ け 、 解 放 に さ ら に 制 約 を く わ え

て い る 。 し か し 、 奴 隷 を 解 放 す る 側 に は 、 さ ま ざ ま な メ リ ッ ト(端 的 に 言

え ば 、 自 由 身 分 を 奴 隷 に 売 っ て や る か た ち で 、 彼 ら か ら 、 ヘ ソ ク リ の よ う

に し て 彼 ら が 長 年 に わ た っ て 貯 め て い る 金 銭 を う け と る こ と が で き る)が

あ る の で 、 解 放 を 抑 え き る 、 と い う こ と は で き な か っ た と 思 わ れ る 。 い ず

れ に し て も 、 ひ と に ぎ り の 富 者 と 、 圧 倒 的 な 多 数 の 遊 民 ・貧 民 か ら な る 巨

大 な ロ ー マ 国 家 の 現 状 を ま え に し て 、 古 き よ き 、 活 力 の あ る ロ ー マ の 姿 を

と り も ど そ う と し た ア ウ グ ス ト ゥ ス の 悲 願 は 、上 記 の よ う な 奴 隷 解 放 制 限 、

婚 姻 奨 励 だ け で な く 、 姦 通 の 処 罰(前 一 八 年 の ユ ー リ ウ ス 法 に よ る)に も

現 わ れ て い る 。 し か し 、 時 代 の 流 れ は も は や と め る こ と が で き ず 、 上 層 部

は 内 部 か ら さ ま ざ ま な 部 分 で い っ そ う 腐 敗 し は じ め る 。 そ の と き 、 支 配 者

の 危 機 感 は 相 当 な も の だ っ た ろ う。 つ い で に 言 え ば 、 現 代 に お い て も 、 未

来 に お い て も 、 人 口 問 題 は 切 実 で あ っ て 、 人 口 が ふ え ず に こ ま っ て い る 国

も あ れ ば(そ の な か に は 旧 ソ 連 の 構 成 国 の 場 合 の よ う に 、 国 内 の あ る 民 族

集 団 の 場 合 は 人 口 が ふ え て い る が 、 そ う で な い 民 族 集 団 の ケ ー ス も 多 い 、

と い う よ う に 、複 雑 な 様 相 を 示 し て い る 国 も あ る)、 そ の 一 方 で 、 こ れ 以 上

人 口 が ふ え て は こ ま る 、 と い う 国 も あ る 。 わ が 日 本 は 、 現 在 に お い て た し

か に は 人 口 減 の 傾 向 の も と に あ る が 、 そ れ で も 、 今 の と こ ろ は 、 人 口 に か

ん し て は 比 較 的 バ ラ ン ス の と れ た 動 き を 示 し て い る 国 に 属 す る 、 と 言 え る

か も し れ な い 。 他 方 で 、 こ の 広 い 世 界 に は 、 移 民 や 難 民 を う け い れ る こ と
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に お お ら か な 国 も い く つ か あ る と い う の に 、 日 本 に は 、 外 人 に た い し て は

門 戸 を 閉 ざ そ う と い う 傾 向 も あ っ て

よ っ て 増 え る こ と も な い 。 日 本 人 は

の だ ろ う か?

、 日 本 の 人 口 は 外 か ら の リ ク ル ー ト に

、 本 性 上 、 保 守 ・安 定 ・排 他 性 を 好 む

(H)奢 イ多 禁 止 法 〈legessumptuariae>

(a)

〈1>〈lexduodecimtabularum>[一 二 表 法](前 四 五 一 ～ 四 五 〇 年)

〈2>〈lexOppia>[オ ッ ピ ウ ス 法](前 ニ ー 五 年)

〈3>〈lexValeriaFundania>[ワ レ リ ウ ス ・ フ ン ダ ー ニ ウ ス 法](前 一

九 五 年(?))

〈4>〈lexOrchia>[オ ル キ ウ ス 法](前 一 八 一 年)

〈5>〈lexFannia>[フ ァ ン ニ ウ ス 法](前 一 六 一 年)

〈6>〈lexDidiasumptuaria>[奢 イ多 に か ん す る デ ィ ー デ ィ ウ ス 法](前

一 四 三 年)

〈7>〈lexLiciniasumptuaria>[奢 イ多 に か ん す る リ キ ニ ウ ス 法](前 一 〇

三 年(?))

〈8>〈lexCorneliasumptuaria>[奢 イ多 に か ん す る コ ル ネ ー リ ウ ス 法](前

八 一 年)

〈9>〈lexAntiasumptuaria>[奢 イ多 に か ん す る ア ン テ ィ ウ ス 法](前 七

一 年)

〈10>〈lexJuliasumptuaria>[奢 イ多 に か ん す る ユ ー リ ウ ス 法](前 四 六

年)

〈11>〈lexJuliasumptuaria>[奢 イ多 に か ん す る ユ ー リ ウ ス 法](前 一 八

年(?))

(b)

す で に 一 二 表 法 第 一 〇 表 八 に 「死 者 に 金 を 附 加 す べ か ら ず 。 さ れ ど 金 環

歯 の あ る 者 を そ の 金 と と も に 埋 葬 し あ る い は 火 葬 に 附 す る も 罪 な か る べ

し 」(佐 藤 篤 士 氏 訳)と い う 規 定 が あ っ た が 、 火 葬 の さ い に 金 を 用 い る こ と

が 奢 イ多 的 な 行 動 と 考 え ら れ た 可 能 性 は あ る 。 そ の 後 、共 和 政 時 代 を 通 じ て 、

成 熟 し た 東 方 の 世 界 の 文 化 の 影 響 の も と に な さ れ る 奢 修 的 な 振 舞 い を 抑 止

す る た め に 、 法 律 が つ ぎ つ ぎ に 制 定 さ れ た 。 こ れ ら の 法 律 に よ っ て 禁 止 さ

れ た の は 、 女 性 の 華 美 な 衣 類 や 装 飾 品 、 ぜ い た く な も て な し を す る 宴 会 な

ど で あ る 。 言 う ま で も な い こ と で あ る が 、 法 律 が 多 い こ と は こ の 禁 令 が 十

分 に 効 果 を 発 揮 し な か っ た こ と を 如 実 に 物 語 る 。 ペ ナ ル テ ィ ー は 高 額 の 罰

金 で あ っ た よ う で あ る が 、 金 満 家 に と っ て は そ れ は 抑 止 力 を も た な か っ た

の で あ る 。 と こ ろ で 、 ロ ー マ 人 は 、 一 般 に 、 法 の か ま え(タ テ マ エ)に は
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一 応 の と こ ろ 敬 意 を 表 す る が
、 し か し 、 実 際(ホ ン ネ)の と こ ろ は 、 脱 法

行 為 に は し っ た り 、 法 の 不 備 を 巧 み に つ い た り し て 、 禁 令 ・禁 止 の 力 を か

な り そ ぐ よ う に し て い た よ う に 思 わ れ る 。「ザ ル 法 」や 「い た ち ご っ こ 現 象 」

は 古 今 東 西 ど こ に で も 見 ら れ る 現 象 で あ る が 、 法 治 国 家 ・ ロ ー マ で も そ の

よ う な 雰 囲 気 が た し か に あ る 。 も っ と も 、 最 終 的 に は 、 法 規 で な く 、 道 徳

の 観 点 か ら の し め つ け が 戸 口 調 査 官 の 手 で な さ れ て い る の で 、 両 者 あ い ま

っ て そ れ な り の 制 止 力 は 存 在 し て い た 。

(1)選 挙 上 の 不 正 を 規 制 す る 法

(a)

〈1>〈lexPoeteliadeambitu>[選 挙 上 の 不 正 に か ん す る ポ エ テ リ ウ ス

法](前 三 五 八 年)

〈2>〈lexCorneliaBaebiadeambitu>[選 挙 上 の 不 正 に か ん す る コ ル

ネ ー リ ウ ス ・ バ エ ビ ウ ス 法](前 一 八 一 年)

〈3>〈lexCorneliaFulviadeambitu>[選 挙 上 の 不 正 に か ん す る コ ル ネ

ー リ ウ ス ・ フ ル ウ ィ ウ ス 法](前 一 五 九 年)

〈4>〈lexCorneliadeambitu>[選 挙 上 の 不 正 に か ん す る コ ル ネ ー リ ウ

ス 法](前 八 一 年)

〈5>〈lexAureliadeambitu>[選 挙 上 の 不 正 に か ん す る ア ウ レ ー リ ウ ス

法](前 七 〇 年)

〈6>〈lexCalpurniadeambitu>[選 挙 上 の 不 正 に か ん す る カ ル プ ル ニ

ウ ス 法](前 六 七 年)

〈7>〈lexTulliadeambitu>[選 挙 上 の 不 正 に か ん す る ト ゥ ッ リ ウ ス 法]

(前 六 三 年)

〈8>〈lexPompeiadeambitu>[選 挙 上 の 不 正 に か ん す る ポ ン ペ イ ユ ス

法](前 六 二 年)

〈9>〈lexJuliaambitus>[選 挙 上 の 不 正 に か ん す る ユ ー リ ウ ス 法](前

一 八 年)

(b)

(1)現 代 の 日 本 に は 、 公 職 選 挙 法 を は じ め と す る 一 連 の 取 締 法 規 が あ っ

て 、 国 政 選 挙 ・ 地 方 選 挙 の 不 正 に 監 視 の 目 を ひ か ら せ て い る の で あ る が 、

こ れ が は た し て 実 効 性 を も っ て い る か 、 と い う 点 に な る と 、 い ろ い ろ と 問

題 が あ る 。 違 反 を お そ れ て い て は 当 選 な ど で き な い の は 、 も は や 、 世 間 の

か く れ た 常 識 で あ る し 、 そ れ に 、 道 徳 的 観 念 か ら す る と 、 選 挙 違 反 は そ れ

ほ ど の 大 罪 と は 考 え ら れ て お ら ず 、 「見 つ か っ た の は 運 が 悪 い だ け だ 」 ぐ ら

い の う け と め か た が む し ろ ふ つ う で あ る 。 な に よ り も 、 私 た ち 選 挙 民 の 側

に 「た か り の 構 造 」 め い た も の が 昔 か ら は び こ っ て い て 、 そ れ に 呼 応 す る
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か の よ う に 、 選 挙 で は 巨 額 の 金 が 不 正 に 動 き 、 当 然 の こ と な が ら 、 こ の 時

期 に 、 巷 の 経 済 さ え も 活 気 づ く の で あ る 。 た し か に 、 一 般 庶 民 の 側 か ら 見

る と 、 選 挙 と い う の は 、 政 治 家 の 不 正 の 温 床 の 一 つ で あ り 、 金 力 が や た ら

に も の を い う 不 愉 快 な イ ヴ ェ ン ト な の で あ る が 、 そ れ で も 、 も う少 し 根 本

的 な と こ ろ に さ か の ぼ っ て 深 く 考 え て み る と 、 こ の 選 挙 と い う 方 式 は 、 そ

れ が ど れ ほ ど 問 題 ぶ く み の 政 治 シ ス テ ム で あ る と し て も 、 そ れ な り に 意 味

の あ る 事 柄 で あ る 、 と 判 断 し な け れ ば な ら な い 。 つ ま り 、 政 治 を リ ー ド す

る 役 割 を も つ 人 物 が 、 世 襲 制(こ れ に は 、 天 皇 制 の よ う に か な り厳 格 に 血

統 中 心 で 運 用 さ れ て い る も の も あ れ ば 、 徳 川 幕 府 の 将 軍 職 の よ う に 、 あ る

程 度 は 実 力 に 着 目 し な が ら い く ら か 軟 ら か く 運 用 さ れ て い る も の も あ る)

を 通 じ て ほ ぼ 自 動 的 に 決 定 さ れ て い く ケ ー ス と か 、 軍 事 政 権 が 象 徴 す る よ

う に 、 武 力(ゲ バ ル ト)だ け で そ の よ う な 人 物 が か ん た ん に 決 定 さ れ て い

く ケ ー ス と か 、 身 分 秩 序 が 決 定 的 な 意 味 を も ち 、 貴 族 の な か か ら だ け 、 そ

の よ う な 人 物 が 選 び だ さ れ る ケ ー ス と か を 考 え あ わ せ て み る と 、 一 庶 民 と

し て 生 ま れ た 人 間(シ ヴ ィ リ ア ン)に も 、 努 力(こ れ は 、 弁 論 術 や 法 学 、

さ ら に は 軍 事 的 才 能 な ど の 分 野 で 十 分 に 可 能 で あ る)し だ い で は 政 治 で カ

を 発 揮 す る チ ャ ン ス を 与 え る ロ ー マ 共 和 政 型 の 選 挙 も 、 現 代 型 の 選 挙 も 、

ま だ ベ タ ー な も の に 属 す る よ う に 考 え ら れ る の で あ る 。 こ の よ う に 見 て く

る と 、 あ の い ま わ し く て 、 い ま い ま し い 「金 権 選 挙 」 と い う 言 葉 で さ え も 、

い く ら か プ ラ ス の イ メ ー ジ も お び て こ よ う と い う も の で あ る 。な ぜ な ら ば 、

血 統 と か 身 分 と か 素 姓 と か は ふ つ う の 人 々 に は ほ と ん ど 手 の と ど か な い し

ろ も の で あ る が 、 金 力 ・財 力 だ け は 、 努 力 と 運 し だ い で は 、 す べ て の 人 々

に 到 達 可 能 な 能 力 だ か ら で あ る 。 か つ て 、 ラ イ ブ ド ア の ホ リ エ モ ン(堀 江

貴 文)氏 は 、金 が 全 能 で あ る こ と を 誇 張 し て 世 間 か ら 袋 だ た き に あ っ た が 、

彼 の 真 意 は 、 高 貴 な 身 分 ・血 統 と か 、 肉 体 の 美 し さ と か 、 そ れ を も た な い

人 に は ど う に も な ら な い も の に よ っ て す べ て が 決 す る よ り も 、 誰 で も 平 等

に 手 に い れ る チ ャ ン ス の あ る 金 力 に ウ ェ イ ト の か か っ て い る 社 会 の 方 が 開

か れ た 自 由 な 社 会 で あ る 、 と い う と こ ろ に あ る の だ ろ う。

(2)古 代 の ア テ ー ナ イ に は 、 あ の 民 主 政 が 生 ま れ る ま え に 、 貴 族 身 分 の

支 配 体 制 を う ち や ぶ る た め に 、 市 民 の 保 有 財 産 に そ れ な り の 意 味 を 認 め 、

そ れ に 応 じ て 市 民 の 政 治 的 権 利 の ラ ン ク づ け を 定 め る 「財 産 政 治(テ ィ モ

ク ラ テ ィ ア)」 の シ ス テ ム が 考 案 さ れ た し 、共 和 政 初 期 の ロ ー マ に も 、 同 じ

よ う な 発 想 が あ っ た 。 両 シ ス テ ム の あ い だ に は ほ と ん ど 交 流 が な く 、 た ま

た ま 、 べ つ の 時 代 、 べ つ の 場 所 で 、 同 じ よ う な 発 想 が 具 体 化 し た だ け で あ

る か ら 、 こ の 、 い か に も リ ア ル な ホ ン ネ 丸 出 し の 財 力 中 心 主 義 と い う も の

は 、 政 治 が い わ ゆ る 「民 主 化 」 の 過 程 を た ど っ て 進 化 し て い く さ い 過 渡 的

に 登 場 し て く る パ タ ー ン の 一 つ な の か も し れ な い 。
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(3)さ て 、 本 題 の 選 挙 の 話 に も ど ろ う。 ま ず 、 民 主 政 ア テ ー ナ イ で は 、

選 挙 と い う も の の 構 造 的 欠 陥(ど う し て も 有 力 者 が 有 利 に な り 、そ の 結 果 、

市 民 平 等 な ど が ほ ん の タ テ マ エ だ け の も の に な っ て し ま う こ と)が 人 々 に

よ く 認 識 さ れ て お り 、 市 民 軍 団 の 指 導 者 と も な る 将 軍 職 な ど の 第 一 級 の 専

門 職 を の ぞ い て は 、 日 々 の 政 治 の 担 い 手 は 、 ほ と ん ど す べ て 、 抽 せ ん に よ

る 輪 番 制 に よ り 、市 民 の な か か ら 決 定 さ れ る こ と に な っ て い た 。 こ こ で は 、

「民 主 主 義 を 支 え る の は 選 挙 で あ る 」と い っ た 現 代 の 常 識 は か な ら ず し も 通

用 し な い の で あ る 。 や が て 、 抽 籔 中 心 主 義 や そ の 背 景 に あ る 直 接 民 主 政 の

考 え か た に は デ メ リ ッ トば か り が 目 立 つ よ う に な り 、 民 主 政(デ モ ク ラ テ

ィ ア)は 衆 愚 政(デ マ ゴ ギ ア)の 色 を 濃 く し て い く の で あ る が 、 そ れ で も 、

ア テ ー ナ イ で は 、民 主 政 の 枠 組 そ の も の は か な り 深 く 社 会 に 根 づ い て お り 、

ギ リ シ ア の 各 ポ リ ス の 政 治 生 活 の 一 大 特 徴 と し て 、 か な り 後 代 ま で 維 持 さ

れ て い る 。

(4)一 方 、 わ が ロ ー マ で は 選 挙 は ど の よ う に う け と め ら れ て い た の で あ

ろ う か?ア テ ー ナ イ の 場 合 と は 対 照 的 に 、 こ こ ロ ー マ は 選 挙 の 盛 ん な 国 と

言 え る 。 も ち ろ ん 、 紀 元 後 一 世 紀 か ら 本 格 的 に は じ ま る 帝 政 時 代 で は 、 武

力 に よ る 皇 帝 位 獲 得 と 、 世 襲 制 に よ る そ の 王 朝 の 継 続 と が ワ ン セ ッ トに な

っ て い て 、 暗 愚 皇 帝 の 追 放 や 殺 害 に よ っ て ま た 初 め か ら 同 じ 過 程 が く り か

え さ れ る 、 と い う ぐ あ い だ っ た の で 、 こ の 体 制 下 で は 、 民 意 を 問 う 選 挙 な

ど は 生 じ よ う も な か っ た 。 し た が っ て 、 こ こ で の 話 は 、 前 六 世 紀 か ら 前 一

世 紀 ま で の 共 和 政 時 代 の こ と に 限 定 さ れ て く る 。

(5)こ こ に 興 味 深 い 話 が あ る 。 井 上 浩 一 氏 は 、 著 書 『生 き 残 っ た 帝 国 ビ

ザ ン テ ィ ン 』(講 談 社)の な か で 、 皇 帝 の 即 位 の さ い 、 「デ ー モ ス 」(「 民 衆

・市 民 」)と 呼 ば れ る 下 級 官 吏 た ち が 、高 級 官 僚 の 一 人 で あ る デ ー モ ス 長 の

音 頭 に よ っ て 「ロ ー マ 人 の 皇 帝 万 歳1」 と と な え る し き た り に な っ て い た こ

と が 紹 介 さ れ て い る 。 氏 も 指 摘 さ れ る よ う に 、 こ れ は 市 民 団 が 国 家 の 長 を

選 出 す る と い う 古 代 共 和 政 の 形 式 を ふ ん だ も の で あ っ た 。後 述 す る よ う に 、

ロ ー マ の ス タ ー ト 地 点 に あ っ た 王 政 時 代 の 王 も 、 帝 政 の 極 致 と し て の 専 主

政 時 代 の 皇 帝 も 、 「選 ば れ る 」 と い う か た ち に こ だ わ っ て い る と す れ ば 、 ロ

ー マ は そ れ な り に 一 貫 し た 国 家 発 展 を と げ た 国 と も 言 え る 。

(6)あ ま り よ く わ か っ て い な い こ と で あ る が 、 ロ ー マ で 王 政 が 誕 生 す る

さ い 、 王 が 選 挙 で 選 ば れ た 、 と い う 推 測 も あ る(お そ ら く 、 そ れ は 形 式 を

と と の え る だ け の こ と で あ る 、 と さ れ て い た ろ う が 、 そ れ で も 、 こ の よ う

な か た ち を と る こ と そ れ 自 体 に 意 味 が あ っ た の で あ る)。 そ の こ と は べ つ に

し て も 、 ロ ー マ 人 が も と も と 選 挙 と い う 決 定 方 式 に 親 し み を も っ て い た 可

能 性 は あ る 。 さ て 、 王 政 末 期 の 外 来 系(エ トル ー ス キ ー 系)の 王 は 、 い ろ

い ろ な 意 味 に お け る 実 力(ゲ バ ル ト)を フ ル に 発 揮 し て そ の 地 位 に つ い た
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が 、 そ こ で は 、選 挙 と い う 手 続 の 用 い ら れ る 余 地 は な か っ た 、 と 見 ら れ る 。

そ の 王 を 打 倒 し て つ ぎ に 生 ま れ た 共 和 政 は 、 選 挙 に よ っ て 毎 年 の 権 力 保 有

者(複 数)を 決 定 す る や り か た を 国 政 の 根 幹 と す る よ う に な っ た 。 た だ 、

こ こ で 選 挙 と い っ て も 、 前 任 者 が 後 任 の 人 物 を 候 補 者 と し て 指 名 し 、 そ れ

を 市 民(民 会)が う け い れ る か ど う か に つ い て の ご く 形 式 的 な 意 思 表 示 が

選 挙 の 実 体 で あ っ た 時 期 が か な り つ づ く 。 タ テ マ エ 上 、 こ れ は 選 挙 で あ る

が 、 し か し 、 ホ ン ネ 上 は 強 力 な 推 薦 だ っ た の で あ る 。 し か も 、 現 代 で 投 票

と 言 え ば 、 秘 密 投 票 を 当 然 に 意 味 し て い る け れ ど も 、 ロ ー マ で は 、 古 く は 、

投 票 は 中 身 を 他 人 に 見 ら れ て し ま う仕 組 み に な っ て い た 。 ア テ ー ナ イ で は

投 票 は ひ ん ぱ ん に 行 な わ れ た が 、 そ こ で は 秘 密 投 票 が 中 心 で あ っ た と 思 わ

れ る か ら 、 こ の 点 で も 二 つ の 民 主 的 な 国 家 の あ い だ に か な り の ち が い が 見

ら れ る わ け で あ る 。 さ て 、 問 題 の 選 挙 不 正 に か ん す る 法 律 が 歴 史 に 登 場 し

た の は 、 共 和 政 も 中 期 の 前 三 五 八 年 こ ろ で あ っ た 。 こ の 時 代 の 選 挙 は ぐ っ

と モ ダ ン に な っ て き て お り 、 一 つ の ポ ス ト に は 複 数 の 候 補 者 が 本 当 に 競 い

あ い 、 そ れ ぞ れ の 一 族 や 家 、 さ ら に は 派 閥 の 名 誉 を か け て の 政 治 戦 が 何 世

代 に も わ た っ て く り ひ ろ げ ら れ た 。 ロ ー マ の 政 治 組 織 は 、 明 治 時 代 の 貴 族

院 に も 少 し 似 通 っ た と こ ろ の あ る 元 老 院(終 身 制)と 、 毎 年 選 挙 で 選 ば れ

る 政 務 官 と 、 タ テ マ エ 上 は 全 市 民 が 出 席 す る 権 利 を も っ て い る と さ れ る 民

会 の バ ラ ン ス の う え に な り た っ て い た が 、 こ の 政 務 官 選 挙 こ そ が ロ ー マ の

日 々 の 政 治 の 華 で あ り 、 四 ラ ン ク 程 度 、 総 計 数 十 名 の 政 務 官 が 毎 年 選 挙 を

へ て 政 治 の 表 舞 台 へ お ど り で て い く 。 こ れ ら の ラ ン ク の ほ と ん ど す べ て を

ス ム ー ズ に 通 過 し て い か な い か ぎ り は 、 人 は 政 治 人 と し て 成 功 し た こ と に

は な ら な い の で 、 野 心 家 は い つ も つ ぎ の レ ヴ ェ ル の 選 挙 の こ と を 念 頭 に お

い て 行 動 し て い な け れ ば な ら な い 。 し か も 、 上 流 の 貴 族 の 数 が だ ん だ ん と

減 っ て き た と い う も の の 、 実 力 を 貯 え て 下 か ら 上 昇 し て く る 中 流 以 下 の 元

気 な 貴 族 も あ る わ け で 、 各 選 挙 戦 は 、 現 代 の 場 合 に 劣 ら な い く ら い の 激 し

い も の で あ っ た 。

(7)さ て 、 ど う い う行 為 が 不 正 行 為 に あ た る の か 、 と い う こ と は 、 実 体

法 に あ た る 刑 法 が ロ ー マ で は は っ き り と し た 形 式 で は 存 在 し て い な い の で

(各 犯 罪 類 型 に つ い て 、そ れ 固 有 の 刑 事 訴 訟 法 と セ ッ ト に な っ て 刑 事 の 実 体

法 規 が 作 成 さ れ て は い た が)、 ば ら ば ら の 資 料 か ら 断 片 的 に 知 ら れ て い る も

の を 列 挙 す る こ と し か で き な い が 、 立 候 補 期 間 中 に つ い て は 、 饗 応 や 見 世

物(た と え ば 闘 獣 競 技 の よ う な ス ペ ク タ ク ル)の 提 供 な ど に よ っ て 選 挙 民

の 人 気 を え る 行 為 に 出 る こ と 、 お よ び 、 人 目 に つ く よ う な 派 手 な 振 舞 い を

す る こ と 、他 方 で 、投 票 時 に つ い て は 、組 織 を 用 い て の 大 が か り な 買 収(投

票 を さ せ る 買 収 も あ れ ば 、投 票 を さ せ な い 買 収 も あ る)を す る こ と な ど が 、

不 正 行 為 に あ た る と さ れ て い る 。 と こ ろ で 、 選 挙 不 正 行 為 と い う概 念 は 、
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ラ テ ン 語 の テ ク ニ カ ル ・ タ ー ム と し て は 、 〈ambitus>に 相 当 す る 。 英 語 に

〈ambition(野 心 ・功 名 心)〉 と か 〈ambitious(野 心 を い だ い た)〉 と か が あ

る が 、 も ち ろ ん こ の ラ テ ン 語 と も つ な が っ て い る 。 そ の 〈ambitus>は 、

〈ambio(あ ち こ ち 歩 き ま わ る)〉 と い う動 詞 か ら つ く ら れ て い る の で 、 「官

職 を 求 め て や た ら と あ ち こ ち 動 き ま わ る 」 と い う マ イ ナ ス ・イ メ ー ジ が 出

て く る と い う わ け で あ る 。 ち な み に 、 英 語 の 〈candidate(候 補 者)〉 は 、 ラ

テ ン 語 で も 選 挙 が ら み の 言 葉 で 、 「輝 く ば か り に 白 い つ ま り 、 人 目 に つ

き や す い 服 を ま と っ て い る 人 」 と い う 意 味 の 〈candidatus>か ら き て い

る 。 選 挙 運 動 期 間 の あ い だ 、 候 補 者 は 友 人 や お 供 の 者 を 多 数 ひ き つ れ て 、

公 け の 場 所 を 毎 日 行 っ た り き た り し た こ と で あ ろ う 。 日 本 で な ら 候 補 者 が

か な ら ず と い っ て よ い ほ ど は め て い る 白 い 手 袋 が そ の あ た り の 雰 囲 気 を 思

い だ さ せ て く れ る 。

(8)つ ぎ に 、 刑 罰 で あ る が 、 当 選 無 効 、-0年 間 の 立 候 補 資 格 剥 奪 、 元

老 院 議 員 の 栄 誉 の 終 身 剥 奪 、-0年 間 の イ タ リ ア か ら の 追 放 な ど 、 時 代 が

下 る に つ れ て 刑 罰 は し だ い に き び し く な っ て い く 。 し か も 、 こ れ ら の 刑 罰

は 、 法 定 刑 で あ り 、 有 罪 宣 告 が あ る と 、刑 罰 は ま っ た く 自 動 的 に 適 用 さ れ 、

情 状 に 応 じ て 刑 の 量 定 を す る 、 と い う よ う な 器 用 な 真 似 は で き な い 仕 組 み

に な っ て い た 。 も し 、 執 行 猶 予 と か の 中 間 的 な 色 彩 を も っ た 刑 罰 が あ っ た

り 、 刑 の 幅 に ゆ と り が あ っ た り す れ ば 、 具 体 的 に 妥 当 な 科 刑 が 可 能 だ っ た

で あ ろ う が 、 ロ ー マ 人 は 法 定 刑 シ ス テ ム に こ だ わ り つ づ け た 。 こ こ に も タ

テ マ エ 尊 重 の 傾 向 が 見 ら れ る 。

(9)共 和 政 の 三 〇 〇 年 の あ い だ に お よ そ 一 〇 の 法 律 が 制 定 さ れ た こ と が

知 ら れ て い る が(実 際 に は も っ と あ っ た と 思 わ れ る)、 そ れ だ け 法 律 を 制 定

し て い か な け れ ば な ら な か っ た の は 、 不 正 行 為 に つ ぎ つ ぎ に 新 手 の も の が

登 場 し て 、 対 応 に 追 わ れ た た め で あ ろ う 。 こ の あ た り の 事 情 は 、 日 本 の 政

治 家 が 法 を さ け な が ら 選 挙 違 反 を 巧 妙 に や っ て い く の と 似 た よ う な も の で

あ る 。 な お 、 こ の 犯 罪 の か ど で 野 心 的 な 政 治 家 を 訴 追 し(誰 で も 訴 追 す る

こ と が で き た の が ロ ー マ 共 和 政 時 代 の 刑 事 訴 訟 の 特 徴 で あ る)、 有 罪 に 追 い

こ め ば 、 合 法 的 に 相 手 方 を 蹴 落 と す こ と が で き る 関 係 で 、 訴 追 行 為 そ の も

の が 政 治 化 し 、 政 治 的 に 大 い に 活 用 さ れ た こ と も つ け く わ え て お か な け れ

ば な ら な い 。 し か し 、 有 罪 の 結 末 が あ ま り に も き び し い 関 係 で 、 多 少 手 加

減 も さ れ る う え に 、 買 収 も 容 易 に き く 裁 判 制 度(五 〇 人 以 上 の メ ン バ ー に

よ る 、 一 種 の 陪 審)が 用 い ら れ て い た の で 、 無 罪 と な っ て 刑 罰 を の が れ る

人 々 の 方 が 多 か っ た に ち が い な い 。 こ れ が ザ ル 法 で あ っ た 可 能 性 は か な り

高 い と 思 わ れ る 。

(J)投 票 板 法(legestabellariae)
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(a)

〈1>〈lexGabiniatabellaria>[投 票 板 に か ん す る ガ ビ ー ニ ウ ス 法](前

一 三 九 年)

〈2>〈lexCassiatabellaria>[投 票 板 に か ん す る カ ッ シ ウ ス 法](前 一 三

七 年)

〈3>〈lexPapiriatabellaria>[投 票 板 に か ん す る パ ピ ー リ ウ ス 法](前

一 三 一 年)

〈4>〈lexMaria>[マ リ ウ ス 法](前 一 一 九 年)

〈5>〈lexCaelia>[カ エ リ ウ ス 法](前 一 〇 七 年)

(b)

民 会 に お い て 毎 年 選 挙 が と り 行 な わ れ 、 各 ラ ン ク の 政 務 官 が 決 定 さ れ る

が 、 も と も と は 、 後 任 者 が 推 せ ん さ れ た り 、 指 名 さ れ た り す る 、 や わ ら か

い ス タ イ ル で そ の 作 業 が と り お こ な わ れ て い た 。 し か し 、 共 和 政 の 進 展 と

と も に 、 た と え ば 閥 族 派 対 民 衆 派 と い う よ う に さ ま ざ ま な 要 因 に よ り 眞 の

意 味 で の 対 抗 的 な 選 挙 戦 が た た か わ さ れ る よ う に な る と 、 投 票 内 容 が 口 頭

の も の で あ る た め に 、 オ ー プ ン と な っ て い る 、 と い う 仕 組 み で は 、 不 都 合

が 生 ず る(誰 に 投 票 し た か が 世 間 に 知 ら れ て し ま う と 、 こ ま る 人 も い る の

で あ る 。 た と え ば 、 貴 族 の 被 護 者 た ち は パ ト ロ ン に あ た る 貴 族 の 意 向 に さ

か ら う こ と が で き な か っ た か ら で あ る 。 と り わ け 、 パ ト ロ ン を 複 数 も っ て

い る 人 の 場 合 に は 、投 票 の 中 味 は か く し て お き た か っ た で あ ろ う)。 そ れ で 、

意 見 ・立 場 が 他 人 に 知 ら れ な い よ う に し て お く た め に 、 秘 密 投 票 の シ ス テ

ム が 考 案 さ れ た 。 こ の 点 で は 、 ロ ー マ の 投 票 制 度 は い わ ば 完 成 の 域 に た っ

し た の で あ る が 、 そ の 一 方 で 、 選 挙 民 会 で の 投 票 の 仕 組 み 本 体 の 方 に は 多

く の 問 題 点 が か ら み つ い て い る 。

@日 本 の 選 挙 で い つ も 問 題 に な る こ と な の で あ る が(ア メ リ カ の 大 統 領

選 挙 に お い て も 同 じ よ う な 問 題 が か ら ん で い る)、 小 選 挙 区 で は 、一 票 で も

多 く 得 票 し た 側 に 一 議 席 が 与 え ら れ 、 他 の 票 は 死 票 と な る(こ れ と は べ つ

に 、 比 例 代 表 制 が 設 け ら れ て い る の で 、 そ の 弊 害 は 多 少 は や わ ら げ ら れ る

よ う に な っ た が)。 得 票 率 に 大 差 が な く て も 、議 席 数 で は 圧 倒 的 に に 差 が つ

い て し ま う こ と は 珍 し い こ と で は な い 。 さ て 、 ロ ー マ で も 、 選 挙 の 母 胎 と

な る 人 の ユ ニ ッ ト(ケ ン ト ゥ リ ア 民 会 の 場 合 は 、193個 あ る)は 、 小 選 挙

区 の 場 合 の よ う に 一 票 を 提 供 す る の で 、 内 部 の 意 見 対 立 は 最 終 的 に は 消 さ

れ て し ま う 。⑮ 一 つ の ユ ニ ッ ト を 構 成 す る 市 民 の 数 に は 驚 異 的 な 差 が あ る 。

古 く て 伝 統 の あ る ユ ニ ッ ト の 場 合 に は 所 属 員 の 数 は 少 な い が 、 あ と に な っ

て ふ や さ れ た も の に は 、 最 小 の 人 数 の も の の 数 十 倍 の も 多 数 の 人 が つ め こ

ま れ る 。 ◎ 上 級 の ユ ニ ッ ト か ら 順 番 に 投 票 が 行 な わ れ 、 過 半 数 に た っ す る

と 、 投 票 は う ち き ら れ て 、 事 案 は 決 定 さ れ る こ と に な る 。 ケ ン ト ゥ リ ア 民
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会 の 構 成 に つ い て はGI(2)⑤:p。56、 お よ び 、GI(3)③ ◎:p.64.を

参 照 。19+80の 二 つ の ケ ン ト ゥ リ ア(ユ ニ ッ ト)は 上 層 部(貴 族 や 富 裕

な 平 民)の メ ン バ ー に よ っ て 占 め ら れ て い た の で 、 こ れ ら の あ い だ で 多 数

が と れ れ ば 、 そ の 数 は 過 半 数 と な る 。 ⑥ 以 上 は 、 タ テ マ エ(制 度)上 の 問

題 点=難 点 で あ る が 、 他 方 で 、 ホ ン ネ(実 質)上 の 問 題 と し て 、 民 会 に 出

席 す る の は ロ ー マ 本 市 の 市 民 だ け で 、 構 成 員 の 出 席 率 が 極 端 に 低 い 点 が あ

げ ら れ る 。 ギ リ シ ア の ア テ ー ナ イ に は 「定 足 数 」 と い う モ ダ ン な 発 想 が 制

度 の べ 一 ス に あ っ た が 、 そ の よ う な も の は ロ ー マ に は な い 。 ア テ ー ナ イ は

佐 賀 県 ほ ど の 領 域 し か な か っ た の で 、 本 市 に 人 が 集 ま る こ と は 可 能 で あ っ

た が 、 ロ ー マ で は 、 イ タ リ ア 半 島 全 域 に 市 民 が 拡 散 し て い て も 、 本 市 で の

直 接 民 主 政 の シ ス テ ム は 温 存 さ れ る 。 代 議 制 な い し は 間 接 民 主 政 の 発 想 は

っ い に 生 ま れ な か っ た の で あ る 。

(K)刑 事 法

共 和 政 盛 期 の 刑 事 裁 判 の 主 要 な 場 は 査 問 所 〈quaestio>で あ っ た が([J]

部 門 第 二 章:p.4ff.を 参 照)、 ロ ー マ で は 、 刑 法 典 の よ う な も の は 存 在 せ ず 、

刑 事 裁 判 の 対 象 と し て 個 々 の 犯 罪 類 型 を そ の つ ど 設 定 し て い く 、 と い っ た

ア ド ホ ッ ク ・ ス タ イ ル が と ら れ た 。 そ の 法 律 に は 、 実 体 刑 法 の ほ か に 、 そ

の 犯 罪 類 型 用 の 刑 事 訴 訟 手 続 規 定 も 含 ま れ て い る 。 つ ぎ に 、 年 代 順 に 、 現

在 ま で 知 ら れ て い る 法 律 を あ げ て お こ う 。 言 う ま で も な い こ と で あ る が 、

共 和 政 に つ づ く 帝 政 時 代(そ の 第 一 期 は 元 首 政 時 代 で あ る)に 入 る と 、 共

和 政 時 代 の も ろ も ろ の 法 律 の 多 く は 効 力 を 保 持 し た ま ま の か た ち を と る

が 、 そ れ と な ら ん で 、 勅 法 の ス タ イ ル を と る ル ー ル が 刑 事 法 の 中 核 の 一 部

を に な う よ う に な る 。 無 数 の 勅 法 に は 、 個 別 的 事 案 へ の 対 応 が 見 え て い る

だ け な の で 、 法 律 の 場 合 の よ う に き っ ぱ り と し た 規 範 性 は と ぼ し い 。 ロ ー

マ の 刑 事 法 に つ い て は 、[J]部 門 に 概 説 的 な 記 述 が お か れ て い る 。

〈1>〈lexPoeteliadeambitu>[選 挙 上 の 不 正 に か ん す る ポ エ テ リ ウ ス

法](前 三 五 八 年)

〈2>〈lexSiliadeponderibus>[重 量 に か ん す る シ ー リ ウ ス 法](前 三

世 紀(?))

〈3>〈lexPapiria>[パ ピ ー リ ウ ス 法](前 三 ～ 二 世 紀)

〈4>〈lexOppia>[オ ッ ピ ウ ス 法](前 ニ ー 五 年)

〈5>〈lexCorneliaBaebiadeambitu>[選 挙 上 の 不 正 に か ん す る コ ル

ネ ー リ ウ ス ・ バ エ ビ ウ ス 法](前 一 八 一 年)

〈6>〈lexOrchia>[オ ル キ ウ ス 法](前 一 八 一 年)

〈7>〈lexFannia>[フ ァ ン ニ ウ ス 法](前 一 六 一 年)

〈8>〈lexCorneliaFulviadeambitu>[選 挙 上 の 不 正 に か ん す る フ ル ウ
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イ ウ ス 法](前 一 五 九 年)

〈9>〈lexCalpurniaderepetundis>[不 法 利 得 に か ん す る カ ル プ ル ニ

ウ ス 法](前 一 四 九 年)

〈10>〈lexScatinia(lexScantinia)〉[ス カ テ ィ ー ニ ウ ス(ス カ ン テ ィ

ニ ウ ス)法](前 一 四 九 年)

〈11>〈lexDidiasumptuaria>[奢 修 に か ん す る デ ィ ー デ ィ ウ ス 法](前

一 四 三 年)

〈12>〈lexFabia>[フ ァ ビ ウ ス 法](前 二 ～ 一 世 紀)

〈13>〈lexGabinia>[ガ ビ ー ニ ウ ス 法](前 一 三 九 年)

〈14>〈lexGabiniatabellaria>[投 票 板 に か ん す る ガ ビ ー ニ ウ ス 法](前

一 三 九 年)

〈15>〈lexJunia>[ユ ー ニ ウ ス 法](前 一 二 六 年)

〈16>〈lexAciliarepetundarum>[不 法 利 得 に か ん す る ア キ ー リ ウ ス 法]

(前 一 二 三 年)(B)を 参 照 。

〈17>〈lexAemiliasumptuaria>[奢 移 に か ん す る ア エ ミ リ ウ ス 法](前

一 一 五 年)

〈18>〈lexServiliaderepetundis>[不 法 利 得 に か ん す る セ ル ウ ィ ー リ

ウ ス 法](前 一 一 一 年)

〈19>〈lexApuleiademajestate>[反 逆 に か ん す る ア ー プ レ ー イ ユ ス 法]

(前 一 〇 三 年 ご ろ)

〈20>〈lexLiciniasumptuaria>[奢f多 に か ん す る リ キ ニ ウ ス 法](前 一

〇 三 年(?))

〈21>〈lexVaria>[ワ ー リ ウ ス 法](前 九 〇 年)

〈22>〈lexCorneliadeambitu>[選 挙 上 の 不 正 に か ん す る コ ル ネ ー リ

ウ ス 法](前 八 一 年 こ ろ)

〈23>〈lexCorneliadefalsis>[偽 罪 に か ん す る コ ル ネ ー リ ウ ス 法](前

八 一 年)

〈24>〈lexCorneliademajestate>[反 逆 に か ん す る コ ル ネ ー リ ウ ス 法]

(前 八 一 年)

〈25>〈lexCorneliaderepetundis>[不 法 利 得 に か ん す る コ ル ネ ー リ ウ

ス 法](前 八 一 年 こ ろ)

〈26>〈lexCorneliadesicariisetveneficiis>[刺 殺 者 お よ び 毒 殺 者 に

か ん す る コ ル ネ ー リ ウ ス 法](前 八 一 年)

〈27>〈lexCorneliadealeatoribus>[賭 博 者 に か ん す る コ ル ネ ー リ ウ

ス 法](前 八 一 年)

〈28>〈lexCorneliasumptuaria>[奢 修 に か ん す る コ ル ネ ー リ ウ ス 法]

(前 八 一 年)
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〈29>〈lexAureliadeambitu>[選 挙 上 の 不 正 に か ん す る ア ウ レ ー リ ウ

ス 法](前 七 〇 年)

〈30>〈lexPlautiadevi>[暴 力 に か ん す る プ ラ ウ テ ィ ウ ス 法](前 七 八

～ 六 三 年(?))

〈31>〈lexCalpurniadeambitu>[選 挙 上 の 不 正 に か ん す る カ ル プ ル ニ

ウ ス 法](前 六 七 年)

〈32>〈lexPapia>[パ ピ ウ ス 法](前 六 五 年)

〈33>〈lexTulliadeambitu>[選 挙 上 の 不 正 に か ん す る ト ゥ ッ リ ウ ス 法]

(前 六 三 年)

〈34>〈lexPompeiadeambitu>[選 挙 上 の 不 正 に か ん す る ポ ン ペ イ ユ

ス 法](前 六 二 年)

〈35>〈lexLiviajudiciaria>[裁 判 に か ん す る リ ー ウ ィ ウ ス 法](前 九 一

年)

〈36>〈lexJuliarepetundarum>[不 法 利 得 に か ん す る ユ ー リ ウ ス 法]

(前 五 九 年)

〈37>〈lexPompeiadeculleo>[皮 袋 刑 に か ん す る ポ ン ペ イ ユ ス 法](前

五 五 年(?))

〈38>〈lexPompeiadeparricido>[尊 属 殺 人 に か ん す る ポ ン ペ イ ユ ス

法](前 五 五 年 あ る い は 五 二 年)

〈39>〈lexLiciniadesodaliciis>[選 挙 支 援 団 体 に か ん す る リ キ ニ ウ ス

法](前 五 五 年)

〈40>〈lexPompeiadevi>[暴 力 に か ん す る ポ ン ペ イ ユ ス 法](前 五 二 年)

〈41>〈lexJuliamajestatis>[反 逆 に か ん す る ユ ー リ ウ ス 法](前 四 六

年)

〈42>〈lexJuliasumptuaria>[奢 イ多 に か ん す る ユ ー リ ウ ス 法](前 四 六

年)

〈43>〈lexJuliaambitus>[選 挙 上 の 不 正 に か ん す る ユ ー リ ウ ス 法](前

一 八 年)

〈44>〈lexJuliadeadulteriis>[姦 通 に か ん す る ユ ー リ ウ ス 法](前 一

八 年)

〈45><lexJuliasumptuaria>[奢 修 に か ん す る ユ ー リ ウ ス 法](前 一 八

年?)

〈46>〈lexJuliadeannona>[穀 物 価 格 に か ん す る ユ ー リ ウ ス 法](前

一 八 年(?))

〈47>〈lexJuliajudiciorumpublicorum>[公 訴 訟 に か ん す る ユ ー リ ウ

ス 法](前 一 七 年(?))

〈48>〈lexQuinctia>[ク ィ ー ン ク テ ィ ー ウ ス 法](前 九 年)
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〈49>〈lexJuliamajestatis>[反 逆 に か ん す る ユ ー リ ウ ス 法](前 八 年)

〈50>〈lexJuliapeculatus>[公 物 横 領 に か ん す る ユ ー リ ウ ス 法](カ エ

サ ル 時 代(?)、 ア ウ グ ス ト ゥ ス 時 代(?))

〈51>〈lexJuliadevipubilica>[公 暴 力 に か ん す る ユ ー リ ウ ス 法](ア

ウ グ ス ト ゥ ス 時 代)

〈52>〈lexJuliadeviprivata>[私 暴 力 に か ん す る ユ ー リ ウ ス 法](ア

ウ グ ス ト ゥ ス 時 代)

(L)裁 判 手 続 法

〈1>〈lexValeriadeprovocatione>[提 訴 に か ん す る ワ レ リ ウ ス 法](前

五 〇 九 年)

〈2>〈lexHostilia>[ホ ス テ ィ ー リ ウ ス 法](共 和 政 初 期)

〈3>〈lexPinaria>[ピ ー ナ ー リ ウ ス 法](共 和 政 初 期)

〈4>〈lexAterniaTarpeia>[ア テ ル ニ ウ ス ・ タ ル ペ イ ユ ス 法](前 四 五

四 年(?))

〈5>〈lexMeneniaSextia>[メ ネ ー ニ ウ ス ・ セ ク ス テ ィ ウ ス 法](前 四

五 二 年)

〈6>〈lexDuilliadeprovocatione>[上 訴 に か ん す る ド ゥ イ ッ リ ウ ス 法]

(前 四 四 九 年)

〈7>〈lexCrepereia>[ク レ ペ レ イ ユ ス 法](共 和 政 初 期)

〈8><lexSiliadecondictione>[通 告 に か ん す る シ ー リ ウ ス 法](共 和

政 初 期)

〈9>〈lexPorcia>[ポ ル キ ウ ス 法](前 二 世 紀)

〈10>〈lexAebutia>[ア エ ブ テ ィ ウ ス 法](前 二 世 紀)

〈11>〈lexSemproniadeprovocatione>[上 訴 に か ん す る セ ン プ ロ ー ニ

ウ ス 法](前 一 二 三 年)

〈12>〈lexSemproniajudiciaria>[裁 判 に か ん す る セ ン プ ロ ー ニ ウ ス

法](前 一 二 三 年)

〈13>〈lexCalpurniadelegisactionepercondictione>[通 告 に よ る

法 律 訴 訟 に か ん す る カ ル プ ル ニ ウ ス 法](前 二 世 紀 末 以 降)

〈14>〈lexLiviajudiciaria>[裁 判 に か ん す る リ ー ウ ィ ウ ス 法](前 九 一

年)

〈15>〈lexPlautiajudiciaria>[裁 判 に か ん す る プ ラ ウ テ ィ ウ ス 法](前

八 九 年)

〈16>〈lexCorneliadeproscriptione>[没 収 に か ん す る コ ル ネ ー リ ウ

ス 法](前 八 二 年)

〈17>〈lexAureliajudiciaria>[裁 判 に か ん す る ア ウ レ ー リ ウ ス 法](前
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七 〇 年)

〈18>〈lexLiciniadesodaliciis>[選 挙 支 援 団 体 に か ん す る リ キ ニ ウ ス

法](前 五 五 年)

〈19>〈lexJuliaPapiria>[ユ ー リ ウ ス ・ パ ピ ー リ ウ ス 法](前 三 〇 年)

〈20>〈lexJuliajudiciorumpublicorum>[公 訴 訟 に か ん す る ユ ー リ ウ

ス 法](前 一 七 年(?))(ア ウ グ ス ト ゥ ス 時 代)

〈21>〈lexJuliajudiciorumprivatorum>[私 訴 訟 に か ん す る ユ ー リ ウ

ス 法](前 一 七 年(?))

〈22>〈lexJuniaPetronia>[ユ ー ニ ウ ス ・ペ ト ロ ー ニ ウ ス 法](後 一 九

年(?))

〈20>・ 〈21>の 二 つ の ユ ー リ ウ ス 法 は 、 一 体 と な っ て 、 ア ウ グ ス ト ゥ ス の

イ ニ シ ヤ テ ィ ヴ に よ り 、 あ る 種 の 訴 訟 手 続 法 集 成 と し て 生 ま れ た も の で あ

る 。 立 法 作 品 の 全 容 は 伝 わ っ て い な い が 、 法 制 度 を 調 整 し 、 再 編 す る こ と

に 努 力 し た ア ウ グ ス ト ゥ ス の 意 欲 が 伝 わ る 作 品 で あ る 。 民 刑 事 の 一 般 的 な

手 続 法 は 、 四 〇 〇 年 以 上 も ま え の 一 二 表 法 の あ と 、 は じ め て 生 み だ さ れ た

も の で あ る 。 ロ ー マ 人 は 、 手 続 と い う も の を 各 論 的 に 処 理 す る こ と を む し

ろ 好 ん で い た が 、 こ れ ら の 法 律 で は 、 特 別 に 、 手 続 は そ れ な り に 総 論 の か

た ち を と っ て 編 み あ げ ら れ て い た 、 と 思 わ れ る 。

(M)審 判 人 名 簿 法

(a)

〈1>〈lexSemproniajudiciaria>[裁 判 に か ん す る セ ン プ ロ ー ニ ウ ス 法]

(前 一 二 三 年)

〈2>〈lexCornelia>[コ ル ネ ー リ ウ ス 法](前 八 一 年(?))

〈3>〈lexAureliajudiciaria>[裁 判 に か ん す る ア ウ レ ー リ ウ ス 法](前

七 〇 年)

(b)

共 和 政 時 代 の 民 事 裁 判(こ れ に は 、 古 い 由 来 の 法 律 訴 訟(legisactio)と 、

そ の 改 良 型 と も 位 置 づ け ら れ る 方 式 書 訴 訟 の 二 つ の タ イ プ が 、 と き に は 併

存 し な が ら 存 在 し て い る)で 判 決 を 下 す 任 務 を も つ の は 、 ふ つ う は た だ 一

人 の 審 判 人(judex)で あ る が(裁 判 で 掌 理 す る 法 務 官 は 、[1]部 門 第 五 章 第

三 項(2):p.64ff.に 示 し た よ う に 、 第 二 段 階 で は 、 手 続 か ら は な れ て 、 審

判 人 に す べ て を ゆ だ ね る)、 こ の 者 は 審 判 人 名 簿 の な か か ら 選 任 さ れ る と い

う こ と に な っ て い る 。 一 方 、 各 タ イ プ の 刑 事 裁 判 の う ち 、 査 問 所 手 続

(quaestio)に あ っ て は 、数 十 名 の 審 判 人 た ち に よ っ て 、判 決 が 下 さ れ る(こ

こ で は 、 裁 判 を 指 揮 す る 法 務 官 は 民 事 訴 訟 の 場 合 と は ち が っ て 手

続 の 終 わ る ま で 関 与 す る)。 ロ ー マ で は 、刑 事 裁 判 そ の も の が き わ め て 政 治
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的 に 運 用 さ れ る こ と が し ば し ば で あ っ た 関 係 で(た と え ば 、 政 敵 打 倒 の た

め の 平 和 的 手 段 と し て)、 元 老 院 議 員 だ け に よ っ て 構 成 さ れ て い る 審 判 人 名

簿 は 、 元 老 院 に 所 属 し て い る サ ー ク ル の 外 に い る ふ つ う の 市 民 の 眼 に は 、

不 公 正 な 動 き も す る 存 在 、 と う つ っ た こ と で あ ろ う 。 グ ラ ッ ク ス 兄 弟 の 弟

の ガ ー イ ウ ス は 、 上 流 貴 族 の 流 れ を く む 人 物 で あ っ た が 、 平 民 サ イ ド に た

ち 、 護 民 官 と し て 活 動 す る さ い 、 元 老 院 階 層 に つ ぐ 第 二 の 階 層(身 分)で

あ る 騎 士 階 層(equites)を 自 身 の た し か な 勢 力 基 盤 と す る た め に 、元 老 院 階

層 か ら 、 政 治 犯 罪 で あ る 不 法 利 得 罪 を 裁 く 刑 事 法 廷(査 問 所)で の 審 判 人

(裁 判 者)資 格 を 全 面 的 に 奪 い と る 、 と い う ド ラ ス テ ィ ッ ク な 改 革 法 を 成 立

さ せ た 。 グ ラ ッ ク ス 弟 の 死 後 、 そ れ ま で は 唯 一 の も の で あ っ た 常 設 の 刑 事

査 問 所 は 、他 の 多 く の 犯 罪 類 型 を 管 轄 す る も の へ と 大 幅 に 拡 充 さ れ て い き 、

騎 士 階 層 の 政 治 力 は い っ そ う 高 ま る こ と に な る 。 そ の 後 、 ゆ り も ど し も あ

り 、 保 守 本 流(反 動 派?)の レ ッ テ ル も は ら れ る ス ッ ラ は 、 元 老 院 強 化 の

政 策 の も と で 、ふ た た び 元 老 院 階 層 に 審 判 人 資 格 を 奪 還 す る 措 置 を と っ た 。

し か し 、 最 終 的 に 、 ア ウ レ ー リ ウ ス 法 は 、 元 老 院 階 層 、 騎 士 階 層 お よ び 収

入 役 の 三 者 の 混 合 体 を つ く り だ し 、 こ れ で 審 判 人 名 簿 を め ぐ る 五 〇 年 以 上

の 争 い は ひ と ま ず お わ っ た わ け で あ る 。

(N)身 分 闘 争 の 成 果 を 示 す 法 律 な ど

以 下 に 、 法 律 そ れ 自 体 の デ ー タ の ほ か に 、 平 民 が 支 配 層 の 貴 族 か ら か ち

と っ た 地 位 な ど に つ い て も 記 し て お こ う 。 何 百 年 に わ た っ て 散 在 す る こ の

グ ル ー プ の 法 律 は 、 ま さ に ロ ー マ 共 和 政 の 展 開 を 如 実 に 反 映 す る も の と な

っ て い る 。 な お 、 ロ ー マ の 各 身 分 の 姿 や 身 分 闘 争 に つ い て は 、[G]部 門 第

二 章[1]F:p.42ff.の 記 述 を 参 照 し て 頂 き た い 。

〈1>平 民 層 の リ ー ダ ー で あ り 、 そ し て 、 そ の 全 体 集 会 で あ る 平 民 会

(conciliaplebis)を 動 か し 、 同 時 に 平 民 の 保 護 者 と な る 護 民 官(tribunus

plebis)の 地 位 が 貴 族 側 に よ っ て 公 認 さ れ る(前 四 九 四 年?)。 護 民 官 は 、 神

聖 不 可 侵 の 地 位 を 貴 族 か ら も 保 障 さ れ て い た の で 、 ま っ た く フ リ ー な か た

ち で 、 し か も 安 全 に 各 方 面 に お い て 貴 族 に 対 抗 す る 行 動 に で る こ と が で き

た 。 貴 族 の 行 動 に 対 し て 彼 が 社 会 の 現 場 で 行 使 す る 差 止 権(拒 否 権)は 最

大 の 抵 抗 の 武 器 で あ っ た 。

〈2>〈lexduodecimtabularum>[一 二 表 法](前 四 五 一 ～ 四 五 〇 年)

〈3>〈lexCanuleia>[カ ヌ レ イ ユ ス 法](前 四 四 五 年)(平 民 と 貴 族 の 通

婚 権 の 承 認 は 、 一 二 表 法 の 規 定 を く つ が え す も の で あ る)

〈4>執 政 官 職 権 を も っ た 総 司 令 官(tribunimilitum)へ の 平 民 の 任 官

(前 四 四 五 年)

〈5>下 級 の 政 務 官 で あ る 財 務 官(quaestor)へ の 平 民 の 任 官(前 四 四 五
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年)

〈6>〈lexLiciniaSextia>[リ キ ニ ウ ス ・セ ク ス テ ィ ウ ス 法](前 三 六 七

～ 六 年)(通 常 の 政 務 官 と し て は ト ッ プ で あ る 二 人 の 執 政 官(consul)

の う ち の 一 人 へ の 任 官)

〈7>執 政 官 な ど の 高 級 政 務 官 に 任 官 し た 平 民 は 、 一 年 の 任 期 を 終 え た あ

と 、 貴 族 の 牙 城 で あ る 元 老 院(senatus)に 所 属 す る 資 格 を 獲 得 す る 。

こ れ に よ っ て 、 平 民 出 身 の 官 職 貴 族 が 誕 生 し 、 旧 来 の 血 統 貴 族 に 対 抗

す る 勢 力 が か た ち つ く ら れ る こ と に な っ た 。

〈8>国 家 の 内 外 の 非 常 時 に 特 別 に 設 置 さ れ る 独 裁 官(dictator)へ の 任

官(前 三 五 六 年)

〈9>騎 兵 長 官(magisterequitum)へ の 任 官(前 三 五 一 年)

〈10>〈lexPubliliaPhilonis>[ピ1コ ー の プ ー ブ リ リ ウ ス 法](前 三 三 九

年)(五 年 ご と に 実 施 さ れ る 戸 口 調 査(現 代 の セ ン サ ス の よ う な も の)

を 統 轄 す る 戸 口 調 査 官(censor)へ の 任 官(戸 口 調 査 官 は 執 政 官 経 験

者 の な か か ら 選 出 さ れ る の で 、 ロ ー マ 最 高 の ポ ス ト で あ る))。

〈11>〈lexPoeteliaPapiria>[ポ エ テ リ ウ ス ・パ ピ ー リ ウ ス 法](前 三 二

六 年)(判 決 に よ っ て 命 じ ら れ た 債 務 を 履 行 で き な か っ た 者 が 債 務 奴 隷

の 身 分 に お ち い る シ ス テ ム を 廃 止 し た の が こ の 法 律 の 画 期 的 な 成 果 で

あ る が 、 こ れ に よ っ て 救 済 さ れ る の は 、 ほ と ん ど 平 民 で あ っ た と 推 定

さ れ る 。 平 民 は 貴 族 に 対 し て 譲 歩 を 迫 り 、 こ の 法 律 を 制 定 さ せ た の で

あ ろ う。 身 分 闘 争 と は 直 接 に は む す び つ か な い 出 来 事 で は あ る が 、 人

権 保 護=弱 者 救 済 の 重 要 な 改 革 の 一 つ と な っ て い る 。)

〈12>〈lexOgulnia>[オ グ ル ニ ウ ス 法](前 三 〇 〇 年)(神 官(pontifex)

へ の 任 官 。 神 官 団 の ト ッ プ で あ る 大 神 官(pontifexmaximus)に 最

初 に 任 官 し た の は 前 二 五 四 年 こ ろ の こ と で あ る 。 大 神 官 は 、 た ん に 宗

教 的 な 問 題 を 扱 う だ け で は な く 、 政 治 的 に も 重 要 な 役 割 を 演 ず る 。)

〈13>〈lexHortensia>[ホ ル テ ー ン シ ウ ス 法](前 二 八 六 年)(平 民 会 の

議 決 が ケ ン ト ゥ リ ア 民 会(comitiacenturiata)の 議 決 で あ る 〈lex>

[法 律]と 同 等 の 効 力 を も つ こ と を 定 め る 。平 民 会 に は す で に 貴 族 の 勢

力 も お よ ん で い た の で 、 ホ ン ネ 的 に は(実 態 に お い て は)、 平 民 が 貴 族

の 意 思 に 反 し て で も 法 規 を 制 定 す る 、 と い う よ う に 画 期 的 な 変 化 が 生

じ た わ け で は な い 。 し か し 、 タ テ マ エ 的(制 度 的)に は 身 分 闘 争 は こ

の 措 置 に よ り 終 了 し た こ と に な る 。)

〈14>護 民 官(tribunusplebis)は 、 平 民 代 表 と し て の 特 殊 な 性 格 を も つ

こ と か ら 、 元 老 院 議 員 と は な れ な か っ た が 、 つ い に 、 前 一 四 九 年 に 、

元 老 院 入 り を 認 め ら れ る 。 こ れ に よ っ て 、 護 民 官 の コ ー ス も 、 平 民 の

エ リ ー トた ち の 出 世 コ ー ス の 一 っ と な っ た 。
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〈15>〈lexCorneliadetribunisplebis>[護 民 官 に か ん す る コ ル ネ ー リ

ウ ス 法](前 八 二 年)(保 守 本 流 を 自 負 す る ス ッ ラ は 、 身 分 闘 争 を 推 進

し て き た 護 民 官 の 特 権 的 地 位(権 能)を ほ と ん ど 奪 い さ る こ と を 内 容

と す る こ の 法 律 を 制 定 し た 。)

〈16>〈lexAurelia>[ア ウ レ ー リ ウ ス 法](前 七 五 年)(ス ッ ラ の 、 い わ

ば 反 動 的 な 法 措 置 を く つ が え し て 、 護 民 官 経 験 者 に も 高 級 政 務 官 へ の

出 世 コ ー ス が 再 び 認 め ら れ る 。)

〈17>〈lexPompeiaLicinia>[ポ ン ペ イ ユ ス ・ リ キ ニ ウ ス 法](前 七 〇 年)

(さ き の ス ッ ラ が 護 民 官 の 地 位 に く わ え た さ ま ざ ま な 制 約 を と り は ら

っ て 、 旧 来 の 状 況 に も ど す 。)

(0)政 治 お よ び 公 法 に か ん す る 法 律

〈1>〈lexValeria>[ワ レ リ ウ ス 法](前 五 〇 九 年)

〈2>〈lexIcilia>[イ キ リ ウ ス 法](前 四 九 二 年)

〈3>〈lexPinariaFuria>[ピ ー ナ ー リ ウ ス ・ フ ー リ ウ ス 法](前 四 七 二

年(?))

〈4>〈lexPapiriadeconsecratione>[奉 献 に か ん す る パ ピ ー リ ウ ス 法]

(共 和 政 初 期)

〈5>〈lexPubliliaValeronis>[ワ レ ロ ー の プ ー ブ リ リ ウ ス 法](前 四 七

一 年)

〈6>〈lexAterniaTarpeia>[ア テ ル ニ ウ ス ・ タ ル ペ イ ユ ス 法](前 四 五

四 年(?))

〈7>〈lexMeneniaSestia>[メ ネ ー ニ ウ ス ・ セ ス テ ィ ウ ス 法](前 四 五

二 年)

〈8>〈lexValeriaHoratia>[ワ レ リ ウ ス ・ ホ ラ ー テ ィ ウ ス 法](前 四 四

九 年)

〈9>〈lexLiciniaSextia>[リ キ ニ ウ ス ・ セ ク ス テ ィ ウ ス 法](前 三 六 七

年)

〈10>〈lexLiciniaSextiaagraria>[農 地 に か ん す る リ キ ニ ウ ス ・ セ ク

ス テ ィ ウ ス 法](前 三 六 七 年)

〈11>〈lexAemilia>[ア エ ミ リ ウ ス 法](前 三 六 七 年)

〈12>〈lexsemiunciaria>[二 四 分 の 一 の 利 息 に か ん す る 法](前 三 六 七

年)

〈13>〈lexManlia>[マ ー ン リ ウ ス 法](前 三 五 七 年)

〈14>〈lexDuilliadeprovocatione>[上 訴 に か ん す る ド ゥ イ ッ リ ウ ス

法](前 四 四 九 年)

〈15>〈lexTrebonia>[ト レ ボ ー ニ ウ ス 法](前 四 四 八 年)
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〈16>〈lexCanuleia>[カ ヌ レ イ ユ ス 法](前 四 四 五 年)

〈17>〈lexPubililiaPhilonis>[ヒ ゜ロ ー の プ ー ブ リ リ ウ ス 法](前 三 三 九

年)

〈18>〈lexPoeteliaPapiria>[ポ エ テ リ ウ ス ・ パ ピ ー リ ウ ス 法](前 三 二

六 年)

〈19>〈lexOgulnia>[オ グ ル ニ ウ ス 法](前 三 〇 〇 年)

〈20>〈lexMaeniadepatrumauctoritate>[元 老 院 議 員 の 同 意 に か ん

す る マ エ ニ ウ ス 法](前 三 世 紀 初 め 以 降)

〈21>〈lexHortensiadeplebiscitis>[平 民 会 議 決 に か ん す る ホ ル テ ー

ン シ ウ ス 法](前 二 八 六 年)

〈22>〈lexClaudia>[ク ラ ウ デ ィ ウ ス 法](前 ニ ー 八 年)

〈23>〈lexOppia>[オ ッ ピ ウ ス 法](前 ニ ー 五 年)

〈24>〈lexHieronica>[ヒ エ ロ ー 法](前 三 世 紀)

〈25>〈lexAlearia>[ア ー レ ア ー リ ウ ス 法](前 二 〇 四 年(?))

〈26>〈lexAciliadeintercalando>[閏 年 計 算 に か ん す る ア キ ー リ ウ ス

法](前 一 九 一 年)

〈27>〈lexTerentia>[テ レ ン テ ィ ウ ス 法](前 一 八 九 年)

〈28>〈lexVillia>[ウ ィ ッ リ ウ ス 法](前 一 八 〇 年)

〈29>〈lexLiciniaCassia>[リ キ ニ ウ ス ・ カ ッ シ ウ ス 法](前 一 七 二 年)

〈30>〈lexAebutia>[ア エ ブ テ ィ ウ ス 法](前 一 五 〇 年(?))

〈31>〈lexGabiniatabellaria>[投 票 板 に か ん す る ガ ビ ー ニ ウ ス 法](前

一 三 九 年)

〈32>〈lexCaeciliaDidia>[カ エ キ リ ウ ス ・ デ ィ ー デ ィ ウ ス 法](?)

〈33>〈lexCassiatabellaria>[投 票 板 に か ん す る カ ッ シ ウ ス 法](前 一

三 七 年)

〈34><lexSemproniaagraria>[農 地 に か ん す る セ ン プ ロ ー ニ ウ ス 法]

(前 一 三 三 年)

〈35>〈lexLatinatabulaeBantiae>[バ ン テ ィ ア の 板 の ラ テ ン 法](前

一 三 三 ～ 前 一 一 八 年)

〈36>〈lexRupilia>[ル ピ リ ウ ス 法](前 一 三 一 年)

〈37>〈lexPapiriatabellaria>[投 票 板 に か ん す る パ ピ ー リ ウ ス 法](前

一 三 一 年)

〈38>〈lexJunia>[ユ ー ニ ウ ス 法](前 一 二 六 年)

〈39>〈lexSemproniadeabactis>[奉 献 に か ん す る セ ン プ ロ ー ニ ウ ス

法](前 一 二 三 年)

〈40>〈lexSemproniafrumentaria>[穀 物 に か ん す る セ ン プ ロ ー ニ ウ

ス 法](前 一 二 三 年)
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〈41>〈lexMaria>[マ リ ウ ス 法](前 一 一 九 年)

〈42>〈lexThoria>[ト リ ウ ス 法](前 一 一 九 ～ 前 一 一 八 年)

〈43>〈lexTitiadealeatoribus>[賭 博 者 に か ん す る テ ィ テ ィ ウ ス 法]

(?)

〈44>〈lexCaeciliaDidia>[カ エ キ リ ウ ス ・ デ ィ ー デ ィ ウ ス 法](?)

〈45>〈lexLicinia>[リ キ ニ ウ ス 法](前 二 世 紀 以 降)

〈46>〈lexagraria(lexBaebiaagraria)〉[農 地 に か ん す る 法(農 地 に

か ん す る バ エ ビ ウ ス 法)](前 一 一 一 年)

〈47>〈lexCassia>[カ ッ シ ウ ス 法](前 一 〇 四 年)

〈48>〈lexDomitia>[ド ミ テ ィ ウ ス 法](前 一 〇 三 年)

〈49>〈lexAtinia>[ア ー テ ィ ー ニ ウ ス 法](前 一 〇 二 年)

〈50>〈lexLiciniaMucia>[リ キ ニ ウ ス ・ ム ー キ ウ ス 法](前 九 五 年)

〈51>〈lexJuliadecivitate>[市 民 権 に か ん す る ユ ー リ ウ ス 法](前 九

〇 年)

〈52>〈lexMinicia>[ミ ニ キ ウ ス 法](前 九 〇 年 こ ろ)

〈53>〈lexPlautiaPapiriadecivitate>[市 民 権 に か ん す る プ ラ ウ テ ィ

ウ ス ・ パ ピ ー リ ウ ス 法](前 八 九 年)

〈54>〈lexCorneliaPompeia>[コ ル ネ ー リ ウ ス ・ ポ ン ペ イ ユ ス 法](前

八 八 年)

〈55>〈lexCorneliadetribunisplebis>[護 民 官 に か ん す る コ ル ネ ー リ

ウ ス 法](前 八 二 年)

〈56>〈lexCorneliadeproscriptione>[没 収 に か ん す る コ ル ネ ー リ ウ

ス 法](前 八 二 年)

〈57>〈lexCorneliadecaptivis>[戦 争 捕 虜 に か ん す る コ ル ネ ー リ ウ ス

法](前 八 二 ～ 前 七 九 年)

〈58>〈lexCorneliadeimperio>[命 令 権 に か ん す る コ ル ネ ー リ ウ ス 法]

(前 八 一 年)

〈59>〈lexCorneliademagistratibus>[政 務 官 に か ん す る コ ル ネ ー リ

ウ ス 法](前 八 一 年)

〈60>〈lexCorneliadepraetoribus>[法 務 官 に か ん す る コ ル ネ ー リ ウ

ス 法](前 八 一 年)

〈61>〈lexCorneliadeprovinciis>[属 州 に か ん す る コ ル ネ ー リ ウ ス 法]

(前 八 一 年)

〈62>〈lexCorneliasumptuaria>[奢 修 に か ん す る コ ル ネ ー リ ウ ス 法]

(前 八 一 年)

〈63>〈lexCorneliadevigintiquaestoribus>[二 〇 名 財 務 官 に か ん す

る コ ル ネ ー リ ウ ス 法](前 八 一 年)
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〈64>〈lexCorneliadelegibussolvendo>[法 律 遵 守 義 務 免 除 に か ん す

る コ ル ネ ー リ ウ ス 法](前 七 六 年)

〈65>〈lexAurelia>[ア ウ レ ー リ ウ ス 法](前 七 五 年)

〈66>〈lexAntoniadeTermessibus>[テ ル メ ー ッ ス ス 人 に か ん す る ア

ン ト ー ニ ウ ス 法](前 七 一 年)

〈67>〈lexPompeiaLicinia>[ポ ン ペ イ ユ ス ・ リ キ ニ ウ ス 法](前 七 〇 年)

〈68>〈lexAureliajudiciaria>[裁 判 に か ん す る ア ウ レ ー リ ウ ス 法](前

七 〇 年)

〈69>〈lexRosciatheatralis>[劇 場 に か ん す る ロ ー ス キ ウ ス 法](前 六

七 年)

〈70>〈lexCorneliadeedictis>[告 示 に か ん す る コ ル ネ ー リ ウ ス 法](前

六 七 年)

〈71>〈lexManilia>[マ ー ニ ー リ ウ ス 法](前 六 七 年)

〈72>〈lexGabiniadepiratispersequendis>[海 賊 追 討 に か ん す る ガ

ビ ー ニ ウ ス 法](前 六 七 年)

〈73>〈lexPapia>[パ ピ ウ ス 法](前 六 五 年)

〈74>〈lexAtia>[ア テ ィ ウ ス 法](前 六 三 年)

〈75>〈lexPupia>[プ ー ピ ウ ス 法](前 五 七 年)

〈76>〈lexPompeia>[ポ ン ペ イ ユ ス 法](前 五 二 年)

〈77>〈lexCassia>[カ ッ シ ウ ス 法](前 四 五 年)

〈78>〈lexJuliaagraria>[農 地 に か ん す る ユ ー リ ウ ス 法](前 五 九 年)

〈79>〈lexMamiliaRosciaPeducaeaAllienaFabia>[マ ー ミ リ ウ ス ・

ロ ー ス キ ウ ス ・ペ ド ゥ カ エ ウ ス ・ ア ッ リ エ ー ヌ ス ・ フ ァ ビ ウ ス 法](前

二 ～ 前 一 世 紀)

〈80>〈lexColoniaeGenetivaeJuliae(lexUrsonensis)〉[ゲ ネ テ ィ ー

ワ ・ ユ ー リ ア 植 民 市 の 法(ウ ル ソ ー の 法)](前 四 四 年)

〈81>〈lexAntonia>[ア ン ト ー ニ ウ ス 法](前 四 四 年)

〈82>〈lexVibia>[ウ ィ ビ ウ ス 法](前 四 三 年)

〈83>〈lexTitia>[テ ィ テ ィ ウ ス 法](前 四 三 年)

〈84>〈lexJuliamunicipalis>[地 方 市 に か ん す る ユ ー リ ウ ス 法](カ エ

サ ル 時 代(?))

〈85>〈lexRubriadeGalliaCisalpina>[ア ル プ ス 南 の ガ ッ リ ア に か ん

す る ル ブ リ ウ ス 法](前 四 二 年(?))

〈86>〈lexPotroniadepraefectisjuredicundo>[司 法 官 に か ん す る

ペ ト ロ ー ニ ウ ス 法](前 三 二 年 よ り 前)

〈87>〈lexSaenia>[サ エ ニ ィ ウ ス 法](前 三 〇 年)

〈88>〈lexJuliadesenatuhabendo>[元 老 院 会 議 運 営 に か ん す る ユ ー

G-157



リ ウ ス 法](前 一 〇 年 こ ろ)

〈89>〈lexQuinctia>[ク イ ー ン ク テ イ ー ウ ス 法](前 九 年)

〈90>〈lexJuliademodoaedificiorum>[建 物 の 態 様 に か ん す る ユ ー

リ ウ ス 法](前 一 八 年(?))

〈91>〈lexJuliadeannona>[地 租 に か ん す る ユ ー リ ウ ス 法](前 一 八

年?)

〈92>〈lexmunicipalisTarentina>[タ レ ン ト ゥ ム 地 方 市 に か ん す る 法]

(前 一 世 紀)

〈93>〈lexJuliatheatralis>[劇 場 に か ん す る ユ ー リ ウ ス 法](五 年 以 降)

〈94>〈lexVisellia>[ウ ィ セ ッ リ ウ ス 法](二 四 年)

〈95>〈lexPetronia>[ペ ト ロ ー ニ ウ ス 法](六 一 年(?))

〈96>〈lexdeimperioVespasiani>[ウ ェ ス パ シ ア ー ヌ ス の 主 権 に か ん

す る 法](六 九 ～ 七 〇 年)

〈97>〈lexMalacitana>[マ ラ カ の 法](八 二 ～ 八 四 年)

〈98>〈lexSalpensana>[サ ル ペ ー ン サ の 法](八 二 ～ 八 四 年)

〈99>〈lexCocceia>[コ ッ ケ イ ユ ス 法](九 六 年)

〈100><lexCocceiaagraria>[農 地 に か ん す る コ ッ ケ イ ユ ス 法](九 六

～ 九 八 年)

〈101>〈lexmetalliVipascensis>[ウ ィ パ ス カ 鉱 山 の 法](二 世 紀)

(P)私 法 関 係 の 法 律

〈1>〈lexLicinia(Licinnia)〉[リ キ ニ ウ ス(リ キ ン ニ ウ ス)法](共 和 政

初 期)

〈2>〈lexHostilia>[ホ ス テ ィ ー リ ウ ス 法](共 和 政 初 期)

〈3>〈lexCanuleia>[カ ヌ レ イ ユ ス 法](前 四 四 五 年)

〈4>〈lexLiciniaSextia>[リ キ ニ ウ ス ・ セ ク ス テ ィ ウ ス 法](前 三 六 七

年)

〈5>〈lexGenucia>[ゲ ヌ ー キ ウ ス 法](前 三 四 二 年)

〈6>〈lexPoeteliaPapiria>[ポ エ テ リ ウ ス ・ パ ピ ー リ ウ ス 法](前 三 二

六 年)

〈7>〈lexAquilia>[ア ク ィ ー リ ウ ス 法](前 二 八 六 年)

〈8>〈lexApuleiadesponsu>[誓 約 に か ん す る ア ー プ レ イ ユ ス 法](三

世 紀 中 ご ろ 以 降)

〈9>〈lexPublicia>[プ ー プ リ キ ウ ス 法](前 二 〇 四 年 よ り 前)

〈10>〈lexCincia>[キ ン キ ウ ス 法](前 二 〇 四 年)

〈11>〈lexAtilia>[ア テ ィ ー リ ウ ス 法](前 三 世 紀 以 降(?))
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〈12>〈lexFuriadesponsu>[誓 約 に か ん す る フ ー リ ウ ス 法](前 三 世

紀 ～ 前 二 世 紀)

〈13>〈lexFuriatestamentarum>[遺 言 に か ん す る フ ー リ ウ ス 法](前

二 〇 四 ～ 一 六 九 年)

〈14>〈lexSempronia>[セ ン プ ロ ー ニ ウ ス 法](前 一 九 三 年)

〈15>〈lexPlaetoria(Laetoria)deminoribus>[年 少 者 に か ん す る プ

ラ エ ト ー リ ウ ス(ラ エ ト ー リ ウ ス)法](前 一 九 二 ～ 前 一 九 一 年)

〈16>〈lexAtinia>[ア ー テ ィ ー ニ ウ ス 法](前 二 世 紀)

〈17>〈lexTerentia>[テ レ ン テ ィ ウ ス 法](前 一 八 九 年)

〈18>〈lexVoconia>[ウ ォ コ ー ニ ウ ス 法](前 一 六 九 年)

〈19>〈lexCicereiadesponsu>[誓 約 に か ん す る キ ケ レ イ ユ ス 法](前

二 世 紀(?))

〈20>〈lexMarcia>[マ ル キ ウ ス 法](前 一 〇 四 年)

〈21>〈lexVallia>[ワ ッ リ ウ ス 法](前 二 世 紀)

〈22>〈lexAtinia>[ア ー テ ィ ー ニ ウ ス 法](前 二 世 紀)

〈23>〈lexLiciniaMucia>[リ キ ニ ウ ス ・ ム ー キ ウ ス 法](前 九 五 年)

〈24>〈lexMinicia>[ミ ニ キ ウ ス 法](前 九 〇 年 こ ろ)

〈25>〈lexCorneliaPompeia>[コ ル ネ ー リ ウ ス ・ ポ ン ペ イ ユ ス 法](前

八 八 年)

〈26>〈lexValeria>[ワ レ リ ウ ス 法](前 八 六 年)

〈27>〈lexCorneliadecaptivis>[戦 争 捕 虜 に か ん す る コ ル ネ ー リ ウ ス

法](前 八 二 ～ 七 九 年)

〈28>〈lexCorneliadeadpromissoribus>[参 加 諾 約 者 に か ん す る コ

ル ネ ー リ ウ ス 法](前 八 一 年)

〈29>〈lexCorneliadeinjuriis>[不 法 侵 害 に か ん す る コ ル ネ ー リ ウ ス

法](前 八 一 年)

〈30>〈lexClodiadecollegiis>[団 体 に か ん す る ク ロ ー デ ィ ウ ス 法](前

五 八 年)

〈31>〈lexScribonia>[ス ク リ ー ボ ー ニ ウ ス 法](前 五 〇 年 こ ろ)

〈32>〈lexJuliadepecuniismutuis>[貸 付 金 に か ん す る ユ ー リ ウ ス

法](前 四 九 年)

〈33>〈lexFalcidia>[フ ァ ル キ デ ィ ウ ス 法](前 四 〇 年)

〈34>〈lexJuliaPapiria>[ユ ー リ ウ ス ・ パ ピ ー リ ウ ス 法](前 三 〇 年)

〈35>〈lexJuliademaritandisordinibus>[婚 姻 当 事 者 の 階 層 に か ん

す る ユ ー リ ウ ス 法](前 一 八 年)

〈36>〈lexJuliadeannona>[穀 物 価 格 に か ん す る ユ ー リ ウ ス 法](前

一 八 年(?))
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〈37>〈lexGlitia>[グ リ テ ィ ウ ス 法](?)

〈38>〈lexDuilliaMenenia(Maenia?)〉[ド ウ ィ ッ リ ウ ス ・ メ ネ ー ニ ウ

ス(マ エ ニ ウ ス)法](?)

〈39>〈lexFufiaCaninia>[フ ー フ ィ ウ ス ・ カ ニ ー ニ ウ ス 法](前 二 年)

〈40>〈lexAeliaSentia>[ア エ リ ウ ス ・ セ ン テ ィ ウ ス 法](四 年)

〈41>〈lexJuliadevicesimahereditatium>[相 続 財 産 の 二 〇 分 の 一

税 に か ん す る ユ ー リ ウ ス 法](五 年(?))

〈42>〈lexJuliacaducaria>[顛 落 財 産 に か ん す る ユ ー リ ウ ス 法](ア

ウ グ ス ト ゥ ス 時 代)

〈43>〈lexPapiaPoppaea>[パ ピ ウ ス ・ ポ ッ パ エ ウ ス 法](九 年)

〈44>〈lexJuliadecollegis>[団 体 に か ん す る ユ ー リ ウ ス 法](ア ウ グ

ス ト ゥ ス 時 代)

〈45>〈lexJuliadefundodotali>[嫁 資 土 地 に か ん す る ユ ー リ ウ ス 法]

(ア ウ グ ス ト ゥ ス 時 代)

〈46>〈lexTitia>[テ ィ テ ィ ウ ス 法](ア ウ グ ス ト ゥ ス 時 代)

〈47>〈lexJuliadecessionebonorum>[財 産 委 付 に か ん す る ユ ー リ

ウ ス 法](ア ウ グ ス ト ゥ ス 時 代)

〈48>〈lexJuniaNorbana>[ユ ー ニ ウ ス ・ ノ ー ル バ ー ヌ ス 法](一 九 年)

〈49>〈lexJuniaPetronia>[ユ ー ニ ウ ス ・ペ ト ロ ー ニ ウ ス 法](一 九 年

(?))

〈50>〈lexClaudiadetutelamulierum>[婦 女 の 後 見 に か ん す る ク ラ

ウ デ ィ ウ ス 法](一 世 紀)

〈51>〈lexdeflaminicaDiali>[ユ ッ ピ テ ル 神 官 の 妻 に か ん す る 法](二

四 年(?))

〈52>〈lexJuniaVellaea>[ユ ー ニ ウ ス ・ ウ ェ ッ ラ エ ウ ス 法](二 六 年

(?))

〈53>〈lexClaudia>[ク ラ ウ デ ィ ウ ス 法](四 七 年)

〈54>〈lexPetronia>[ペ ト ロ ー ニ ウ ス 法](六 一 年(?))

〈55>〈lexAnastasiana>[ア ナ ス タ シ ウ ス 法](五 ～ 六 世 紀)

(Q)ま と め

① こ れ ま で の 解 説 に お い て は 、 単 行 の 法 律 〈lex>を と り あ げ て き た が 、 そ

の な か に は 、 『一 二 表 法 』 と い う 、 小 型 な が ら そ れ な り の ス ケ ー ル を も っ た

法 典 も 含 ま れ て い る 。 〈lexduodecimtabularum>[一 二 表 の 法]と い う

法 の 名 称 に 〈lex>と い う 言 葉 が つ け ら れ て い る の も 、そ の よ う な 扱 い の 根 拠

の 一 つ と な っ て い る 。こ れ は い わ ば タ テ マ エ 論 的 な 説 明 の し か た で あ る が 、

他 方 で 、 ホ ン ネ(実 質)論 の 見 地 か ら は 、 一 二 表 法 に た い し て 、 変 更=修
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正 、 増 補=補 足 を 行 な う 、 と い う 目 的 の も と に 、 紀 元 前 の 最 後 の 世 紀 ま で

の 後 代 に 法 律 が つ ぎ つ ぎ に 制 定 さ れ て い っ た 経 過 を 考 慮 す れ ば 、 ど う し て

も 一 二 表 法 を べ 一 ス に し た<lex>の リ ス ト が 必 要 と な る 。

と こ ろ で 、 法 典 と い う 形 式 に 着 目 す る と 、 一 二 表 法 に つ づ い で 登 場 し た

の は 、後 代 の 『ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス 法 典 』と く ら べ る と 格 が お ち る が 、

一 二 表 法 の 制 定 か ら 実 に 九 〇 〇 年 近 く も あ と に な っ て
、 い わ ゆ る 西 ロ ー マ

帝 国 の 滅 亡(四 七 六 年)の 少 し ま え に 、 東 ロ ー マ の 皇 帝 で あ る テ オ ドシ ウ

ス が 制 定 し た 『テ オ ド シ ウ ス 法 典 』(CodexTheodosianus)で あ る 。 こ れ

は 、 ロ ー マ 市 民 の 全 体 集 会 で あ る 民 会 の 決 定 を ベ ー ス に し て 生 み だ さ れ る

法 律 と は ま っ た く こ と な っ て 、 皇 帝 個 人 が 制 定 し た 「勅 法 」 を 集 め た も の

な の で 、 厳 密 に 言 え ば 、 〈lex>論 の カ テ ゴ リ ー に は 入 っ て こ な い 立 法 作 品 で

あ る 。紀 元 後 に な る と 、民 会 が ほ と ん ど 国 制 上 意 味 を も た な く な っ た の で 、

〈lex>と い う 共 和 政 的 な 構 造 物 そ れ 自 体 が も は や 存 在 し な く な っ た こ と も 、

一 因 で あ る
。 内 容 の 点 か ら す れ ば 、 こ の 法 典 に は 、 帝 国 行 政 に か ん す る 法

規 が 多 く 収 め ら れ て い る 。 同 じ よ う な こ と は 、 五 〇 〇 年 に 東 ロ ー マ 皇 帝 で

あ る ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス が 制 定 し た 法 典 群(こ れ ら は 、 後 代 に ま と め

て 『市 民 法 大 全 』 〈CorpusJurisCivilis>と よ ば れ る よ う に な っ た)に も

あ て は ま り 、 こ の 大 法 典 に は 、 そ の 勅 法 だ け で な く 、 そ の 他 の い く つ か の

法 源 も 含 ま れ て お り 、 〈lex>論 の 扱 う 範 囲 を は る か に こ え て い る 。 こ の 『市

民 法 大 全 』 に つ い て は 、[F]部 門 第 三 章V皿(1):p,101ff.を 参 照 し て 頂 き

た い 。

② 以 上 の 〈lex>の リ ス ト は 、 大 部 分 、Berger,EncyclopedicDictionary

ofRomanLaw(1953)を べ 一 ス と し た も の で あ る 。 〈lex>関 連 の 歴 史 資 料

は 散 在 し て い る う え に 、 も と も と 不 正 確 な も の も 多 か っ た の で 、 正 確 な イ

メ ー ジ や そ の 内 容 や 成 立 年 数 を つ き と め る の は 困 難 で あ る 。 そ れ に 、 伝 わ

っ て い な い 法 律 も 相 当 な 数 に な る こ と は 確 実 な の で 、 こ の リ ス ト は 、 だ い

た い の と こ ろ を つ か ん で 頂 く た め の 資 料 程 度 に し か な ら な い 。

③ 最 後 に 、現 代 的 視 点 も い く ら か 加 味 し な が ら 、〈lex>の 特 質 に つ い て ま

と め て み よ う 。

(a)〈lex>は 、い わ ば 共 和 政 と い う も の の あ り か た を 象 徴 す る 法 源 で あ る 。

し た が っ て 、 帝 政 に 入 る と そ の 影 は う す く な る 。 し か し 、 近 代 と の 接 点 は 、

た と え 形(タ テ マ エ)の う え だ け で あ っ た と し て も 、 市 民=国 民 の 最 終 決

定=意 思 に よ っ て 法 が 制 定 さ れ る と こ ろ に あ る 。 こ れ は ロ ー マ 法 と い う 社

会 規 範 が そ れ な り に モ ダ ン な 性 格 を も っ て い る こ と を 実 証 す る も の と 見 て

よ い で あ ろ う 。

(b)共 和 政 に か ぎ っ て 見 て も 、〈lex>だ け に よ っ て1コ ー マ の 法 全 般 が う こ

い て い た わ け で は な い 。公 法 に つ い て は と り わ け そ の こ と が あ て は ま る が 、
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私 法 に つ い て も 、 事 情 は あ る 程 度 は 同 様 で あ る 。 ご く 大 ま か な 表 現 を す れ

ば 、共 和 政 時 代 の 民 事 関 係 の ロ ー マ 法 は 、〈lex>を 軸 と し た 個 別 制 定 法 主 義

と 、 名 誉 法(法 務 官 法)を 軸 と し た 判 例 法 主 義 が ほ ど よ く ミ ッ ク ス さ れ た

か た ち で 展 開 し て い っ た 。 現 代 の 日 本 で は 、 制 定 法 が 圧 倒 的 に 優 位 に た っ

て い る が 、 今 後 は 判 例 法 が こ れ ま で 以 上 に 力 を つ け て く る の で は な か ろ う

か 。 私 た ち 日 本 人 に は 、 具 体 的 な 事 案 の 処 理 の な か に 、 法 を 観 て 、 法 の 意

味 す る と こ ろ を 理 解 す る 、 と い う 癖 が あ る た め で あ る 。 つ ま り 、 私 た ち は 、

タ テ マ エ(抽 象)よ り も ホ ン ネ(具 体)に 関 心 を も つ の で あ る 。

(c)〈lex>を 現 実 に 起 草 し た の は 、執 政 官 や 護 民 官 な ど の 高 級 政 務 官 を 裏

で 支 え る 法 学 者 個 人 な い し は 法 学 者 集 団 で あ ろ う(ロ ー マ 共 和 政 下 で は 官

吏 の よ う な も の は 存 在 し な か っ た)。 ロ ー マ の 、一 年 任 期 の 政 務 官 は 実 質 的

に は 半 年 よ り 少 し 多 い 目 く ら い し か 職 務 活 動 を し な い 仕 組 み に な っ て い る

の で 、 そ の 枠 の な か で の 立 法 作 業 の ス ピ ー ド に は 驚 嘆 さ せ ら れ る 。 も ち ろ

ん 、 政 務 官 職 は 一 年 か ぎ り の も の で 、 再 任 さ れ る こ と は な い 。 日本 に は 議

員 が イ ニ シ ヤ テ ィ ヴ を と っ て 法 案 を つ く る ケ ー ス は ま だ そ れ ほ ど 多 い よ う

に は 思 え な い の で あ る が 、 ロ ー マ の 政 務 官 た ち よ り も は る か に 長 い 任 期 を

与 え ら れ て い る 議 員 各 位 に は 、 行 政 主 導 型 で な く 、 政 治 主 導 型 の 立 法 を 強

化 し て い く チ ャ ン ス は い く ら で も 存 在 す る は ず で あ る 。

(d)一 般 に 、 ロ ー マ で は 、 〈lex>が 制 定 さ れ る と 、 長 い 生 命 を も っ 。 そ の

影 は 遠 く 帝 政 時 代 に ま で の び て い る 。 実 効 性 が な く な っ て も 廃 止 の 手 続 が

と ら れ る こ と が 少 な い こ と も 、 そ の こ と に 関 係 す る 。 こ の あ た り の と こ ろ

は 、 古 く て 使 い も の に な ら な く な っ た 法 律 を い つ ま で も 放 置 し て お く 日 本

の 実 情 と 似 て い る の で は な か ろ う か 。

(皿)勅 法

(1)告 示(edictum)

共 和 政 時 代 の 高 級 政 務 官(と く に 法 務 官 、 按 察 官 、 属 州 長 官)と 同 じ よ

う に 、さ ま ざ ま な 根 拠 に も と つ い て 、正 式 の 告 示 発 布 権 を 保 有 す る 元 首(皇

帝)は 、 官 吏 や 私 人 に む け た 、 一 般 的 効 力 を も つ 告 示 を 発 布 す る こ と が で

き る 。 共 和 政 時 代 の 告 示 は 一 年 し か 効 力 を も た な か っ た が 、 元 首(皇 帝)

の 告 示 は 永 続 的 に 効 力 を も つ 。 こ の 告 示 と 、 以 下 に 示 す 指 令 、 裁 決 、 訓 令

と の 四 つ は 、 元 首 政(帝 政)時 代 の 中 心 的 な 法 規 範 で あ る 「元 首 の 勅 法

(constitutionesprincipum)」 を 構 成 す る が 、 他 の 三 つ に く ら べ て 、 こ の

告 示 は 、 共 和 政 時 代 の 法 律 と 同 じ よ う に 、 も と も と 一 般 的 な 適 用 を め ざ し

た も の で あ る 点 で 、 法 規 範 性 が 強 い 。 も っ と も 、 他 の 三 つ の も の の 場 合 に

お い て も 、 法 律 的 な 色 あ い を も つ 問 題 に つ い て の 元 首(皇 帝)の 意 向 や 判

断 が 明 確 に 示 さ れ て い る 以 上 は 、 裁 判 官 は 、 同 種 ・ 同 類 の 事 案 に つ い て 裁
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判 す る さ い 、 事 実 上 、 元 首(皇 帝)の そ れ ら の 指 示 ・指 図 に 自 然 に し た が

う こ と に な る 。 上 訴 制 度 が 整 備 さ れ て く る と 、 上 級 審 で く つ が え さ れ な い

よ う な 判 断 を し て お く よ う配 慮 さ れ て い る の で 、 な お さ ら の こ と で あ る 。

(2)指 令(rescriptum)

元 首(皇 帝)が 官 吏 の 諮 問 あ る い は 私 人 の 求 め に 応 じ て 書 式 で 与 え る 法

的 見 解 あ る い は 鑑 定 的 な 裁 定 で あ る 。 し た が っ て 、 こ こ で は 、 事 実 問 題 で

は な く 、 法 律 問 題 が 取 扱 対 象 と な る 。 タ テ マ エ 上 は 、 も と も と 個 々 の 事 案

に つ い て 効 力 を も つ も の に す ぎ な か っ た が 、ホ ン ネ 上 は 、指 令 は 、元 首(皇

帝)の 判 断 の 保 有 す る 権 威 の カ に よ っ て 、一 般 的 な 効 力 を も つ だ け で な く 、

さ ら に は 、 そ の 指 令 が し ば し ば 出 さ れ る と 、 事 実 上 は 法 の 効 力 を も つ よ う

に な る 。 実 際 の と こ ろ 、 指 令 の ル ー ト を 通 じ て 法 の 修 正 や 設 定 が し ば し ば

行 な わ れ た 。 も と も と こ れ は 個 別 事 案 の 処 理 に す ぎ な か っ た の で 、 資 料 に

は 、 は っ き り し た か た ち で は 残 っ て い な い 。 そ の う ち の 一 つ だ け を あ げ て

お こ う 。 〈rescriptumDomitianidemedicis>[医 師 に か ん す る ド ミ テ ィ

ア ー ヌ ス の 指 令(八 一 ～ 九 六 年)]

(3)裁 決(decretum)

元 首(皇 帝)が 各 種 の 裁 判 に お い て 示 す 判 決 や 判 断 で あ り 、 タ テ マ エ 上

は 個 別 事 案 に 関 係 す る だ け で あ る が 、 ホ ン ネ 上 は 、 法 的 な 問 題 に か ん す る

先 例 の よ う な 扱 わ れ か た も さ れ る 。 指 令 の 場 合 と 同 じ よ う に 、 資 料 と し て

残 っ て い る も の は 少 な い 。そ の う ち の 一 つ だ け を あ げ て お こ う。〈decretum

diviMarci>[神 皇 マ ー ル ク ス ・ ア ウ レ ー リ ウ ス の 裁 決](一 六 一 ～ 一 八 〇

年)

(IV)元 老 院 議 決

こ こ で 、 御 参 考 ま で に 、 元 老 院 議 決 と し て 資 料 上 把 握 さ れ て い る も の を

以 下 に な ら べ て み よ う 。法 律(lex)が 法 規 範 の 中 核 で あ っ た 共 和 政 時 代(前

五 ～ 一 世 紀)ま で は 、 元 老 院 議 決 が 公 布 さ れ る 対 象 と な っ て い た の は 、 公

法 、 宗 教 法 な ど 、 法 律 が あ ま り と り あ つ か わ な い よ う な 問 題 で あ る が 、 元

首 の リ ー ドす る 元 首 政 が 成 立 す る 紀 元 後 の 世 紀 に 入 っ て く る と 、 元 老 院 議

決 に よ る 立 法 は 、刑 法 と か 司 法 と か の 領 域 に も 広 く 展 開 さ れ る よ う に な る 。

と り わ け 、 私 法 分 野 に お い て は 、 改 革 的 な 立 法 の か た ち を と っ て 重 要 な 元

老 院 議 決 が 登 場 す る 。 元 老 院 議 決 は 、 元 老 院 が 、 共 和 政 時 代 の 高 級 政 務 官

(執 政 官 、 法 務 官 、 護 民 官 な ど)、 ま た 、 元 首 政 時 代 の 高 級 官 僚(都 市 長 官

(praefectusurbiな ど)の 諮 問 に 応 じ て そ の 者 に 与 え る 助 言 一 勧 告 で あ る 。

こ れ に は 、 タ テ マ エ 的 に は 拘 東 力 は な い が 、 ホ ン ネ に お い て は 、 指 示 で あ

り 、 関 係 者 が そ れ に し た が わ な い ケ ー ス は ほ と ん ど な い 。 各 種 の 政 務 官 や

官 僚 で は な く て 、 元 首(皇 帝)が 、 元 老 院 に は た ら き か け る と き に は 、 状
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況 は か わ る 。 元 首 は 、 自 ら あ る い は 代 理 人 を 通 じ て 、 元 老 院 議 決 を 発 布 す

る よ う に 求 め る 。 彼 が 法 設 定 や 法 修 正 の 必 要 を 感 じ た と き に 、 そ の ル ー ト

で 間 接 的 に 法 を 動 か そ う と す る の で あ る 。 二 世 紀 の 第 一 〇 代 の 元 首 ハ ド リ

ア ー ヌ ス 時 代 に な る と 、 そ れ ま で 併 存 し て い た 高 級 政 務 官 経 由 の 元 老 院 議

決 は 消 え さ り 、元 首 の 発 す る 、元 老 院 に お け る 元 首 の 宣 示(oratioprincipis)

が 、 元 老 院 に お け る 審 議 も な く 、 そ の ま ま 法 と し て の 効 力 を も つ よ う に な

っ た 。 こ の よ う に 、 元 老 院 を 法 規 設 定 の 場 と す る の は 、 や が て 、 無 意 味 な

形 式 で あ る と 考 え ら れ る よ う に な り 、元 首 が 、彼 個 人 の 手 で 独 立 ・独 自 に 、

ス ト レ ー ト に 法 を 創 立 す る ル ー ト が 確 立 し た 。 以 下 に 、 現 在 ま で 伝 わ っ て

き て い る 元 老 院 議 決 を 示 し て み よ う 。

〈1>〈SenatusconsultumdeBacchanalibus>[バ ッ ク ス 神 祭 典 に か ん

す る 元 老 院 議 決](前 一 八 六 年)

〈2>〈SenatusconsultumdeThisbensibus>[テ ィ ス ベ ー 市 民 団 に か ん

す る 元 老 院 議 決](前 一 七 〇 年)

〈3>〈Senatusconsultumdephilosophisetrhetoribus>[哲 学 者 た ち

お よ び 弁 論 家 た ち に か ん す る 元 老 院 議 決](前 一 六 一 年)

〈4>〈SenatusconsultumdeTiburtinis>[テ ィ ー ブ ル 市 民 団 に か ん す

る 元 老 院 議 決](前 一 五 九 年)

〈5>〈SenatusconsultumdeJudaeis>[ユ ダ ヤ 人 た ち に か ん す る 元 老 院

議 決](前 一 三 二 年)

〈6>〈Senatusconsultumultimum>[最 終 元 老 院 議 決](前 一 ニ ー 年 以

降 に い く つ か 公 布 さ れ る:一 種 の 戒 厳 令 で あ る)

〈7>〈SenatusconsultumdeAsclepiade>[ア ー ス ク レ ー ピ ア デ ー ス に

か ん す る 元 老 院 議 決](前 七 八 年)

〈8>〈SenatusconsultumCalvisianum>[カ ル ウ ィ シ ウ ス 元 老 院 議 決]

(前 六 一 年)

〈9>〈Senatusconsultumdeprovinciisconsularibus>[諸 執 政 官 属 州

に か ん す る 元 老 院 議 決](前 五 一 年)

〈10>〈Senatusconsultumdeludissaecularibus>[-00年 祭 記 念 行

事 に か ん す る 元 老 院 議 決](前 一 七 年)

〈11>〈Senatusconsultumdeaquaeductibus>[水 道 に か ん す る 元 老 院

議 決](前 一 一 年)

〈12>〈SenatusconsultumGeminianum>[ゲ ミ ヌ ス 元 老 院 議 決](前 一

世 紀)

〈13>〈Senatusconsultumdepagomontano>[山 岳 地 域 に か ん す る 元

老 院 議 決](前 一 世 紀(?))

〈14>〈Senatusconsultumdecollegiis>[諸 団 体 に か ん す る 元 老 院 議 決]
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(ア ウ グ ス ト ゥ ス 時 代(?))

〈15>〈SenatusconsultumSilanianum>[シ ー ラ ー ヌ ス 元 老 院 議 決](一

〇 年 こ ろ)

〈16>〈SenatusconsultumLibonianum>[リ ー ボ ー 元 老 院 議 決](一 六

年)

〈17>〈SenatusconsultumLicinianum>[リ キ ニ ウ ス 元 老 院 議 決](二

七 年(?)・ 四 五 年(?))

〈18>〈SenatusconsultumLargianum>[ラ ル ギ ウ ス 元 老 院 議 決](四 二

年)

〈19>〈SenatusconsultumHosidianum>[ホ シ デ ィ ウ ス 元 老 院 議 決](四

四 年)

〈20>〈SenatusconsultumVellejanum(Vellaeanum)〉[ウ ェ ツ レ イ ユ

ス(ウ ェ ッ ラ エ ウ ス)元 老 院 議 決](四 六 年 こ ろ)

〈21>〈Senatusconsultumdeludissaecularibus>[-00年 祭 記 念

行 事 に か ん す る 元 老 院 議 決](四 七 年)

〈22>〈SenatusconsultumClaudianum>[ク ラ ウ デ ィ ウ ス 元 老 院 議 決]

(四 七 年)

〈23>〈Senatusconsultumdeadvocationibus>[弁 護 に か ん す る 元 老

院 議 決](五 五 年)

〈24>〈SenatusconsultumTrebellianum>[ト レ ベ ッ リ ウ ス 元 老 院 議 決]

(五 六 年)

〈25>〈SenatusconsultumVolusianum>[ウ ォ ル ー シ ウ ス 元 老 院 議 決]

(五 六 年)

〈26>〈SenatusconsultumPisonianum>[ピ ー ソ ー 元 老 院 議 決](五 七

年)

〈27><SenatusconsultumNeronianum>[ネ1コ ー 元 老 院 議 決](五 七 年

(?))

〈28>〈SenatusconsultumNeronianumdelegatis>[遺 贈 に か ん す る

ネ ロ ー 元 老 院 議 決](六 〇 ～ 六 四 年)

〈29>〈SenatusconsultumTurpillianum>[ト ゥ ル ピ ッ リ ウ ス 元 老 院 議

決](六 一 年)

〈30>〈SenatusconsultumCalvisianum>[カ ル ウ ィ シ ウ ス 元 老 院 議 決]

(六 一 年)

〈31>〈SenatusconsultumMemmianum>[メ ン ミ ウ ス 元 老 院 議 決](六

三 年)

〈32>〈SenatusconsultumMacedonianum>[マ ケ ド ー 元 老 院 議 決](ウ

ェ ス パ シ ア ー ヌ ス 時 代)
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〈33>〈SenatusconsultumPegasianum>[ペ ー ガ ス ス 元 老 院 議 決](七

三 年 こ ろ)

〈34>〈SenatusconsultumNinnianumdecollusionedetegenda>[共

謀 解 明 に か ん す る ニ ン ニ ウ ス 元 老 院 議 決](ド ミ テ ィ ア ー ヌ ス 時 代)

〈35>〈SenatusconsultumRubrianum>[ル ブ リ ウ ス 元 老 院 議 決](-

00年 以 降)

〈36>〈SenatusconsultumTertullianum>[テ ル ト ゥ ッ リ ウ ス 元 老 院 議

決](ハ ド リ ア ー ヌ ス 時 代)

〈37>〈SenatusconsultumPlancianum>[プ ラ ン キ ウ ス 元 老 院 議 決](ハ

ド リ ア ー ヌ ス 時 代 よ り ま え)

〈38>〈SenatusconsultumVitrasianum>[ウ ィ ト ラ シ ウ ス 元 老 院 議 決]

(ハ ド リ ア ー ヌ ス 時 代 の 前 後)

〈39>〈SenatusconsultumJuventianum>[ユ ウ ェ ン テ ィ ウ ス 元 老 院 議

決](ハ ド リ ア ー ヌ ス 時 代)

〈40>〈SenatusconsultumApronianum>[ア プ ロ ー ニ ウ ス 元 老 院 議 決]

(ハ ド リ ア ー ヌ ス 時 代)

〈41>〈SenatusconsultumDasumianum>[ダ ス ミ ウ ス 元 老 院 議 決](一

一 九 年)

〈42>〈SenatusconsultumAcilianum>[ア キ ー リ ウ ス 元 老 院 議 決](一

二 二 年)

〈43>〈SenatusconsultumArticulejanum>[ア ル テ ィ ク レ イ ユ ス 元 老

院 議 決](一 二 三 年)

〈44>〈SenatusconsultumJuncianum>[ユ ー ン キ ウ ス 元 老 院 議 決](一

二 七 年)

〈45>〈SenatusconsultumdenundinissaltusBeguenisis>[ベ グ エ

ン 山 地 の 市 場 に か ん す る 元 老 院 議 決](一 三 八 年)

〈46>〈Senatusconsultumdesumptibusludorumgladiatoriorum

minuendis>[剣 闘 士 競 技 の 費 用 を 減 少 さ せ る こ と に か ん す る 元 老 院

議 決](一 七 六 年)

〈47>〈SenatusconsultumOrfitianum>[オ ル フ ィ テ ィ ウ ス 元 老 院 議 決]

(一 七 八 年)

〈48>〈SenatusconsultumAfinianum>[ア ー フ ィ ー ニ ウ ス 元 老 院 議 決]

(?)

(V)宣 示

〈1>〈OratioClaudii>[ク ラ ウ デ ィ ウ ス の 宣 示](四 二 ～ 五 一 年;2個)

〈2>〈OratioHadriani>[ノ ・ ド リ ア ー ヌ ス の 宣 示](一 一 七 ～ 一 三 八 年:
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2個)

〈3>〈OratioMarci>[マ ー ル ク ス(ア ウ レ ー リ ウ ス)の 宣 示](一 六 一

～ 一 八 〇 年:8個)※ ロ ー マ が も っ と も 輝 い た と さ れ る1～2世 紀 の

五 賢 帝 時 代 の 最 後 の 元 首 で あ る マ ー ル ク ス ・ ア ウ レ ー リ ウ ス は 、 在 任

中 ほ と ん ど 辺 境 地 帯 で の 防 衛 戦 争 に 従 事 し て い た が 、 彼 が 、 元 老 院 の

場 を 利 用 し て 、 改 革 立 法 を つ ぎ つ ぎ に 実 行 し た こ と が 宣 示 の 多 さ か ら

知 ら れ る 。 そ の 内 容 は 、 上 訴 制 度 、 相 続 財 産 奪 取 罪 、 出 廷 制 度 、 無 遺

言 相 続 、 奴 隷 の 待 遇 、 自 白 、 婚 姻 制 限 な ど 広 範 囲 に お よ ん で い る 。

〈4>〈OratioSeveri>[セ プ テ ィ ミ ウ ス ・ セ ウ ェ ー ル ス の 宣 示](一 九 五

年)

〈5>〈OratioSeverietCaracallae>[セ プ テ ィ ミ ウ ス ・セ ウ ェ ー ル ス お

よ び カ ラ カ ッ ラ の 宣 示](二 ～ 三 世 紀)
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