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序 論

[1]法 学(法 律 学)は 、 ど の 時 代 に お い て も 、 つ ね に 、 「法 格 言 」 を 生

み だ す 最 大 ・最 高 ・最 良 の 母 胎 で あ る 。 実 際 の と こ ろ 、 法 格 言 と い う も の

は 、 法 学 が 研 究 対 象 と し て お い も と め て い る 法 原 理 ・法 原 則 ・法 の 基 本 ル

ー ル ・法 準 則 を 明 確 ・簡 潔 に 表 明 し て く れ る 有 力 な 情 報 媒 体 と し て 、 さ ま

ざ ま な 局 面 に お い て 愛 用 さ れ る の で あ る 。 立 法 領 域(個 別 法 規)や 司 法 領

域(個 別 判 決)も 法 格 言 を 生 み だ す 力 量 を 十 分 に 備 え て い る し 、 ま た 、 た
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し か に 、 法 世 界 以 外 の と こ ろ に も 、 法 に ま つ わ る 格 言(こ と わ ざ ・浬 諺 ・

金 言 ・警 句)を 生 み だ す 分 野 が ひ ろ が っ て い る が 、 し か し 、 法 格 言 の 主 た

る 作 り 手 は 、 や は り 、 法(法 律)と い う も の を 、 少 し は な れ た と こ ろ か ら 、

綜 合 的 ・総 合 的 ・分 析 的 ・理 論 的 ・批 判 的 に と り あ つ か う 役 割 ・使 命 を も

っ た 法 学=法 学 者 で あ ろ う 。 と こ ろ で 、 法 の 格 言 は 、 法 と い う も の の 理 論

的 整 理 の 道 具 で あ る が 、 同 時 に 各 種 ・各 レ ヴ ェ ル の 法 教 育 の 有 効 な 媒 体 と

も な る 。 と り わ け 、 名 の あ る 法 学 者 は 、 大 昔 か ら 、 気 の き い た 格 言 的 命 題

を 私 的 に つ く り だ す 作 業 に 精 を だ し て き た 。 そ こ に 自 身 の 学 殖 を う め こ ん

で 、 そ れ を 、 彼 ら が 生 き て い た 現 実 の 世 界 だ け で な く 、 後 代 に も 送 り と ど

け た か っ た か ら で も あ ろ う 。 そ の お か げ で 、 私 た ち は 、 格 言 の 簡 潔 な 言 い

ま わ し の な か に 、 そ れ ぞ れ の 時 代 の 法 社 会 の 雰 囲 気 や 匂 い 、 ま た 、 作 り 手

の 心 ば え を た し か に 感 じ と る こ と が で き る の で あ る 。 そ の よ う な わ け で 、

本 編 で は 、[B]部 門 で 紹 介 し た 、 ロ ー マ 法 系 列 の 「法 律 ラ テ ン 語 格 言 」 の

背 景 ・ベ ー ス と な っ て い る 「法 学 」 と い う も の に つ い て 記 述 す る こ の[E]

部 門 を と く に 設 け る こ と に し た が 、 実 は 、 と り わ け ロ ー マ の 場 合 、 法 学 と

法 は も ち ろ ん 緊 密 な 関 係 に た つ の で 、 こ こ で は 、 ロ ー マ 法 の 実 相 そ れ 自 体

に つ い て も い く ら か ふ れ る こ と に な っ た 。 結 果 的 に テ ー マ が あ ま り に も 拡

散 し て し ま う 点 は 、 お 許 し 頂 き た い 。

[II]と こ ろ で 、 本 部 門 の 場 合 の よ う に 、 「法 学 の 歩 み 」 と い う 一 般 的 な

表 現 を 見 出 し の タ イ トル と す る さ い 、 世 界 の 各 地 域(法 域)そ れ ぞ れ に お

け る 有 史 以 来 の 動 き を フ ォ ロ ー し て い く 必 要 が 生 じ て く る の は 言 う ま で も

な い が 、 こ こ で は 、 以 下 の よ う な 制 約 の な か で の 記 述 に と ど め る こ と に さ

せ て 頂 く 。 つ ま り 、 ま ず 、 筆 者 な り の や り 方 で 、 現 代 日 本 の 法 ・法 学 の あ

り か た を そ れ な り に 念 頭 に お く こ と を 前 提 に し 、そ し て 、そ れ と の 関 係 で 、

古 代 ロ ー マ か ら は じ ま り 、 中 世 、 近 世 、 近 代 を へ て 現 代 に い た る 西 洋(ヨ

ー ロ ッ パ)法 学 の 流 れ の 解 説 や 分 析 を テ ー マ と し て 設 定 す る だ け で あ る 。

つ ま り 、 タ イ トル の 「法 学 の 歩 み 」 と い う の は 、 実 は 、 ご く 広 い 意 味 に お

け る 「ロ ー マ 法 学 の 歩 み 」 に す ぎ な い の で あ る 。 し か し 、 筆 者 は 、 せ い ぜ

い の と こ ろ 、 古 代 ロ ー マ 法 の 研 究 者(ロ マ ニ ス ト)で し か な い の で 、 当 然

の こ と な が ら 、 ロ ー マ の あ と に つ づ く 中 世 以 後 の 一 〇 〇 〇 年 以 上 の 時 期 の

法 学 の 姿 に つ い て は 、 十 分 な 知 見 を も ち あ わ せ て い な い 。 そ の た め に 、 や

む を え ず 、 本 部 門 に お い て は 、 同 じ よ う に ざ っ と 一 〇 〇 〇 年 の 歴 史 を 誇 る

古 代 の ロ ー マ 法 学 に つ い て あ る 程 度 詳 細 に 論 ず る だ け に な っ て し ま う が 、

そ の 点 は お 許 し 頂 き た い 。 た だ 、 中 世 以 後 の 世 界 に お け る ロ ー マ 法 学 な い

し は ロ ー マ 法 の 動 き や 流 れ に つ い て も 、 概 観 す る 試 み は 行 な っ て お く こ と

に す る(言 う ま で も な い こ と で あ る が 、 ロ ー マ 法 学 以 外 に も 、 慣 習 法 の 学

問 的 取 扱 い や 、 自 然 法 学 を は じ め と す る 、 理 論 性 の 強 い 法 学 が 歴 史 の な か
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に ち り ば め ら れ て い る 。 本 部 門 で は 、 そ れ ら に つ い て ふ れ る こ と は で き な

い の で 、 こ の 「法 学 の 歩 み 」 と い う 記 述 は 、 ほ ん と う に さ さ や か な も の で

あ る)。 実 の と こ ろ 、 中 世 以 後 の ヨ ー ロ ッ パ 法 世 界 は 、 特 別 な 歴 史 的 事 情 に

よ り 、 と き に は 、 古 代 産 の ロ ー マ 法 と は 、 き わ め て 親 し い 関 係 に あ っ た り 、

と き に は 、 そ れ に 反 発 し て 、 そ れ と 距 離 を と っ た り す る な ど 、 周 辺 と は 複

雑 で 微 妙 な 位 置 関 係 に た っ て い る 。 し か も 、 当 然 の こ と で あ る が ヨ

ー ロ ッ パ の そ れ ぞ れ の 国 や 地 域 に お い て 、 法 学 の 実 務 的 性 格 や そ の 学 問 的

性 格 に か ん し て 、 基 本 的 な も の の 考 え か た が た が い に ち が っ て い る の で 、

古 代 産 の ロ ー マ 法 へ の ス タ ン ス も 、 そ れ ぞ れ に ち が っ た 様 相 を 示 す も の と

な っ て い る 。 そ の よ う な わ け で 、 ロ ー マ 法 お よ び 法 学 の 後 史 を 描 き き る こ

と は と り わ け 、 筆 者 に と っ て は か な り む ず か し い 作 業 と な っ て い

る 。 と こ ろ で 、 こ の 時 代 の 法 学 像 の 分 析 は 、 い わ ゆ る 「西 洋 法(制)史 学 」

の と り あ つ か う 専 門 テ ー マ で あ る 。 こ の 分 野 の 研 究 者 の 層 は 、 日本 に お い

て は 、 ロ ー マ 法 学 者(ロ マ ニ ス ト)よ り も は る か に 厚 い の で 、 そ の 人 々 の

業 績 の な か か ら 、 デ ー タ や 学 術 情 報 は 容 易 に 手 に い れ る こ と が で き る 。 そ

れ ら の う ち で 現 在 と く に お す す め し た い の は 、つ ぎ の 三 著 で あ る 。筆 者 も 、

本 部 門 の 執 筆 の さ い 、 こ れ ら の 三 著 か ら 教 え ら れ る と こ ろ が 多 か っ た(実

際 の と こ ろ 、 こ の 、 西 洋 法(制)史 の 分 野 に か ん す る 記 述 に お い て 、 筆 者

の 考 え か た が 表 面 に あ ら わ れ て い る 部 分 は 、 と て も 少 な い)。 ① 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年)、 ②

P.ス タ イ ン ・屋 敷 二 郎 ・ 監 訳/関 良 徳 ・藤 本 幸 二 訳 『ロ ー マ 法 と ヨ ー ロ ッ

パ 』(ミ ネ ル ヴ ァ 書 房 ・2003年)③ 勝 田 有 恒 ・ 山 内 進 編 著 『近 世 ・近 代 ヨ

ー ロ ッ パ の 法 学 者 た ち グ ラ ー テ ィ ア ー ヌ ス か ら カ ー ル ・シ ュ ミ ッ ト ま

で 』(ミ ネ ル ヴ ァ 書 房 ・2008年)

[皿]本 部 門 は 、 碧 海 純 一 ・伊 藤 正 巳 ・村 上 惇 一 編 『法 学 史 』(東 大 出 版

会 ・1976年)収 載 の 筆 者 の 論 稿 を べ 一 ス に し た も の を 含 ん で い る 。 本 部

門 が そ の 旧 論 文 の 完 全 改 訂 の 成 果 と な っ て い な い の は ま こ と に 心 苦 し い

が 、 残 さ れ た 時 間 の あ ま り な い 筆 者 と し て は 、 こ の よ う な か た ち の 成 果 公

表 に い た っ た こ と に つ い て 、 共 著 者 や 出 版 社 、 そ し て 読 者 の 方 々 に お わ び

す る し か な い 。

第 一 章 ポ ン ポ ー ニ ウ ス 法 文 を め ぐ っ て

[1]本 題 に 入 る ま え に 、 「ポ ン ポ ー ニ ウ ス 」 と い う 法 学 者 に 由 来 す る 、

貴 重 な 個 別 的 法 資 料(法 文)の 全 体 像 を 示 す こ と に し よ う 。 こ れ は 、 内 容

的 に 見 れ ば 、 紀 元 後 二 世 紀(つ ま り 、 ロ ー マ 法 学 の 古 典 期 一 黄 金 時 代 で あ

っ て 、 ロ ー マ の 法 学 史 全 体 で は 中 間 の 時 期)の 時 点 で 、 一 人 の 有 力 な 法 学

者 が 法 や 法 学 の 歴 史 な ど に つ い て 記 し て く れ た 集 合 情 報 で あ る(し か も 、
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こ れ は 面 白 い こ と に 法 典 の な か に 収 め ら れ て い る)。 ロ ー マ の 法

学 者 は 歴 史 的 な 事 情 の 解 説 を そ の 学 問 業 績 の な か に あ ま り 織 り こ ん で く れ

て い な い の で 、 こ れ は き わ め て 貴 重 な 歴 史 資 料 と な っ て い る 。 こ の よ う な

性 質 の 命 題 が 立 派 に 法 文 の 扱 い を う け て い る の は 、 あ る 意 味 で は 、 い か に

も ロ ー マ 的 な 現 象 で あ る が 、 資 料 が ほ と ん ど 残 さ れ て い な い 紀 元 前 の 五 〇

〇 年 間 の 法 や 初 期 法 学 の 姿 を か り に ポ ン ポ ー ニ ウ ス 自 身 の た ん な る 主

観 的 な 見 方 に よ る も の で あ る に せ よ 後 二 世 紀 の 時 点 で 伝 え て く れ て い

る 点 で 、 私 た ち は 彼 の 業 績 に 特 別 に 感 謝 し な け れ ば な ら な い 。 と こ ろ で 、

形 式 面 で 見 れ ば 、 こ の 法 文 の 長 さ は ま っ た く 突 出 し て い る 。 こ の 法 文 を 収

録 し て い る 『学 説 彙 纂(Digesta)』 と い う 法 学 資 料(法 典)の な か に は わ

ず か 四 語 の 法 文 も ち ゃ ん と あ る く ら い な の で(〈Cogitationispoenam

nemopunitur.〉[誰 も 、思 考 の か ど で は 、罰 を う け な い 。][B]部 門 〈348>、

以 下 に 紹 介 す る ポ ン ポ ー ニ ウ ス 文 と の ギ ャ ッ プ は 大 き い 。 と こ ろ で 、 本 部

門 に お い て 筆 者 が ロ ー マ 法 の 原 資 料 を 紹 介 し て い る 部 分 と し て は 、 こ の 部

分 は 、[E]部 門 に 収 載 し た 「学 説 彙 纂 第 五 〇 巻 一 七 章 」 に っ い で 、 二 っ 目

の も の と な る 。 こ れ ら は 、 双 方 と も 、 『学 説 彙 纂 』 に 採 録 さ れ て い る9000

個 以 上 の 学 説 法 文 の 平 均 的 な 姿 か ら ほ ど 遠 い ユ ニ ー ク な も の で あ る 。 つ ま

り 、 前 者 は 、 法 範(法 原 則 ・法 準 則)を 集 め る 部 分 と な っ て い る 関 係 で 、

ロ ー マ 法 命 題 の な か で は め ず ら し く 、 と て も す っ き り し た た た ず ま い に な

っ て い て 、 雑 然 と し た 生 の デ ー タ を カ ジ ュ イ ス テ ィ ッ ク に(例 解 方 式 で)

論 ず る 平 均 的 な 法 文 の ス タ イ ル と は か な り 趣 き が ち が う し 、一 方 、後 者 は 、

取 扱 対 象 が 歴 史 的 な も の で あ る た め も あ っ て 、 と び き り長 大 な も の と な っ

て い る か ら で あ る 。

[II]セ ク ス ト ゥ ス ・ポ ン ポ ー ニ ウ ス(SextusPomponius)と い う 人 物

は 、 二 世 紀 中 ご ろ に 活 躍 し た 法 学 者 で あ り 、 彼 が 多 く の 著 作 を 生 み だ し た

こ と が 判 明 し て い る(現 代 に ま で 伝 わ っ て い る も の は 少 な い が)。 第 二 章

(II)に も 彼 の 事 蹟 を 紹 介 し て お い た 。有 名 な 法 学 者 で あ る ガ イ ー ウ ス と と

も に 、 官 位 に つ く こ と が な か っ た 在 野 の 法 学 者(お そ ら く は 法 学 教 師)で

あ っ た 点 が 、 ユ ニ ー ク で あ る 。 ち な み に 、 私 た ち が 法 資 料 を と お し て 知 っ

て い る 法 学 者 の ほ と ん ど は 、 公 職 ・官 位 に つ い た 大 物 法 学 者 で あ る 。

[皿]ポ ン ポ ー ニ ウ ス の ラ テ ン 文 は 、法 に ま つ わ る 歴 史 を 簡 潔 に 描 写 す る

こ と を 目 的 と す る と こ ろ も あ っ て 、 か な り 無 味 乾 燥 な も の と な っ て い る 。

こ れ を 全 訳 す る こ と に は そ れ ほ ど 意 味 は な い の で 、 内 容 紹 介 の 方 式 に よ っ

て 要 点 を 示 す こ と に し た い 。 た だ 、 法 学 史 研 究 と い う 視 点 か ら と く に 重 要

と 考 え ら れ る 個 所 に つ い て は 、 原 テ キ ス ト に そ れ な り に そ う か た で 訳 を つ

け る よ う に す る 。

[IV]学 説 彙 纂 第 一 巻 第 二 章:「 法 な ら び に 全 政 務 官 の 起 源 、 お よ び 、 法
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学 者 の 継 承 に つ い て(Deoriginejurisetomniummagistratuum,et

successioneprudentium)」

第 二 法 文 く前 文 〉 私(た ち)に は 、 法(jus)そ れ 自 体 の 起 源(origo)

お よ び そ の 進 展(processus)を 示 す こ と が 必 要 で あ る よ う に 思 わ れ る 。

[筆 者 の コ メ ン ト:以 下 の 〈1>か ら 〈12>ま で の 個 所 に お い て 、 法 の 歴 史 的 展

開 が 述 べ ら れ る 。 こ れ が 、 長 大 な ポ ン ポ ー ニ ウ ス 文(第 一 巻 第 二 章 第 二 法

文)の 第 一 部 門 で あ る 。 つ ぎ に 、 そ の 第 二 部 門 は 、 各 種 政 務 官 に か ん す る

説 明 が な さ れ て い る 部 分 で 、 こ れ は<13>か ら<34>ま で の 個 所 に 示 さ れ 、 最

後 に 、 そ の 第 三 部 門 は 、 法 学 者 の 登 場 の 姿 に つ い て 述 べ る 部 分 で 、 こ れ は

〈35>か ら そ の 法 文 の 末 尾 の 〈47>ま で つ づ く 。法 文 中 最 後 に 登 場 す る 法 学 者

は サ ル ウ ィ ウ ス ・ ユ ー リ ア ー ヌ ス で あ る が 、 わ が ポ ン ポ ー ニ ウ ス と ほ と ん

ど 同 じ 時 期 に あ た る 紀 元 後 二 世 紀 に 生 き た 彼 は 、官 位 を 上 昇 す る と と も に 、

多 く の 著 作 を の こ し 、 ロ ー マ 法 学 の 最 盛 期 を に な っ た 人 物 と し て 、 と り わ

け 有 名 で あ る 。 な お 、 共 和 政 盛 期 の 政 務 官 組 織 の 全 容 に つ い て は 、[G]部

門 第 二 章[1]G(3)②:p.61ff.の と こ ろ に 参 考 図[A]と し て 示 し て お

い た 。 同 時 に 、 そ の 政 務 官 が 共 和 国 制 全 体 で 占 め て い る 位 置 は 、 あ わ せ て

つ け た 参 考 図[B]を 手 が か り に し て 読 み と っ て 頂 け れ ば 、 幸 い で あ る 。]

〈1>… 「国 民 は 、 建 国 当 初 に は 、 確 定 的 な 法 律(lex[制 定 法])も 確 定 的

な 法(jus)も な し に 生 き て い た 。 王(rex)は 、 実 力(manus)に よ っ て 、

す べ て を と り し き っ て い た 。

<2>… 伝 え ら れ る と こ ろ に よ れ ば 、 国 家 の 拡 大 に と も な っ て 、 ロ ー ム ル

ス 王(初 代 の 王)は 、 自 ら 、 市 民 を 三 〇 の 部 分 に 分 け た 。 そ の お の お の は 、

の ち に は 、 彼 が 国 家 の 管 理(cura)を そ の 部 分 の 投 票 に よ っ て と り 行 な っ

て い た こ と に ち な ん で 、 彼 に よ っ て ク ー リ ア(curia)と 呼 ば れ た の で あ

る が 、 こ れ を 基 礎 に し て 編 成 さ れ た ク ー リ ア 民 会(comitiacuriata)に 王

が 自 ら 法 案 を 提 出 し て 生 ま れ た の が 、 一 群 の ク ー リ ア 法(lexcuriata)で

あ る 。 彼 は こ れ を い く つ か 制 定 さ せ た の で あ る が 、 そ の や り か た は 歴 代 の

王 た ち に よ っ て 踏 襲 さ れ た 。 こ れ ら の ク ー リ ア 諸 法 は 、 す べ て 、 当 時 有 力

者 の 一 人 で あ っ た セ ク ス ト ゥ ス ・パ ピ ー リ ウ ス と い う 人 物 の 手 で 一 冊 の 書

物 の な か に ま と め ら れ て 、 存 在 し て い る 。 こ れ が 『パ ピ ー リ ウ ス の 市 民 法

[書](juscivilePapirianum)』 と 呼 ば れ る も の で あ る 。 こ れ は 、 パ ピ ー

リ ウ ス の 名 に ち な ん で つ け ら れ た 名 称 で あ る け れ ど も 、 そ れ は 、 彼 が 、 そ

れ ら の 法 律 に 自 身 の 手 で な ん ら か の も の を つ け く わ え た か ら で は な い 。 彼

は 、 制 定 さ れ た い く つ か の 法 を 、 整 理 せ ず に 、 そ の ま ま 一 冊 の 書 物 に 収 録

し た だ け の こ と で あ る 。

〈3>… 騎 兵 総 督 の 法(lextribunicia)に よ っ て 王 が 追 放 さ れ た あ と は 、
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こ れ ら の 法 律 は す べ て す た れ 、 そ し て 、 ロ ー マ 国 民 は 、 再 び 、 そ れ ま で に

制 定 さ れ た 法 律 に よ っ て よ り も 、 む し ろ 不 確 定 な 法(jUS)お よ び 慣 習

(consuetudo)に よ っ て 生 き る よ う に な っ て し ま う 。 そ の よ う な 状 況 は 約

二 〇 年 の あ い だ つ づ い た 。

〈4>… こ の よ う な 状 況 が こ れ 以 上 つ づ く こ と が な い よ う に と 、 公 け の 指

示 に よ っ て 一 〇 人 委 員 が 任 命 さ れ た 。 彼 ら の 目 的 は 、 ギ リ シ ア の い く つ か

の 国 家(都 市 国 家)か ら モ デ ル と な る 法 律 を さ が し て 、 ロ ー マ 国 家 の 基 礎

に 法 律 を お く よ う に す る こ と で あ っ た 。 完 成 し た 法 典 は 、 法 律 が よ く 見 え

る よ う に 、 象 牙 板 に 刻 み こ ま れ て 、 ロ ー マ の 中 枢 に あ る ロ ー ス ト ラ(演 壇)

の ま え に か か げ ら れ た 。 彼 ら に は 、 そ の 年 に 国 家 に お い て 最 高 の 権 力 が 付

与 さ れ た 。 そ れ は 、 必 要 な ら ば 、 そ れ ま で の 法 律 を 改 訂 し 、 そ れ を 解 釈 し 、

ま た 、 他 の 政 務 官 た ち の 場 合 と は ち が っ て 、 彼 ら 自 身 の 重 大 な 処 置 に 対 し

て 提 訴 が な さ れ な い よ う に す る た め で あ っ た 。 彼 ら は 当 初 の 一 〇 表 に 不 足

す る も の が い く ら か あ る こ と に 気 づ い て 、 翌 年 に は 、 こ れ ら の 表 に 二 表 を

追 加 し 、 そ の た め に 、 こ れ ら の 法 規 は 一 二 表 法(legesduodecim

tabularum)と 呼 ば れ た 。 な お 、 立 法 に あ た っ て は 、 小 ア ジ ア(ト ル コ)

の エ ペ ス ス の ヘ ル モ ド ー ル ス が 一 〇 人 委 員 に 進 言 し た 、 と も 伝 え ら れ て い

る 。 彼 は 本 国 か ら 追 放 さ れ て 、 イ タ リ ア に い た 人 物 で あ っ た 。

〈5>… こ の よ う に 法 律 が い っ た ん 制 定 さ れ る と(当 然 ふ っ う に 生 ず る こ

と な の で あ る が 、解 釈 が 法 学 者 の 権 威 を 求 め る よ う に な る)、 法 廷 で の 論 争

が 必 要 視 さ れ は じ め る 。 こ の 論 争 と 、 法 学 識 を も つ 人 々 に よ っ て 不 文 の 状

況 で 編 み だ さ れ て き た こ の 法(jUS)と は 、 法 の 他 の 諸 部 門 が そ れ ぞ れ 固 有

の 名 称 で も っ て 示 さ れ る の と は ち が っ て 、 個 別 的 な 呼 ば れ か た は せ ず 、 す

べ て に 共 通 の 名 称 と し て 、 市 民 法(juscivile)と い う よ う に 呼 ば れ た 。

〈6>… ほ と ん ど 同 時 期 に 、 一 二 表 法 か ら 、 人 々 が 相 互 に 法 的 に 争 う さ い

の 手 段 と な る 訴 権(訴 訟)が か た ち つ く ら れ た 。 国 民 が 好 き 勝 手 に 訴 権 を

用 い る こ と が な い よ う に す る た め に 、 そ の 訴 権 が 、 確 定 的 な 内 容 を も ち 、

し か も 儀 式 ば っ た も の で あ る こ と が 望 ま れ た 。 そ の よ う な わ け で 、 法 の こ

の 部 門 は 、 法 律 訴 訟(legisactiones)つ ま り 、 法 定 の 訴 訟(legitimae

actiones)と 呼 ば れ る 。 そ の 結 果 、 ほ と ん ど 同 時 期 に 三 つ の 法(jus)

が 生 ま れ た こ と に な る 。一 つ 目 は 、一 二 表 法(legesduodecimtabularum)

で 、 二 つ 目 は 、 こ こ か ら 流 れ で は じ め た 市 民 法(juscivile)で 、 三 つ 目 は 、

そ こ か ら つ く り だ さ れ た 法 律 訴 訟(legisactiones)で あ る 。 し か し 、 こ

れ ら す べ て を 解 釈 す る 知 識 と 法 律 訴 訟 の 運 用 と は 、 神 官 団(collegium

pontificum)の 手 中 に に ぎ ら れ た 。 そ の 団 体 の な か か ら 、 毎 年 、 一 人 が 、

市 民 の 私 的 な 問 題 の 解 決 に あ た る た め に 任 命 さ れ る の が な ら わ し で あ っ

た 。 国 民 は 、 お よ そ 一 〇 〇 年 の あ い だ 、 こ の よ う な 風 習 の も と で 生 き た 。
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〈7>… ア ッ ピ ウ ス ・ ク ラ ウ デ ィ ウ ス が 法 律 訴 訟 の 方 式 を 一 定 の 形 式 の も

の へ と ま と め あ げ る 。 そ の あ と 、 彼 の 書 記(被 解 放 奴 隷 の 子)で あ る グ ナ

エ ウ ス ・ フ ラ ー ウ ィ ウ ス が 、 そ の 書 物 を 盗 み だ し 、 そ れ を 国 民 に 示 し て 見

せ た 。 そ の 贈 り 物 は 国 民 に と て も 喜 ば れ 、 そ の 結 果 、 彼 は 、 護 民 官 、 元 老

院 議 員 、 高 級 接 察 官 に ま で 出 世 す る 。 法 律 訴 訟 の 情 報 を 含 ん で い る こ の 書

物 は 、 『パ ピ ー リ ウ ス の 市 民 法[書](juscivilePapirianum)』 の 場 合 と

同 じ よ う に し て 、『フ ラ ー ウ ィ ウ ス の 市 民 法[書](juscivileFlavianum)』

と 呼 ば れ る の で あ る が 、 こ こ で 、 フ ラ ー ウ ィ ウ ス も 、 こ の 書 物 に 自 身 の 手

で な に か を つ け く わ え る こ と は し な か っ た 。 国 家 が 大 き く な る に つ れ て 、

あ る 種 の 訴 権 が 不 足 す る よ う に な っ て き た の で 、 そ の 少 し あ と に 、 セ ク ス

ト ゥ ス ・ア エ リ ウ ス が 、 他 の 法 律 訴 訟 を つ く り あ げ 、 そ れ を 記 し た 書 物 を

国 民 に 与 え た 。 こ れ は 『ア エ リ ウ ス の 法[書](jusAelianum)』 と 呼 ば れ

る 。

〈8>… ロ ー マ に 一 二 表 法 と 市 民 法 が 存 在 し 、 法 律 訴 訟 も で き あ が っ た あ

と に 、 平 民 は 貴 族 と 不 和 に な る 。 平 民 は 、 実 力 を 行 使 し て ロ ー マ 市 か ら 郊

外 へ 離 脱 し 、 自 身 の た め に 「平 民 会 議 決 法(juraplebiscita)」 と 呼 ば れ る

法 を つ く り だ す 。 平 民 は 貴 族 の 譲 歩 に よ っ て す ぐ に ロ ー マ に よ び も ど さ れ

る こ と に な っ た の で あ る が 、 こ れ ら の 平 民 会 議 決 か ら 対 立 が 多 く 発 生 し た

の で 、 こ の 平 民 会 議 決 は 、 ホ ル テ ー ン シ ウ ス 法(lexHortensia)に よ っ て

法 律 の 効 力 を 与 え ら れ 、 遵 守 さ れ る よ う に な っ た 。 法 律 と 平 民 会 議 決 と の

あ い だ で 法 規 を 設 定 す る 方 法 に は ち が い は あ る が 、 そ の 効 力 は 同 じ と な っ

た の で あ る 。

〈9>… 平 民 全 員 が 集 合 す る こ と が 困 難 に な り は じ め 、 市 民 数 の 増 加 に と

も な っ て 市 民 全 員 が 集 合 す る こ と は さ ら に 困 難 に な り は じ め た の で 、 必 要

上 、 国 家 の 運 営 は 元 老 院(senatus)に 委 ね ら れ る よ う に な っ た 。 こ の よ

う に し て 、 元 老 院 は 国 事 に 介 入 し は じ め 、 そ し て 、 そ れ が 定 め た こ と は す

べ て 遵 守 さ れ る の が な ら わ し と な る 。 そ し て 、 そ の 法 は 「元 老 院 議 決

(senatusconsultum)」 と 呼 ば れ る 。

〈10>… 同 じ 時 期 に 、 法 は 、 政 務 官(magistratus)も つ く り だ し た 。 各

政 務 官 が お の お の の 事 柄 に か ん し て ど の よ う な 法(jUS)を 言 明 す る 予 定 か

を 市 民 が 知 り 、 準 備 し 、 心 づ も り が で き る よ う に 、 告 示 を 発 布 す る の が な

ら わ し と な っ た 。 法 務 官 告 示(edictapraetorum)は 名 誉 法(jus

honorarium)を 構 成 す る が 、 〈honorarius>と い う 形 容 詞 は 、 法 務 官 の 保

有 す る 〈honor>[名 誉]と い う 言 葉 に 由 来 す る 。

〈11>… 最 後 に 、 ち ょ う ど 、 法 を 定 立 す る 手 殺 が 、 事 柄 自 体 の さ し し め す

と こ ろ に よ り 、 比 較 的 少 数 の 人 々 の 手 に 移 っ て で き あ が っ た た と 考 え ら れ

る の と 同 じ よ う に し て 、 国 家 が た だ 一 人 の 人 に よ っ て 運 営 さ れ る こ と が 必
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要 と な る よ う な 事 態 が し だ い に 生 じ て き た 。 実 際 の と こ ろ 、 元 老 院 と い う

も の は 全 属 州 を ひ と し く 適 切 に 管 理 す る こ と が で き な か っ た の で あ る 。 そ

の よ う な わ け で 、 元 首(皇 帝)と い う 地 位 が 設 け ら れ る と 、 彼 が 定 め た も

の を 法 と し て 有 効 な も の と す る 、 と い う 権 利 が 彼 に 与 え ら れ た 。

〈12>… し た が っ て 、 わ が 国 に は 、 法(jus)つ ま り 、 一 二 表 法(lex)

が 設 け ら れ て お り 、 ま た 、 不 文 の ま ま で 法 学 者 の 解 釈 だ け か ら な り た

っ て い る 本 来 の 市 民 法(juscivile)、 訴 訟 の 方 式 を ふ く む 法 律 訴 訟(legis

actiones)、 貴 族 の 承 諾 な し に 成 立 す る 平 民 会 議 決(plebiscitum)、 政 務

官 の 告 示(magistratuumedictum)そ こ か ら 名 誉 法 が 生 ま れ る 、

法 律 に よ ら ず 、 元 老 院 の 決 定 だ け に よ っ て 成 立 す る 元 老 院 議 決

(senatusconsultum)、 元 首(皇 帝)の 勅 法(principalisconstitutio)

つ ま り 元 首 自 身 が 定 め た こ と が 法 律 と し て 遵 守 さ れ る と い う こ と

が あ る 。

〈13>… 法 の 起 源(origo)と 進 展(processus)に つ い て 述 べ た あ と に 、

政 務 官(magistratus)の 名 称 と 起 源 と を 私 た ち が 知 っ て お く こ と は 適 切

で あ る[<13>～ 〈34>]。 法 宣 言 を 指 揮 す る 彼 ら が 存 在 し は じ め て 、 物 事 に

は 効 果 が 発 生 す る か ら で あ る 。 実 際 の と こ ろ 、 法 を 運 用 す る 能 力 を も つ 者

が 存 在 し な け れ ば 、 法 が 国 家 に あ っ て も 意 味 の な い こ と で あ る 。 こ の あ と 、

法 学 者 の 継 承(successio)に つ い て 論 じ よ う[〈35>～ 〈47>]。 法 が 存 立 す

る に は 、 日 々 法 を よ い 方 向 へ 発 展 さ せ て い く 法 学 者(jurisperitus)の 存

在 が 不 可 欠 だ か ら で あ る 。

〈14>… 政 務 官 に つ い て 述 べ よ う 。 こ の ロ ー マ と い う 国 家 の 端 緒 に お い て

王(rex)が す べ て の 権 力 を 保 有 し て い た こ と は 、 た し か で あ る 。

〈15>… 同 時 期 に 、 騎 兵 総 督(tribunuscelerum)も 存 在 し た こ と は 、 た

し か で あ る 。 騎 兵 を 統 轄 す る 者 が こ れ で 、 彼 は 、 い わ ば 王 に つ ぐ 地 位 を も

っ て い た 。 王 追 放 の 首 謀 者 で あ る ユ ー ニ ウ ス ・ ブ ル ー ト ゥ ス も そ の 部 類 に

属 し た 。

〈16>… 王 の 追 放 後 、 二 人 の 執 政 官(consul)が 設 け ら れ た 。 彼 ら が 最 高

の 権 利 を 保 有 す る こ と は 法 律 に よ っ て 求 め ら れ た 。 国 家 の 配 慮 を 実 行 す る

(consulo)こ と に ち な ん で 、 〈consul>と 呼 ば れ た 。 し か し 、 彼 ら が 、 あ ら

ゆ る こ と に か ん し て 、 か つ て の 王 の 権 力 を 手 中 に お さ め る よ う な こ と を 生

じ さ せ な い よ う に と 、 法 律 が 制 定 さ れ 、 そ の 結 果 、 彼 ら の 職 務 行 為 に か ん

し て 提 訴(provocatio)の 余 地 が あ る こ と 、 あ る い は 、 国 民 の 指 図 な し に

は ロ ー マ 市 民 の 頭 格 を 奪 う 方 向 で 処 罰 す る こ と が で き な い こ と に な っ た 。

懲 戒 の 処 分 を 行 な う こ と が で き 、 人 が 公 け の 牢 獄 に 連 行 さ れ る こ と を 命 ず

る こ と だ け が 、 彼 ら に 残 さ れ た 。
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〈17>… 戸 口 調 査 の 実 施 に 多 く の 時 間 が 必 要 と な り 、 執 政 官 は こ の 職 務 に

た え ら れ な く な っ た の で 、 戸 口 調 査 官(censor)が 任 命 さ れ た 。

<18>… 人 口 増 と 、 戦 争 の 多 発 そ こ に は 隣 接 諸 国 と の 激 戦 も あ っ た

と を 考 慮 し て 、 必 要 が あ れ ば 、 比 較 的 大 き な 権 限 を 保 有 す る 政 務 官 が

設 け ら れ る こ と が 決 定 さ れ た 。 こ の よ う に し て 、 独 裁 官(dictator)が 任

命 さ れ た 。 彼 の 処 置 に か ん し て は 提 訴 は 存 在 し な い し 、 頭 格 刑 に よ る 処 罰

も 許 さ れ た 。 こ の 政 務 官 が 最 高 の 権 力 を も っ て い た 関 係 で 、 そ の 力 を 制 約

す る た め に 、 六 力.月 を こ え て そ の 職 を 保 持 す る こ と は 許 さ れ な か っ た 。

〈19>… 独 裁 官 に は 騎 兵 長 官(magisterequitum)が 副 官 と し て つ け ら

れ る の が な ら わ し で あ っ た が 、 こ れ は 、 王 に 騎 兵 総 督 が つ け ら れ て い た の

と 同 じ よ う な も の で あ る 。 ま た 、 そ の 職 務 は 、 今 日(二 世 紀 の こ と)の 近

衛 長 官(praefectuspraetorio)の そ れ と ほ と ん ど 同 じ で あ る 。 な お 、 独

裁 官 が 任 命 さ れ て も 、 他 の 法 定 の 政 務 官 は 維 持 さ れ る 。

〈20>… 同 じ こ ろ 、 王 の 追 放 後 お よ そ 一 七 年 た っ た と き の こ と で あ る が 、

平 民 は 、 貴 族 の も と か ら 離 脱 し て 市 外 に で た 。 そ の と き 、 聖 山(mons

sacer)に お い て 自 身 の た め に 平 民 の 政 務 官 で あ る 「護 民 官(tribunus)」

を 創 設 し た 。<tribunus>と 呼 ば れ る の は 、 国 民 全 体 が か つ て 三 つ の 部 分

(trespartes)に 分 け ら れ 、 そ れ ぞ れ か ら 護 民 官 が 一 人 ず つ 選 出 さ れ て い

た た め か 、 あ る い は 、 彼 ら が ト リ ブ ス(tribus[区])の 投 票 に よ っ て 選 出

さ れ た た め か 、 で あ る 。

〈21>… 平 民 は 彼 ら の 決 議 記 録 す べ て を 神 殿(aedes)に 収 納 す る の が な

ら わ し で あ っ た が 、 そ の 建 物 を 管 理 す る 者 と な る よ う に 、 平 民 の な か か ら

二 つ の ポ ス トが 設 け ら れ た 。 彼 ら は 〈aediles>[接 察 官]と さ え 呼 ば れ る 。

〈22>… 国 民 の 財 産 が 増 加 し は じ め た こ と に と も な っ て 、 そ れ を 管 理 す る

者 と な る よ う に 、 金 銭 を 管 理 す る 財 務 官(quaestor)が 設 け ら れ た 。 彼 ら

が 金 銭 を さ が し 求 め(inquiro)、 保 持 す る た め に 選 任 さ れ た と こ ろ か ら 、

彼 ら は 〈quaestor>と 呼 ば れ る 。

〈23>… 執 政 官 に は 、 ロ ー マ 市 民 の 頭 格 に か ん し て 国 民 の 指 示 な し に 法 を

宣 言 す る こ と は 法 律 に よ っ て 認 め ら れ て い な か っ た の で 、 国 民 に よ っ て 、

頭 格 に か ん す る 事 案 の 裁 判 を 統 轄 す る 「査 問 官(quaestor)」 が 設 け ら れ

た 。 彼 ら は 「殺 人 事 件 査 問 官(quaestorparricidii)」 と 呼 ば れ た 。 一 二

表 法 も 彼 ら の こ と を 記 憶 に と ど め て い る 。

〈24>… そ し て 、 法 律(一 二 表 法)さ え も 制 定 さ れ る こ と が 決 ま っ た の ち

に 、 す べ て の 人 が そ の 政 務 官 職 を 辞 任 す る よ う 国 民 へ 提 案 が な さ れ た 。 そ

し て 、こ れ に 応 じ て 一 〇 人 官 が 一 年 か ぎ り の 任 期 で 任 命 さ れ た の で あ る が 、

彼 ら は 、 自 身 た ち の た め に そ の 政 務 官 職 の 在 任 期 間 を 延 長 し 、 そ し て 、 不

法 な 行 動 に で て 、 ま た 、 自 身 た ち お よ び[自 身 た ち の]党 派 が 永 続 的 に 国
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政 を 掌 握 し つ づ け る 状 況 を 保 持 す る 目 的 で 、 政 務 官 を 順 次 毎 年 の 選 挙 で 補

充 し て て い く よ う な こ と は 望 ま な か っ た と き 、 彼 ら の 、 極 度 の 、 ま た 粗 野

な そ の 圧 政 ぶ り の 結 果 と し て 、 軍 隊 が 国 家 か ら 離 脱 し て し ま う 、 と い う 事

態 が ひ き お こ さ れ る 。 そ の 国 外 離 脱 の き っ か け は 、 ウ ィ ル ギ ニ ウ ス と い う

人 物 の 行 動 で あ っ た 、 と 言 わ れ て い る 。 ア ッ ピ ウ ス ・ ク ラ ウ デ ィ ウ ス(一

〇 人 委 員)が 、 自 ら 指 導 的 地 位 に あ っ た 者 と し て 、 古 い 法 か ら 新 制 定 の 一

二 表 法 へ と ひ き う つ し た そ の 法 に 反 す る か た ち で 、 ウ ィ ル ギ ニ ウ ス 自 身 の

娘 の 自 由 訴 訟 に お け る 暫 定 的 占 有(vindiciae)の 権 利 を 自 身 か ら 奪 っ て し

ま っ た こ と 、 そ し て 、 そ の ク ラ ウ デ ィ ウ ス の 命 を う け て 、 彼 女 が そ の 者 自

身 の 奴 隷 の 身 分 に あ る 、 と 請 求 し て き た 者 に 有 利 と な る よ う に 裁 定 が な さ

れ た こ と 、 ま た 、 処 女(彼 自 身 の 娘 の ウ ィ ル ギ ニ ア)へ の 恋 情 に か ら れ て 、

正 と 不 正 を す べ て 混 ぜ あ わ せ て し ま っ た こ と に 彼(ウ ィ ル ギ ニ ウ ス)が 気

づ い た と き に あ た っ て 、 こ の 者 は 、 き わ め て 古 く か ら の 法 を 遵 守 す る し き

た り が 彼 自 身 の 娘 の 人 格 に か ん し て 欠 け て し ま っ て い る こ と に 怒 っ て 、 ま

た 、 自 身 の 娘 の 貞 操 を 守 る こ と が 、 そ の 生 命 を 失 な わ せ る こ と よ り も 優 先

さ れ る べ き で あ る 、 と 考 え た う え で 、 肉 屋 の 店 か ら 包 丁 を 奪 い と っ て 、 そ

れ で 娘 を 殺 害 し た 。 も ち ろ ん 、 こ れ は 、 処 女 の 死 に よ っ て 、 凌 辱 と い う 侮

辱 を う け る こ と を 防 ぐ た め で あ る 。 そ し て 、 彼 は 、 殺 害 の あ と す ぐ 、 ま た 、

ま だ 娘 の 血 に ま み れ た 状 態 で 、 ま っ す ぐ に 戦 士 仲 間 の も と へ 逃 げ さ っ た 。

そ の 当 時 、 戦 争 を 行 な う た め に 軍 団 が 駐 屯 し て い た ア ル ギ ド ゥ ス か ら 、 そ

の 軍 団 全 体 が 、 そ れ ま で の 司 令 官 を す て お い た ま ま 、 ア ウ ェ ン テ ィ ー ヌ ス

へ と 軍 旗 を 移 し た 。 そ し て 、 都 市 の 全 平 民 は た だ ち に そ こ へ 移 っ て き た 。

そ し て 、 結 局 の と こ ろ 、 国 民 の 同 意 に よ っ て 、 彼 ら 一 〇 人 官 の 一 部 は 、 牢

獄 に お い て 殺 さ れ た 。 こ の よ う に し て 、 国 家 は 再 び そ の 本 来 の 状 態 を と り

も ど し た の で あ る 。

<25>… 一 二 表 法 が 制 定 さ れ た あ と し ば ら く し て 、 平 民 は 、 再 び 、 貴 族 と

対 立 す る よ う に な っ て 、 自 ら の 身 分 の な か か ら 執 政 官 を 選 出 す る こ と を 望

ん だ が 、 貴 族 は そ れ を 拒 み 、 結 果 的 に は 、 両 身 分 か ら そ れ ぞ れ 「執 政 官 の

権 限 を 保 有 す る 武 官(tribunimilitumconsularipotestate)」 が 選 出 さ

れ る こ と に な っ た 。 こ れ ら の 者 の 数 は 決 ま っ て お ら ず 、 と き に は 二 〇 人 で

あ っ た が 、 そ の 数 は 増 減 す る 。

〈26>… そ の 後 、 平 民 か ら も 執 政 官 が 選 任 さ れ る こ と が 認 め ら れ る よ う に

な っ て 、 各 身 分 か ら 選 ば れ は じ め た 。 そ の と き 、 貴 族 自 ら が 優 位 を た も っ

た め に 、 貴 族 の な か か ら 二 人 の 政 務 官 を 選 任 す る こ と が 決 め ら れ た 。 高 級

接 察 官(aediliscurulis)が こ れ で あ る 。

<27>… 執 政 官 た ち が 近 隣 の 戦 争 に か り だ さ れ 、 ロ ー マ 市 内 に お い て 法 を

宣 言 す る こ と が で き る 者 が い な く な っ た の で 、 法 務 官(praetor)も 任 命
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さ れ る 事 態 に な る 。 彼 は 、 ロ ー マ 市 内 で 法 を 宣 言 す る の で 、 「都 市 法 務 官

(praetorurbanus)」 と 呼 ば れ た 。

<28>… ま も な く 、 多 数 の 外 人 が ロ ー マ 市 に や っ て き て 、 そ の 一 人 の 法 務

官 だ け で は 職 務 を 処 理 す る こ と が 不 十 分 に し か で き な く な っ た の で 、 も う

一 人 の 法 務 官 が 任 命 さ れ る
。 彼 は 、 た い て い は 外 人 間 で 法 を 宣 言 す る の を

な ら わ し と し て い た の で 、 「外 人 係(peregrinus)[法 務 官]」 と 呼 ば れ る 。

〈29>… 裁 判 所 を 統 轄 す る 政 務 官 が 必 要 と な っ て 、 「争 訟 裁 判 一 〇 人 官

(decemviriinlitibusjudicandis)」 が 設 け ら れ た 。

〈30>… 道 路 の 管 理 を 担 当 す る 四 人 官(quattuorviri)、 銅 貨 、 銀 貨 、 金 貨

を 鋳 造 す る 貨 幣 三 人 官(triumvirimonetales)、 頭 格 刑 三 人 官(triumviri

capitales)が 設 け ら れ た 。 こ の 頭 格 刑 三 人 官 は 牢 獄 の 管 理 権 を も ち 、 刑 の

執 行 が 必 要 と な る と き は 、 彼 ら が 関 与 し た 。

<31>… 政 務 官 が 夜 間 に も 公 務 に つ く の は 不 適 切 で あ っ た の で 、 テ ィ ベ リ

ス 川 の 両 側 に つ い て 、 一 人 ず つ 、 五 人 官(quinqueviri)が 選 任 さ れ た 。

彼 ら は 政 務 官 に か わ る 地 位 を も つ 。

〈32>… サ ル デ ィ ニ ア 、 ギ リ シ ア 、 ヒ ス パ ー ニ ア 、 ナ ル ボ ー が ロ ー マ に よ

っ て 奪 取 さ れ て か ら は 、 ロ ー マ の 支 配 下 に 入 っ た こ れ ら 属 州 の 数 だ け の 員

数 の 法 務 官 が 選 任 さ れ る 。 彼 ら は 、 一 部 は ロ ー マ 市 関 連 の 、 一 部 は 属 州 関

連 の 事 案 を 統 轄 す る 。 コ ル ネ ー リ ウ ス ・ ス ッ ラ は 、 た と え ば 偽 造 行 為 、 殺

人 、 刺 殺 に か ん す る 公 的 な 査 問 所 を 設 置 し 、 法 務 官 を 四 人 に ふ や し た 。 ガ

ー イ ウ ス ・ユ ー リ ウ ス ・ カ サ エ ル は 、 二 人 の 法 務 官 、 穀 物 問 題 を 統 轄 す る

二 人 の 接 察 官 を 任 命 し た 。 こ の 最 後 の 政 務 官 は 、 穀 物 の 女 神 ・ ケ レ ー ス に

ち な ん で 、 〈cereales>と よ ば れ る 。 こ の よ う に し て 、 一 二 人 の 法 務 官 、 六

人 の 接 察 官 が 選 出 さ れ た 。 神 皇 ア ウ グ ス ト ゥ ス は 、 一 六 人 の 法 務 官 を 設 置

し 、 神 皇 ク ラ ウ デ ィ ウ ス は 、 信 託 遺 贈 問 題 に か ん し て 法 を 宣 言 す る 二 人 の

法 務 官 を つ け く わ え た 。彼 ら の う ち の 一 人 を 神 皇 テ ィ ト ゥ ス は へ ら し た が 、

神 皇 ネ ル ワ は 、 国 庫 と 私 人 と の あ い だ の 争 訟 に か ん し て 法 を 宣 言 す る 法 務

官 を つ け く わ え た 。 こ の よ う に し て 、 国 家 全 体 で 一 八 人 の 法 務 官 が 法 を 宣

言 す る こ と に な っ た 。

〈33>… こ れ ら の こ と は 、 す べ て 、 彼 ら 政 務 官 が ロ ー マ 市 内 に い る と き に

は 遵 守 さ れ る が 、 し か し 、 彼 ら が 市 外 へ で る と 、 法 を 宣 言 す る 者 が 一 人 だ

け 市 内 に 残 る こ と に な る 。 こ の 者 は 「都 市 長 官(praefectusurbi)」 と 呼

ば れ る 。か つ て 必 要 な と き に 設 け ら れ る の が な ら わ し で あ っ た こ の 長 官 は 、

の ち に は ラ テ ン 大 祭 の た め に 導 入 さ れ 、 毎 年 選 任 さ れ る 。 穀 物 長 官

(praefectusannonae)、 お よ び 夜 警 長 官(praefectusvigilum)は 、 政 務

官 で は な く 、公 益 の た め に 特 別 に 設 け ら れ た 者 で あ る 。 「テ ィ ベ リ ス 川 の こ

ち ら の 岸 の 担 当 官(cistiberes)」 と 呼 ば れ る 者 は 、 の ち に 元 老 院 議 決 に よ
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っ て 接 察 官 と さ れ た 。

〈34>… こ れ ら の 者 の す べ て の う ち で 、 一 〇 人 の 護 民 官 、 二 人 の 執 政 官 、

一 八 人 の 法 務 官
、 六 人 の 接 察 官 が そ れ ぞ れ 国 家 に お い て 法 を 与 え て い た 。

〈35>… き わ め て 多 数 の 偉 大 な 人 士 が 法 学 の 知 識 を 人 々 に 与 え た 。 こ こ で

は 、 私 は 、 彼 ら の う ち で 、 ロ ー マ 国 民 の も と で き わ め て 大 き な 尊 敬 を え た

人 々 に つ い て だ け 言 及 す れ ば よ い 、 と 考 え る 。 そ れ は 、 こ れ ら の 法(jura)

が 、 ど の 、 ど れ ほ ど 優 れ た 法 学 者 た ち に よ っ て 生 み だ さ れ 、 伝 え ら れ て き

た か 、 を 明 ら か に す る た め で あ る 。 伝 え ら れ て い る と こ ろ に よ れ ば 、 法 学

の 知 識 を 身 に つ け て い た 人 々 は 多 く い た が 、 テ ィ ベ リ ウ ス ・ コ ル ン カ ー ニ

ウ ス 以 前 に は 、 彼 ら の う ち で 、 公 け の 場 で(publice)法 を 教 え る こ と

(profiteor)を し た 人 は 誰 も い な い 、 と 伝 え ら れ て い る 。 一 方 、 彼 以 外 の

人 々 は 、 こ の 人 が 現 わ れ る ま で は 、 市 民 法 を 秘 密 の 状 態 で も ち つ づ け る こ

と を 考 え る と と も に 、 一 般 的 に 、 市 民 法 を 学 ぶ こ と を 望 ん で い る 人 々 に 教

え る 側 に 立 っ こ と よ り も 、 む し ろ 、 個 別 的 に 、 助 言 を 求 め て や っ て く る 人

々 の 相 談 に の っ て や る こ と だ け を 考 え て い た の で 、 彼 と は 大 き な ち が い が

あ る 。

〈36>… 法 に 精 通 し た 人 で あ る プ ー ブ リ ウ ス ・ パ ピ ー リ ウ ス が 最 初 の 法 学

識 を 備 え た 人 物 で あ る 。 彼 は い く つ か の 王 法(legesregiae)を 一 体 と し

て ま と め あ げ た 。 ア ッ ピ ウ ス ・ ク ラ ウ デ ィ ウ ス は 、 一 二 表 法 編 纂 の た め の

一 〇 人 委 員 の 一 人 で
、 法 案 起 草 に お い て き わ め て 大 き な 貢 献 を し た 。 同 じ

家 系 に 属 す る ア ッ ピ ウ ス ・ ク ラ ウ デ ィ ウ ス は 、 き わ め て 大 き な 法 学 識 を も

っ て い た 。 そ の た め に 彼 は 「百 手(centemmanus)」 と 呼 ば れ る 。 彼 は 、

ア ッ ピ ウ ス 街 道 を ひ き 、 ク ラ ウ デ ィ ウ ス 水 道 を 設 置 し 、 ま た 、 ピ ュ ッ ル ス

(エ ー ピ ー ル ス の 王)を ロ ー マ 市 に 入 る よ う な こ と を 認 め る べ き で な い こ と

に か ん し て 、 意 見 を 表 明 し た 。 伝 承 に よ れ ば 、 彼 は 、 法 律 訴 訟 の 方 式 に 関

係 す る 書 物 を あ ら わ し 、 は じ め て 時 効 中 断(usurpatio)を 論 じ た が 、 そ

の 書 物 は 現 存 し て い な い 。 ま た 、 ア ッ ピ ウ ス ・ ク ラ ウ デ ィ ウ ス は 、 〈R>と

い う 文 字 を 考 案 し た 。 た と え ば 〈Valerii>が 〈Valesii>に 、 〈Furiis>が

〈Fusiis>に と っ て か わ る 、 と い う 慣 行 が 彼 か ら は じ ま っ た 。

<37>… セ ン プ ロ ー ニ ウ ス は き わ め て 大 き な 学 識 の 人 で あ り 、 ロ ー マ 国 民

は 彼 の こ と を 「賢 人 」(sapiens)と 呼 ん だ 。 彼 の 前 に も 後 に も 、 こ の よ う

な 添 名 を も っ た 者 は い な い 。 ガ ー イ ウ ス ・ ス キ ビ オ ー ・ ナ ー シ カ は 元 老 院

か ら 「最 良 の 人(optimus)」 と 呼 ば れ た 。 彼 に は 、 国 民 が 助 言 を 求 め に い

く の を 容 易 に す る た め に 、 聖 道 ぞ い の 地 に 公 的 に 住 居 が 与 え ら れ た 。 ク ィ

ー ン ト ゥ ス ・ ム ー キ ウ ス が 外 交 使 節 と し て カ ル タ ー ゴ ー 人 の も と に つ か わ

さ れ た こ と が あ っ た が 、 そ こ で 、 そ の 彼 に 、 彼 ら カ ル タ ー ゴ ー 人 か ら 、 一
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枚 は 平 和 の 、 ま た も う 一 枚 は 戦 争 遂 行 の 、 計 二 枚 の 小 板 が さ し だ さ れ 、 そ

し て 、 彼 自 身 が 望 む 方 を 自 ら 手 に と っ て 、 そ れ を ロ ー マ へ も ち か え る よ う 、

彼 の 側 に 判 断 が 委 ね ら れ た と き 、 彼 は 、 双 方 の 小 板 を と っ て し ま い 、 そ し

て 、 ど ち ら の 方 を む し ろ う け と り た い か を 願 う 地 位 に お か れ る べ き な の は

君 た ち カ ル タ ー ゴ ー 人 の 方 で あ る 、 と 言 っ た 。

〈38>… テ ィ ベ リ ウ ス ・ コ ル ン カ ー ニ ウ ス は 、 す で に 記 し た よ う に 、 は じ

め て 公 け の 場 で 法 を 教 え は じ め た 人 で あ る 。 彼 の 著 書 は 、 ま っ た く 現 存 し

な い が 、 し か し 、 彼 の 解 答 は 、 多 数 あ っ て 、 し か も 注 目 に 値 す る も の で あ

る 。 セ ク ス ト ゥ ス ・ ア エ リ ウ ス と 、 そ の 兄 弟 プ ー ブ リ ウ ス ・ ア エ リ ウ ス と 、

プ ー ブ リ ウ ス ・ ア テ ィ ー リ ウ ス は 、 法 を 公 け の 場 で 教 え る こ と に お い て き

わ め て 大 き な 知 識 を も っ て い た 。 そ の 結 果 、 二 人 の ア エ リ ウ ス は 執 政 官 に

も な り 、 一 方 、 ア テ ィ ー リ ウ ス は 、 は じ め て 、 国 民 か ら 「賢 人(sapiens)」

と さ え 呼 ば れ た 。 エ ン ニ ン ス(前 三 ～ 二 世 紀 の 詩 人)さ え も 、 セ ク ス ト ゥ

ス ・ ア エ リ ウ ス を 賞 讃 し て い る 。 『三 部 書(Tripertita)』 と い う タ イ ト ル

の つ い た 彼 の 書 物 が 現 存 す る 。 こ の 書 物 は 、 法 の 発 祥 に ま つ わ る 事 柄 の よ

う な も の を 含 ん で い る 。 『三 部 書 』 と 呼 ば れ る の は 、 一 二 表 法 の 正 文 が 前 に

お か れ 、 そ れ に 解 釈 が 結 び つ け ら れ 、 つ ぎ に 、 法 律 訴 訟 が そ え ら れ る 、 と

い う 構 成 に な っ て い る か ら で あ る 。 ほ か に 三 巻 本 が あ り 、 彼 の 作 と 伝 え ら

れ て い る が 、 そ の こ と を 否 定 す る 人 も い る 。 カ ト ー は こ れ ら の 法 学 者 の あ

と を い く ら か ひ き つ い だ 。 つ ぎ に ポ ル キ ウ ス 家 の 当 主 で あ る マ ー ル ク ス ・

ポ ル キ ウ ス ・ カ ト ー が く る が 、 彼 の 著 書 も 現 存 し て い る 。 一 方 、 彼 の 息 子

の 著 書 は き わ め て 多 数 存 在 し 、 こ こ か ら 他 の 書 物 も 生 ま れ た 。

〈39>… こ の あ と に 登 場 し た プ ー ブ リ ウ ス ・ ム ー キ ウ ス と ブ ル ー ト ゥ ス と

マ ー ニ ー リ ウ ス は 、 市 民 法 の 基 礎 を つ く っ た 。 プ ー ブ リ ウ ス ・ ム ー キ ウ ス

は 、 一 〇 冊 の 著 書 を 、 ブ ル ー ト ゥ ス は 、 七 冊 の 著 書 を 、 マ ー ニ ー リ ウ ス は 、

三 冊 の 著 書 を 、そ れ ぞ れ の こ し た 。『マ ー ニ ー リ ウ ス の 記 念 書(Monumenta

Manilii)』 と い う タ イ ト ル の 数 巻 が 現 存 し て い る 。 彼 ら の う ち の 二 人 は 執

政 官 級 の 人 物 で 、 ブ ル ー ト ゥ ス は 法 務 官 級 の 人 物 で あ る 。 一 方 、 プ ー プ リ

ウ ス ・ ム ー キ ウ ス は 大 神 官 に さ え な っ た 。

〈40>… こ れ ら の 法 学 者 の 門 下 に 以 下 の 人 々 が い る 。 プ ー ブ リ ウ ス ・ ル テ

ィ リ ウ ス ・ル ー フ ス は 、 ロ ー マ 本 土 で 執 政 官 と な り 、 ア ー シ ア 属 州 で 前 執

政 官(属 州 長 官)と な っ た 。 パ ウ ル ス ・ ウ ェ ル ギ ー ニ ウ ス と ク ィ ー ン ト ゥ

ス ・ ト ゥ ー ベ ロ ー も そ う で あ る 。 前 者 は 、 ス ト ア 派 の 哲 学 者 で 、 パ ー ン サ

の 教 え を う け た 人 で あ り 、 自 身 も 執 政 官 に な っ た 。 グ ナ エ ウ ス ・ ポ ン ペ イ

ユ ス の 伯 父 の セ ク ス ト ゥ ス ・ ポ ン ペ イ ユ ス も 、 同 時 代 の 人 で あ る 。 コ エ リ

ウ ス ・ ア ン テ ィ パ テ ル は 歴 史 書 も 著 わ し た 。 し か し 、 彼 は 、 法 学 の 研 究 よ

り も 、 弁 論 術 の 研 究 に 努 力 を か た む け た 。 プ ー ブ リ ウ ス ・ ム ー キ ウ ス の 兄
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弟 の ル ー キ ウ ス ・ク ラ ッ ス ス も い る が 、 彼 は 「ム ー キ ウ ス 人(Muciana)」

と 言 わ れ た 。 キ ケ ロ ー は 、 こ の 人 物 が 法 学 者 た ち の な か で も っ と も 雄 弁 で

あ る 、 と 評 し て い る 。

〈41>… プ ー ブ リ ウ ス ・ム ー キ ウ ス の 息 子 で あ る ク ィ ー ン ト ゥ ス ・ム ー キ

ウ ス は 大 神 官 で あ り 、 は じ め て 、 市 民 法 を 類 別 し て 、 一 八 巻 本 に つ く り あ

げ た 。

〈42>… ム ー キ ウ ス の 門 下 は 多 数 存 在 し た が 、 し か し 、 特 別 の 権 威 の 持 主

は 、 ア ク ィ ー リ ウ ス ・ガ ッ ル ス 、バ ル ブ ス ・ル キ ー リ ウ ス 、セ ク ス ト ゥ ス ・

パ ピ ー リ ウ ス 、 ガ ー イ ウ ス ・ユ ウ ェ ン テ ィ ウ ス で あ る 。 こ れ ら の 人 々 の う

ち で 、 ガ ッ ル ス が ロ ー マ 国 民 の も と で は 最 大 の 権 威 の 持 主 で あ っ た 、 と セ

ル ウ ィ ウ ス は 言 う。 し か し 、 こ れ ら の 人 々 は 、 す べ て 、 セ ル ウ ィ ウ ス ・ ス

ル ピ キ ウ ス に よ っ て そ の 名 前 が 伝 え ら れ て い る だ け で あ る 。彼 ら の 著 書 は 、

そ れ 自 体 と し て は 、 す べ て の 人 々 に 求 め ら れ る よ う な 性 質 の も の と し て は

存 在 し て い な い 。 結 局 の と こ ろ 、 彼 ら の 著 書 は 人 々 の 手 の な か に ま っ た く

お か れ ず 、 セ ル ウ ィ ウ ス は 、 自 身 の 著 作 を つ く り あ げ る さ い に 、 彼 ら の 著

作 を 援 用 し 、 そ の 結 果 、 彼 ら の 著 作 が 私 た ち の 記 憶 に も と ど め ら れ る こ と

に な っ た の で あ る 。

〈43>… セ ル ウ ィ ウ ス ・ス ル ピ キ ウ ス は 事 案 を 弁 護 人 と し て 語 る こ と に お

い て 第 一 人 者 と し て の 地 位 を 占 め て い た 。 あ る い は 確 実 な こ と を 言 え ば 、

彼 は 、 マ ー ル ク ス ・ ト ゥ ッ リ ウ ス ・ キ ケ ロ ー に つ ぐ 者 で あ っ た が 、 つ ぎ の

よ う な エ ピ ソ ー ド が 伝 え ら れ て い る 。 彼 は 、 自 身 の 友 人 の 事 案 に か ん し て

ク ィ ー ン ト ゥ ス ・ム ー キ ウ ス の も と へ 法 的 助 言 を 求 め に や っ て き た 。 そ し

て 、 セ ル ウ ィ ウ ス は 、 ム ー キ ウ ス が 法 に か ん し て 解 答 し て や っ た こ と を あ

ま り 理 解 す る こ と が で き な か っ た の で 、 ク ィ ー ン ト ゥ ス に 再 び た ず ね た 。

そ し て 、 ク ィ ー ン ト ゥ ス ・ ム ー キ ウ ス に よ っ て 再 び 解 答 が な さ れ た 。 そ れ

に も か か わ ら ず 、 彼 は 理 解 す る こ と が で き な か っ た 。 そ し て 、 こ の よ う に

し て 、 ク ィ ー ン ト ゥ ス ・ム ー キ ウ ス に し か ら れ た 。 実 際 の と こ ろ 、 こ の 人

物 は 、 取 扱 っ て い る 事 案 に お い て 問 題 と な っ て い る 法 を 知 ら な い の は 、 事

件 の こ と を 弁 護 人 と し て 論 じ て い る 貴 族 出 身 の 者 で あ り 、 し か も 閥 族 出 身

で あ る 者 に と っ て は 、 恥 辱 的 な こ と で あ る 、 と 言 っ た 。 セ ル ウ ィ ウ ス は 、

侮 辱 の よ う な こ の 言 葉 に 心 を 動 か さ れ 、市 民 法 の 習 得 に 精 力 を か た む け た 。

そ し て 、 上 記 の 人 々 の 教 え を と く に う け た 。 つ ま り 、 彼 は 、 バ ル ブ ス ・ル

キ ー リ ウ ス に 学 び 、 と り わ け 、 当 時 ロ ー マ 郊 外 の ケ ル キ ー ナ に 住 ん で い た

ア ク ィ ー リ ウ ス ・ガ ッ ル ス の 指 導 を う け た 。 そ の よ う な わ け で 、 彼 の 多 数

の 書 物 は 、 ケ ル キ ー ナ で 書 か れ た も の と し て 、 現 存 し て い る 。 彼 は 使 節 と

し て 活 動 し て い た と き に 死 亡 し た の で 、 ロ ー マ 国 民 は 彼 の 像 を フ ォ ル ム の

演 壇 の ま え に 建 て た 。 そ し て そ れ は 現 在 で も ア ウ グ ス ト ゥ ス の 演 壇 の 前 に
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現 存 す る 。 彼 の 書 物 の 巻 数 は き わ め て 多 い が 、 そ の う ち 約 一 八 〇 巻 が 残 っ

て い る 。

<44>… セ ル ウ ィ ウ ス か ら き わ め て 多 く の 法 学 者 が で た 。 以 下 の 人 々 が ほ

と ん ど 著 書 を 著 わ し た 。 ア ル フ ェ ー ヌ ス ・ ワ ー ル ス 、 ガ ー イ ウ ス 、 ア ウ ル

ス ・ オ フ ィ リ ウ ス 、 テ ィ ト ゥ ス ・ カ エ シ ウ ス 、 ア ウ フ ィ デ ィ ウ ス ・ ト ゥ ッ

カ 、 ア ウ フ ィ デ ィ ウ ス ・ ナ ム サ 、 フ ラ ー ウ ィ ウ ス ・ プ リ ー ス ク ス 、 ガ ー イ

ウ ス ・ ア テ ユ ス 、 ラ ベ オ ー ・ ア ン テ ィ ス テ ィ ウ ス の 父 で あ る パ ー ク ウ ィ ウ

ス ・ ラ ベ オ ー ・ ア ン テ ィ ス テ ィ ウ ス 、 キ ン ナ 、 プ ー ブ リ キ ウ ス ・ ゲ ッ リ ウ

ス が そ の 人 々 で あ る 。 こ れ ら の セ ル ウ ィ ウ ス の 門 下 の 法 学 者 一 〇 人 の う ち

八 人 は 著 書 を 残 し た が 、 現 存 す る も の は 、 す べ て 、 ア ウ フ ィ デ ィ ウ ス ・ ナ

ム サ に よ っ て 一 四 〇 巻 の 書 物 へ と ま と め ら れ た 。

こ れ ら の 門 下 の う ち で 、 最 大 の 権 威 を も っ て い た の は ア ル フ ェ ー ヌ

ス ・ ワ ー ル ス と ア ウ ル ス ・ オ フ ィ リ ウ ス で あ る 。 こ れ ら の 人 々 の う ち で 、

ワ ー ル ス は 執 政 官 に も な っ た 。 一 方 、 オ フ ィ リ ウ ス は 騎 士 の 階 層 に と ど ま

っ た 。 こ の 人 は 、 カ エ サ ル に き わ め て 親 し い 人 物 で あ り 、 市 民 法 に 関 連 す

る 著 書 を 多 数 の こ し た が 、 こ れ ら は 市 民 法 の 領 域 の す べ て の 部 分 の 基 礎 と

な る も の で あ っ た 。 彼 は 二 〇 分 の 一 税 に か ん す る 法 に つ い て は じ め て 書 物

を 著 わ し た 。 民 事 裁 判 に か ん し て は 、 彼 は 、 は じ め て 、 法 務 官 の 告 示 に か

ん す る 著 書 を 入 念 に 著 わ し た 。 実 際 の と こ ろ 、 セ ル ウ ィ ウ ス は 、 オ フ ィ ー

リ ウ ス よ り も ま え に 、す で に 、ブ ル ー ト ゥ ス に 捧 げ る か た ち で 、『告 示 註 解 』

と い う タ イ ト ル の つ い た 、き わ め て 簡 潔 な 内 容 の 二 巻 の 書 物 を 残 し て い た 。

<45>… 同 じ 時 期 に ト レ バ ー テ ィ ウ ス も い た 。 彼 は 、 コ ル ネ ー リ ウ ス ・マ

ー ク シ ム ス の 門 下 で あ っ た 。 ま た 、 ア ウ リ ス ・ カ ス ケ ッ リ ウ ス 、 ウ ォ ル ー

シ ウ ス の 門 下 で あ る ク ィ ー ン ト ゥ ス ・ ム ー キ ウ ス が い た 。 ウ ォ ル ー シ ウ ス

は 、 ム ー キ ウ ス の 栄 誉 に な る よ う に と 、 そ の 孫 で あ る プ ー ブ リ ウ ス ・ ム ー

キ ウ ス を 自 身 の 相 続 人 と し て 残 し た 。 と こ ろ で 、 カ ス ケ ッ リ ウ ス は 財 務 官

級 の 人 で あ り 、ア ウ グ ス ト ゥ ス さ え も が 彼 に 執 政 官 職 を 提 供 し た と き に も 、

官 位 を そ れ 以 上 昇 進 す る こ と を 望 ま な か っ た 。 こ れ ら の 人 々 に つ い て 言 え

ば 、 ト レ バ ー テ ィ ウ ス が カ ス ケ ッ リ ウ ス よ り も 法 学 に 精 通 し 、 カ ス ケ ッ リ

ウ ス が ト レ バ ー テ ィ ウ ス よ り も 能 弁 で あ り 、 オ フ ィ リ ウ ス は 両 者 よ り も 学

識 が あ っ た 、 と 言 わ れ て い る 。 カ ス ケ ッ リ ウ ス の 著 書 は 、 一 巻 本 の 『巧 言

録(Liberbenedictorum)』 以 外 に は 現 存 し な い 。 ト レ バ ー テ ィ ウ ス の 著

書 は き わ め て 多 い 。 し か し 、 そ れ は 人 々 が あ ま り 利 用 し な い も の で あ っ た 。

〈46>… そ の あ と に 、 オ フ ィ リ ウ ス に 学 ん だ ト ゥ ー ベ ロ ー も い る 。 し か し 、

彼 は 、 貴 族 出 身 で 、 事 案 を 弁 護 人 と し て 論 ず る こ と か ら 市 民 法 研 究 へ と う

つ っ た 。 そ れ は 、 と り わ け 、 ク ィ ー ン ト ゥ ス ・ リ ガ ー リ ウ ス を 告 発 し た が 、

ガ ー イ ウ ス ・ カ エ サ ル の も と で の 訴 訟 で 勝 訴 で き な か っ た 事 件 の あ っ た の

F-15



ち の こ と で あ る 。 こ の ク ィ ー ン ト ゥ ス ・ リ ガ ー リ ウ ス は 、 ア ー フ リ カ の 海

岸 を 占 拠 し て い た と き 、 病 気 に な っ た ト ゥ ー ベ ロ ー に 、 上 陸 す る こ と も 、

水 を く む こ と も 許 さ な か っ た 人 物 で あ る 。 そ の た め に 、 ト ゥ ー ベ ロ ー は こ

の リ ガ ー リ ウ ス を 告 訴 し 、 そ し て 、 キ ケ ロ ー が こ の 者 を 弁 護 す る 。 「ク ィ ー

ン ト ウ ス ・ リ ガ ー リ ウ ス 弁 護 論(ProQuintoLigario)」 と い う き わ め て 華

麗 な キ ケ ロ ー の 弁 護 弁 論 が 現 存 す る 。 た し か に 、 ト ゥ ー ベ ロ ー は 、 公 法 お

よ び 私 法 に か ん し て き わ め て 学 識 の あ る 人 物 と 考 え ら れ た 。 そ し て 、 二 つ

の 分 野 に か ん す る 著 書 を 多 数 残 し た 。 し か し 、 彼 は 古 い 文 体 に よ っ て 著 書

を 記 述 す る こ と を 好 ん だ の で 、 そ の た め に 彼 の 著 書 は あ ま り 世 間 に 好 ま れ

な い も の と な っ た 。

〈47>… こ の 人 の の ち に は 、 オ フ ィ リ ウ ス の あ と を つ い だ ア テ ー ユ ス ・カ

ピ トー と ア ン テ ィ ス テ ィ ウ ス ・ ラ ベ オ ー と が 最 大 の 権 威 者 で あ っ た 。 ラ ベ

オ ー は 、 こ れ ら の 人 々 す べ て の 教 え を う け 、 ト レ バ ー テ ィ ウ ス の 指 導 を う

け た 。 こ れ ら の 人 々 の う ち で 、 ア テ ー ユ ス は 執 政 官 と な っ た 。 ラ ベ オ ー は 、

ア ウ グ ス ト ゥ ス か ら 補 充 者 の 地 位 に あ る 執 政 官 職 を 提 供 さ れ た と き に 、 こ

の 栄 誉 職 を ひ き う け る こ と を 望 ま ず 、 研 究 に 大 い に 努 力 を か た む け た 。 つ

ま り 、 一 年 全 体 を 二 つ に 分 け て 、 六 カ 月 間 は ロ ー マ で 門 下 の 法 学 生 と と も

に あ り 、 六 力.月 間 は ロ ー マ か ら は な れ て 、 著 書 を 書 く こ と に 努 力 を か た む

け た の で あ る 。 こ の よ う に し て 、 彼 は 四 〇 巻 の 作 品 を 残 し た が 、 そ れ ら の

う ち の き わ め て 多 く の も の が 私 た ち の 手 中 に 今 も あ る 。こ れ ら 二 人 の 人 は 、

は じ め て 、 異 な っ た 学 派 の よ う な も の を か た ち つ く っ た 。 実 際 の と こ ろ 、

ア テ ー ユ ス ・カ ピ ト ー の 方 は 、そ れ ま で に 伝 え ら れ て き た こ れ ら の 事 柄(法

学 識)を 保 持 す る の が つ ね で あ っ た 。 そ の 一 方 で 、 ラ ベ オ ー は 、 法 学 に か

ん す る 知 識 以 外 の も の に も 努 力 を か た む け 、 特 別 の 才 能 を 駆 使 し 、 ま た 、

自 身 の 学 説 に 信 頼 を も つ こ と に よ っ て 、 き わ め て 多 く の こ と を 改 新 し は じ

め た の で あ る 。 そ し て 、 こ の よ う に し て 、 マ ッ ス リ ウ ス ・サ ビ ー ヌ ス が ア

テ ー ユ ス ・カ ピ ト ー の あ と を つ ぎ 、 ネ ル ワ が ラ ベ オ ー の あ と を つ い だ 。 彼

ら は さ ら に こ れ ら の 法 学 論 争 を 拡 大 さ せ た 。 こ の ネ ル ワ は 皇 帝(元 首)と

も き わ め て 親 し か っ た 。 マ ッ ス リ ウ ス ・サ ビ ー ヌ ス は 、 騎 士 階 層 に 属 し 、

そ し て 、 は じ め て 公 け に 解 答 し た 。 そ し て 、 の ち に 、 こ れ は 特 権 と し て 与

え ら れ は じ め た 。 皇 帝(元 首)テ ィ ベ リ ウ ス に よ っ て サ ビ ー ヌ ス に こ の 地

位 は 付 与 さ れ た 。 私 た ち が だ い た い の と こ ろ 知 っ て い る の は 、 ア ウ グ ト ス

ト ゥ ス(初 代 元 首)の 時 代 よ り ま え に は 、 公 け に 解 答 す る 権 利 が 元 首(皇

帝)か ら は 与 え ら れ て お ら ず 、 自 身 の 研 究 に 自 信 を も っ て い た 人 が 助 言 を

求 め て く る 人 々 に 解 答 し て い た だ け で あ る 、 と い う こ と で あ る 。 彼 ら は 、

ど の よ う な と き で も 、 解 答 を 封 印 し た 状 態 で は 与 え る こ と は せ ず 、 一 般 に

は 、 自 ら 裁 判 人 に 書 い て 示 す か 、 あ る い は 、 自 身 に 助 言 を 求 め た 人 々 に 、
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証 明 を 行 な う か し て い た 。 は じ め て 、 神 皇 ア ウ グ ス ト ゥ ス は 、 法 の 権 威 が

い っ そ う 大 き く 保 た れ る よ う に と 、 自 身 の 権 威 に も と つ い て 彼 ら が 解 答 す

る こ と を 定 め た 。 そ し て 、 あ の 時 代 以 降 に は 、 こ れ は 特 権 と し て 求 め ら れ

は じ め た 。 そ し て 、 そ の た め に 、 最 良 の 元 首 ハ ド リ ア ー ヌ ス は 、 法 務 官 級

の 人 々 が 解 答 す る こ と を 自 身 に 許 し て も ら う よ う 求 め た と き 、 彼 ら に 以 下

の よ う に 指 令 し た 。 つ ま り 、 こ れ は 、 法 学 者 の 側 か ら の イ ニ シ ヤ テ ィ ヴ に

よ っ て 求 め ら れ る の で は な く て 、 た だ 受 動 的 に 与 え ら れ る の を な ら わ し と

す る 、 そ し て 、 そ の た め に は 、 も し あ る 者 が 自 身 の 能 力 に 自 信 を も っ て い

る 場 合 に 、 も し 彼 が 国 民 に 解 答 す る 用 意 が あ る な ら ば 、 私 は 喜 び と す る 、

と い う よ う に で あ る 。 し た が っ て 、 元 首 テ ィ ベ リ ウ ス に よ っ て 、 サ ビ ー ヌ

ス に は 、国 民 の た め に 解 答 す る こ と が 許 さ れ た 。彼 は 騎 士 階 層 に 属 し た が 、

す で に 老 境 に あ っ て 、 ほ と ん ど 五 〇 才 に な っ て 、 は じ め て そ こ へ う け い れ

ら れ た だ け で あ る 。 ま た 、 彼 は 、 資 産 を あ ま り 多 く も っ て お ら ず 、 ほ と ん

ど 自 身 の 門 下 た ち に よ っ て 養 わ れ て い た 。 こ の 者 の あ と を つ い だ の は 、 セ

ル ウ ィ ウ ス ・ ス ル ピ キ ウ ス の 孫 娘 で あ っ た 、 ト ゥ ー ベ ロ ー の 娘 の 息 子 の カ

ッ シ ウ ス ・ロ ン ギ ー ヌ ス で あ る 。 そ し て 、 そ の た め に 、 彼 は セ ル ウ ィ ウ ス ・

ス ル ピ キ ウ ス を 自 身 の 曽 祖 父 と 呼 ん だ 。 ロ ン ギ ー ヌ ス は 、 テ ィ ベ リ ウ ス の

治 世 に ク ァ ー ル テ ィ ー ヌ ス と と も に 執 政 官 と な っ た 。 し か し 、 皇 帝(元 首)

が 彼 を 国 か ら 放 逐 す る ま で は 、 国 家 に お い て 絶 大 な 権 威 を も っ て い た 。 彼

は こ の 皇 帝 に よ っ て サ ル デ ィ ニ ア に 追 放 さ れ た が 、ウ ェ ス パ シ ア ー ヌ ス(皇

帝)に よ び も ど さ れ て 、 そ の 一 生 を 終 え た 。 ネ ル ワ を つ い だ の は プ ロ ク ル

ス で あ る 。 そ の 時 代 に 小 ネ ル ワ も い た 。 騎 士 階 層 出 身 の も う 一 人 の ロ ン ギ

ー ヌ ス も い た 。 彼 は の ち に 法 務 官 職 に ま で 到 達 し た 。 し か し 、 プ ロ ク ル ス

の 権 威 は い っ そ う 大 き い も の で あ っ た 。 実 際 の と こ ろ 、 彼 は 最 高 の 能 力 を

も っ て い た の で あ る 。 そ の 門 下 の 法 学 者 た ち は 、 一 部 で は カ ッ シ ウ ス 学 派

(Cassiani)と 、 一 部 で は プ ロ ク リ ア ー ヌ ス 学 派(Proculiani)と 呼 ば れ

た 。 両 学 派 の 起 源 が カ ピ ト ー と ラ ベ オ ー か ら は じ ま っ た か ら で あ る 。 カ エ

リ ウ ス ・サ ビ ー ヌ ス が カ ッ シ ウ ス を の あ と を つ い だ 。 彼 は ウ ェ ス パ シ ア ー

ヌ ス の 治 世 に お い て 最 高 の 能 力 を 示 し た 。 プ ロ ク ル ス の あ と を つ い だ の は

ペ ー ガ ス ス で あ る 。 彼 は ウ ェ ス パ シ ア ー ヌ ス の 治 世 に お い て 都 市 長 官 で あ

っ た 。 カ エ リ ウ ス ・サ ビ ー ヌ ス の あ と を つ い だ の は プ リ ー ス ク ス ・ヤ ウ ォ

レ ー ヌ ス で あ り 、 ペ ー ガ ス ス の あ と を つ い だ の は ケ ル ス ス で あ る 。 父 ケ ル

ス ス を つ い だ の は 息 子 の ケ ル ス ス と プ リ ー ス ク ス ・ネ ラ ー テ ィ ウ ス で あ る 。

彼 ら は 二 人 と も 執 政 官 と な っ た 。 ケ ル ス ス は た し か に 二 度 も 執 政 官 に な っ

た 。 ヤ ウ ォ レ ー ヌ ス の あ と を つ い だ の は ア ー ブ ル ニ ウ ス ・ ワ レ ー ン ス お よ

び ト ゥ ー ス キ ア ー ヌ ス で あ る 。 サ ル ウ ィ ウ ス ・ユ ー リ ア ー ヌ ス も 同 様 で あ

る 。
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[V]以 上 が 、後 代 の ロ ー マ 法 研 究 者 た ち の あ い だ で 特 別 の 眼 差 し で も っ

て な が め ら れ て き た ポ ン ポ ー ニ ウ ス 法 文 で あ る 。 こ の 法 文(叙 述 文)を 記

し て く れ た ポ ン ポ ー ニ ウ ス の あ と に も 、 多 く の す ぐ れ た 法 学 者 が 輩 出 し た

が 、 私 た ち は 、 彼 ら の 法 学 の 研 究 業 績 や そ の 経 歴 に つ い て は 、 か な り の 数

の 資 料 に よ っ て 、あ る 程 度 は 捕 捉 で き る こ と に な っ て い る 。[A]部 門p.32f、

の 図 表 は 、 時 代 の 流 れ を 追 っ た 年 表 で あ る が 、 そ こ に は 代 表 的 な ロ ー マ 法

学 者 の 名 前 を 記 し て お い た 。 御 参 照 頂 け れ ば 幸 い で あ る 。

第 二 章 ロ ー マ 法 の 基 本 的 要 素

[1]つ ぎ に 、法 学 の 歩 み を フ ォ ロ ー す る こ と か ら 少 し は な れ て 、 ロ ー マ

法 の 基 礎 知 識 に あ た る よ う な ポ イ ン ト を い く つ か 示 し て み る こ と に す る 。

古 代 と い う は る か 昔 の 時 代 が 私 た ち 現 代 人 に か た ち あ る も の と し て 伝 え て

く れ た 文 化 遺 産 は 、 世 界 の そ れ ぞ れ の 文 化 圏 に お い て い ろ い ろ と 存 在 す る

が 、 西 洋 文 明 全 体 に か ん し て 言 え ば 、 明 治 以 降 の 日 本 近 代 化 の さ い の 一 つ

の 文 化 ・文 明 モ デ ル の 構 成 要 素 と も な っ た ロ ー マ 法 文 化 と い う も の が 、 時

間 と 場 所 を 超 越 し た そ の 生 命 の 長 さ 、 活 力 ・ス ケ ー ル の 大 き さ 、 知 恵 の 深

さ 、 影 響 力 と い う 点 で 、 あ の 「聖 書 」 と な ら ん で 双 壁 を な す 第 一 級 の 古 文

化 財 で あ る 、 と 規 定 し て も よ い で あ ろ う。 こ の よ う な 法 文 化 が な ぜ 古 代 ロ

ー マ と い う と こ ろ に 生 ず る こ と に な っ た の か 、 と い う 歴 史 上 の 問 題 に っ い

て 十 分 な 解 答 を 今 こ こ で 示 す の は 容 易 な こ と で は な い が 、 さ し あ た り 以 下

の よ う な 要 因 を 指 摘 す る こ と が で き る よ う に 思 わ れ る 。

(1)多 く の 資 料 か ら 推 測 さ れ る よ う に 、 ロ ー マ 人 は 、 他 の 古 代 人 の 場 合

に 比 較 す る と 、 ず っ と 早 い 時 期 か ら 、 「法 」 を 「習 俗 ・習 慣 ・慣 習 ・慣 行 ・

風 習 」 か ら 分 離 し て 、 そ れ ぞ れ に べ つ の 機 能 を お び さ せ て い た(筆 者 の 用

語 を 用 い て 分 析 す る と 、 タ テ マ エ と し て の 法 は 、 ホ ン ネ と し て の 習 俗 な ど

を お さ え て 、 そ び え た っ て い た)。 彼 ら は 、実 定 的 な か た ち で あ る 法 と い う

も の に 親 し み を も つ と 同 時 に 、 民 族 固 有 の 遵 法 精 神 に よ っ て そ の 法 を 維 持

し よ う と し た 。 そ の 原 因 を 解 明 し よ う と す る さ い に 見 落 と す こ と が で き な

い の は 、 つ ぎ の よ う な 事 情 で あ る 。 も と も と は 小 さ な 都 市 国 家 に す ぎ な か

っ た ロ ー マ の 人 々 は 、 戦 争 の か た ち で 生 き 残 り を か け て 自 己 防 衛 す る だ け

で な く 、 「攻 撃 は 最 大 の 防 御 で あ る 」 と い う 理 屈 で 、 積 極 的 に 戦 争 を し か け

る な ど し て 、 支 配 権 を 、 ま ず 、 数 十 キ ロ 四 方 の ラ テ ィ ウ ム へ 、 そ れ か ら 、

イ タ リ ア 半 島 中 部 へ と 拡 大 ・強 化 し つ づ け て き た 経 験 か ら 、 軍 事 的 的 実 力

こ そ が 彼 ら な り の 正 義 を 決 定 す る 根 源 で あ る 、 と 信 じ て い た に ち が い な い

(こ の 「カ こ そ 正 義 で あ る 」 と い う発 想 は 、 現 代 の 「世 界 帝 国 」 ア メ リ カ の

信 念 で も あ る ロ ー マ と ア メ リ カ と の あ い だ に 共 通 の 要 素 が 見 ら れ る

点 は そ れ な り に よ く 知 ら れ て い る と こ ろ で あ る)。 し か し 、生 々 し い 、ア ド ・
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ホ ッ ク な 、 た ん な る 力(ゲ バ ル ト)だ け で は 、 安 定 し た 秩 序 を 生 み だ し 、

そ れ を コ ン ス タ ン ト に 長 く 維 持 し て い く の は 実 質 的 に 困 難 で あ る こ と も 、

彼 ら は 経 験 上 知 っ て い た の で 、 い っ た ん 獲 得 さ れ た 力 に よ る 現 実 的 な 支 配

を 、神 の 威 光 や 権 威 な ど で は な く 、 「法 」 と い う形 態 の 人 工 的 な 秩 序 に よ る

支 配 に 転 化 さ せ 、 市 民 の う ち で 力 の あ る 者 も そ う で な い 者 も 、 タ テ マ エ と

し て は 平 等 に 実 質 的 に は(ホ ン ネ で は)そ う で は な い が そ れ に 服

す る よ う に す る こ と が 結 局 は 全 体 と し て 有 用 で あ る 、 と 考 え て い た よ う で

あ る 。 彼 ら に と っ て 、 「武 器(力 の シ ン ボ ル)と 法 律 」 は 、 不 可 欠 の 支 配 手

段 で あ っ た 。 こ の こ と は ロ ー マ 史 の ほ と ん ど す べ て の 時 代 に つ い て あ て は

ま る 。 ギ リ シ ア 人 と は 少 し 異 な っ て 、 彼 ら が ス ト レ ー ト に 実 効 性 の あ る 学

法 学 の ほ か に 、 土 木 ・建 築 、 軍 事 に つ い て の 知 識 も そ れ に 含 ま れ る

に 興 味 を 示 す 、 と い っ た 性 格 を も っ て い る こ と も 、 彼 ら の こ う い っ た

特 徴 と 内 面 的 に 関 連 し あ っ て い る だ ろ う。

(2)ロ ー マ で は 、 比 較 的 早 い 段 階 で 「公 法 」 と 「私 法 」 が 分 化 し た 、 と

も 言 わ れ て い る が 、 こ の 公 法 の 生 成 に は 、 ロ ー マ 特 有 の 政 治 の あ り か た が

決 定 的 に 作 用 し た 。 公 法 の は じ ま り は 共 和 政 成 立 期 に 求 め な け れ ば な ら な

い 。 前 五 〇 九 年 に 、 お そ ら く 外 来 政 権(エ トル ー ス キ ー 王 政)の 担 い 手 で

あ っ た 王 が 追 放 さ れ た の ち 、 そ の 世 俗 的 な 方 面 で の 権 力 は 、 結 局 、 執 政 官

を 頂 点 と す る 政 務 官 群 に ひ き つ が れ た 。 執 政 官 は 、 制 度(タ テ マ エ)上 は 、

一 年 制
、 同 僚 制 な ど の さ ま ざ ま な 制 約 の も と に お か れ て い る 関 係 で 、 王 と

は ま っ た く 異 な る 、比 較 的 弱 い 権 力 構 造 の う え に 位 置 し て い た が 、 し か し 、

現 実 に は(ホ ン ネ の レ ヴ ェ ル で は)、 彼 ら の 権 限 は 絶 大 で あ り 、 し か も そ れ

は 名 門 貴 族 グ ル ー プ に よ っ て 独 占 さ れ る ポ ス ト で あ っ た の で 、 何 世 紀 に も

わ た る 貴 族 と 平 民 と の 身 分 闘 争 の 過 程 で 、 貴 族 集 団 の 専 横 を 防 止 す る こ と

を 目 的 と す る 法 律 が 、 民 会 を 通 じ て 段 階 的 ・波 状 的 に 制 定 さ れ て い っ た 。

こ れ は 、 平 民 が 、 重 装 歩 兵 中 心 の 軍 制 の う え で 、 彼 ら 歩 兵 の 役 割 分 担 な し

に は 戦 争 遂 行 が 不 可 能 な 状 態 を 利 用 し て 、 一 団 と な っ て 実 力 を 用 い て 貴 族

に 譲 歩 を 迫 り 、 法 律 と い う か た ち で 、 貴 族 か ら あ る 程 度 確 実 な 保 障 を と り

っ け た こ と の 、 か が や か し い 成 果 で あ る 。 こ の よ う な 法 律 の 総 体 こ そ が 、

共 和 政 を 支 え る 現 実 的 基 盤 な の で あ っ た(ロ ー マ に は 、 現 代 の イ ギ リ ス の

場 合 と 似 て い る こ と な の で あ る が 、 憲 法 の よ う な 成 文 の 国 制 の 基 本 法 規 は

な い)。 「法 の 支 配 」(Ruleoflaw)と か 「法 治 国 家 」(Rechtsstaat)と か

い う 考 え か た は 、 言 う ま で も な く 比 較 的 新 し い 時 代 の 産 物 で あ る が 、 ル ー

ス な 概 念 と し て そ れ ら を 援 用 す る こ と が 許 さ れ る な ら ば 、 ロ ー マ に も 、 共

和 政 時 代 に か ぎ っ て そ し て 、 そ の 余 韻 は 帝 政 時 代 に も そ の よ う な

シ ス テ ム を 構 成 す る よ う な 側 面 が あ る 程 度 は 確 立 さ れ て い た 。 私 的 自 治 が

高 度 に 許 さ れ た 私 法 の 領 域 に お い て は 、 「法 の 支 配 」の よ う な 考 え か た に な

F-19



じ む 現 象 は 直 接 に は 認 め ら れ な い が 、 強 行 法 規 と し て の 公 法 群 の も っ て い

る イ メ ー ジ は 、 全 体 と し て 、 私 法 に も 影 響 を お よ ぼ し 、 「法 的 な も の 」 に 注

意 を は ら い 、 そ れ を 尊 重 す る 、 と い っ た 意 識 が ロ ー マ 人 の あ い だ で 高 め ら

れ た 、 と も の 推 測 さ れ る 。

(3)「 ロ ー マ 法 」 と 言 え ば 、 ふ つ う 、 私 法 を 指 す こ と に な っ て い る が 、

そ れ を う み だ し た 要 素 と 考 え ら れ る の は 、 以 下 の 諸 点 で あ る 。 ① ロ ー マ の

世 界 国 家 化 に と も な っ て 、 地 中 海 を と り ま く 巨 大 な 地 域 に わ た っ て 国 際 的

な 商 取 引 が 盛 ん に な り 、 そ の 円 滑 な 運 用 を 継 続 的 に 確 保 す る た め に 、 た ん

な る 慣 行 ・商 慣 習 だ け で は な く 、 ロ ー マ ・ サ イ ド に お い て 、 法 と い う形 式

に よ っ て 確 実 な 法 規 制 を 行 な っ て い く 必 要 が 生 じ た こ と 、 ② 商 取 引 に は ロ

ー マ 市 民 権 を 保 有 し て い な い 外 人(他 共 同 体 の 市 民)が 関 与 し て く る こ と

も 多 か っ た 関 係 で 、 市 民 の み を 対 象 と す る 市 民 法 と 併 列 的 に 、 外 人 を 市 民

と 同 格 の 法 的 主 体 と し て 取 扱 う 取 引 規 範 と し て の 万 民 法 が 自 然 に つ く り だ

さ れ る こ と に よ っ て 、 ロ ー マ 法 が 質 量 と も に 大 き く 進 化 し た こ と 、 ③ 国 家

が 民 事 裁 判 に 対 し て あ ま り 強 い 規 制 を く わ え ず 、 そ れ に 自 由 な 展 開 を 許 し

た こ と に よ り 、 時 代 の 要 請 に そ っ た か た ち で 、 融 通 性 を も っ て 、 法 が 現 場

で 実 際 的 に 運 用 さ れ て い く こ と が 可 能 と な り 、 法 の や わ ら か な ひ ろ が り が

実 現 し た こ と 、 ④ 一 般 に 、 法 が か た め ら れ た り 、 つ く ら れ た り 、 廃 止 さ れ

た り 、 動 か さ れ た り 、 変 え ら れ た り 、 修 正 さ れ た り 、 展 開 し て い っ た り 、

進 化 し て い っ た り す る に は 誰 か が 主 導 的 地 位 に た た な け れ ば な ら な い が 、

ロ ー マ で そ の 役 割 を に な っ た の は 、 現 代 の 場 合 と 大 き く 異 な っ て

法 学(法 学 者)で あ っ た 。 こ の 法 学 が 、 全 時 期 を 通 じ て 、 比 較 的 公 正 に 私

法 の 展 開 を 指 導 し て い っ た こ と に よ り 、 法 に 安 定 性 が 付 与 さ れ た こ と 、 ⑤

「信 義(ラ テ ン 語 で は 〈fides>)」 と い う の は ど の よ う な 社 会 で も 重 ん じ ら れ

る も の で あ る が 、 と り わ け ロ ー マ 人 は 、 こ れ を 守 る こ と を 徳 目 の 上 位 に お

い て い た 。 信 義 を は た す こ と は 、 約 束 を 守 る こ と で あ り 、 同 時 に 、 法 律 ・

法 を 遵 守 す る こ と で あ る 。 こ の よ う な 姿 勢 が 、 私 法 の な か で も と り わ け 重

要 な 契 約 法 の 展 開 に 大 き な プ ラ ス と な っ た こ と 、 な ど が そ れ で あ る 。

[II]ご く 常 識 的 な 考 え か た か ら す れ ば 、 私 た ち 現 代 人 が 、 二 〇 〇 〇 年 も

前 に 栄 え た 、 法 学 と い う 学 問 体 系 に つ い て 現 代 の 六 法 全 書 の 分 量 に も 達 す

る よ う な 巨 大 な 量 の 情 報 を 所 有 し て い る こ と 自 体 が 、 す で に 驚 異 的 な 出 来

事 で あ ろ う 。 し か し 、 な に よ り も ま ず 、 私 た ち の も っ て い る 知 識 に 限 界 が

た し か に あ る こ と を こ こ で 認 識 し て お か な け れ ば な ら な い 。 ロ ー マ 法 学 の

歩 み を フ ォ ロ ー す る さ い の デ ー タ と な る の は 、 実 の と こ ろ は か な り 限 定 さ

れ た 文 献 な の で あ る(ロ ー マ 法 文 化 と さ れ る も の の 実 質 は ほ と ん ど ロ ー マ

法 学 で あ る の で 、 こ の こ と は 主 役 の ロ ー マ 法 そ れ 自 体 に つ い て も あ て は ま

る)。
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ま ず 、 時 代 的 に そ の あ た り を 見 て み よ う 。 ロ ー マ の 成 立 か ら 七 〇 〇 年 た

っ た 後 二 世 紀 に 、 一 つ の 書 物 に お い て 過 去 の ロ ー マ 法 学 者 お よ び 法 学 に つ

い て 言 及 が な さ れ て い た こ と を 私 た ち は 間 接 的 に 知 っ て い る 。そ の 書 物 は 、

ポ ン ポ ー ニ ウ ス と い う 法 学 者 の 著 わ し た 『法 学 通 論 単 巻 書(Enchiridium)』

で あ る 。 五 世 紀 以 上 に わ た る 共 和 政 時 代 の 法 学 者 お よ び 法 学 に つ い て の 資

料 は 、 ほ と ん ど す べ て こ こ か ら と り だ さ れ て い る(こ れ は 第 一 章 の と こ ろ

で す で に 紹 介 し た と こ ろ で あ る)。 し た が っ て 、各 種 の 歴 史 情 報 の す り あ わ

せ に よ っ て 歴 史 的 事 実 に せ ま る 、と い う よ う な 手 順 を ふ む こ と は で き な い 。

そ の た め に 、 彼 の デ ー タ に 完 全 に は 信 用 が お け な い わ け で あ る 。 一 方 で 、

ロ ー マ 法 学 の 黄 金 時 代 で あ る 古 典 期 は 、 紀 元 後 の 元 首 政(一 種 の 帝 政)下

の 世 紀 に 入 っ て か ら は じ ま る の で あ る が 、 そ の 古 典 期 の 著 作 で 現 代 へ と ス

ト レ ー ト に 伝 え ら れ て い る の は 、 一 八 一 六 年 に イ タ リ ア の ヴ ェ ロ ー ナ で 偶

然 に 発 見 さ れ た ガ ー イ ウ ス(Gaius)の 『法 学 提 要 』 や 、 そ の 他 の 別 系 統

の わ ず か の 断 片 だ け で 、 そ れ 以 外 の 著 作 に つ い て は 、 そ れ ら が つ く ら れ て

か ら 三 ～ 五 〇 〇 年 も の ち の 六 世 紀 に 編 纂 さ れ た 『学 説 彙 纂 』 に 収 録 さ れ た

か ぎ り で し か 私 た ち に 知 ら れ て い な い 。 そ こ に 含 ま れ て い る も の は 、 お そ

ら く 、 か つ て 存 在 し た 法 学 関 係 の 全 著 作 の 数 十 分 の 一 以 下 で し か な い だ ろ

う。 し か も 、 六 世 紀 以 降 ず っ と そ の 『学 説 彙 纂 』 を ふ く む ロ ー マ 法 の 大 法

典(『 市 民 法 大 全 』)の 存 在 が 世 に 知 ら れ て い た わ け で は な い 。 そ の 中 核 部

分 に あ た る 『学 説 彙 纂 』 に つ い て は 、 よ う や く 一 一 世 紀 後 半 に な っ て 、 六

～ 七 世 紀 に 作 成 さ れ た そ の 写 本 の 一 つ に 触 れ る こ と が で き る よ う に な っ た

だ け で あ る 。 こ の 写 本 記 録 の 発 見 が 大 き な 刺 激 と な っ て 、 ボ ロ ー ニ ャ に い

わ ゆ る 註 釈 学 派 が 成 立 し こ れ は 同 時 に ボ ロ ー ニ ャ 大 学 も 生 ん だ 、

そ こ か ら 一 九 世 紀 末 に い た る ま で の 、 ロ ー マ 法 と か か わ り の あ る ヨ ー ロ ッ

パ 法 学 の 長 い 歴 史 が ス タ ー トす る の で あ る(第 四 章[皿](C)(3)以 下:

p.119ff.の 記 述 を 参 照)。

さ ら に 注 目 し な け れ ば な ら な い の は 、 内 容 上 の 問 題 点 で あ る 。 後 述 す る

よ う に 、 六 世 紀 に お い て 『学 説 彙 纂 』 に 学 説 法 文 と し て 収 録 さ れ る さ い に

あ る い は さ ら に も っ と 以 前 の 段 階 で 法 学 者 の 原 著 の 内 容 が さ ま

ざ ま な 理 由 か ら 変 え ら れ て い る た め に(書 き 写 し の ミ ス も 当 然 ま ぎ れ こ ん

で く る)、 そ の 著 書 の 原 型 、そ の 原 著 作 成 当 時 の 事 情 が 正 確 に 認 識 で き な い 、

と い う 決 定 的 な ウ イ ー ク ・ ポ イ ン ト が 私 た ち の 保 有 し て い る 情 報 に 内 在 し

て い る の で あ る 。 以 上 の こ と か ら 明 ら か な よ う に 、私 た ち は 、残 念 な が ら 、

六 世 紀 に 編 纂 さ れ た 大 法 典 と い う 、 非 常 に 狭 い 、 場 合 に よ っ て は 歪 曲 さ れ

た 視 野 を 通 じ て で な け れ ば 、 ロ ー マ 法 学 の 長 い 歩 み を 歴 史 的 に た ど っ て い

く こ と は で き な い の で あ る 。 た だ 、 最 近 で は 、 コ ン ピ ュ ー タ ー を 駆 使 し た

資 料 学 が 急 速 に 発 展 し て き た の で 、 あ ら た な デ ー タ 分 析 が 可 能 に な っ て お
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り 、 ロ ー マ 法 学 研 究 の 発 展 に も 期 待 が も て る よ う に な っ て い る 。 次 世 代 の

頭 脳 に お お い に 期 待 し た い も の で あ る 。

[皿]つ ぎ に 、 ロ ー マ の 法 学 と い う も の を 中 心 的 に 担 っ て き た 法 学 者 の 像

を 、 た め し に い く つ か の 視 角 か ら 浮 か び あ が ら せ て み る こ と に し よ う。 実

の と こ ろ 、 そ れ ら の 像 の ほ と ん ど は 、 比 較 法 上 も か な り 特 徴 の あ る 趣 き を

示 す も の と な っ て い る 。 な お 、 以 下 の 記 述 は 、 い わ ば 概 観 で あ っ て 、 の ち

の 本 論 に よ っ て い く ら か 補 わ れ る は ず で あ る 。

(1)[法 学 者 と な っ て い る の は ど う い う 人 々 か?]後 代 の 法 学 者

の 前 身 と な る よ う な 要 素 を い く つ か 備 え て い た 神 官(pontifex)の ポ ス ト

が 貴 族 出 身 者 に よ っ て 占 め ら れ て い た の と 同 じ よ う に 、 も と も と は 、 法 学

者 も 、 上 流 の 貴 族 の 家 系 に 属 す る 者 で あ っ た 。 こ の 殺 階 に お い て は 、 法 学

に た ず さ わ る 人 物 は 、 い わ ゆ る 「法 名 望 家 」 の ジ ャ ン ル に 包 摂 さ れ る パ ー

ソ ナ リ テ ィ ー と し て の 側 面 も も っ て い た よ う に 思 わ れ る 。 し か し 、 数 世 紀

の 経 過 の の ち に 、 貴 族 に つ ぐ 第 二 の 身 分 階 層 で あ る 騎 士 階 層(軍 馬 を 自 力

で 提 供 で き る だ け の 資 力 を も つ 中 流 の 有 産 層 で 、 下 流 の 平 民 と は 区 別 さ れ

る)出 身 の 者 も 、 政 務 官 職 へ の 就 任 か ら 元 老 院 へ の 登 院 、 と い う 立 身 出 世

コ ー ス の 手 が か り を え る た め に 、 法 学 を マ ス タ ー し て 社 会 の 現 場 で 活 躍 す

る か た ち で 、 法 学 界 に 参 入 し て く る(共 和 政 に お い て は 、 家 柄 だ け で 出 世

で き る 、 閥 族 の 出 身 者 以 外 は 、 人 そ れ ぞ れ に よ っ て ち が う が 、 法

学 を 修 め た り 、 弁 論 術 を 磨 い た り 、 軍 を 率 い る 才 能 を 発 揮 し た り し て 、 個

人 の カ で 必 死 に 努 力 し な け れ ば 人 か ら 注 目 さ れ る よ う な 偉 い 人 に な る こ と

は か な わ な か っ た)。 ど ち ら の 出 身 の 場 合 で も 、紀 元 前 の 共 和 政 時 代 に つ い

て 言 え ば 、 法 学 者 は 、 そ れ 自 体 と し て は 、 官 職 機 構 の な か に は 組 み い れ ら

れ て い な い の で 、 「在 野 の 」 た ん な る 実 務 家 で あ る 。 し か も 、 生 計 の 方 は 、

法 学 者 と し て の 活 動 以 外 の と こ ろ で た て な け れ ば な ら な い 。 な ぜ な ら ば 、

法 学 者 の 活 動(サ ー ヴ ィ ス)が 委 任 と い う 債 権 債 務 関 係 と と ら え ら れ る の

で 、 法 理 上 、 こ れ は 無 償 で 提 供 さ れ る こ と に な っ て い る か ら で あ る 。 も ち

ろ ん 、 こ れ は タ テ マ エ 上 の 話 で 、 社 会 的 に は(ホ ン ネ の 次 元 で は)な ん ら

か の 対 価=御 礼 が わ た さ れ る(た だ 、 こ れ は 、 契 約 上 の ス ト レ ー ト な 対 価

で は な い 関 係 で 、 訴 の 手 段 で こ れ を 請 求 す る こ と が で き な い の が 本 則 で あ

っ た 各 種 の 習 い ご と に つ き も の の 「月 謝 」 と い う 日本 語 表 現 に も そ の

名 残 り が 見 え る)。 彼 ら 法 学 者 が 無 償 で 社 会 的 活 動 を つ み か さ ね て き た 、 と

い う 実 績 は 、 自 身 が 各 レ ヴ ェ ル の 政 務 官 選 挙 に う っ て で る さ い に 、 集 票 力

を 発 揮 す る 。 法 学 者 と し て の 人 気 や 評 判 、 さ ら に は 活 動 実 績 が 得 票 と

り わ け 、 支 援 者 ・支 持 者 と な っ て い る 政 界 の 有 力 者 個 人 が も っ て い る 巨 大

な 票 田 か ら の 得 票 に ス ト レ ー ト に 結 び つ く か ら で あ る 。 そ の よ う な わ

け で 、 「在 野 ・無 償 」 と い う タ テ マ エ は 、 「政 務 官 予 備 軍 ・ 間 接 的 有 償 」 と
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い う ホ ン ネ に よ っ て か な り く い や ぶ ら れ る 。 こ の よ う に 、 彼 ら 法 学 者 は 、

「職 業 的 専 門 家 」 と い う よ う に 明 確 な イ メ ー ジ は 当 初 は も っ て い な か っ た

が 、時 代 が 下 る に つ れ て と り わ け 、中 世 以 降 に お い て 法 学 者 は プ ロ

フ ェ ッ シ ョ ナ ル 集 団 と し て ま と ま っ て い く 。 彼 ら は 、 法 の 歴 史 を つ く り あ

げ る さ い の 中 核 的 な 存 在 で あ っ た 。

(2)[法 学 者 は ロ ー マ の 法 世 界 で は ど の よ う な パ ー ソ ナ リ テ ィ ー か?]

ま ず 、 法 学 者 の 社 会 的 イ メ ー ジ は 、 と 言 え ば 、 そ れ は 「知 識 や 学 識

が あ り 、 中 立 で あ り 、 公 正 ・公 平 で あ り 、 立 派 で あ る 」 と い っ た あ た り に

な っ て こ よ う 。 と り わ け 、 そ の 中 立 性 が 重 要 で あ る 。 た だ 、 彼 ら が 政 治 的

に ま っ た く 中 立 か 、 と い う こ と に な る と 、 そ れ は 、 政 治 や 覇 権 争 い に 敏 感

な ロ ー マ 貴 族(と り わ け 、 閥 族 と よ ば れ る 名 家)と さ ま ざ ま な か た ち で 深

い か か わ り を も つ こ と の 多 い 法 学 者 に は あ り え な い こ と で あ る 。 現 に 、 も

と も と の 出 身 の よ さ に プ ラ ス す る か た ち で 、 つ み あ げ た 法 学 の 素 養 を 実 績

と し て 利 用 し て 、政 治 的 に 有 力 な 地 位 に つ い た 法 学 者 も 数 多 い 。そ れ で も 、

法 学 者 が 、 そ れ と し て は 、 政 治 的 に 中 立 の 立 場 を と る 、 と い う伝 統 な い し

は 傾 向 は 、 皇 帝(元 首 ・専 主)が 登 場 し て き て 、 国 家 の 権 力 構 造 が 一 変 し

て し ま っ た 後 代 に お い て も 、 そ れ な り に 保 た れ て い る と こ ろ も た し か に あ

っ た 。 と こ ろ で 、 さ き の 法 学 者 の 仕 事 上 の 中 立 性 に つ い て で あ る が 、 こ れ

に は 時 代 に よ る ち が い が 大 き い 。

(a)ま ず 共 和 政 時 代 に つ い て そ の こ と を 見 て み よ う 。 法 廷 外 の 日 常 世 界

で は 、 市 民 の 法 律 相 談 に 対 し て 法 律 問 題 に か ん し て だ け で あ る が

解 答(一 種 の 鑑 定)を 彼 ら が 日 々 そ れ を 求 め て や っ て く る 人 々 に 与 え る の

が 古 く か ら の な ら わ し と な っ て い る 。 法 学 者 が 、 日 本 の い く つ か の 大 学 に

付 設 さ れ て い る 無 料 法 律 相 談 所 の 指 導 者(法 学 部 教 授)の よ う な 役 割 を ひ

き う け て い る 、 と ひ と ま ず 考 え て 頂 い て よ い 。 他 方 で 、 有 力 な 政 治 家 個 人

に も 恒 常 的 に 法 学 者 が 助 言 を す る 仕 組 み も 慣 例 上 存 在 し た よ う で あ る が 、

こ こ ま で く る と 、 そ の 中 立 性 に は 少 し か げ り も 見 え て く る 。 法 学 者 が 一 種

の 「ホ ー ム ・ ロ イ ヤ ー 」 と な る 関 係 で 、 政 治 家 と 深 い 関 係 に た ち す ぎ る か

ら で あ る 。 つ ぎ に 、 法 廷 を 含 む 裁 判 世 界 の 内 部 に つ い て 見 て み よ う 。 一 般

的 に 、 裁 判(と り わ け 民 事 裁 判)は 、 訴 え る 側 と 防 御 す る 側(被 告)と が

き び し く 対 立 す る 場 で あ る が 、 ロ ー マ の 場 合 、 そ の き び し さ 、 は げ し さ 、

重 大 さ 、 注 目 度 は 、 当 事 者 で あ る 二 つ の 家 の 家 長 同 士 が 、 た が い に 「戦 う

ロ ー マ 人 」 と 化 す の で 、 現 代 日 本 の 場 合 と は く ら べ も の に な ら な い ほ ど 、

高 水 準 の も の で あ る 。 刑 事 裁 判 は も ち ろ ん の こ と 、 民 事 裁 判 も そ れ な り に

政 治 的 で あ る 。一 般 論 と し て は 、 と び き り の プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル で あ っ て 、

唯 一 の 法 知 識 保 有 者 と し て の 法 学 者 が 国 家 の 営 み の な か で も き わ め て 重 要

な 裁 判 に な ん ら か の か た ち で か か わ り を も つ 、 と い う こ と は 、ご く 自 然 で 、
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理 に か な っ た こ と な の で あ る が 、 し か し 、 こ の 時 期 の ロ ー マ の 法 学 者 は 、

裁 判 に か ん し て は 、 タ テ マ エ 上 は 部 外 者(ア ウ ト サ イ ダ ー)で あ り 、 言 っ

て み れ ば 、 中 立 的 な 存 在 な の で あ っ た 。 現 代 の 日 本 の 法 学 者 は 、 官 吏 と し

て の 裁 判 官 ・検 察 官 と 、 在 野 法 曹 と し て の 弁 護 士 が 完 備 さ れ て い る 状 況 の

も と で は 、 と き に 専 門 的 な 鑑 定 を 行 な う こ と な ど は べ っ と し て 、 生 の 裁 判

に は ス ト レ ー トに は か か わ る こ と は な い の で あ る が(弁 護 士 と し て 活 動 す

る 場 を も っ て い る ロ ー ス ク ー ル 系 の 実 務 家 教 授 は そ の 重 大 な 例 外 で あ る)、

ロ ー マ の 法 学 者 の 身 の 処 し か た に は 、 そ れ と 一 部 似 か よ っ た と こ ろ も な い

わ け で は な い 。 そ れ で 、 裁 判 に お け る 法 学 者 の 位 置 が ど の よ う な も の で あ

っ た か 、 と 言 え ば 、 後 の[II](3):p.81f.で 述 べ る こ と に な る よ う に 、 彼

ら は 、 裁 判 の 表 舞 台 に は 顔 を だ さ ず 、 裏 方 の 役 割 を ひ き う け た 。 裁 判 の 表

に い る の は 、 民 事 裁 判 で は 、 法 廷 指 揮 者 と し て の 法 務 官(市 民 係 法 務 官 と

外 人 係 法 務 官)、 原 告 ・被 告 お よ び そ の 弁 護 人(弁 論 家)た ち 、 判 決 を 下 す

審 判 人(ふ つ う は 、 一 名)で あ り 、 他 方 で 、 刑 事 裁 判 で は 、 法 廷 指 揮 者 と

し て の 法 務 官(犯 罪 類 型 ご と に 設 置 さ れ る 査 問 所 法 廷 の 担 当 者)、 訴 追 役 を

ひ き う け る 弁 論 家(私 人)、 被 告 人 お よ び そ の 弁 護 人(弁 論 家)、 判 決 を 下

す 審 判 人 団(数 十 名)で あ る 。 法 学 者 が 私 人 で あ る 以 上 、 法 廷 を と り し き

る 任 務 に つ か な い の は も ち ろ ん で あ る が 、 彼 ら は 、 審 判 人 の 職 務 も 、 弁 護

人 と い う な か ば 公 的 な 役 割 も 、 わ ざ わ ざ ひ き う け る こ と も な か っ た 。 そ の

理 由 の 一 つ と し て 、 彼 ら が 、 法 を 発 見 し 、 構 成 し 、 解 釈 し 、 具 体 的 事 案 に

マ ッ チ す る 論 点 を 設 定 す る 、 と い っ た 法 律 問 題 が ら み の 解 明 作 業 は も と も

と 得 意 で あ っ た が 、 し か し 、 訴 訟 に お い て 意 味 の あ る 事 実 を 認 定 し 、 法 的

判 断 の 基 礎 を つ く り だ す 、 と い っ た 事 実 問 題 が ら み の 解 明 作 業 に は 手 を だ

さ な い 。 と い う よ り は 、 そ の 方 面 の 能 力 を 磨 こ う と は し な い 傾 向 を も っ て

い た こ と が あ げ ら れ る 。 審 判 人 の 判 決 は も ち ろ ん 世 間 の 批 判 に さ ら さ れ る

こ と も あ ろ う し 、 弁 護 人 は 、 敗 訴 の 結 果 に な れ ば 、 実 質 的 に 責 任 を 問 わ れ

る(こ の あ た り は 、 現 代 の 弁 護 士 の 場 合 と 大 き く ち が う と こ ろ で あ る)。 い

ず れ に し て も 法 学 者 の 声 望 や 権 威 は 傷 つ く か ら で あ る 。 そ れ よ り も 、 彼 ら

は 、 法 務 官 に 専 門 的 助 言 を す る 、 と い う 、 地 味 で 、 安 全 で 、 言 っ て み れ ば

き れ い な 仕 事 に か か わ っ た 。 個 々 の 事 案 の 解 釈 に か ん し て 公 開 の 場 で プ レ

ゼ ン ス を 示 す よ り も 、 お 偉 方 で あ る 法 務 官 の 法 創 造 的 な 営 み 全 体 に 助 力 す

る 方 が 、 は る か に 効 率 的 で 、 い か に も 法 学 者 ら し い 、 と 考 え ら れ た の で あ

ろ う 。 そ れ で は 、 一 種 の 司 法 官 で あ る 問 題 の 法 務 官 が ど の よ う な 動 き を す

る か に つ い て 見 て み よ う。 法 務 官 は 、 ナ ン バ ー2の 、 一 〇 人 以 上 の 同 僚 の

い る ポ ス ト で 、 一 年 以 上 の ち に ナ ン バ ー1ポ ス ト の 執 政 官(2名)を 狙 え

る 地 位 に あ り 、 数 年 さ き の 政 務 官 選 挙 戦 を 有 利 に 導 く た め に 、 人 気 と り 政

策 も 一 年(現 実 に は 半 年 よ り 少 し 長 い あ い だ)の 任 期 内 に 展 開 し て し ま わ
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な け れ ば な ら な い 。 ロ ー マ 法 は 成 文 の 法 の 集 ま り で は な く 、 い わ ば 判 例 の

つ み か さ ね で あ っ て 、 流 動 性 を も っ て い た の で 、 個 々 の 事 案 に お け る 法 律

問 題 の 部 分 を 法 務 官 が 自 身 の イ ニ シ ヤ テ ィ ヴ に よ っ て コ ン ト ロ ー ル し て い

け ば 、 個 々 の 事 案 を こ え て 、 法 は 動 き 、 結 果 的 に 法 が 創 造 さ れ る か っ こ う

に も な る 。 う ま く い け ば 、 歴 史 に 名 を 残 す よ う な リ ー デ ィ ン グ ・ ケ ー ス の

よ う な も の を う ち た て る こ と も で き る 、 と い う わ け で あ る 。 も ち ろ ん 、 政

務 官 は 、 貴 族 の 子 弟 と し て そ れ な り の 法 的 素 養 も 身 に つ け て い る が 、 や は

り 法 の 素 人 な の で 、 お か か え の 法 学 者 の 指 導 を あ お ぐ こ と が 、 ふ つ う で 、

無 難 な こ と だ っ た の で あ る 。

(b)つ ぎ に 、 紀 元 後 の 元 首 政 ・専 主 政 時 代 に 入 る と 、 法 学 者 を と り ま く

状 況 は 大 き く か わ り 、 法 学 者 が 、 そ の 専 門 的 学 識 を 、 国 家 機 構 の 内 部 で 、

い わ ば イ ン サ イ ダ ー と し て 、 活 用 す る 道 が 開 け て き た 。 こ の 時 代 に お い て

は 、 共 和 政 時 代 の 場 合 と は 異 な っ て 、 裁 判 を 統 轄 し 、 裁 判 の 最 終 段 階 で 判

決 を 下 す の は 、 現 代 日 本 の 場 合 と 同 じ よ う に 、 公 人 と し て の 裁 判 官 で あ っ

た 。 法 学 者 は 、 自 ら が 上 級 審 で の 最 終 決 定 に 参 画 し た り 、 ま た 、 裁 判 官 を

た ば ね る 司 法 官 僚 と し て 登 用 さ れ た り し た 。 彼 ら は 、 元 首 ・皇 帝 の 側 に た

ち 、 彼 ら を 補 佐 す る 立 場 に あ っ た の で 、 も と も と は 在 野 の 法 学 者 に 伝 統 的

な 中 立 性 は か な り 失 な わ れ る こ と に な る 。 他 方 で 、 法 学 者 は 、 裁 判 担 当 者

と し て の 新 し い 職 務 の ほ か に 、 元 首 ・皇 帝 に 直 接 に も ち こ ま れ た 法 的 な 問

題 に 対 す る 解 答(回 答)を 起 草 す る 仕 事 に も 従 事 し た が 、 そ の 関 連 に お い

て 公 職 者 に 登 用 さ れ た り し て 、 在 野 の 人 か ら 公 人 そ れ も 高 位 の 役 職 者

へ と か わ っ て い っ た の で あ る 。 法 学 者 が 、 元 首 ・皇 帝 の 顧 問 と し て 働

い て い る 以 上 、 か つ て の 、 市 民 一 般 や 法 務 官 に 対 す る 、 私 人 と し て の 助 言

活 動 と は 異 な っ て 、 そ の 動 き が 中 立 の 立 場 か ら な さ れ た も の と は 考 え に く

い 。 し か も 、 元 首 ・皇 帝 の 与 え る 解 答(回 答)は 、 勅 答 と し て 、 法 規 の 効

力 を も つ よ う に な っ て い た の で 、 法 学 者 の 動 き は 慎 重 に な り 、 現 実 に は ど

う し て も 体 制 側 に す り よ っ て い く し か な か っ た だ ろ う 。 さ す が に 、 ロ ー マ

法 学 者 は 、 「御 用 学 者 」 に な り さ が る ほ ど 品 性 は い や し く は な か っ た が 、 そ

れ で も 「お 上 の 御 用 を っ と め る 」 こ と は た し か に や っ て い た 。

(3)[法 学 者 の イ メ ー ジ は?]現 代 日 本 で 、 「法 学 者 」 は 、 い ろ い

ろ な 点 で 世 界 の 他 の 国 々 の 法 学 者 と は か な り ち が っ た 位 置 に あ り 、 主 と し

て 、 大 学 の 法 学 部(ロ ー ス ク ー ル を 含 む)に 籍 を お く 法 律 家 の こ と を 指 す 。

私 た ち の 国 で は 、 法 学 者 は 、 現 在 に お い て も な お 、 な に よ り も ま ず 「学 者 」

で あ っ て 、 法 学 研 究 を つ み か さ ね て 、 そ れ を 法 学 教 育(一 般 教 育 、 専 門 教

育)に 生 か す 、 と い う 意 味 で 、 実 務 家 と か 「法 曹 」 と か 称 さ れ る 多 様 な 職

責 を も つ 人 々 と は べ つ の 、 か な り純 粋 な 、 理 論 世 界 に 住 ん で い る(ロ ー ス

ク ー ル の 新 設 に よ っ て 実 務 家 が ス タ ッ フ に 入 っ て き た の で 、 こ れ ま で の 棲
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み わ け の ス タ イ ル は か な り 修 正 さ れ つ つ あ る が)。 し か し 、 ロ ー マ の 法 学 者

は 、 時 代 に よ っ て 程 度 に か な り の ち が い が あ る が 、 実 務 家 と し て の 顔 を は

っ き り と も っ て い る 。 も っ と も 、 紀 元 後 の 時 代 以 降 に 、 ロ ー マ 、 ベ ー リ ュ

ー ト ゥ ス 、 コ ー ン ス タ ン テ ィ ー ノ ポ リ ス 、 ア レ ク サ ン ド リ ア 、 カ エ サ リ ア

(パ レ ス テ ィ ナ)、 カ ル タ ー ゴ ー 、 ア テ ー ナ イ 、 ア ン テ ィ オ キ ア な ど 、 世 界

各 地 に 設 立 さ れ た 公 立 ・私 立 の 法 学 校 で は 、 法 学 者 に も 法 学 教 師 と し て の

イ メ ー ジ が 前 面 に で て く る 。 た だ 、 研 究 ・教 育 の 手 法 に は 実 務 家 と し て の

伝 統 が 強 く 作 用 し て い る の で 、 彼 ら 教 師 が 、 た だ の 学 校 の 先 生 に な っ て 、

理 論 研 究 に 没 頭 し た 、 と い う わ け で は な い 。 も と も と 、 ロ ー マ 人 が 、 ギ リ

シ ア 人 と は か な り 異 な っ て 、 理 論(タ テ マ エ)に よ り も 実 践(ホ ン ネ)に

関 心 の 主 力 を む け て い た こ と も 、 そ の 一 因 と な っ て い る 。 結 論 と し て は 、

原 ロ ー マ 的 な 、 ロ ー マ 法 学 者 の イ メ ー ジ は 、や や 誇 張 し て 表 現 す れ ば 、 「法

曹 と い う よ り む し ろ 教 授 ・教 師 で 、 理 論 家 と い う よ り は む し ろ 実 際 家 で 、

観 念 を ふ り か ざ す 人 と い う よ り は む し ろ リ ア リ ス トで 、 公 人 と い う よ り は

む し ろ 一 私 人 で 、 保 守 的 と い う よ り は む し ろ 革 新 的 な 姿 勢 を と り 、 遠 く の

偉 い 人 と い う よ り 、 む し ろ 身 近 に い る 立 派 な 人 で あ る 」 い っ た あ た り に な

っ て こ よ う か 。 中 世 以 後 の 時 代 に は 、 法 学 者 の 有 力 な 層 は 、 ロ ー マ 法 な ど

を 教 育 す る 法 科 大 学 と し て の 「大 学 」 に お い て 、 法 学 者=法 律 教 師 と し て

一 流 の 職 業 人 へ と 成 長 し て い く
。

(4)[法 学 者 は ど の よ う な ジ ャ ン ル の 問 題 を と り あ つ か っ た か?]

私 人 と し て の 法 学 者 が 私 法 の 領 域 に お い て 活 動 し て い た の は 、 あ る 意 味 で

は 当 然 の な り ゆ き で あ る 。中 世 以 降 に ま で ロ ー マ 法 学 の 影 響 が お よ ん だ が 、

そ の 中 味 も 私 法 が 中 心 で あ っ た 。 と こ ろ で 、 ロ ー マ の 公 法 は 、 政 治 的 な 背

景 の も と に 生 ま れ 、 し か も 、 そ の と き ど き に か な り 政 治 的 に 運 用 さ れ 、 同

時 に 、 不 文 法 の か た ち で ゆ れ う こ い て い た た め に 、 ど ち ら か と 言 え ば 、 慎

重 な 彼 ら 法 学 者 に は 扱 い に く い 対 象 で あ っ た の で は な か ろ う か 。も っ と も 、

帝 政 時 代 に 入 っ て 、 元 首(皇 帝)の 側 近 と し て 法 の 運 用 に 直 接 タ ッ チ す る

よ う に 活 動 の 場 が ひ ら け て か ら は 、 公 法 へ の と り く み も 必 要 上 彼 ら の 射 程

内 に 入 っ て く る 。 と こ ろ で 、 ロ ー マ の 公 法 の シ ス テ ム や 制 度 に は 、 い か に

も ロ ー マ ら し い 私 法 秩 序 の 場 合 と は こ と な っ て 、 か な ら ず し も 「メ イ ド ・

イ ン ・ ロ ー ム 」 の 刻 印 は う た れ て い な い の で あ る が 、 そ れ だ け に 、 ロ ー マ

公 法 の 流 れ を く む さ ま ざ ま な 姿 ・形 は 、 そ の ほ ん と う の 由 来 が 世 間 で あ ま

り知 ら れ な い ま ま に 、 後 の ヨ ー ロ ッ パ の 政 治 構 造 の な か に 、 静 か に 、 さ り

げ な く 、 し か も 深 く 浸 透 し て い る の で は な か ろ う か 。 過 去 に 「ロ ー マ 理 念 」

で も っ て ヨ ー ロ ッ パ を 統 一 す る 試 み が 何 度 も な さ れ た こ と は 、 よ く 知 ら れ

た 史 実 で あ る が 、 ヨ ー ロ ッ パ 世 界 を 広 げ 、 し か も そ れ を 統 合 し よ う と す る

現 代 の 政 治 の う ね り の な か に 、 現 代 に ま で も か つ て の ロ ー マ 理 念 の 影 が 長
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く の び て き て い る こ と が 、 そ の こ と を ひ そ か に 物 語 っ て い る 。

(5)[ロ ー マ の 法 資 料 の な か で 法 学 関 連 の 資 料 は ど れ ほ ど の ウ ェ イ ト を

占 め て い る か?]一 般 に 歴 史 的 な 法 資 料 と 言 え ば 、 成 文 の 法 典 と い

う 作 品 が 中 心 と な っ て く る が 、 も ち ろ ん そ の 中 味 は 法 規 で あ る 。 も と を た

ど れ ば 、 そ の 法 規 も 法 学 者 の 作 品 で あ り 、 法 学 の 成 果 で あ る こ と が ふ つ う

で あ る が 、 そ れ は ホ ン ネ の 話 で あ っ て 、 タ テ マ エ 上(表 面 上)は そ う で は

な い 。 法 規 を つ く る の は 当 局(と き の 権 力 者 や 政 府)だ か ら で あ る 。 一 般

に 、 法 学 者 の 学 説 そ れ 自 体 は そ れ ぞ れ の 時 代 に お い て 重 要 な 役 割 を は た し

て い て も 、後 代 に そ れ が 書 物 の か た ち で う け つ が れ 、権 威 を も ち つ づ け る 、

と い う よ う な こ と は そ れ ほ ど 多 く な い 。 し か し 、 ロ ー マ で は ま っ た く 事 情

が こ と な り 、ロ ー マ 法 の 歴 史 は ロ ー マ 法 学 の 歴 史 と 深 く 重 な り あ っ て い る 。

そ れ は 、 『市 民 法 大 全 』 の 中 核 部 分 で あ る 『学 説 彙 纂(デ ィ ー ゲ ス タ)』 が 、

ま さ に 法 学 説 の コ レ ク シ ョ ン で あ っ て 、 そ こ に 法 文 と し て 採 録 さ れ た 法 学

説 が 現 行 の 法 規 と し て の 特 別 の ス テ イ タ ス を 付 与 さ れ て い る か ら で あ る 。

こ の よ う な 現 象 は 、 比 較 法 上 き わ め て 珍 し い も の で あ る 。 も し 、 ロ ー マ 法

が 、 端 正 で 、 固 い 法 規 の か た ち で ま と ま っ て 後 代 に 伝 わ っ て い っ た と す れ

ば 、 そ れ は 後 代 の 法 学 者 や 立 法 に そ れ ほ ど 影 響 力 を も つ こ と は な か っ た で

あ ろ う 。 こ の 法 学 説 は 、 い わ ば 生 の 法 へ の 法 学 者 個 人 の 取 組 み の 集 積 体 で

あ る 。 そ こ に は 、学 者 間 の 意 見 の 対 立 が 各 所 に に じ み で て い る だ け で な く 、

法 学 者 の 論 理 の は こ び ま で も 見 え る こ と が あ る の で 、 つ み か さ ね ら れ た 法

学 説 か ら 後 代 の 学 者 が そ の 時 々 の 視 点 を 用 い て 彼 ら の 存 念 を 読 み と れ る 場

合 は 、 多 い 。 ま さ に 、 ロ ー マ 法 は 、 「法 学 ・法 学 識 の 、 宝 庫 ・デ ー タ ベ ー ス 」

な の で あ る 。

(6)[ロ ー マ 法 学 者 は 後 代 に な に を 残 し た か?]ロ ー マ 法 学 の 最 後

の 輝 き は 、 六 世 紀 の 法 典 編 纂 の 成 果 を 通 じ て 、 歴 史 の な か に か た ち あ る も

の と し て 刻 み こ ま れ た 。ふ つ う な ら 、ロ ー マ と い う 国 家 の 終 わ り に よ っ て 、

ロ ー マ の 法 学 は 一 つ の 展 開 の サ イ ク ル を 終 え る が 、 こ の ロ ー マ 法 学 は 、 そ

れ か ら 数 世 紀 も の 間 隔 を お い て 、 中 世 以 降 の ヨ ー ロ ッ パ に お い て 「発 見 」

さ れ 、 評 価 さ れ 、 利 用 ・活 用 さ れ る よ う に な る 。 そ の よ う に な っ た の は 、

古 代 ロ ー マ の 法 学 が も っ て い る 技 術 水 準 つ ま り 、 利 用 価 値 の 高 さ

に よ る 。 そ れ は 、 古 代 水 準 を は る か に こ え 、 後 代 の 水 準 に も 部 分 的 に は ひ

け を と ら な い ほ ど の も の で あ っ た 。 前 六 世 紀 に 一 都 市 国 家 か ら ス タ ー ト し

た ロ ー マ は 、 紀 元 前 後 の 時 代 に 世 界 帝 国 へ と 成 長 し て い っ た が 、 そ の 過 程

に お い て 、 狭 い 属 人 主 義 的 な ロ ー マ 法 は 、 同 系 の 他 共 同 体 や 異 文 化 を も つ

国 家 と の 交 流 の な か で 、普 遍 的 な 世 界 法 に 展 開 し て い く と 同 時 に 、 「古 代 資

本 主 義 」 と も 形 容 さ れ る 高 度 の 経 済 構 造 に 対 応 能 力 を も つ 取 引 法 取 引

ル ー ル の 綜 合 体 を 整 備 し て い っ た 。 法 学 は 、 新 し い 事 態 に ケ ー ス ・バ
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イ ・ ケ ー ス で 対 処 し な が ら 、 法 の 進 化 を リ ー ド し 、 国 家 秩 序 を 底 辺 か ら 支

え た 。 そ の 技 術 水 準 の 高 さ は 、 つ ぎ の よ う な 方 法 で 獲 得 さ れ る 。 一 っ は 、

紀 元 前 の 共 和 政 時 代 の こ と な の で あ る が 彼 ら 法 学 者 が 、 一 私 人 ・

一 個 人 と し て
、 日 常 的 に 助 言 活 動 を 行 な う こ と か ら 時 代 の 動 き や ニ ー ズ を

と ら え る こ と が 可 能 な 位 置 に あ っ た こ と で あ る 。 さ ま ざ ま な 事 情 を あ わ せ

も つ 事 件 に ス ト レ ー ト に 接 す る こ と が 彼 ら 自 身 の 現 実 感 覚 を 高 め る こ と に

な っ た 。 二 つ は 、 と り わ け 紀 元 後 数 世 紀 間 の 古 典 期 に 典 型 的 に 見 ら れ る こ

と な の で あ る が 、 学 者 な い し は 学 者 グ ル ー プ の あ い だ の 意 見 の 対 立 や 論 争

が 日 常 的 に 発 生 し 、 そ こ か ら 、 彼 ら が 自 身 の 主 張 の 正 し さ を 証 明 し 、 反 対

の 側 に あ る 見 解 を 攻 撃 す る テ ク ニ ッ ク が 自 然 に 磨 か れ た こ と で あ る 。 私 的

な 塾 や 、 公 け の も し く は 私 的 な 学 校 に お け る 教 育 の 現 場 で は 、 仮 想 的 な 問

題 を た て て 、 教 場 に お い て 、 デ ィ ベ イ ト が 日 々 行 な わ れ て い た に ち が い な

い 。 こ れ ら は 、 現 代 の ア メ リ カ の ロ ー ス ク ー ル で の 教 育 の 手 法 と 通 ず る と

こ ろ も あ る 。 こ の よ う に し て 、 決 し て 体 系 的 で は な い が 、 し か し 広 角 に わ

た る 議 論 の 蓄 積 の 結 果 と し て 、 法 の 原 理 的 問 題 を 具 象 の な か で 個 々 的 に 解

決 し て い く ス タ イ ル が 確 立 さ れ た 。 は る か 後 代 の 法 学 者 は 、 ロ ー マ の 先 輩

が 残 し た 思 考 の 痕 跡 の な か か ら 、 そ れ ぞ れ の 時 代 に マ ッ チ し た 解 釈 を ひ き

だ し 、 そ れ を 実 務 の 世 界 で 役 立 て て い く 作 業 に 何 世 紀 も の あ い だ と り く ん

で き て い る 。 さ す が に 、 ニ ー 世 紀 の 現 在 で は 、 ロ ー マ 法 か ら 直 接 教 え ら れ

る こ と は 少 な く な っ た が 、 そ れ で も 、 彼 ら ロ ー マ 法 学 者 の 叡 智 は 、 今 も な

お 、 私 た ち に 法 と い う も の の 本 質 を 教 え て く れ る の で あ る 。 古 代 以 来 の ロ

ー マ 法 学 者 の 書 き 残 し た も の の 全 容 は ま だ 解 き あ か さ れ て い な い 。 文 体

的 ・文 法 的 に は き ち ん と 読 み と い た う え で 、 書 き 手 の 真 意 を さ ぐ る 作 業 は

こ れ か ら も つ づ け ら れ て い く こ と で あ ろ う 。

(7)[一 〇 〇 〇 年 以 上 に わ た る ロ ー マ の 歴 史 の な か で 、 法 学 者 の 性 格 に

変 化 は あ っ た か?]こ れ へ の 解 答 は 、 こ れ ま で に 述 べ て き た 点 の 総

括 に も な る 。 ロ ー マ の 政 治 に は 、 大 別 し て 、 ア テ ー ナ イ の 民 主 政 と 部 分 的

に 重 な り あ う 要 素 を も つ 共 和 政 と 、帝 政 と の 二 つ の も の が あ る 。 「大 帝 国 ロ

ー マ 」 の イ メ ー ジ の 方 が 世 間 で は よ く と お る が 、 お よ そ 「ロ ー マ 的 な も の 」

は 、 ほ と ん ど す べ て 、 共 和 政 の 五 〇 〇 年 間 に か た ち つ く ら れ て い る の で 、

共 和 政 が ロ ー マ の ル ー ツ で あ り 、 原 像 ・原 型 で あ る 。 筆 者 と し て は 、 こ の

よ う に 理 解 し た い 。 法 学 の 中 核 部 分 も そ の 共 和 政 時 代 に 形 成 さ れ た(法 学

の 古 典 期=最 盛 期 は 紀 元 後 二 世 紀 問 の 元 首 政 時 代 に 出 現 す る が 、 そ れ は 、

多 年 に わ た る 蓄 積 の 成 果 が よ う や く か た ち を と っ て あ ら わ れ て き た に す ぎ

な い)。 そ の 共 和 政 と 帝 政 の 枠 組 の な か で 法 学 者 は ど の よ う な 性 格 を 示 し た

の だ ろ う か?こ の 点 を 考 え る う え で は 、 「私 人 か 公 人 か?」 と い う ポ イ ン ト

が も っ と も 重 要 で あ る 。 共 和 政 で は 、 タ テ マ エ 上 は 在 野 の 私 人 で あ る が 、
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ホ ン ネ で は 、 政 務 官 と な り 、 そ の 資 格 で 終 身 制 の 元 老 院 議 員 と な っ た 法 学

者 は 、 公 人 の 顔 を も つ こ と も あ る 。 彼 ら は 法 的 素 養 を そ な え た 一 流 の 政 治

家 で も あ る 。 と こ ろ で 、 帝 政 時 代 に 入 る と 、 法 学 者 の ト ッ プ に は 、 上 級 審

の 裁 判 官 な い し は 司 法 官 僚 と し て 、 ま た 、 立 法 や 行 政 に 参 画 す る 専 門 家 と

し て 、タ テ マ エ に お い て 堂 々 た る 公 人 そ れ も 有 力 者 と な る 層 が 出 現

す る 。 在 野 の 私 人 と し て 、 共 和 政 以 来 の 伝 統 に し た が っ て 、 私 の 世 界 で 活

動 す る 旧 型 の 法 学 者 は も ち ろ ん 健 在 で あ っ た が 、 ト ッ プ ・エ リ ー ト の 一 翼

を に な う者 と し て の 法 学 者 集 団 が あ ら た に つ け く わ わ っ た わ け で あ る 。

(8)以 上 は 「古 代 ロ ー マ の 法 学 者 」 の 話 で あ る が 、 特 別 の 事 情 に よ っ て 、

中 世 以 後 の ヨ ー ロ ッ パ 世 界 に も 、 独 特 の キ ャ ラ ク タ ー を も っ た 「ロ ー マ 法

学 者 」 の 群 像 が 立 派 に 点 在 し て い る 。 と り わ け 、 一 二 世 紀 か ら 一 五 世 紀 に

か け て の イ タ リ ア 、 一 六 世 紀 の フ ラ ン ス 、 一 七 世 紀 の オ ラ ン ダ 、 一 九 世 紀

の ドイ ツ に お い て で あ る 。 そ れ ぞ れ の 時 代 相 の な か で 、 ロ ー マ 法 学 者 の イ

メ ー ジ や 個 性 は 大 き く 異 な る が 、 そ の 一 端 は 第 四 章[皿]:p.110ff.の 部 分

で の 記 述 か ら 見 え て く る は ず で あ る 。

第 三 章 ロ ー マ 法 学 の 歴 史 的 展 開

は じ め に 、 ロ ー マ 法 そ れ 自 体 の 展 開 と 多 少 と も 関 連 づ け な が ら ロ ー マ 法

学 の 発 展 を た め し に 段 階 づ け て み る と す れ ば 、お お よ そ 以 下 の よ う に な る 。

[1]共 和 政 前 期 の 法 学 、[H]共 和 政 後 期 の 法 学 、[皿]古 典 期 前 期 の 法 学 、

[IV]古 典 期 盛 期 の 法 学 、[V]古 典 期 後 期 の 法 学 、[VI]古 典 期 後 の 時 代 の

法 学 、[V皿]ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス の 時 代 の 法 学 、 の 七 つ の 段 階 が そ れ で

あ る 。 ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス の 時 代 以 後 に も 、 九 〇 〇 年 ほ ど 、 東 ロ ー マ

帝 国 の 方 は 存 続 す る の で 、 そ の 間 も 、 時 代 に よ っ て 浮 き 沈 み は も ち ろ ん あ

る が 、 ロ ー マ 法 学 は 健 在 で あ っ た 。 本 部 門 で は 法 学 の 後 史 は 独 立 し た か た

ち で は と り あ げ な い こ と に す る 。 一 方 、 ユ 帝 時 代 以 後 の ロ ー マ 法 の 後 史 に

つ い て は 、 第 四 章[且]:p.109ff.の 記 述 を 参 照 し て 頂 き た い 。 以 上 は 古 代

ロ ー マ 法 の 中 核 的 な 分 野 に つ い て の 区 分 で あ る が 、 も し 、 「ロ ー マ 法 学 」 と

い う 概 念 を 広 く と ら え る と す れ ば 、 中 世 以 降 の 各 時 代 に も 古 代 ロ ー マ 法 学

の 流 れ を さ ま ざ ま に く む 法 学 が 存 在 し 、 そ の 影 は 二 〇 世 紀 の は じ め の と こ

ろ に ま で の び て き て い る 。 こ れ に つ い て は べ つ の 項 目 た て て 、 略 述 し て み

た い(第 四 章 参 照)。

[1]共 和 政 前 期 の 法 学(五 〇 九B.C～ 二 〇 二B.C)

(1)発 生 の 順 序 か ら 言 え ば 、 ま ず 、 法(慣 習 法 お よ び 成 文 法)が 姿 を あ

ら わ し 、 そ の あ と を 法 の 実 践 的 な 学 で あ る 法 学 が 追 う 展 開 に な る 、 と い う

の が ふ つ う の コ ー ス で あ る 。 そ の 展 開 の 流 れ に し た が っ て 、 ロ ー マ の 古 法
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に つ い て 以 下 に 述 べ る こ と に し よ う 。 ロ ー マ 法 学 の 端 緒 は 、 法 の 成 立 と 密

接 に 関 連 し て い る か ら で あ る 。そ の 意 味 か ら す れ ば 、「ロ ー マ 法 学 の 歴 史 的

展 開 」 に ふ れ る こ と は 、 「ロ ー マ 法 の 歴 史 的 展 開 」 に ふ れ る こ と と 重 な り あ

う。

(2)ロ ー マ 時 代 の 最 初 の 時 期 の ロ ー マ 法 は 、 「都 市 国 家(ポ リ ス)の 法 、

農 業 中 心 の 社 会 の 法 、 宗 教 的 色 彩 を と ど め て い る 法 」 と い う よ う に 特 徴 づ

け る こ と が で き よ う 。 共 和 政 と い う の は 、 神 事 ・軍 事 ・行 政 ・司 法 な ど 、

国 政 の す べ て の 領 域 に わ た っ て 強 大 な 権 力 を 独 占 的 に 保 有 し て い た 、 カ リ

ス マ 的 ・神 権 的 ・絶 対 的 ・ 専 制 的 ・軍 事 的 な 支 配 者 で あ る 王(土 着 王 権 を

お し の け て 君 臨 し た 外 来 エ トル ー ス キ ー 王 権 の 王)が 、 前 五 〇 九 年 に 王 位

を 逐 わ れ た 結 果 と し て 成 立 し た 政 体 で あ る 。 こ れ は 、 政 務 官(公 職 者:行

政 官 一 政 治 家)・ 元 老 院(多 数 の 有 力 貴 族 か ら な る 終 身 制 の 団 体)、 民 会(三

つ の 種 類 が あ る 市 民 の 全 体 集 会)と い う 三 つ の 機 関 か ら 構 成 さ れ る 。 実 質

的 に は 、 こ れ を 「有 力 貴 族 に よ る 寡 頭 政 」 と 規 定 し て も よ い で あ ろ う。 ち

な み に 、 少 し 前 の 時 期 に 、 ア テ ー ナ イ(ギ リ シ ア)で は 、 民 主 的 な 政 治 体

制 の 理 想 像 に ち か い と こ ろ を も つ 「民 主 政 」 が 確 立 さ れ て い た 。

(3)ご く 古 い 時 代 に お い て は 、 人 法(ユ ー ス)が 神 法(祭 祀 法)(フ ァ

ー ス)か ら は 未 分 離 の 状 況 に あ っ た 関 係 で 、 宗 教 的 な 背 景 も も っ て い る 訴

訟 や 、 形 式 に し ば ら れ た 各 種 の 法 律 行 為 に よ っ て 生 じ て く る 人 間 相 互 の 関

係 を 規 制 す る 法 の 創 造 や そ の 運 用 に 関 与 で き る の は 、 人 間 生 活 全 般 に 対 し

て 深 く 広 い 影 響 力 を も ち つ づ け て い る 自 然 宗 教 上 の 神 々 と 国 家 ・市 民 と の

媒 介 者 で あ る 神 官(pontifex:大 神 官 を 長 と す る 約 六 名 構 成 の 団 体)だ け

で あ っ た 。 こ の 神 官 と い う の は 、 古 い 由 来 を も つ と 見 ら れ る 鳥 占 官 を 筆 頭

に し て い く つ か 設 け ら れ て い る 宗 教 官 の 一 つ で 、 な に よ り も 、 世 俗 の 国 事

行 為 と か か わ り を も っ て い る 関 係 で 、 宗 教 官 の う ち で も 政 治 的 に も っ と も

重 要 な ポ ス トで あ っ た 。 時 と と も に 、 人 法 が 、 宗 教 的 な 性 格 を 失 な い 、 神

法 か ら 独 立 す る よ う に な っ た の ち に も 、 上 流 の 貴 族 の 一 員 で あ る 神 官 が 、

彼 ら 貴 族 の 身 分 的 特 権 を 保 持 す る た め に 、 太 古 の 昔 か ら 多 年 に わ た っ て つ

み あ げ ら れ て き た 慣 習 的 な 法(ル ー ル)に か ん す る 知 識 や 各 種 の 公 的 な 累

積 情 報 を 秘 密 の ま ま に と ど め て お こ う 、 と す る の は い わ ば 当 然 の な り ゆ き

で あ っ た 。 ど こ の 世 界 で も 、 物 事 を 知 っ て い る 者 は 、 そ れ を 知 ら な い 者 を

支 配 し た り 、 こ の 者 に 対 し て 優 位 に 立 て た り す る か ら で あ る 。 神 官 は 、 毎

年 、 暦 お よ び 公 的 行 事 を と り 行 な う 日 を 決 定 す る 権 限 を も つ ほ か 、 公 法 や

政 治 が 具 体 的 に 展 開 す る 場(た と え ば 民 会)に お い て 、 さ ま ざ ま な か た ち

で 、 あ る い は 表 か ら 、 あ る い は 裏 か ら 、 重 大 な 影 響 力 を 行 使 で き る 地 位 に

あ っ た し(彼 ら が た だ の 宗 教 人 で は な く て 、 国 事 に か ん し て 相 当 な 経 験 を

つ み か さ ね て い る 有 力 者=エ リ ー ト で あ っ た か ら 、 こ れ は な お さ ら の こ と
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で あ る)、 ま た 、人 間 の あ い だ の さ ま ざ ま な 行 為 の 実 行 の さ い に 必 要 と な る

方 式(当 事 者 に は 、 厳 格 な 方 式 を き っ ち り と 守 っ て 動 く こ と が 強 く 要 求 さ

れ る)に か ん す る ノ ウ ・ハ ウ を 独 占 し て い た 。 そ の た め に 、 一 般 市 民(と

り わ け 、 社 会 的 弱 者 で あ る 平 民)が 不 文 の 法(慣 習)を た よ り に し よ う と

し て も 、 そ の 実 態 は 容 易 に は つ か め ず 、 ま た 、 法 的 ト ラ ブ ル に ま き こ ま れ

た さ い ど の よ う に す れ ば そ れ を 切 り ぬ け ら れ る か 、 に つ い て 展 望 を も つ こ

と は で き な か っ た 。 こ の よ う な 状 況 の な か で は 、 一 般 市 民 に は 、 被 害 妄 想

的 な う け と め か た も ふ く め て 、 不 満 が う っ せ き す る の は 当 然 の こ と で あ っ

た 。

(4)① 王 政 廃 止 か ら 半 世 紀 が 経 過 し た 前 五 世 紀 な か ば に 、 貴 族 と 平 民 の

あ い だ の 身 分 闘 争 が 激 化 し 、 軍 事 面 で(端 的 に は 、 戦 場 で)重 要 な 役 割 を

う け も つ こ と に よ り 政 治 力 も つ け て き た 平 民 が 、 集 団 的 に ロ ー マ 本 市 か ら

離 脱 す る な ど の 実 力 行 使 に よ り 貴 族 に 圧 力 を か け る よ う に な っ た こ と を 背

景 と し て 、 貴 族 側 に 譲 歩 を せ ま り 、 そ れ ま で ま っ た く 秘 密 に さ れ(こ れ は 、

共 和 政 の ま え に あ っ た 王 政 の も と で も あ っ た 現 象 で あ る が)、 貴 族 集 団(具

体 的 に は 神 官)の 手 の な か に あ っ た 既 存 の 法(慣 習 法 的 な も の)そ の も の 、

お よ び 、 そ の 法 の 運 用 の し か た や ノ ウ ・ハ ウ を 公 表 す る こ と 、 お よ び 、 法

を 利 用 し な が ら な さ れ る 、 貴 族 の 専 横 な 振 舞 い や 恣 意 的 行 動 か ら 平 民 を 保

護 す る よ う な 法 規 定 を あ ら た に 設 定 す る こ と を 強 く 要 求 す る 。 そ の 結 果 、

一 種 の 妥 協 の 産 物 と し て
、 一 二 表 法(lexduodecimtabularum)が 、 貴 族

だ け で 構 成 さ れ る 「法 典 起 草 一 〇 人 委 員(decemvirilegibusscribendis)」

の 手 に よ っ て つ く り あ げ ら れ 、 市 民 全 体 の 集 会 で あ る ケ ン ト ゥ リ ア 民 会 の

議 を へ て 、 成 立 す る 。 第 一 回 は 、 前 四 五 一 年 に 、-0表 が 、 そ し て 、 第 二

回 は 、 前 四 四 九 年 に 、 追 加 の 二 表 が 、 そ れ ぞ れ 、 制 定 さ れ る が 、 後 半 の 二

表 が 制 定 に む か う 過 程 で は 、 編 纂 委 員 の 横 暴 な 行 為 を き っ か け と し て 、 身

分 闘 争 が 再 燃 す る 。 ② そ の 原 テ キ ス トは 前 三 八 七 年 ご ろ の ケ ル ト人 の ロ ー

マ 侵 攻 の さ い に 失 な わ れ て し ま っ た が 、 は る か 後 代 の 法 学 資 料 か ら そ の 内

容 お よ び イ メ ー ジ を 部 分 的 に つ か む こ と は で き る 。 こ れ は 、 ロ ー マ 法 史 上

は じ め て の 制 定 法(成 文 法)で あ り 、 し か も 、 小 型 な が ら 、 法 典 の 体 裁 を

も っ て い た 。 個 別 法 規 を 制 定 す る 経 験 も ほ と ん ど も た な い ま ま 、 一 挙 に 法

典 編 纂 ま で 進 む の は 、 か な り 異 例 の 流 れ で あ る 。 ③ 歴 史 的 に 見 れ ば 、 こ の

法 典 の 編 纂 か ら 実 に 一 〇 〇 〇 年 も 経 過 し た あ と に な っ て 、 い わ ゆ る 「東 ロ

ー マ 帝 国 」 に お い て 『市 民 法 大 全(CorpusJurisCivilis)』 が 編 纂 さ れ る

ま で は 、 ロ ー マ は 、 個 別 の 法 律 を つ ぎ つ ぎ に 制 定 し た り(も っ と も 、 政 治

的 に と り わ け 意 味 の あ る よ う な 法 律 の 制 定 が 中 心 で あ る)、 ま た 、 い わ ば 判

例 を つ み か さ ね る よ う に し て 、 法 を か た ち つ く っ て い っ た 。 法 を 動 か し て

い っ た の は 、 法 学 者 た ち で あ っ た 。 こ の 意 味 で は 、 た し か に 、 「ロ ー マ は 法
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の 国 で あ る 」 が 、 し か し 、 「法 典 の 国 で あ る 」 と い う イ メ ー ジ は 、 あ ま り 強

力 な も の と は な ら な い 。④ 法 典 の 内 容 は 、以 下 に 解 説 す る よ う に 、私 法(手

続 法 お よ び 実 体 法)は も ち ろ ん の こ と 、 公 法 、 宗 教 法 の 各 分 野 に わ た っ て

い る 。 し か し 、 わ ず か 数 年 で 立 法 に こ ぎ つ け た こ と か ら も わ か る よ う に 、

そ の 当 時 の 法 生 活 全 体 を カ ヴ ァ ー す る ほ ど 包 括 的 な も の に は な ら な か っ

た 。 ⑤ 一 二 表 法 は 、 あ ら た に 構 想 さ れ た 法 規 の 集 合 体 と い う よ り は 、 王 政

以 来 、 支 配 層(王 や 有 力 貴 族 た ち)の も と に ひ そ か に つ み あ げ ら れ て き た

法 慣 習(一 種 の 慣 習 法)を 法 条 の な か に 具 体 化 す る も の で あ っ た 。 そ の 意

味 で は 、 タ テ マ エ の あ ら た な 設 定 と い う よ り は 、 ホ ン ネ の 確 認 と い う 色 あ

い が 濃 い 。 そ う は 言 っ て も 、 か な り の ス ケ ー ル で 不 文 の 法 と し て の 〈jUS>

法 規 範 が 、 〈lex>一 一公 的 に 確 定 さ れ た 法 規 へ と か た め ら れ た の

は 、 画 期 的 な こ と で あ る 。 も っ と も 、 一 二 表 法 の 規 定 の な か に は 、 平 民 の

地 位 を 守 る 、と い う タ テ マ エ を あ ら た に う ち た て た 法 条 の 部 分 も 存 在 す る 。

こ の よ う に 、 一 二 表 法 に は 、 古 い 要 素 と 新 し い 要 素 が 混 合 し て い た わ け で

あ る 。

(5)一 二 表 法 の 分 析 は 以 下 の と お り で あ る 。

<1>

ま ず 、 法 文 の 邦 訳 を か か げ る 。 こ こ で 引 用 す る の は 『西 洋 法 制 史 料 選 ・

古 代 』(創 文 社 ・1981)に 収 録 さ れ た 佐 藤 篤 士 氏 の 条 文 邦 訳 で あ る が 、 そ

の 資 料 集 の ほ か に 、 本 格 的 な 労 作 と し て 、 佐 藤 篤 士 著 『LEXXII

TABULARUM一 二 表 法 原 文 ・邦 訳 お よ び 解 説 』(早 稲 田 大 学 比 較 法

研 究 所 叢 書7・1969)が あ る 。 以 下 に 、 そ の 邦 訳 の 内 容 に か ら め て 筆 者 個

人 の コ メ ン ト を 少 し 展 開 し て い き た い が 、 こ の 作 業 の 大 部 分 は 、 佐 藤 氏 の

御 業 績 に 依 拠 す る も の で あ り 、 筆 者 の 独 自 の 研 究 の 成 果 は ほ と ん ど な い 、

と 言 っ て も さ し つ か え な い が 、 そ れ で も 、 で き る か ぎ り筆 者 流 の う け と め

か た を 示 し て み た い 、と 考 え て い る 。参 照 さ せ て い た だ い た 諸 外 国 の 著 作 ・

論 文 の 著 者 に 対 し て と 同 様 に 、 佐 藤 氏 に は 心 か ら の 感 謝 の 気 持 ち を 申 し の

べ た い 。 こ こ で 、 筆 者 が 、 氏 の 御 業 績 の 忠 実 な 紹 介 で も 、 分 析 で も な く 、

い わ ば 「読 み 解 き 」 と い う よ う な 、 あ い ま い で 、 あ ま り 学 問 的 で は な い 記

述 ス タ イ ル を と る こ と に さ せ て 頂 い た 点 に つ い て も 、 佐 藤 氏 に お わ び し な

け れ ば な ら な い 。 い く つ か の 技 術 的 な 理 由(ス ペ ー ス 上 の 制 約 が あ る こ と

の ほ か に 、 法 律 の 正 文 が 完 全 に つ き と め ら れ て い な い た め に 、 法 文 そ れ 自

体 に 内 容 を 語 ら せ る こ と が で き ず 、 解 説 ま で も 利 用 さ せ て 頂 く 必 要 が あ っ

た こ と な ど)は あ る が 、 申 し わ け な い こ と(あ る い は ル ー ル 違 反)を 筆 者

が し て い る こ と に か わ り は な い か ら で あ る 。 そ れ か ら 、 参 考 ま で に 、 末 松

謙 澄 氏 の 訳 業 も 各 表 の 解 説 の 末 尾 の と こ ろ に 示 す こ と に す る 。 こ れ は 、 田

中 周 友 氏 執 筆 の 「一 二 表 法 」(世 界 歴 史 辞 典24・ 資 料 編 ・西 洋1)の 項 目
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の と こ ろ に 、 末 松 謙 澄 訳 並 註 『ウ ル ピ ア ー ヌ ス 羅 馬 法 範 附 禄 第 二 』

(1914)の 抜 粋 と し て 掲 載 さ れ た も の で あ る 。 佐 藤 氏 訳 と 末 松 氏 訳 を 綜 合

す れ ば 、 一 二 表 法 の 実 像 が 少 し は 鮮 明 に 見 え て く る こ と に な ろ う。 な お 、

34頁 以 下 の と こ ろ で 、の 筆 者 に よ る 解 説 の 部 分 に そ え ら れ た ゴ チ ッ ク 体 の

訳 文 は 、 法 規 の 正 文 と 想 定 さ れ て い る も の で あ る 。 そ こ に は 、 さ き の 佐 藤

氏 の 条 文 邦 訳 の と こ ろ に は と り あ げ ら れ て い な い が 、 正 文 が あ る 程 度 は つ

き と め ら れ て い る も の は 、 い く ら か あ る 。 そ れ か ら 、 た と え ば さ き の 邦 訳

で 「ガ ー イ ウ ス 」 と あ る の は 、 法 の 制 定 か ら か ぞ え て 六 〇 〇 年 以 上 も 後 代

の 法 学 者 で あ る ガ ー イ ウ ス が そ の 著 作 の な か で 伝 え て い る 、 一 二 表 法 関 連

の 規 定 で あ る 。 一 二 表 法 の 原 テ キ ス トの 再 構 成 を 試 み た 近 代 ・現 代 の 学 者

は 、 お そ ら く 二 〇 名 以 上 に も な る が 、 資 料 に 限 界 が あ る 関 係 で 、 決 定 的 な

業 績 は 存 在 し な い 。 そ れ で も 、 現 代 に ま で 伝 え ら れ て き た 内 容 の 一 二 表 法

と い う も の が 前 五 世 紀 中 ご ろ に 成 立 し た も の で あ る 点 に つ い て は 、 は げ し

い 論 争 を へ て 、 肯 定 的 に 解 さ れ て い る 。 い ず れ に し て も 、 法 の 原 本(銅 板

製 か 、 木 板 製 か 、 象 牙 製 か な ど に つ い て は 不 明 で あ る)が 前 三 八 七 年 ご ろ

の ケ ル ト 人 の ロ ー マ 略 奪 の さ い 、 も ち さ ら れ る か 、 破 壊 さ れ る か し て 失 な

わ れ て し ま っ た 状 況 の も と で 、 私 た ち が 、 一 二 表 法 に ふ れ る こ と が で き る

の は 、 後 代 の 法 学 者 た ち や 著 作 家 た ち の 仕 事(註 解 や 引 用 ・援 用)が 存 在

す る お か げ で あ る 。 と く に 、 古 典 期 盛 期 の 法 学 者 ガ ー イ ウ ス は 『一 二 表 法

註 解 』 と い う 書 物 を 著 わ し 、 そ の ご く 一 部 が 六 世 紀 の 『市 民 法 大 全 』 に 収

録 さ れ て い る ほ ど な の で(現 存 し て い る 断 片 形 式 の 註 解 書 は 、 二 名 の 法 学

者 の 分 だ け で 、 そ の 数 は 多 く な い が 、 五 名 ほ ど の 法 学 者 が そ の ジ ャ ン ル の

註 解 書 を 著 わ し た こ と が 判 明 し て い る)、 一 二 表 法 は 、全 体 と し て 一 〇 〇 〇

年 近 く も 、 そ の 存 在 を ロ ー マ 法 史 に そ れ な り に し っ か り と 刻 印 し て い た わ

け で あ る 。 前 一 世 紀 の 歴 史 家 リ ー ウ ィ ウ ス が 、 一 二 表 法 を 、 「全 ロ ー マ 法 大

全(corpusomnisromanijuris)」 と 、 ま た 、 後 一 世 紀 の タ キ ト ゥ ス が 、

「衡 平 法 の 極 致(finisaequijuris)」 と 形 容 し て い る こ と は 、 誇 張 は あ る

に し て も 、 そ れ な り に 評 価 し な け れ ば な ら な い 。 な お 、 キ ケ ロ ー は 、 自 身

の 幼 年 時 代 に か ぎ っ て の こ と で あ る が 、 前 一 世 紀 の 時 点 で 、 一 二 表 法 を 歌

の 文 句 の よ う に し て 教 わ っ た 、 と 記 し て い る(DeLeg.2,23,59)。 ひ ょ っ

と す る と 、 三 〇 〇 年 も ま え に 破 壊 さ れ た 法 規 の 原 本 が そ の 後 に 複 製 さ れ て

い た 可 能 性 も あ る 。 多 く の 学 者 の 再 構 成 に よ っ て 想 定 さ れ た 一 二 表 法 の 法

条 の 数 は 一 〇 〇 を 少 し こ え る 程 度 の 規 模 で あ る が 、 一 二 の 表 か ら な る 法 に

お さ め る こ と が で き る 量 を 考 え れ ば 、 こ の 数 の 何 倍 も の 法 文 が あ っ た と は

考 え に く い 。 重 要 な 規 定 の う ち 、 時 代 の 流 れ の な か で う け い れ ら れ な く な

り 、 う け つ が れ る こ と も な く 忘 れ ら れ て し ま っ た も の は い く つ か 存 在 す る

は ず で あ る 。 結 論 と し て 言 え ば 、 現 代 の 私 た ち は 、 二 五 〇 〇 年 前 の 一 二 表

F-33



法 の 姿 を お ぼ ろ げ な が ら っ か ん で い る こ と に な る(も っ と も 、 一 二 の 表 へ

の 法 条 の 配 分 の し か た に つ い て も 異 論 が あ る の で 、 私 た ち と し て は 、 と り

あ え ず 、 各 表 へ の 編 別 の 問 題 は さ て お き 、 全 体 と し て 古 法 の 雰 囲 気 を う け

と め て い く し か な い)。 そ れ で は 、 以 下 に 、 佐 藤 氏 の 邦 訳 を 示 し て み よ う 。

ゴ チ ッ ク 体 に な っ て い る の は 、 法 律 の 正 文 と 想 定 さ れ て い る 部 分 で あ り 、

通 常 の 字 体 と な っ て い る の は 、 後 代 の 法 学 者 の 著 作 な ど か ら と り だ さ れ た

言 及 部 分 の 訳 で あ る 。 な お 、 こ こ に 集 録 さ せ て 頂 い た 法 文 邦 訳 は 、 主 と し

て 法 条 の 本 体 部 分 だ け で 、 そ の ほ か に 、 さ ら に 多 く の 関 連 法 文 な ど に つ い

て の 訳 が さ き の 佐 藤 氏 の 著 書 の な か に 含 ま れ て い る 。

第 一 表 一 も し 原 告 が(被 告 を)法 廷 に 召 喚 す る な ら ば 、(被 告 は)出

頭 す べ し 。 も し(被 告 が)出 頭 せ ざ れ ば 、(原 告 は)証 人 を 召 喚 す べ し 。

そ の 後 に(原 告 は)被 告 を 捕 ら え る べ し 。

第 一 表 六(両 当 事 者 が)事 件 に つ き 妥 協 せ し 時 は 、 公 言 す べ し 。

第 一 表 七 も し 妥 協 整 わ ざ れ ば 、 コ ミ テ ィ ウ ム な い し フ ォ ー ル ム に お

い て 、 午 前 中 に 事 件 の 概 要 を 陳 述 す べ し 。 両 当 事 者 は 自 ら 申 立 て を お

こ な う べ し 。

第 一 表 八 午 後 に お い て は 、 出 頭 し た 当 事 者 に 判 決 を 附 与 す べ し 。

第 一 表 九 も し 両 当 事 者 出 頭 せ し な ら ば 、 日 没 が 閉 廷 時 た る べ し 。

第 二 表 一aガ ー イ ウ ス=神 聖 賭 金 額 は 、 五 百 ア ス か 五 十 ア ス で あ っ

た 。 即 ち 、 当 事 者 は 訴 訟 物 の 価 額 が 千 ア ス な い し そ れ 以 上 の 場 合 は

五 百 ア ス の 、そ れ 以 下 の 場 合 は 五 十 ア ス の 神 聖 賭 金 額 を も っ て 争 っ た 。

な ん と な れ ば 、 こ れ は 十 二 表 法 の 規 定 す る も の だ か ら で あ る 。 し か し

な が ら 、 も し あ る 人 間 の 自 由 に つ い て の 訴 訟 な ら ば 、 た と え 人 間 が い

か に 貴 い も の で あ る と し て も 、 つ ね に 五 十 ア ス の 神 聖 賭 金 額 を も っ て

争 わ れ る べ き も の で あ る と 、 十 二 表 法 に 規 定 さ れ た 。(Gaius,

Institutiones,4,15)

第 二 表 一bガ ー イ ウ ス=審 判 人 申 請 に よ る(法 律)訴 訟 は 、 十 二 表

法 が 問 答 契 約 に よ る 請 求 を こ の 方 式 に よ る べ き も の と 規 定 し た よ う

に 、 法 律 が こ の 方 式 で 訴 訟 を 実 行 し た 場 合 に 用 い ら れ た 。(Gaius,

Institutiones,4,17a)

第 三 表 一 債 務 が 承 認 さ れ 、 ま た 裁 判 に お い て 事 件 に つ き 判 決 が 下 さ

れ し と き は 、 三 十 日 が 猶 予 期 間 た る べ し 。

第 三 表 二 こ の 後 に は じ め て 掌 捕(manusiniectio)が 実 行 さ れ る べ

し 。(し か し て)法 廷 に 引 き 連 れ る べ し 。

第 三 表 三 も し 彼 判 決 を 履 行 せ ず 、 あ る い は い か な る 者 も 彼 の た め 担

保 を 提 供 す る こ と な か り せ ば 、 汝(債 務 者 を)自 分 と と も に 引 き 連 れ

る べ し 。 最 少 十 五 ポ ン ドの 鎖 な い し 足 枷 に よ り て 束 縛 す べ し 。 ま た も
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し(彼)望 む な れ ば そ れ を 越 え る(重 さ の 鎖 な い し 足 枷 に て)束 縛 す

べ し 。

第 三 表 五 ゲ ル リ ウ ス ー し か し な が ら 、 妥 協 期 間(iusinterea

paciscendi)と い う も の が あ っ た 。そ し て も し 妥 協 が 整 わ な い な ら ば 、

六 十 日 間 鎖 に つ な が れ る 。 こ の 期 間 中 、 三 日 続 く 開 市 日 に 民 会 に お い

て 法 務 官 の 面 前 に 引 き 出 さ れ た 。 そ こ で 判 決 に よ っ て(定 め ら れ た)

請 戻 金 が 公 表 さ れ た の で あ る 。 さ ら に ま た 、 第 三 の 開 市 日 に 頭 格 刑 を

受 け る か 、あ る い は テ ィ ベ リ ス 河 を 越 え て 外 国 に 売 却 さ れ た の で あ る 。

(Gellius,NoctesAtticae,20,1,46～47)

第 三 表 六 第 三 の 開 市 日 に 彼 ら は(責 任 を 負 う 者 を)部 分 に 切 断 す べ

し 。 多 く 切 断 す る も 、 あ る い は 少 な く 切 断 す る も 罪 な か る べ し 。

第 四 表 二aパ ピ ニ ア ー ヌ ス ー 法 律 が 父 に そ の 息 子 に た い す る 生

殺 与 奪 の 権 を 与 え て か ら 。(Papinianus,CollatioMosaicarum

etRomanarumLegum,4,8)

第 四 表 二bも し 父 そ の 息 子 を 三 回 売 却 し た れ ば 、(そ の)息 子 は 父 よ

り 自 由 た る べ し 。

第 五 表 三 あ る 者 が 家 産 な い し 財 物 の 後 見 に つ き 遺 贈 し た る と き 、 そ

れ は 法 た る べ し 。

第 五 表 四 も し 彼 が 無 遺 言 に て 死 亡 し た な ら ば 、 彼 に 相 続 人(sui

heredes)な き と き は 、 最 近 の 宗 族 が 家 産 を 所 有 す べ し 。

第 五 表 五 も し 宗 族 な き と き は 、ゲ ン ス 構 成 員 が 家 産 を 〔所 有 す べ し 〕。

第 五 表 七aも し 精 神 錯 乱 者 な ら ば 、 彼 自 身 と 彼 の 財 物 に た い す る 権

力 は 、 宗 族 と ゲ ン ス 構 成 員 に 帰 属 す べ し 。

第 五 表 十 ガ ー イ ウ ス=こ の(遺 産 分 割)訴 訟 は 、 十 二 表 法 か ら は じ

め ら れ た も の で あ る 。(Gaius,Digesta,10,2,1pr.)

第 六 表 一 拘 束 行 為 と 譲 渡 行 為 と を な す さ い に 、 言 葉 で 言 明 し た る と

き 、 そ れ は 法 た る べ し 。

第 六 表 三 土 地 のususとauctoritasと は 二 年 た る べ く 、 そ の 他 の 物

のususとauctoritasと は 一 年 た る べ し 。

第 六 表 五bパ ウ ル ス ー 十 二 表 法 は 握 取 行 為 と 法 廷 譲 与 を 確 言 し て い

る 。(Paulus,FragmentaQuaeDicunturvaticana,50)

第 六 表 七 家 屋 な い し ぶ ど う 架 に 用 い ら れ し 梁 木 は 、 こ れ を 破 壊 し 抜

取 す べ か ら ず 。

第 七 表 七 道 路 を 整 え る べ し 。 も し 整 え ざ れ ば 、(通 行 権 者 は)望 む と

こ ろ を 駄 獣 に て 進 む べ し 。

第 七 表 八aも し 雨 水 が 損 害 を 与 え る な ら ば

第 七 表 九bポ ン ポ ー ニ ウ ス=も し 樹 木 が 風 の た め 隣 人 の 土 地 か ら 汝
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の 土 地 に 傾 い て き た な ら ば 、 十 二 表 法 に も と づ き 、 汝 は 直 ち に そ の 樹

木 を 除 去 す る こ と が で き る 。(Pomponius,Digesta,43,27,2)

第 八 表 一bキ ケ ロ ー わ が 十 二 表 法 は わ ず か の 非 行 に た い し て も 死 刑

に よ っ て 制 裁 を 加 え た が 、 そ の 中 に 次 の よ う な 制 裁 も 含 ま れ て い る 。

即 ち 、 い か な る 者 も 他 人 に た い し 悪 口 を た た き 、 な い し は 侮 辱 す る よ

う な 呪 文 を と な え た ば あ い で あ る 。(Cicero,DeRePublica,

4,10,12)

第 八 表 二 も し 彼 が(他 人 の)四 肢 を 分 離 せ し め 、 妥 協 と と の わ ざ る

と き は 、 同 害 報 復(talio)た る べ し 。

第 八 表 三 も し 手 な い し 杖 に て(他 人 の)骨 を 折 り た れ ば 、 自 由 人 の

ば あ い は 三 百 ア ス の 罰 金(poena)を 、 奴 隷 の ば あ い な れ ば 百 五 十 ア

ス の 罰 金 を 支 払 う べ し 。

第 八 表 四 も し 彼 が 〔そ の 他 の 〕 人 格 権 侵 害 を な し た れ ば 、 二 十 五 ア

ス が 罰 金 た る べ し 。

第 八 表 九 プ リ ー ニ ウ ス=夜 陰 に ま ぎ れ て 収 穫 し た 穀 物 を 窃 取 し 、 ま

た 穀 物 を 刈 り 取 っ た 成 熟 者 は 、 十 二 表 法 に よ り 死 刑 た る べ く 、 ま た ケ

レ ス 神 に 捧 げ ら れ た も の と し て 殺 害 さ れ る べ き も の と 命 じ て い る 。

そ れ が 未 成 熟 者 の ば あ い に は 法 務 官 の 職 権 に よ り 答 で 打 た れ る

か 、あ る い は 二 倍 額 の 損 害 賠 償 の 判 決 を 受 け る か の い ず れ か で あ っ た 。

(Plinius,NaturalisHistoria,11,45)

第 八 表 十 二 も し 夜 陰 に 窃 盗 が な さ れ し と き は 、 盗 人 を 殺 害 す る も 、

(そ の 盗 人 は)法 に よ り 殺 害 さ れ た る も の た る べ し 。

第 八 表 十 五b… 皿 と 腰 帯 と に よ り …

第 八 表 十 七 ガ ー イ ウ ス=十 二 表 法 は 盗(品)の 使 用 取 得 を 禁 止 し て

い る 。(Gaius,Institutiones,2,49)

第 八 表 十 八aタ キ ト ゥ ス ー 十 二 表 法 に は 、 い か な る 者 も 十 二 分 の 一

以 上 の 割 合 の 利 息 を か け て は な ら な か っ た こ と が 規 定 さ れ て い る 。

(Tacitus,Annales,6,16)

第 八 表 ニ ー 保 護 者 が も し 被 保 護 者 に た い し 詐 欺 を お こ な え ば 、 そ の

保 護 者 は 神 に 捧 げ ら れ た 者 た る べ し 。

第 八 表 二 二 自 ら を 証 人 な い し 衡 器 把 持 者 と し て 召 喚 を 許 容 せ し 者

は 、 も し 証 言 せ ざ れ ば 、 破 廉 恥 か つ 証 言 能 力 な き 者 た る べ し 。

第 九 表 四 ポ ン ポ ー ニ ウ ス=頭 格 事 件 を と り あ つ か う 捜 査 ・訴 追 官 は 、

重 大 事 件 捜 査 訴 追 官 と 呼 ば れ 、 こ れ に つ い て は 十 二 表 法 も ま た 規 定 し

て い る 。(Pomponius,Digesta,1,2,2,23)

第 十 表 一 死 者 を ロ ー マ 市 内 に お い て 埋 葬 し 、 あ る い は 火 葬 に 附 す べ

か ら ず 。
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第 十 表 四 婦 人 た ち は 頬 に 涙 を 流 し て は な ら ず 、 ま た 葬 儀 故 に 哀 歌 を

唱 す べ か ら ず 。

第 十 表 八 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 。

第 十 一 表 一 キ ケ ロ=(十 人 委 員 会 が)最 高 の 公 正 さ と 叡 智 と を も っ

て 十 表 の 法 律 を 起 草 し た と き 、 次 の 年 に 別 の 十 人 委 員 会 を か わ り に 選

出 さ せ た 。 同 一 こ の 新 し い 十 人 委 員 会 は 、 二 表 の 不 公 正 な る 法 律 を 追

加 し た 。 通 婚 に つ い て 彼 等 は 、 い か な る プ レ ー ブ ス も バ ト

リ キ と 婚 姻 し て は な ら な い と す る 、 も っ と も 非 人 間 的 な 法 律 に よ っ て

規 制 し た 。(Cicero,DeRePublica,2,36,61)

第 十 二 表 三 も し 真 の 権 利 な く 訴 訟 の 目 的 物 を 保 有 す る な ら ば 、 ま た

も し 彼 が 望 む な ら ば 、 官 は 三 名 の 仲 裁 人 を 任 命 す べ し 。 そ の 仲 裁

に よ り て 果 実 の 二 倍 の 損 害 額 を 支 払 う べ し 。

〈H>

(1)(a)こ れ 以 降 は 、 佐 藤 氏 に よ る 邦 訳 の 部 分 に つ い て の 、 筆 者 の 、

読 み 解 き 風 の 解 説 で あ る 。 ま ず 、 第 一 表 は 、 被 告 と な る は ず の 人 物 を 民 事

裁 判 の 法 廷(法 律 訴 訟 手 続 第 二 表 参 照)に 召 喚 す る 規 定 に は じ ま り 、

そ の 法 廷 の 終 了 に か ん す る 規 定 で 終 わ る 。 具 体 的 で 、 比 較 的 て い ね い な 規

定 が な ら ん で い る と こ ろ が 、 注 目 点 で あ る 。 裁 判(訴 訟)に 対 す る 世 間

と り わ け 、社 会 的 弱 者 の 関 心 が 大 き か っ た せ い で あ ろ う 。 実 の と こ

ろ 、 法 と い う も の は 、 公 開 の 裁 判 と い う公 的 な 場 に お い て も っ と も 尖 鋭 な

か た ち で 登 場 し 、 関 係 者 に よ っ て も っ と も 強 く 具 体 的 に 意 識 さ れ る 。 そ の

第 一 表 か ら 第 三 表 ま で に は 、 民 事 訴 訟(ロ ー マ の 民 事 訴 訟 は 現 代 の そ れ の

扱 う 事 案 よ り も は る か に 広 い 範 囲 の 事 案 に お よ ぶ)関 連 の 規 定 が な ら ぶ 。

第 一 表 の も の と し て は 、 上 の 条 文 の 邦 訳 一 覧 に 収 録 さ れ て い な い も の を 含

め て 、 か な り の 数 の 法 条 の 内 容 が 判 明 し て い る 。 第 一 表 一 の 規 定 か ら う か

が え る こ と で あ る が 、 訴 え で る 者 が 、 自 力 つ ま り 、 腕 力(ゲ バ ル ト)

を 用 い て で も カ つ く で 相 手 方 を 執 政 官(の ち に は 法 務 官)の 司 宰 す る

法 廷 へ ひ き だ し 、 自 身 の イ ニ シ ヤ テ ィ ヴ に よ り訴 訟 を ス タ ー ト さ せ る こ と

が 許 さ れ て い る と こ ろ に 、 古 い 、 実 力 主 義 に の っ と っ た 、 法 の 姿 の 特 徴 が

見 え る 。 つ ま り 、 こ れ は 、 い わ ば 、 自 力 救 済 の な ご り な の で あ る 。 た だ 、

訴 え で る 者 が 、 召 喚 に し た が わ な い 者 に 実 力 を 行 使 し て こ の 者 を 連 行 す る

す る さ い に は 、 近 く に い る 人 や 身 内 の 者 に 証 人 に な っ て も ら う 必 要 が あ る

(同 じ よ う な 証 人 参 加 の 求 め ら れ る ケ ー ス は 、重 大 な 窃 盗 犯 人 へ の 対 応 の さ

い に も 見 ら れ る 第 八 表 一 二 ・第 八 表 一 三)。 全 般 的 に 言 え ば 、 中 立 の

第 三 者 の 関 与 の も と に と り 行 な わ れ る 訴 訟 の 手 続 と い う も の が き ち ん と 法

規 化 さ れ て い る 点 に 進 化 の あ と が 観 察 さ れ る が 、 こ れ は 、 被 告 の 地 位 に お
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か れ る こ と の 多 い 平 民 が 、 自 ら の 身 の 安 全 の た め に 適 正 な 手 続 を 公 定 す る

こ と を 当 局(貴 族 層)に 強 く 求 め て き た 成 果 で あ る 。 ま た 、 こ れ は 、 べ つ

の 角 度 か ら 見 れ ば 、 強 い 者 が 有 利 に な り が ち な 自 力 救 済 を 制 限 す る あ ら た

な 仕 組 み で も あ っ た 。 な お 、 公 権 力(と り わ け 司 法 ・行 政 権 力)が 法 生 活

を 統 制 下 に お く 傾 向 は 、 人 類 の 歴 史 の う え で は 、 国 家 権 力 が 成 熟 し た ず っ

と 後 の 出 来 事 で あ る 。 一 方 に お い て 、民 事 訴 訟(裁 判)の ほ か に 、和 解(妥

協 一 示 談)の 制 度 が 明 記 さ れ て い る と こ ろ も 、 注 目 点 で あ る 。 と こ ろ で 、

一 二 表 法 制 定 前 に は
、 広 い 意 味 に お け る 民 事 的 な 紛 争 の 解 決 の た め に は 、

い っ た い ど の よ う な 手 段 が 存 在 し た の で あ ろ う か?刑 事 事 件 で あ れ ば 、国

家 具 体 的 に は 、 国 王 な ど の 権 力 者 や そ れ に か わ る 組 織 が そ れ に 関

心 を 強 く も つ の で 、 処 罰 や 再 発 防 止 の た め に 、 公 権 力 を フ ル に 用 い て 処 理

が な さ れ る が(こ の 場 合 で も 、 た と え ば 王 が 捜 査 ・審 理 ・処 罰 を 一 手 に ひ

き う け る パ タ ー ン と 、 王 の 統 御 の も と で 、 そ の 支 配 下 に あ る 組 織 が そ れ ら

の 任 務 に あ た る パ タ ー ン と が あ ろ う)、 民 事 事 件 の 場 合 、建 国 の は じ め か ら 、

国 家 が 積 極 的 に ト ラ ブ ル の 処 理 に の り だ す 、 と い っ た 状 況 は ま ず 想 定 で き

な い 。 お そ ら く 、 現 代 の 場 合 と 同 じ よ う に 、 軽 度 の 紛 争 ・対 立 の さ い に は 、

私 人 間 で と り お こ な わ れ る 和 解(現 代 の 和 解 一 示 談 、 調 停 、 仲 裁 な ど を ひ

っ く る め た も の)で 解 決 が つ き(も っ と も 、 社 会 的 弱 者 は 、 和 解 の 美 名 の

も と に 、 し ば し ば 強 者 に よ っ て 和 解 へ と 追 い こ ま れ た で あ ろ う が 、 こ れ は

む し ろ ホ ン ネ の ゾ ー ン の 話 で あ る)、 特 別 の 場 合(た と え ば 、係 争 額 が 大 き

か っ た り 、訴 訟 に 社 会 的 メ ン ツ や 政 治 的 な 抗 争 が か ら ん で い た り す る と き)

に か ぎ っ て 、 国 家 が そ れ な り の か た ち で 関 与 す る 訴 訟 手 続 が 慣 行 的 に 形 成

さ れ て い っ た の で は な か ろ う か 。 こ の よ う な 理 解 の し か た に あ っ て は 、 べ

一 ス に 「民 」 の 要 素 が あ り 、 「公 」 の 要 素 が あ と で っ け 加 わ っ た 、 と い う 流

れ が 背 景 に 想 定 さ れ て い る が 、 逆 に 、 「公 」 の 要 素 の な か に 「民 」 の 要 素 が

あ と で 割 っ て 入 っ て い っ た(た と え ば 、 王 は 当 初 は 民 事 訴 訟 を 一 手 に ひ き

う け て 、 民 事 紛 争 の 解 決 に リ ー ダ ー シ ッ プ を 発 揮 し て い た が 、 の ち に 、 国

務 多 忙 な ど の 理 由 に よ り 、 「民 」(民 間 人)に 紛 争 解 決 の 任 務 を 一 部 ゆ だ ね

た)、 と い う 流 れ も 考 え ら れ る 。 そ し て 、第 三 の 可 能 性 と し て 、「公 」 と 「民 」

の 妥 協 に よ り 、 公 民 合 体 型 の ニ ュ ー ・ タ イ プ の 手 続 が あ ら た に 誕 生 し た 、

と い う の も あ る 。 な お 、 「公 」 と い う さ い 、 世 俗 権 力 の こ と が ふ つ う 想 定 さ

れ る が 、 ロ ー マ の 古 い 時 代 に は 、 宗 教 に ま つ わ る 権 力 も 重 要 な 役 割 を は た

し て い る 。 と り わ け 、 宗 教 的 な 道 具 だ て の も と で 民 事 訴 訟 が 運 営 さ れ て い

る ロ ー マ の ケ ー ス で は 、 そ の こ と が あ て は ま る 。 い ず れ に し て も 、 一 二 表

法 中 に 「民 」の 出 来 事 で あ る 和 解(法 条 一 覧 で は 、「妥 協 」 と い う 第 一 表 六 ・

七 に 見 え る 訳 語 に あ た る も の が こ れ で あ る)が 明 記 さ れ て い る こ と は 、 い

っ た ん 訴 訟 手 続 が 開 始 し た あ と で も(現 実 に は 、 あ と だ か ら こ そ 和 解 の 道
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が さ ぐ ら れ る 、 と も 言 え る が)、 和 解 の 余 地 が 残 さ れ て い る こ と を 示 し て い

る の は も ち ろ ん で あ る が 、 他 方 で 、 訴 訟 に 突 入 す る 以 前 の 段 階 に お い て も

リ ー ズ ナ ブ ル な 和 解 の 道 を さ ぐ る 慣 行 が あ っ た こ と を 想 像 さ せ る 。

(b)第 一 表 二 か ら 四 に は 、 追 求 を う け た 者(被 告 と な る は ず の 者)が 追

求 す る 者 を 欺 い た り 、 あ る い は 逃 亡 し た り す る さ い に 、 後 者 が 、 実 力 を 行

使 し て 、 前 者 を つ か ま え る こ と(二)、 追 求 を う け た 者 が 病 人 で あ っ た り 、

老 人 で あ っ た り し た 場 合 に 、 追 求 す る 者 の 側 が 車 を 用 意 す る こ と(も っ と

も 、車 に 日 よ け の 布 な ど を か け て や る サ ー ヴ ィ ス の 義 務 ま で は な い)(三)、

追 求 を う け た 者 本 人 が 法 廷 に 出 頭 せ ず に 、 そ の 者 と 経 済 的 に 同 格 以 上 の 者

が 、 担 保 人 と し て か わ り に 防 御 者 と し て 法 廷 に 登 場 す る か た ち を 認 め る こ

と(四)、 な ど の 法 条 が あ る(後 出 の 末 松 訳 を 参 照)。 こ れ ら の 規 定 に 細 や

か な 配 慮 も 見 え る の は 、 弱 者 保 護 の 立 法 趣 旨 が い く ら か 反 映 さ れ て い る か

ら で あ ろ う 。 第 一 表 五 に は 、 第 六 表 一 に 見 え る 〈nexum>と 〈mancipium>

に か か わ る ル ー ル が 、 同 盟 な ど に よ り ロ ー マ と 特 別 な 政 治 的 関 係 に た っ て

い る 他 の 共 同 体 市 民 に も 適 用 さ れ る こ と を 示 す 規 定 が あ っ た と 考 え ら れ て

い る が 、 そ の こ と と 、 第 一 表 に あ る 一 連 の 訴 訟 規 制 ル ー ル と の 関 係 は 、 か

な ら ず し も 明 ら か で は な い 。 な お 、 第 一 表 一 〇 の 規 定 に よ り 、 一 日 で 決 着

が っ か な か っ た と き(し ば し ば そ う い う こ と は 生 じ た で あ ろ う)、 次 回 の 審

理 の 被 告 が 出 頭 す る こ と を 担 保 す る 担 保 人 が た て ら れ 、 こ の 者 と 原 告 の あ

い だ に 再 出 頭 担 保 問 答 契 約(vadimonium)が 締 結 さ れ る 。 も ち ろ ん 、 担

保 人 が そ の 責 任 を は た さ な い と き は 、 こ の 者 の 方 が 責 任 を 訴 訟 で 問 わ れ る

こ と に な る 。

[末 松 訳]

11.も し 人 を 法 廷 に 召 喚 す る と き は 、 そ の 者 は 行 く べ し 。 そ の 者 行 か

ざ る と き は 、 謹 人 を 呼 び 、 し か し て こ れ を 逮 捕 す べ し 。

2.そ の 者 も し 回 避 ま た は 逸 走 せ ん と す る と き は 、 手 を 加 う べ し 。

3.そ の 者 も し 疾 病 あ り ま た は 老 齢 な る と き は 、 召 喚 者 に お い て 朝 駄

用 家 畜 を 具 う べ し 。 た だ し 好 意 に 出 ず る の ほ か は 、 有 蓋 の 車 輌 を

用 う る を 要 せ ず 。

4.富 裕 者 の た め に は 、 富 裕 者 の み 保 謹 人 た る こ と を 得 。 細 民 の た め

に は 、 な に び と に て も 保 謹 人 た る こ と を 得 べ し 。

5.も し 當 事 者 隻 方 に お い て 妥 協 し 得 る と き は 、 妥 協 を 遂 げ し む べ

し 。

6.も し 當 事 者 間 に 妥 協 の 整 わ ざ る と き は 、 コ ミ テ ィ ウ ム ま た は フ ォ

ル ム に お い て 午 前 中 に 相 互 の 面 前 に て 事 件 概 要 の 陳 述 を な さ し む

べ し 。

7.午 後 に お い て 出 頭 の 當 事 者 に 判 決 を 許 與 す べ し 。
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8.日 没 を も っ て 法 廷 閉 鎖 時 間 と す べ し 。

※ 佐 藤 訳 の 第 一 表 五 と 末 松 訳 の15と は 対 応 し て い な い 。 こ の15に 対

応 す る の は 第 一 表 六 で あ る 。1の5-6-7-8は 第 一 表 の 六 一 七 一 八 一 九

に そ れ ぞ れ 対 応 す る(六 、 七 、 八 お よ び 九 に つ い て は 、 法 文 訳 を 参 照 し て

頂 き た い)。 末 松 訳 に は 、 第 一 表 五 お よ び 第 一 表 一 〇 に 対 応 す る も の は な

い 。 こ の こ と が 示 す よ う に 、 法 文 の 想 定 の し か た や 法 文 の 配 置 だ け を と っ

て み て も 、 学 者 間 で 見 解 の ち が い が あ る 。 こ の 点 に か ん し て は 、 定 説 は 存

在 し な い 、 と 言 っ て も 過 言 で は な か ろ う。

(H)(a)第 二 表 に は 、 ニ タ イ プ の 民 事 訴 訟 手 続(計 五 種)に つ い て の

規 定 が あ る が 、 ロ ー マ 市 民 の 最 大 の 関 心 事 で あ る 裁 判(こ れ が 、 本 法 制 定

前 に は 、 か な り 恣 意 的 に な い し は ル ー ス に 運 用 さ れ て い た 可 能 性 が 高 い)

の 全 容 を つ き と め る こ と は 、残 存 資 料 が 少 な い た め に 、十 分 に は で き な い 。

と こ ろ で 、 訳 文 の 冒 頭 部 分 に 「ガ ー イ ウ ス 」 と い う 表 現 が あ る の は 、 上 述

の と お り 、 法 律 の 正 文 と 推 測 さ れ る も の を 示 す の で は な く て 、 あ る 法 学 者

(ガ ー イ ウ ス は 一 二 表 法 制 定 後 六 〇 〇 年 た っ て 登 場 し て き た 有 力 な 人 物 で

あ る)が 自 身 の 著 作 に 過 去 の こ と を 記 し て い る 内 容 を 示 す 。 も ち ろ ん 、 法

律 の 正 文 と さ れ て い る も の が 後 代 に な っ て 引 用 さ れ て い て も 、 そ れ が は た

し て 眞 に も と の ま ま の 表 現 を 伝 え て い る か ど う か は つ ね に 問 題 で あ る が 、

そ れ 以 上 に 、 後 代 の 学 者 の 、 そ の 時 代 な り の 解 説 に は 全 面 的 な 信 頼 を お く

こ と は で き な い 。 た だ 、 紀 元 前 一 世 紀(つ ま り 、 法 典 編 纂 か ら 四 〇 〇 年 も

た っ た 時 期)に お い て も 、 一 二 表 法 の 正 文 が 愛 唱 歌 の よ う に し て 子 ど も た

ち に よ っ て 言 わ れ て い た 、 と 文 人 ・政 治 家 で あ る キ ケ ロ ー が 伝 え て い る こ

と だ け は 註 記 し て お く 必 要 が あ る 。 正 文 の も と の 姿 は 、 意 外 に も 、 そ の 意

味 す る と こ ろ が か な ら ず し も 知 ら れ な い ま ま に 、 言 葉 と し て 後 代 の 人 々 に

知 ら れ て い た か も し れ な い か ら で あ る 。

(b)第 二 表 一aに 見 え る 「神 聖 賭 金 に よ る 法 律 訴 訟 」 は 民 事 訴 訟 の 原 型

の 一 つ で あ る 。 両 当 事 者 が 、 敗 訴 の さ い そ の 賭 金 を 失 な っ て し ま う リ ス ク

を 負 担 し な が ら 、 神 殿 に 賭 金 を 供 託 す る 、 と い う 仕 組 み は 、 訴 訟 と い う も

の が 、 そ の 当 時 、 人 間 に と っ て 重 い 存 在 で あ っ た 神 と い う も の の ま え で 自

身 の 主 張 が 正 し い か ど う か を た し か め て も ら う儀 式 で も あ る こ と を 示 し て

お り 、 手 続 に 宗 教 色 が 色 こ く 残 っ て い る こ と が わ か る 。 こ の 神 聖 賭 金 は 供

託 金 の よ う な 意 味 あ い を 結 果 的 に も つ こ と に も な っ た が 、 も と も と 、 こ れ

は 、 銅 ・青 銅 の 塊 や 家 畜 と か の か た ち で 提 出 さ れ て い た 。 貨 幣 経 済 の 時 代

に 入 っ て か ら は 、 貨 幣 が そ の 手 段 と し て 用 い ら れ て い る 。 一 二 表 法 法 文 中

の 「ア ー ス 」が す で に 貨 幣 の 単 位 を 意 味 す る も の と な っ て い る か ど う か は 、

か な ら ず し も 明 ら か で は な い 。 い ず れ に し て も 一 定 の 価 値 を も つ も の が 、

計 量 さ れ た う え で 、 引 渡 さ れ た の で あ る 。 両 者 の 訴 え の ど ち ら が 正 し い か
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を 判 定 す る 地 位 に た つ の が 宗 教 官 か 、 そ れ と も 俗 人 か(公 人 か 、 私 人 か)、

は 不 明 で あ る 。 こ れ が 原 初 の 訴 訟 の 姿 で あ っ た と 想 像 さ れ る が 、 そ の 後 、

神 殿 へ で は な く て 、 法 廷 へ と 神 聖 賭 金 が 提 出 さ れ る か た ち で 、 世 俗 人 で あ

る 法 務 官 の 指 揮 の も と で 私 人 審 判 人 が 判 定(判 決)を 下 す 手 続 へ と 移 行 し

た 。 「法 律 訴 訟(legisactio)=法 律 の 訴 訟 」 と 名 づ け ら れ て い る 理 由 の

一 っ は
、 こ の タ イ プ の 、 法 務 官 の 掌 理 し て い る 民 事 訴 訟 が 、 法 律(lex)に

依 拠 し て と り 行 な わ れ な け れ ば な ら な い 、 と い う こ と で あ り 、 こ こ で は 形

式 一 方 式 の し ば り が き わ め て 強 力 で あ っ た 。訴 訟 の ス タ ー ト地 点 で 言 え ば 、

原 告 は 、 所 定 の 式 語 を 、 口 頭 で 述 べ 、 し か も 、 儀 式 上 の ス タ イ ル に の っ と

っ て 動 作 を し て い か な け れ ば な ら な い 。 ど こ か で ミ ス を す る と 、 そ の こ と

だ け で 敗 訴 し 、 し か も 、 一 事 不 再 理 の ル ー ル に よ っ て 、 そ れ 以 後 は 動 き を

封 じ ら れ て し ま う。 奇 妙 な こ と に 、 す で に 一 二 表 法 制 定 当 時 に お い て 、 こ

の 民 事 訴 訟 手 続 は 、 第 一 段 の 法 廷 手 続(injure)と 第 二 段 の 審 判 人 手 続

(apudjudicem)と に わ か れ 、 前 者 は 法 務 官(も と も と は 、 執 政 官)が 指

揮 し 、 訴 訟 案 件 の 構 造 面 を 審 査 し 、 訴 え で た 者 に 手 続 上 訴 権 が あ る か ど う

か を 決 定 す る こ と に な っ て い る 。 つ ま り 、 彼 は 、 い わ ば 法 律 問 題(タ テ マ

エ)に つ い て 決 着 を つ け る わ け で あ る 。 後 者 は 、 私 人 で あ る 審 判 人(当 事

者 間 の 合 意 に よ っ て 選 任 さ れ る 場 合 と 、 合 意 が な り た た な く な っ た 結 果 、

元 老 院 議 員 で 構 成 さ れ て い る 審 判 人 集 団 の な か か ら 、 一 名 を 選 出 す る 方 法

を と る 場 合 、 と が あ る)な ど が 、 証 拠 調 べ を 行 な う こ と に よ り 、 事 実 を 審

査 し て 、 最 終 判 決 を 下 す 。 彼 は 事 実 問 題(ホ ン ネ)を 主 と し て と り あ つ か

う の で あ る が 、 も ち ろ ん 、 事 実 調 べ の プ ロ セ ス で 、 法 律 問 題 も と り あ つ か

う必 要 が 生 じ た で あ ろ う(こ の 法 律 訴 訟 の あ と に 登 場 し て き た 方 式 書 訴 訟

の 中 味 に つ い て の[1]部 門 第 五 章 第 五 項:p.81ff.の 記 述 も 御 参 照 頂 き た

い)。 な お 、現 代 の 場 合 と は ち が っ て 、判 決 そ れ 自 体 に は 執 行 力 は な い の で 、

勝 訴 者 が 強 制 執 行 の 手 段 を と る 必 要 が 生 じ て く る さ い に は 、 法 律 訴 訟 の 一

種 で あ る 「掌 捕 に よ る 法 律 訴 訟(legisactiopermanusinjectionem)」

を あ ら た に 提 起 し て い か な け れ ば な ら な い 。 第 三 表 二 以 下 の 規 定 が そ の 展

開 に 関 連 す る ル ー ル を 定 め て い る 。 こ の よ う に 訴 訟 の 局 面 を 二 つ に わ る 、

と い う 発 想 は 、比 較 法 上 か な り ユ ニ ー ク な も の で は な か ろ う か 。 も っ と も 、

紀 元 後 の 時 代 に 入 る と 、裁 判 の 構 造 が 変 化 し て 、訴 訟 の 局 面 は 一 元 化 さ れ 、

裁 判 官 が 手 続 の プ ロ セ ス 全 体 を 完 全 に 統 轄 す る タ イ プ の 、 現 代 の 私 た ち の

知 っ て い る 民 事 訴 訟 と よ く 似 た 仕 組 み に な っ て く る 。

つ ぎ に 、ガ ー イ ウ ス と い う 後 代 の 法 学 者 が 伝 え て い る 、具 体 的 な 訴 訟(所

有 物 返 還 請 求 訴 訟(reivindicatio))の 流 れ の 一 つ を た め し に 見 て み よ う 。

① 法 務 官 の 面 前 で 、 原 告 は 、 被 告 を ま え に し て 、 係 争 物 た と え ば 、 奴

隷 ま た は そ れ を 象 徴 す る よ う な も の を も ち こ ん で 、 儀 式 的 な 返 還 請 求
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を 行 な う の で あ る が 、 そ の さ い 、 彼 は 、 対 象 を つ か み 、 そ れ を 杖(棍 棒)

で ふ れ て 、「こ の 私 は こ の 奴 隷 が そ の 原 因 に し た が っ て 古 市 民 法 に も と つ い

て 私 の も の で あ る こ と を 言 明 す る 。 見 て み よ 、 私 が 言 っ た よ う に 、 私 は 、

君 に む か っ て 、 杖(杖 は 、 槍 を 象 徴 す る も の と 言 わ れ 、 所 有 権 保 有 を 外 に

む か っ て 示 す も の と な っ て い る)を[こ の よ う に]お い た 。」 と 言 明 す る 。

こ れ を う け て 、 被 告 側 は 、 原 告 の 所 有 返 還 請 求 に 対 抗 し て 、 反 対 の 返 還 請

求 を 同 一 の 動 作 と 文 言(式 語)と を 用 い て 実 行 す る 。 こ の 反 対 返 還 請 求 の

提 示 に よ っ て 対 立 ・対 決 の か た ち が 明 白 に な る(あ え て 反 対 主 張 は し な い

被 告 も 、 も ち ろ ん 存 在 す る)。 ② そ こ で 、 法 務 官 は 、 両 当 事 者 の 、 対 象 に 対

し て 実 力 を 行 使 す る 行 為(自 力 行 使)に か ん し て 、 「双 方 と も 奴 隷 を[手 か

ら]は な す よ う に 。」 と い う 平 和 命 令 を だ す 。 ③ 原 告 は 、 「私 は 、 君 が 、 ど

の よ う な 原 因 か ら 返 還 請 求 し た か 、 と い う 点 に つ い て 、 言 明 す る こ と を 求

め る 。」 と い う 発 言 に よ っ て 、 被 告 に 対 し て 防 御 の 理 由 を た ず ね る 。 こ れ に

対 し て 、被 告 は 、「私 が 杖 を お い た よ う に 、私 は[自 身 の]権 利 を 行 使 し た 。」

と い う よ う に 対 応 す る 。 ④ 原 告 は 、 「君 が 不 法 に 返 還 請 求 し た の で 、私 は 五

〇 〇 ア ー ス を 神 聖 賭 金 と し て 君 に 挑 む 。」 と 発 言 し 、こ れ に 対 し て 、被 告 も 、

「こ の 私 も 君 に[挑 む]。 」 と 応 ず る 。 ⑤ こ の よ う に し て 、 対 決 構 造 が 明 確 に

な り 、 事 の 決 着 は 裁 き 手 の 手 中 に ゆ だ ね ら れ る 。 相 当 な 額 の 金 銭 を 賭 け る

の は 、 も ち ろ ん 世 俗 的 な 意 味 に よ る も の で は な い 。 お そ ら く は 、 両 当 事 者

は 、 神 の ま え で 自 身 の 主 張 が 偽 り で な い こ と を そ れ ぞ れ に 誓 っ た の で あ ろ

う。 訴 訟 で は ど ち ら か が か な ら ず 敗 訴 す る が 、 そ の と き 、 敗 れ た 者 は 神 に

結 果 的 に は 嘘 を つ い た こ と に な り 、 神 か ら 罰 を う け て も 、 し か た が な い 。

そ れ で 、 償 い を 行 な う 気 持 を あ ら わ す 捧 げ 物 と し て 賭 金 を さ し だ す こ と に

す る の で あ る 。 こ れ が タ テ マ エ 上 の 構 造 で あ る が 、 ホ ン ネ 的 に は 、 賭 金 は

訴 訟 費 用 で あ り 、 そ れ を 用 意 す る 資 力 の な い 平 民 は 、 金 が 用 意 で き ず に 、

訴 訟 の 手 段 を 利 用 す る こ と を 断 念 す る こ と も 多 か っ た で あ ろ う。 そ の 神 聖

賭 金 の 額 は そ れ な り に 合 理 的 に 設 定 さ れ て い る 。 と こ ろ で 、 法 条 ① ② に か

ん す る ガ ー イ ウ ス の 解 説 中 に 見 え る 「人 間 の 自 由 」 と い う の は 、 自 由 人 か

奴 隷 か 具 体 的 に は 、 た と え ば 奴 隷 の 扱 い を う け て い る 人 が ほ ん と う は

自 由 人 で あ る こ と を 訴 え て い る ケ ー ス の こ と で あ る 。

(c)第 二 表 一bの 「審 判 人 申 請 に よ る 法 律 訴 訟(legisactioper

postulationem)」 と い う の は 、相 続 財 産 分 離 請 求 訴 訟 や 共 有 物 分 離 請 求 訴

訟 の よ う な 場 合 に は 、 裁 定 を 下 す さ い 、 財 産 の 評 価 を す る 任 務 が つ け く わ

わ る の で 、 専 門 的 知 識 を も つ 者 が 判 断 を 下 す 地 位 に つ く タ イ プ の 手 続 で あ

る 。 さ て 、以 上 の 法 律 訴 訟 の 最 大 の 特 徴 は 、宗 教 的 由 来 も あ っ て 、形 式(儀

式)の し ば り が 強 く 、 形 式 に 違 反 す る 行 動 を 少 し で も と る と 、 敗 訴 し て し

ま う 危 険 が あ っ た こ と で あ る 。 そ の た め に 、 訴 訟 当 事 者 は 、 自 身 の 民 事 的

F-42



請 求 が こ の タ イ プ の 訴 訟 の 枠 組 に き ち ん と は ま る の か ど う か を ま ず 考 え て

み な け れ ば 、 さ き へ 進 め な い う え に 、 訴 訟 手 続 に 入 っ て も 、 式 語 を き ち ん

と 宣 言 す る こ と に も 神 経 を 使 わ な け れ ば な ら な い(一 事 不 再 理 ル ー ル が あ

る の で 、 な お さ ら の こ と で あ る)。 こ こ で は 、 手 続 問 題 の 専 門 家 の 助 け や ア

ド ヴ ァ イ ス が ど う し て も 必 要 と な る 。 そ の 仕 事 を 最 初 に ひ き う け た の は 神

官 で あ り 、 そ の 役 目 を の ち に 法 学 者 が ひ き つ い だ の で あ る 。 そ れ で も 、 訴

訟 手 続 の 制 度 全 体 が 法 規 に よ っ て あ ら た に 規 制 さ れ る よ う に な っ た 点 は 、

公 正 さ を 担 保 す る も の と し て 、 被 告 の 立 場 に た つ こ と の 多 い 平 民 に も そ れ

な り に 評 価 で き る こ と で あ っ た だ ろ う 。 法 廷 を 指 揮 す る 法 務 官 は ト ッ プ ・

ク ラ ス の 貴 族 で あ り 、 判 決 を 下 す 審 判 人 な ど も 、 元 老 院 に 所 属 す る 貴 族 で

あ っ た し 、 両 者 を 背 後 か ら 支 え て い る 法 学 者 も 、 当 初 は 貴 族 上 層 部 の 出 身

で あ っ た 関 係 で 、 平 民 は あ い か わ ら ず 訴 訟 に 参 画 す る こ と が で き な か っ た

の で 、 訴 訟 の 構 造 上 、 民 事 の 裁 判 の 運 用 面 で 平 民 に と く に 有 利 な 変 化 が 画

期 的 に 生 じ た 、 と い う わ け で も な か っ た ろ う 。

(d)第 二 表 一bに は 、 ガ ー イ ウ ス の 説 明 と し て 「問 答 契 約(stipulatio)」

と い う 言 葉 が 登 場 し て く る が 、 こ れ は 、 第 六 表 五bに 示 す 握 取 行 為 と な ら

ん で 、 古 い 由 来 を も つ 制 度 で あ り 、 ロ ー マ 的 な 特 徴 を 示 す も の と な っ て い

る 。 ロ ー マ 法 の 進 化 ・発 展 は 、 こ れ ら の 古 制 か ら 脱 却 す る 歩 み で あ っ た 、

と 言 え る か も し れ な い 。 さ て 、 問 答 契 約 と い う の は 、 ユ ー ッ ピ テ ル 神 と の

か か わ り に お い て 神 聖 な 誓 約(sponsio)を か わ す と こ ろ に 古 い 由 来 を も

っ て お り 、 そ こ で は 、 一 定 の 文 言 形 式 に の っ と っ た 問 と 、 一 定 の 文 言 形 式

に の っ と っ た 答 と が 、 両 当 事 者 の 在 席 の も と で 、 連 続 し て か わ さ れ な け れ

ば な ら な い 。 も と も と は も ち ろ ん ラ テ ン 語 で の 問 答 で あ る が 、 後 代 に 、 ギ

リ シ ア 語 の 使 用 も 認 め ら れ る よ う に な っ た り 、 ま た 、 文 言 形 式 に ヴ ァ ラ エ

テ ィ ー が 生 じ て き た り 、 そ れ か ら 、 問 答 中 に 示 さ れ る 給 付 の 中 味 に 新 種 の

も の が 出 現 し た り す る の は 、 制 度 の 進 化 を 示 す 徴 候 で あ る 。 問 答 契 約 の 最

古 の 文 言 は 、 も ち ろ ん ロ ー マ 人 専 用 の も の で あ る が 、 た と え ば 、 以 下 の よ

う に な る 。「君 は 一 万 セ ー ス テ ル テ ィ ウ ス が 私 に 与 え ら れ る こ と を 誓 約 す る

か?」 と い う よ う に 要 約 者(stipulator)が た ず ね 、 そ れ か ら 、 諾 約 者

(promissor)が 「私 は 誓 約 す る 。」 と 答 え る 。 ロ ー マ 法 発 展 の 一 つ の 到 達

点 で あ る 紀 元 後 の 古 典 期 を す ぎ る と 、 問 と 答 を か わ す こ と に よ っ て 成 立 す

る 契 約 は 、 旧 型 の も の と な り 、 あ ら た に 、 さ ま ざ ま な タ イ プ の 債 務 約 束 も

登 場 す る 。 問 答 契 約 で は 、 法 的 に 許 さ れ な い 給 付 を の ぞ い て 、 す べ て の 給

付 が 訴 求 可 能 な も の と し て 設 定 さ れ る の で 、 そ の 適 用 範 囲 は き わ め て 広 い

も の に な っ た(現 代 で は 想 像 で き な い こ と で あ ろ う が 、 婚 約 と い う 婚 姻 約

束 も 、 比 較 的 古 い 時 代 に は 、 荘 厳 な 問 答 契 約 の ス タ イ ル に よ っ て と り行 な

わ れ た 後 代 に は こ の 方 式 は す て ら れ る)。 現 代 の 契 約 モ デ ル の も つ 厚
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み 、 深 み 、 広 が り の こ と 想 起 し て 頂 け れ ば 、 こ の あ た り の と こ ろ の 理 解 が

容 易 に な ろ う 。

第 二 表 二 は 、 訴 訟 の 関 係 者 の な か に 重 病 人 が で た さ い に 、 審 理 を 延 期 す

る こ と を 定 め て い た よ う で あ る 。

第 二 表 三 に は 、 法 廷 に 出 頭 す る て は ず に な っ て い た 証 人 の 証 言 が 不 出 頭

の た め に え ら れ な い と き に 、 そ の 者 を 召 喚 す る 手 続 に つ い て 記 さ れ て い た

よ う で あ る 。

[末 松 訳]

H1.當 事 者 隻 方 よ り 提 供 す る 神 聖 金 と 稻 す る も の の 額 に 關 す る 規 定 。

2.重 病 、 外 國 人 と 封 審 期 日 の 豫 定 あ る と き 審 判 官 、 仲 裁 官 ま た は

當 事 者 の 一 方 に こ れ ら の 事 故 の あ る と き は 、 訴 訟 の 進 行 を 延 期 す

べ し 。

3.謹 言 訣 亡 す る と き は 、 そ の 人 の 戸 外 に 至 り 大 聲 に そ の 人 を 呼 び 第

3日 に そ の 人 の 出 廷 を 要 す る こ と を 告 ぐ べ し 。

※ 第 二 表 に か ん し て は 、 末 松 訳 と 佐 藤 訳 が う ま く マ ッ チ し て い る(他 の

表 に つ い て は 、 両 者 の あ い だ で 見 解 が わ か れ て い る が)。

(皿)(a)第 三 表 の 一 か ら 六 に は 、 責 任 確 定 と い う タ テ マ エ の 部 分 に 対

し て 、 責 任 追 及 の 実 行 と い う ホ ン ネ の 部 分 に 相 当 す る 、 と い う位 置 づ け に

も な る 強 制 執 行 手 続(傘 捕 に よ る 法 律 訴 訟(legisactiopermanus

injectionem))が 詳 細 に 規 定 さ れ て い て 、 私 た ち は 当 時 の 執 行 の 姿 を か な

り 正 確 に 知 る こ と が で き る 。 強 制 執 行 が 国 家 の 手 で と り行 な わ れ る よ う に

な っ た 現 代 か ら 見 る と 、 自 力 に よ っ て 請 求 を 貫 徹 す る よ う に さ せ る 、 と い

う ロ ー マ の や り か た は 奇 妙 な も の と う け と ら れ る か も し れ な い 。と こ ろ で 、

現 代 で は 、 そ の 強 制 執 行 は 、 物(財 産)に む け ら れ て い て 、 人 格 そ の も の

へ の 打 撃 は 回 避 さ れ る よ う に な っ て い る が 、 ロ ー マ で は 、 人 的 執 行(対 人

執 行)が ふ つ う で あ り 、 後 代 に な っ て 、 よ う や く 対 物 執 行 の 道 が ひ ら か れ

た だ け で あ る 。 こ れ が 以 下 の 記 述 の 前 提 で あ る 。 人 権 を 問 題 と す る 現 代 の

人 々 か ら は 、 一 二 表 法 の 引 責 シ ス テ ム が 、 野 蛮 で 、 非 難 の 対 象 と な る こ と

は 必 至 で あ る が 、 そ の 当 時 と し て は 、 こ れ で も 、 け っ こ う 進 化 し 、 改 良 さ

れ た 手 続 な の で あ っ た 。 少 な く と も 、 債 務 者 一 被 告 の 地 位 に お し こ め れ る

こ と が 多 か っ た 平 民 は 、 そ れ ま で と は ち が っ て 、 債 権 者 一 原 告(多 く は 、

貴 族)か ら 、 有 責 判 決 の あ と に 即 時 の 人 的 執 行 に さ ら さ れ る 、 と い っ た よ

う な こ と が な く な り 、 三 〇 日 間 の 時 を か せ い で 、 な ん と か 活 路 を 見 出 す こ

と も と き に は 可 能 に な っ た(第 三 表 一)点 は 、 特 筆 し て お か な け れ ば な ら

な い 。 責 任 の 所 在 が 誰 の 眼 に も が 明 白 と な っ て い る 債 務 、 債 務 者 が 法 廷 で

自 ら 認 め た 債 務 、 神 聖 賭 金 に よ る 法 律 訴 訟 を は じ め と す る 三 つ の タ イ プ の

訴 訟 の 判 決 に よ っ て 確 定 さ れ た 債 務 、 を ど う し て も 弁 済 す る こ と の で き な
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か っ た 債 務 者 は 、 た ん に 命 を 奪 い と ら れ る だ け で は な く 、 そ の 死 体 を バ ラ

バ ラ に さ れ る よ う な 事 態 も 生 ず る(第 三 表 六)、 と い う よ う な こ と は と て も

目 だ つ が 、 そ れ で も 、 訴 訟 の 開 始 か ら 最 終 的 決 着 ま で が 、 法 規 に よ っ て 監

視 さ れ コ ン ト ロ ー ル さ れ る な か で 、 こ れ が 私 人 ペ ー ス で 行 な わ れ る の は 、

筋 が 通 っ て い る 、 と 見 て お か な け れ ば な ら な い 。 ち な み に 、 シ ェ ー ク ス ピ

ア の 「ヴ ェ ニ ス の 商 人 」 に お い て 、 公 正 証 書 形 式 で と り つ け ら れ た 約 定 に

し た が っ て 、 債 務 を 弁 済 で き な か っ た 債 務 者(ア ン トー ニ オ)の 身 体 の 一

部 を 切 り と ら れ て し ま う よ う な 状 況 に な る 、 と い う プ ロ ッ トが 登 場 し て き

て 、 結 局 の と こ ろ 、 そ れ が 、 そ れ な り の 、 も っ と も ら し い 理 屈 で も っ て 阻

止 さ れ る 、 と い う の は 、 有 名 な 話 で あ る 。 と こ ろ で 、 ロ ー マ に こ う い う規

定 が 存 在 し て い る か ら と 言 っ て 、 こ の よ う な 責 任 追 及 が 日 常 的 に 生 じ て い

る 、 と ま で 考 え る 必 要 は な い 。 立 法 者 側 と し て は 、 債 務 者 を 恐 怖 に お と し

い れ る 効 果 を 狙 っ た だ け か も し れ な い 。 死 体 を 分 断 さ れ る と 、 死 後 の 世 界

で は め ん ど う な こ と に な る だ け で な く 、 そ れ を 容 認 し た 身 内 の 人 々 に も わ

ざ わ い や 呪 い が ふ り か か る か も し れ な い の で 、 こ れ に は 、 た ん に 有 責 者 を

殺 害 す る 以 上 に 見 せ し め の 効 果 が あ っ た の で あ ろ う 。 い ず れ に し て も 、 債

務 を 弁 済 で き な い 市 民 を 殺 害 し て し ま う 、 と い う や り か た に は 、 約 束 を や

ぶ っ た 者 へ の 私 的 復 讐 の ニ ュ ア ン ス が に じ み で て い る 。 借 金 す る こ と は ほ

ん と う に 命 が け だ っ た の で あ る 。 ち な み に 、 前 三 二 六 年 に 制 定 さ れ た ポ エ

テ リ ウ ス 法(lexPoetelia)に よ っ て 、 債 務 者 は 、 殺 害 さ れ た り 、 決 定 的 ・

最 終 的 に 奴 隷 の 身 分 に お と さ れ た り す る よ う に 過 激 な こ と は な く な り 、 多

少 は 従 来 の ス テ イ タ ス を 保 持 さ せ て も ら え る 、 債 務 奴 隷 と い う 中 間 的 な 身

分 の ま ま 、 自 身 の 債 務(請 戻 金)相 当 額 を 働 い て 返 済 し て い く こ と が 認 め

ら れ る よ う に な っ た の で 、 判 決 債 務 を 完 済 で き な い 債 務 者 の 悲 運 は 多 少 は

回 避 さ れ た(奴 隷 身 分 に お ち る こ と は 死 と 同 じ よ う な も の な の で 、 ホ ン ネ

的 に は 大 し て か わ ら な い と も 言 え る が)。 そ の 意 味 か ら す る と 、一 二 表 法 の

こ の 規 定 は 一 種 の 通 過 点 で あ っ た 。 後 代 に な る と 、 す べ て の 財 産 を 売 却 す

る 手 続 が 考 案 さ れ 、 物 的 執 行 の 道 も あ わ せ て 探 ら れ る よ う に な っ た 。 こ れ

も 一 つ の 進 化 で あ る 。 い ず れ に し て も 、 債 務(と り わ け 、 不 法 行 為 を 原 因

と す る 賠 償 債 務)の 弁 済 を し な い こ と が 、 刑 事 罰 と も ふ れ あ う よ う な 高 濃

度 の 責 任 を 生 じ さ せ る 、 と い っ た 取 扱 は き え さ り 、 債 務 者 は 、 た ん に 債 務

を 弁 済 し な い(弁 済 で き な い)だ け の 責 任 で す ま せ て も ら え る よ う に な っ

た 。 債 務 者 保 護 制 度 は 、 歴 史 的 に は 、 現 代 の 「自 己 破 産 」 制 の 導 入 に よ っ

て 完 結 す る の で あ る 。 こ こ で は 、 も ち ろ ん 人 的 執 行 な ど な く 、 ま た 、 対 物

執 行 に よ る 追 求 ・追 及 も 、 「な い 袖 は 振 れ な い 」 と い う こ と で 、事 実 上 破 綻

し て し ま う 。 も っ と も 、 ホ ン ネ の 部 分 で は 、 自 己 破 産 者 は 社 会 的 に 不 利 益

を こ う む る の で 、 一 種 の 人 的 執 行 が 実 施 さ れ た よ う な か っ こ う に は な る 。
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佐 藤 訳 の 第 三 表 二 に 見 え る 状 況 と 第 三 表 三 に 見 え る 状 況 と の あ い だ に は 、

手 続 的 に は 、 「傘 捕 に よ る 法 律 訴 訟(legisactiopermanusinjectionem)」

と い う 手 続 が 介 在 す る(第 三 表 二 の つ づ き)。 こ れ は 、追 求 者(元 原 告)が 、

法 務 官(も と も と は 執 政 官)の 面 前 で 、 以 下 に 示 す よ う な 確 定 し た 文 言 の

方 式 を 用 い て 、 責 任 を 負 う も の と さ れ な が ら 、 そ の 責 を は た し て い な い 者

(元 被 告)に 手 を か け 、 そ の 者 の 人 格 に 対 す る 権 力 を つ か み と る 、 と い う 仕

組 み の 手 続 で あ る 。 そ の 文 言 は 、 た と え ば 、 「君 が 私 に 対 し て 一 万 セ ー ス テ

ル テ ィ ウ ス に つ い て 判 決 さ れ た の で 、 ま た 君 が[そ れ を 私 に]給 付 し な か

っ た の で 、 こ の 私 は 、 そ の こ と の た め に 、 一 万 セ ー ス テ ル テ ィ ウ ス に つ い

て 判 決 さ れ た も の と し て 、 君[の 身 体]に[私 の]手 を お く も の で あ る 。」

で あ る 。 問 題 の 金 額 は 確 定 さ れ て い な け れ ば な ら な い の で 、 も し そ の よ う

に な っ て い な け れ ば 、 訴 訟 物 評 価 用 の 手 続 が 先 行 す る 。 こ の よ う な 傘 捕 が

実 行 さ れ る と 、 被 追 求 者 は も は や 自 力 で は 追 求 者 の 権 力(腕 力)か ら 逃 れ

る こ と は で き な い 。 な ん ら か の 不 服 ・不 満 ・異 議 が あ れ ば 、第 三 者 を た て 、

そ の 人 を 通 じ て 、 再 度 争 っ て も ら う こ と が で き る け れ ど も(本 人 が 自 力 で

防 御 で き な い 理 由 の 一 つ は 、 す で に 有 責 判 決 を う け た こ と に よ っ て 、 市 民

の 資 格 は も っ て い て も 、 民 事 的 な 追 求 ・追 及 の 対 象 と い う 劣 悪 な 地 位 に お

ち い っ て し ま っ て い る か ら で あ る も っ と も 、 後 代 に な る と 、 被 告 の 権

利(一 種 の 人 権)を 守 る た め に 、 本 人 が 自 己 防 御 を や り と げ ら れ る 仕 組 み

に か わ っ て い っ た)、 そ の 場 で 再 び 敗 訴 す れ ば 、責 任 金 額 一 解 放 金 額 は 二 倍

に な っ て し ま う 。 手 続 の 終 わ り の 部 分 で 、 法 務 官 は 帰 属 確 定(addictio)

行 為 を 通 じ て 、 被 追 求 者 の 身 柄 を 追 求 者 に 与 え る こ と を 決 定 す る 。 こ れ か

ら あ と に 第 三 表 三 の コ ー ス が つ づ く 。

(b)佐 藤 訳 に は な い が 、 第 三 表 四 に は 、 債 権 者 に よ っ て 拘 束 さ れ た 人 が

自 力 で 食 料 を 確 保 す る だ け の 経 済 的 余 裕 を も た な い と き 、 一 日 に っ い て 一

ポ ン ドの 穀 物 粉 な ど の 生 活 物 資 が 拘 束 者 の 側 か ら 与 え ら れ る 必 要 が あ る こ

と が 記 さ れ て い た 。

(c)第 三 表 五 お よ び 六 に つ い て は 、 法 文 訳 を そ の ま ま 御 参 照 頂 き た い 。

(d)こ の よ う な 執 行 手 続 と 第 六 表 一 に 見 え る 拘 束 行 為(nexum)が 、 経

済 的 弱 者 に と て も つ ら い も の で あ っ た こ と は 言 う ま で も な い が 、そ れ で も 、

ル ー ル が 公 定 さ れ 、 公 知 さ れ た と こ ろ に 、 多 少 の 進 歩 は 認 め る 必 要 が あ ろ

う。

(e)第 三 表 七 は 、 後 の 第 六 表 三 に 示 さ れ た 一 般 原 則 に 対 し て あ る 種 の 除

外 を 定 め た も の で あ る(一 か ら 六 ま で の 法 条 と は 趣 き が 異 な る)。 つ ま り 、

こ こ に は 、 「外 人 に 対 し て は 担 保(auctoritas)は 永 久 的 な も の で あ れ 。」

と い う 規 定 が お か れ て い る が 、 こ れ は 、 外 人(ロ ー マ 市 民 で は な い 、 他 共

同 体 の 市 民)が 、 市 民 に 認 め ら れ た 、 あ る 意 味 で の 優 遇 措 置 の 恩 恵 を う け
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る こ と が で き な い こ と を 示 し て い る 。 か ん た ん に 言 え ば 、 外 人 は 、 使 用 取

得(一 年 な い し は 二 年 の 時 間 の 経 過 に よ っ て 物(手 中 物(resmancipi))

を 決 定 的 に 手 に い れ る こ と)の 資 格 を 与 え ら れ て い な い の で あ る 。 し か し 、

よ く 考 え て み る と 、 そ の 外 人 に は 、永 久 的 に 、 問 題 の 物 の 前 主(前 権 利 者)

に た よ る こ と に よ っ て 自 身 の 地 位 を 防 御 す る チ ャ ン ス が 、 担 保 制 を 定 め る

法 規 に よ っ て ち ゃ ん と 与 え ら れ 、 保 障 さ れ て い る わ け な の で(も っ と も 、

他 人 頼 み の シ ス テ ム に は 弱 点 も と も な う が)、 外 人 に ロ ー マ 法 の 保 護 を ま っ

た く 与 え な い 、 と い う よ う な 冷 酷 な 仕 打 ち が な さ れ て い る わ け な い こ と が

わ か る 。 こ こ に 登 場 す る 外 人 は 、 ロ ー マ 人 と ロ ー マ 法 上 継 続 的 な 取 引 関 係

に た つ 資 格(通 商 権juscommercii)を 保 有 す る 特 別 に 優 遇 さ れ た パ ー ソ

ナ リ テ ィ ー と 考 え ら れ る の で 、 当 然 の こ と な が ら 、 経 済 の 安 定 を は か る う

え で 、 彼 ら の 地 位 を 保 護 し 、 安 定 さ せ る こ と が ロ ー マ 当 局 に も 必 要 で あ っ

た 。

[末 松 訳]

皿1.自 認 に よ る と 裁 判 に よ る と を 問 わ ず 、30日 間 の 猶 豫 期 限 あ る べ

し 。

2.上 の 期 限 終 了 す る と き は 阜 捕 す べ し 。 し か し て 法 廷 に 拘 引 す べ

し 。

3.も し 判 決 既 定 額 を 返 済 せ ず ま た は そ の 保 謹 人 を 設 定 せ ざ る と き

は 、 そ の 者 を 自 宅 に 拘 引 し 鐵 鎖 を 手 ま た は 足 に 加 う る こ と を 得 べ

し 。 鐵 鎖 の 重 量 は15ポ ン ド よ り 多 か る べ か ら ず 、 少 な き と き は

任 意 と す 。

4.自 辮 飲 食 は 自 由 と す 。 も し 自 辮 せ ざ る と き は 繋 留 者 は 毎 日1ポ ン

ド の パ ン を 與 う べ し 、 そ れ 以 上 な る は 任 意 と す 。

※ 末 松 訳 に は 、 第 三 表 五 お よ び 六 に 対 応 す る も の が な い 。 第 三 表 七 は 、

こ こ の 皿 の と こ ろ で は な く て 、 あ と のVI5の 部 分 と 対 応 し て い る 。

(IV)第 四 表 と 第 五 表 に は 、 ロ ー マ 法 上 、 基 礎 的 で 、 も っ と も 重 要 な 法 的

単 位 で あ る 家(familia)を め ぐ る 規 定 が 含 ま れ て い る 。

(a)第 四 表 一 は 、 重 大 な 障 害 を 生 ま れ つ き も っ て い る 胎 児 へ の 、 見 方 に

よ っ て は 冷 酷 な 処 置 に つ い て 記 し て い る 。 こ れ に は 宗 教 的 な 背 景 も あ っ た

だ ろ う 。

(b)第 四 表 二 は 、 家 長 が 生 き て い る 時 期 の こ と に か ん す る 問 題 を 扱 う 。

二aに 見 え る 生 殺 与 奪 権(jusvitaenecisque)は 、 「家 子(子 な ど)を 殺

害 す る こ と が で き る 地 位 」 の こ と で あ る 。 こ れ は 、 家 長 が 保 有 す る 、 絶 対

的 ・統 一 的 ・排 他 的 ・一 方 的 ・画 一 的 な 権 力 を 象 徴 す る 表 現 で あ る が 、 こ

の よ う な こ と は 、 法(タ テ マ エ)に よ っ て 容 認 さ れ て い て も 、 習 俗(ホ ン

ネ)に よ っ て 事 実 上 制 約 を 設 け ら れ て い た 制 度 で あ る 。 急 に 話 は 飛 ぶ が 、
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現 代 の 出 来 事 に つ い て ふ れ て お こ う 。「法 が 許 し て も 世 間 が 許 さ な い 」 と い

う よ う に 一 般 化 し て み る と 、 こ れ は 、2005年 春 に 、 ラ イ ブ ド ア 社 長 ・堀

江 貴 文 社 長(ニ ッ ク ネ ー ム は 「ホ リ エ モ ン 」)が 、 東 京 証 券 取 引 所 に お い て

時 間 外 取 引 の 策 を 駆 使 し て ニ ッ ポ ン 放 送 の 株 式 全 体 の 三 五 パ ー セ ン ト に も

あ た る 大 量 の 株 式 を 一 気 に 買 入 れ(こ の 手 口 は 、 金 融 庁 当 局 も 取 引 所 も 認

め て い て 、現 に し ば し ば 行 な わ れ て い る 取 引 慣 行 で あ る)、 ニ ッ ポ ン 放 送 に

対 し てM&A攻 撃 に 出 た と き 、 各 方 面 か ら あ び せ ら れ た 非 難 な い し は 不 興

の 感 情 で あ っ た 。 結 局 の と こ ろ 、 東 京 地 裁(二 回)と 東 京 高 裁 は 、 い ず れ

も 、 そ の よ う な 経 済 行 動 を 「法 が 禁 止 ま で は し て い な い 」 と い う 立 場 に た

っ て 、 彼 の 行 動 を 許 さ な い 世 間 の 声 を 結 果 的 に は 法 的 に は 評 価 し な か っ た

の で 、 こ こ は タ テ マ エ(シ ス テ ム 準 拠 型 の 行 為)の 勝 利 と な っ た 。 し か し 、

ホ ン ネ(常 識 論 ・商 業 倫 理)を こ と さ ら に 強 調 す るSBI(ソ フ トバ ン ク ・

イ ン ベ ス ト メ ン ト)の 北 尾 氏 の 登 場 を き っ か け と し 、も ろ も ろ の ホ ン ネ の 、

ス ケ ー ル の 大 き な 逆 襲 が は じ ま り 、 い ろ い ろ な 動 き が あ っ た あ と 、 氏 が べ

つ の 案 件 で 有 罪 判 決 を う け る(最 終 的 に は 、2011年 に 最 高 裁 の 判 断 に よ

り 有 罪 が 確 定 す る)と い う 「想 定 外 」 の 結 末 に い た っ た(た い て い の こ と

を 「想 定 内 」 と し て 軽 く う け な が し て い た ホ リ エ モ ン 氏 に は 、 こ の よ う な

な り ゆ き は 大 打 撃 で あ っ た ろ う)。 こ の よ う な な り ゆ き は 、現 代 の 日 本 に お

い て も 、 習 俗 で 代 表 さ れ る よ う な ホ ン ネ が 今 も な お 無 視 で き な い 力 を も っ

て い る こ と を 示 し て い る 。

(c)家 子 が 家 長 か ら 離 脱 す る 場 合 の こ と を 定 め た 第 四 表 二bの 法 条 に つ

い て は 、 あ と の(7)の と こ ろ で い く ら か く わ し く 分 析 し て み よ う 。

(d)第 四 表 三 に は 、 夫 の 側 か ら 妻 に な ん ら か の 文 言 を 用 い て 一 方 的 に 離

婚 を 申 入 れ る こ と が 規 定 さ れ て い る 。 な お 、 後 代 の こ と と し て 言 え ば 、 妻

の 側 か ら も 離 婚 を 申 入 れ る こ と が で き る 。 こ の ほ か に も 、 ロ ー マ の 婚 姻 解

消 の ス タ イ ル に は 、 モ ダ ン な と こ ろ が あ る 。 な お 、 広 い 意 味 に お け る 夫 婦

別 産 制 の よ う な シ ス テ ム に も と つ い て 財 産 を 保 有 し て い る 場 合 の 妻 の 地 位

は 、 か な り 高 か っ た([1]部 門 第 二 部 第 三 項:p.31ff.の 記 述 を 参 照)。

(e)第 四 表 四 に は 、 父(家 長)の 死 亡 し た 時 点 で 胎 児 の 状 態 に あ っ た も

の は 、 そ の 後 に 出 生 す れ ば 、 法 定 相 続 人 の 資 格 を も つ も の と 定 め て い る 。

も ち ろ ん 、 そ の も の が 父(家 長 ・夫)の 死 後10カ 月 以 内 に 生 ま れ る こ と

が 大 前 提 と な る 。 「胎 児 は 、そ の 利 益 に か ん し て 問 題 と な る た び ご と に 、す

で に 生 ま れ た も の と 考 え ら れ る 」 と い う 法 命 題 の ル ー ツ の 一 つ は 、 こ の 古

い ロ ー マ の 制 度 の な か に あ る 。

[末 松 訳]

W1.奇 形 児 は 直 ち に 減 却 す べ き こ と に つ い て の 規 定 。

2.家 父 の 家 子 に 封 し て 有 す る 権 力 に 關 す る 規 定 。 家 父 は 家 子 を 監 視
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し ま た は 杖 打 し ま た は 鎖 を 附 し て 田 園 労 働 に 服 せ し め ま た は 責 り

も し く は 殺 す の 権 を 終 身 有 す 。 た と い 家 子 が 政 府 の 高 官 た り と も

な お 然 り と す る な り 。

3.も し 父 が3回 そ の 男 児 を 責 却 す れ ば 、 そ の 男 児 は 父 よ り 自 由 た る

べ し 。

4.懐 妊 期 間 に つ い て の 規 定 。10ヶ 月 を も っ て 最 長 期 と す 。

(V)(a)第 五 表 は 、 第 四 表 二 が 家 長 が 生 き て い る あ い だ の 法 関 係 に つ い

て 規 定 し て い る の に 対 し て 、主 と し て 、死 後 の 経 過 に つ い て 規 定 し て い る 。

家 産 の 維 持 に 神 経 を つ か っ た ロ ー マ 人 に と っ て は 、 死 に と も な っ て 生 ず る

相 続 と い う も の は 、 家 産 の 移 転 ・分 裂 を ひ き お こ す と 同 時 に 、 身 内 間 の 紛

争 の 温 床 と も な る の で 、 経 済 的 ・社 会 的 に は も ち ろ ん の こ と 、 法 的 に も 最

大 の 問 題 で あ っ た 。 ち な み に 、 す で に こ の 時 代 に 、 法 定 相 続 制 か ら 遺 言 相

続 制 へ と 、 重 点 が う つ り は じ め て い る 。

(b)第 五 表 一 に は 、 家 長 が 死 亡 し 、 そ れ ま で そ の 家 長 権 に 服 属 し て い た

婦 女 が そ こ か ら と き は な た れ 、 独 立 の 地 位 を え る よ う に な っ た と き 、 彼 女

が 、 そ の 年 令 に か か わ ら ず 、 婦 女 後 見 に 服 す る こ と が 定 め ら れ て い る 。 後

見 人 は 、現 代 日本 に お け る 後 見 人 の イ メ ー ジ の 示 す も の と は か な り 異 な り 、

か な り 強 力 な 財 産 の 管 理 お よ び 支 配 の 権 能=権 力 を 保 有 し て い た 。 ち な み

に 、 家 長 権 か ら 自 由 と な っ た 男 子 の 場 合 は 、 成 熟 期 前 に お い て は 未 成 熟 者

後 見 に 服 す る が 、 や が て 一 四 才 に た っ す る と 、 は や く も 、 家 長 と し て 、 一

家 を か ま え る こ と が で き 、 完 全 に 独 立 す る(後 代 に は 、 あ ま り に 年 少 の 者

は 不 安 定 な 存 在 な の で 、 二 五 才 に た っ す る ま で の そ の よ う な 未 成 年 者 に つ

い て は 、保 護 制 度 が 発 達 し て き て い る)。 男 女 で は 決 定 的 な 差 が あ る わ け で

あ る が 、 婦 女 に 、 戦 士(兵 士)に な っ た り 、 実 力 を 行 使 し て 被 告 と な る 者

を 法 廷 に 召 喚 し た り す る 能 力 の な い 以 上 、 そ れ は や む を え な い 処 遇 で あ っ

た 、 と 言 え る で あ ろ う 。 も ち ろ ん 、 こ こ に は 、 こ の よ う な 性 差 別 意 識 の ほ

か に 、 婦 女 を 「弱 い 性 」 と し て 法 的 に 保 護 し よ う と す る 、 婦 女 側 に プ ラ ス

に は た ら く 視 点 も た し か に あ る 。

(c)第 五 表 二 に は 、 婦 女 が 自 身 と 宗 族 関 係 に あ る 後 見 人 の 助 成 な し に 勝

手 に 自 身 の 重 要 な 財 産(手 中 物(resmancipi))を 引 渡 し た 場 合 に 、 譲 渡

を う け た 相 手 方 は 使 用 取 得(第 六 表 三 参 照)の ル ー ト を 通 じ て 対 象 を 最 終

的 ・確 定 的 に 自 身 の も の と す る こ と は で き な い 、 と い う こ と を 定 め て い る 。

(d)第 五 表 三 は 、 遺 言 に よ っ て 後 見 人 を 指 定 す る こ と に つ い て 定 め て い

る 。 家 長 が 死 亡 し た と き 、 そ の 家 長 権 力 の も と に 未 成 熟 の 子(男 ・女)が

の こ さ れ る と 、 そ れ ぞ れ 独 自 に 家 産 を 承 継 す る が 、 そ の 管 理 を 後 見 人 に ゆ

だ ね る こ と に よ っ て 、 家 産 の 保 持 を は か る の が 、 そ の 措 置 の 目 的 で あ る 。

「遺 贈 し た(legasset)」 と い う 動 詞 は 、 広 い 意 味 に お い て 、 「遺 言 に よ る 処
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分 」 一 般 に 関 係 す も の と 見 て お く 必 要 が あ ろ う。 ま た 、 こ の 法 条 が 、 全 財

産 の 遺 言 相 続 を 示 す も の で は な く て 、 個 々 の 財 物 お よ び 後 見 な ど 、 部 分 的

な 指 定 を す る だ け の も の で あ っ た 可 能 性 も あ る 。 も っ と も 、 後 代 に は 、 法

定 相 続 と 遺 言 相 続 と は 両 立 し な い 、 と い う 、 す っ き り と し た 扱 い が 定 着 し

て い る 。

(e)第 五 表 四 以 後 に は 、 相 続 関 連 の 規 定 が な ら ぶ(六 は 、 遺 言 後 見 が 用

意 さ れ て い な い 場 合 の 法 定 後 見 が 、 親 等 に お い て も っ と も 近 い 宗 族(た と

え ば 、被 後 見 人 の 兄 弟)に 帰 属 す る こ と を 定 め る 規 定 で あ る)。 第 五 表 四 に

は 、 宙 に う い た 遺 産 は 最 近 の 宗 族(agnatus)の も と に 委 ね ら れ る こ と を

定 め て い る 。 宗 族 と は 、 共 同 の 祖 先 が も し 存 在 し て い る と す れ ば 、 そ の 権

力 下 に 服 し た は ず の 者 た ち の こ と で 、 具 体 的 に 視 野 に 入 っ て く る の は 、 死

者 の 兄 弟 お よ び 姉 妹(他 家 の 権 力 に 服 し て い な い 場 合)な ど で あ ろ う。

(f)第 五 表 五 に は 、 宗 族 さ え も 不 在 の と き に 、 宗 族 の さ ら に 上 位 に あ る

古 い 組 織 で あ る 氏 族(gens)の 構 成 員 が 相 続 財 産 を ひ き つ ぐ こ と を 定 め て

い る 。 一 二 表 法 が 制 定 さ れ た 時 代 で は 、 す で に 、 氏 族 よ り も は る か に 下 位

の 集 団 で あ る 家 族(familia一 大 家 族)が 社 会 構 成 の 基 礎 単 位 と な っ て い た

が 、 古 い 時 代 の 社 会 構 成 の 痕 跡 が こ こ に 見 え て い る の で あ る 。

(g)第 五 表 六 に は 、 宗 族 が 法 定 後 見 人 と し て 登 場 す る こ と が 定 め ら れ て

い る 。

(h)第 五 表 七 に は 、 自 権 者(suijuris)と し て 一 家 を か ま え て い る 者 が 、

精 神 錯 乱 者(furiosus)あ る い は 浪 費 者(prodigus)で あ る 場 合 に は 、 こ

の 者 が 宗 族 あ る い は 氏 族 構 成 員 の 保 佐 に 服 す る こ と が 定 め ら れ て い る 。 こ

れ は 、 弱 者 を 保 護 す る 制 度 で あ る 。 後 代 に は 、 す で に 成 熟 し て い る が 二 五

才 に た っ し て い な い 者(自 権 者)に 保 佐 が つ け ら れ る よ う に な る の も 、 同

様 の 趣 旨 に よ る も の で あ る 。

(i)第 五 表 八 に は 、 奴 隷 の 身 分 か ら 解 放 さ れ て 自 由 人 と な っ た 者(被 解

放 奴 隷)が 、 相 続 人 を も た な い 状 況 で 、 無 遺 言 の ま ま 死 亡 す れ ば 、 そ の 遺

産 は 、 解 放 者(旧 主 人)で あ る 保 護 者(家 長)に 帰 属 す る こ と を 定 め る 。

こ れ は 、 解 放 者 と 被 解 放 者 と の あ い だ に 信 義 に の っ と っ た 強 い き ず な が あ

っ た こ と を 示 す デ ー タ と な っ て い る 。

(j)第 五 表 九 に は 、 相 続 人 が 複 数 存 在 す る 場 合 に 、 被 相 続 人 に 対 し て 負

わ れ て い る 債 務 に つ い て 、各 相 続 人 が 相 続 の 割 合 に 応 じ て か か わ り を も つ 、

と い う 規 定 が あ っ た 。 ち な み に 、 は る か 後 代 に は 、 被 相 続 人 の 負 っ て い た

債 務 も 、相 続 割 合 に 応 じ て 各 相 続 人 が ひ き う け る 扱 い に な っ た 。 「債 務 は 債

務 者 死 亡 と と も に 消 滅 し て し ま う」 と い う の 一 つ の 法 理 で あ ろ う が 、 モ ダ

ン な 顔 も も つ ロ ー マ 法 は そ の よ う な ス タ ン ス を と ら な か っ た わ け で あ る 。

(k)第 五 表 一 〇 に は 、 遺 産 分 割 の 訴 訟(審 判 人 申 請 に よ る 法 律 訴 訟
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第 二 表 一b)の こ と が 規 定 さ れ て い る 。 古 く は 、 家 産 は 相 続 人 間 で 分 割 で

き る ほ ど の 規 模 の も の に 達 し て い な か っ た と 思 わ れ 、 相 続 財 産 は 分 割 さ れ

な い ま ま 存 続 し て い た 。 し か し 、 一 二 表 法 制 度 の 時 代 に 入 る と 、 経 済 力 が

上 昇 し た た め も あ っ て 、 家 産 が 、 分 割 し て も 意 味 の あ る よ う な 部 分(持 分)

を 生 み だ す ほ ど の ス ケ ー ル の も の に な り 、 ま た 、 あ え て 家 産 を ま と ま っ た

か た ち で 維 持 し つ づ け る こ と が 不 自 然 に も な る こ と も あ っ た の で 、 こ の よ

う な 手 続 が 生 ず る よ う に な っ た の で あ ろ う 。 な お 、 こ の 手 続 は 、 本 来 は 遺

言 が 存 在 し な い と き に と り 行 な わ れ る 。 被 相 続 人(死 者)の 資 産 一 遺 産 を

誰 が ど の よ う な か た ち で ひ き つ ぐ の か は 、古 今 東 西 共 通 の 大 問 題 で あ っ た 。

こ の 領 域 に 、 法(権 利)と 経 済 と 宗 教 と 情 念 と が 複 雑 に か ら み あ っ て い る

の は 、 ど こ で も 見 ら れ る こ と で あ る 。

[末 松 訳]

V1.婦 女 の 永 久 的 後 見 に つ い て の 規 定 。 ウ ェ ス タ 尼 は 後 見 お よ び 親 権

と も ふ た つ な が ら こ れ を 免 る 。

3.す べ て 遺 言 に て そ の 資 産 と 財 物 の 後 見 と に つ い て な し た る 虞 分

は 、 そ の ま ま に 法 律 た る べ し 。

4.な に ぴ と に て も 自 権 相 績 人 な く し て 無 遺 言 に 死 亡 し た る と き は 、

最 近 親 等 の 宗 族 そ の 家 産 を 所 有 す べ し 。

5.宗 族 訣 亡 の 場 合 に は 、 同 族 團 そ の 家 産 を 領 収 す べ し 。

6.遺 言 に て 指 定 の 後 見 人 な き と き は 、 宗 族 を も っ て 法 定 後 見 人 と す

べ し 。

7.癒 癩 者 お よ び そ の 者 の 財 産 の 監 督 は 、 他 に 管 理 人 な き と き は 、 宗

族 お よ び 同 族 團 員 の 権 力 に 屡 す べ し 。

※ 第 五 表 二 、 八 、 九 お よ び 一 〇 に 対 応 す る も の は 、 こ こ に は な い 。

(VI)(a)第 六 表 一 に は 、 拘 東 行 為(nexum)と い う 重 要 な 法 律 行 為 の

こ と が 記 さ れ て い る 。 こ の シ ス テ ム の 詳 細 は あ ま り よ く わ か ら ず 、 そ の 制

度 の 理 解 の し か た に 異 論 も 多 い が 、 だ い た い の と こ ろ 、 厳 格 な 儀 式 の 形 態

を 利 用 し て 、 自 身 の 身 体 を い わ ば 質(抵 当)に い れ て 、 消 費 貸 借(対 象 は

金 銭 と は か ぎ ら な い)を 実 行 す る 手 続 で あ り 、 そ の 結 果 、 借 主 は 貸 主 の も

と で 労 務 を 提 供 す る 。 も ち ろ ん 、 奴 隷 と し て で は な く 、 対 等 の 自 由 人 と し

て で あ る 。 し か し 、 約 束 ど お り に 対 象 物 を 償 還 で き な い と き に は 、 そ の の

ち は 、 そ れ に つ い て だ け で あ る が 、 奴 隷 と し て 貸 主 に 奉 仕 し な け れ ば な ら

な い 。 こ の シ ス テ ム に よ っ て 、 貴 族 か ら 金 を 借 り た 平 民 は 、 返 済 不 能 に お

ち い り 、債 務 奴 隷 に な る 事 態 が 現 実 に 生 み だ さ れ る の で あ る が 、 こ れ で は 、

本 来 は 自 由 ・平 等 な 市 民 共 同 体 が 内 部 崩 壊 し て し ま う 危 険 の あ る こ と(端

的 に は 、 一 部 市 民 の 奴 隷 化 に よ っ て 市 民 兵 士 の 数 が へ り 、 戦 力 に マ イ ナ ス

が 生 ず る こ と)が 国 家 の 指 導 層 か ら 認 識 さ れ る よ う に な っ た の と 同 時 に 、
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苦 境 に お ち い る 平 民 の 不 満 が 増 大 し た の で 、 前 三 二 六 年 ご ろ 制 定 の ポ エ テ

リ ウ ス 法(lexPoetelia)に よ っ て 、 債 務 者 の 責 任 の と ら さ れ か た が 少 し

緩 和 さ れ た 。 一 方 、 譲 渡 行 為(mancipium)の 意 味 や そ の 位 置 づ け に つ い

て は 、 不 明 の 点 が 多 い 。 な お 、 〈nexum>と は 異 な っ て 、 〈mancipatio[握

取 行 為]〉 と い う 制 度 の イ メ ー ジ の 方 は い く ら か は 明 ら か と な っ て い る((e)

⑮ を 参 照)。

(b)第 六 表 二 に は 、 宣 誓 に よ っ て 強 化 さ れ た 言 明 を い っ た ん し た 者 が 、

今 度 は そ れ を 否 定 し て 抵 抗 し た と き に は 、 二 倍 額 が 不 利 益 処 分 と し て 課 せ

ら れ る こ と を 定 め た 規 定 が あ っ た よ う で あ る 。

(C)第 六 表 三 に は 、使 用 取 得 に か ん す る 重 要 な 規 定 が あ る 。ま ず 、〈USUS>

は 「使 用 ・利 用 」 を 、 そ し て 、 〈auctoritas>は 「前 権 利 者(前 主)に よ る

担 保 ・保 証 」 を 意 味 す る 、 と う け と っ て お く こ と に す る 。 結 果 的 に 見 れ ば 、

<USUS>は 、 時 効 取 得(使 用 取 得)の た め に 必 要 な 前 提 と な る 、 財 物 の 現 実

的 な 支 配 の こ と で あ り 、 他 方 で 、 〈auctoritas>は 、 買 主 が 、 財 物 の 売 主 な

い し は そ れ を 以 前 に 所 有 し て い た 者(前 主)に 、 自 身 が え た 占 有 の 正 当 性 ・

正 当 原 因 を 保 証 し て も ら う こ と に 関 係 す る 。 買 主 が 、 第 三 者 の 訴 訟 上 の 攻

撃(返 還 請 求)に 対 抗 し て 、 自 身 固 有 の 所 有 権 を 自 力 で は 主 張 す る こ と が

で き な い と き が あ る か ら で あ る 。 二 年 と 一 年 と い う 短 い 期 間 、 売 買 対 象 を

占 有 し つ づ け た 者 は 、 そ の 占 有 を 取 得 す る 原 因 か ら は 独 立 し た 、 第 三 者 か

ら 攻 撃 を 自 力 で は ね か え す だ け の 、 安 全 な 所 有 権 を 取 得 す る こ と に な る 。

つ ま り 、 二 年 な い し は 一 年 の あ い だ は 、 前 主(売 主)の 担 保 が つ づ い て い

る 状 況 に あ る 。 後 代 に な る と 、 占 有 の ほ か に 、 占 有 の た め の 正 当 原 因 と 善

意 と い う 条 件 と が つ け く わ わ る こ と に よ っ て 、 こ の 制 度 の 適 用 範 囲 が せ ば

め ら れ る 。 こ の 制 度 は 、 占 有 の 継 続 と い う ホ ン ネ(事 実 状 況)に 着 目 し 、

そ れ を 重 視 す る こ と に よ り 、 権 利 関 係 を 単 純 化 し 、 安 全 ・安 定 化 さ せ る 働

き を も つ の で(た と え ば 、重 要 な 物(資 産)と 位 置 づ け ら れ る 「手 中 物(res

mancipi)」 は 、 要 式 行 為 を 経 由 し な い と 正 式 に 譲 渡 さ れ な い こ と に な っ て

い る た め に 、 簡 易 ス タ イ ル で 、 た ん に 対 象 の 引 渡 を う け だ け で は 、 譲 受 人

は 、 正 規 の 所 有 権 を 取 得 す る に い た ら な い 関 係 で 、 不 安 定 な 地 位 に お か れ

る が 、 そ れ で も 、 最 大 二 年 間 を や り す ご せ ば 、 所 有 状 態 を 安 定 的 に 確 保 で

き る 状 態 に な る)、 物 権 法 上 き わ め て 重 要 で あ る 。 こ の よ う な 時 効 取 得(取

得 時 効 ・使 用 取 得)の 発 想 は 比 較 法 上 よ く 見 ら れ る よ う に 思 わ れ る の で あ

る が 、 ロ ー マ の 使 用 取 得 シ ス テ ム は 、 使 い 勝 手 が よ く 、 な か な か の も の で

あ る 。 な お 、 こ の ル ー ル は 外 人(具 体 的 に は 、 ロ ー マ 人 と ロ ー マ 法 有 効 な

取 引 を す る 商 人)と 盗 人 と に は 適 用 さ れ な い 。 と こ ろ で 、 ロ ー マ 法 が ロ ー

マ 市 民 に し か 適 用 さ れ な い 、 と い う 扱 い は 、 ロ ー マ 法 が 、 多 く の 古 い 法 と

同 じ よ う に 、 属 人 主 義 的 な シ ス テ ム を も っ て い た の で 、 当 然 の こ と で あ る
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が 、 し か し 、 こ こ で は 、 む し ろ 、 ア ウ ト サ イ ダ ー で あ る 外 人 が ら み の こ と

が 法 条 の う ち に 明 記 さ れ て い る こ と の 方 が 、 印 象 的 で あ る 。 ま っ た く 閉 鎖

的 な 社 会 で は 、 こ の よ う な 規 定 は そ も そ も 必 要 と は さ れ な か っ た は ず だ か

ら で あ る 。 ロ ー マ は 、 い ろ い ろ な 意 味 に お い て 、 開 か れ た 社 会 な の で あ っ

た 。 な お 、 問 題 の 外 人 は 、 使 用 取 得(時 効 取 得)の シ ス テ ム を 援 用 す る こ

と が で き な い に し て も 、 売 主 や 従 前 の 権 利 保 有 者 な ど を た よ っ て 自 身 の 地

位 を 確 保 で き る か ら 、 べ つ に 、 彼 ら が 、 外 人 だ か ら と 言 っ て 、 ロ ー マ 法 上

た だ ち に ひ ど い 待 遇 を う け る 、 と い う わ け で も な か っ た 。 結 局 の と こ ろ 、

ロ ー マ 人 は 、 外 人 を そ れ な り に 尊 重 し な が ら 、 同 時 に 、 自 身 の 資 産 が 事 実

上 か ん た ん に 外 人 の も の と な っ て し ま わ な い よ う 、 慎 重 に 布 石 を う っ て い

る の で あ る 。

(d)第 六 表 四 に は 、 い か に も ロ ー マ 的 な ユ ニ ー ク な 制 度 が あ る 。婦 女 が 、

婚 姻 す る さ い 、 実 家 の 家 長 の 家 長 権 に 服 し た ま ま の 状 態 で い る と き と 、 婚

家 の 家 長(夫 の 父 の こ と も あ る)の 家 長 権 に 服 属 す る よ う に な る と き(家

の 女 、 つ ま り 「嫁 」 に な る と き)と の 二 種 が あ る が 、 前 者 の 場 合 、 第 六 表

三 の ル ー ル に よ り 、 「そ の 他 の 物 」(?1)で あ る 妻(正 確 に は 、 妻 へ の 権 力)

が 、一 年 が た た な い う ち に 、三 夜 、連 続 し て 夫 の 家 を は な れ る と 、家 長(夫)

の 〈USUS>(使 用!)つ ま り 時 効 進 行 が 中 断 さ れ て し ま い 、 そ の 結

果 、 妻 が 家 長(夫)の 側 の も の と な っ て し ま わ な い よ う に す る こ と が で き

る 。 こ の よ う に し て お け ば 、 婦 女(妻)は 、 実 家 で 相 続 権 を 保 有 し て い る

状 況 に あ る の で 、 夫 の 死 亡 後 の 生 活 が 保 障 さ れ 、 ま た 、 婦 女 が 婚 家 に 持 参

し た 財 産 に つ い て 実 家 な い し は そ の 系 統 の 家 の 支 配 が 確 保 さ れ る こ と に よ

り 、 家 産 の 維 持 が は か ら れ 、 そ の 妻 の 家 長 の 死 亡 後 も 、 そ の 家 族 メ ン バ ー

の 後 見 下 に お か れ る こ と に よ り 、 実 家 と の 関 係 を も ち つ づ け る こ と が で き

る 。 ロ ー マ の 婦 女 の 地 位 が 高 か っ た の は 、 妻 が 夫 の 権 力 下 に 完 全 に 吸 収 さ

れ な い 、 い わ ば 自 由 な 婚 姻 の 形 態 が 用 意 さ れ て い た か ら で あ る 。

(e)@第 六 表 五bに は 、 古 い 時 期 の ロ ー マ 法 に お い て 重 要 な 二 つ の 法 律

行 為 に か ん す る 規 定 が あ っ た 。 こ れ ら は 、 タ テ マ エ 上 温 存 さ れ て 、 新 し い

ニ ー ズ に あ わ せ る よ う に し て 、 さ ま ざ ま に 転 用 さ れ 、 そ れ な り に 生 き っ づ

け た 。 「新 し い 要 請 に は 新 し い 技 術 を 」 と い う の は 現 代 的 な 処 理 ス タ イ ル で

あ る が 、 「古 い も の で も っ て 新 し い 要 請 に な ん と か こ た え て い く 」 と い う の

は 、 ロ ー マ 人 が 得 意 と す る 裏 技 な の で あ っ た 。

⑮ そ の 法 律 行 為 の 第 一 の も の は 、 握 取 行 為(mancipatio)で あ る 。 こ れ

は 、 全 体 と し て 儀 式 性 が 強 い 手 続 で 、 古 い 由 来 を そ の か た ち の な か に と ど

め て い る 。 こ れ に よ っ て 、 人(奴 隷)あ る い は 一 定 の 物(手 中 物(res

mancipi))の 所 有 権 な ど が 付 与 さ れ る 。 そ の 手 続 の 実 行 の た め に は 、 成 熟

し た 五 名 の ロ ー マ 市 民 の 立 会 い が 必 要 で 、そ の ほ か に 、重 要 な 人 物 と し て 、
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衡(は か り)を も つ 者 が 登 場 す る 。 物 な ど を 取 得 し よ う と す る 者 は 、 譲 渡

者 と こ の 持 衡 器 者 と の 面 前 で 、た と え ば 、 「こ の 私 は こ の 奴 隷 が 古 市 民 法 に

も と つ い て 私 の も の で あ る と 言 明 す る 。 そ し て 、 こ の 者 は 、 こ の 銅 お よ び

銅 の 衡 に よ っ て 私 に 買 わ れ た も の と す る よ う 。」 と い う式 語 を 言 明 す る 。 同

時 に 、 小 さ な 銅 貨 あ る い は 銅 片 で 衡 を 打 ち 、 そ し て 、 こ れ を 代 価 と し て 譲

渡 者 に 引 渡 す 。 こ れ は 現 実 売 買 で あ っ て 、 売 買 目 的 物 と 代 価 が 同 時 に 交 換

さ れ た 。 銅 片 な い し は 少 額 で あ る 一 ヌ ン ム ス 貨 幣 の 交 付 、 と い う 象 徴 的 な

行 為 が べ 一 ス に な っ て い る の で 、 こ の 手 続 は 、 売 買 以 外 に も 活 用 さ れ る 。

た と え ば 、 家 長 権 免 除 の 方 式 の 一 部 と し て で あ る 。 そ れ 以 外 に も 、 信 用 売

買 、 贈 与 、 嫁 資 の 設 定 、 遺 言 、 責 任 免 除 、 他 権 者 養 子 縁 組 な ど の 他 分 野 に

お い て 握 取 行 為 の 構 造 一 枠 組 が 利 用 さ れ て い る 。 ロ ー マ 人 は あ る 制 度 を 考

案 す る と き に 、 そ の 制 度 に と く に マ ッ チ す る 手 続 を 設 計 す る よ り も 、 既 存

の 手 続 を 転 用 す る こ と を 好 ん だ の で 、 そ の よ う に な っ た の で あ る 。

◎ 法 廷 譲 渡(injurecessio)は 、 一 定 の 権 利 の 譲 渡 あ る い は 消 滅 の た

め の 行 為 で 、 神 聖 賭 金 に よ る 法 律 訴 訟(第 二 表 一a)の ス タ イ ル が 模 倣 さ

れ て い る 。 譲 渡 し よ う と す る 者 は 、 取 得 し よ う と す る 者 と と も に 、 た と え

ば 、 奴 隷 を と も な っ て 、 法 務 官(法 廷 を 指 揮 す る 任 務 を も つ 政 務 官)の 面

前 に で て 、 「こ の 私 は こ の 奴 隷 が 市 民 法 に も と つ い て 私 の も の で あ る 」 と 言

明 す る 。 も し 奴 隷 の 所 有 権 を め ぐ る 訴 訟 で あ れ ば 、 相 手 方 は 、 反 対 請 求 を

行 な っ て 防 御 す る こ と に な ろ う が 、 こ こ で は 、 譲 渡 し よ う と す る 者 は 沈 黙

し た ま ま で い る 。 そ の あ と 、 争 い が な い こ と を う け て 、 法 務 官 が 帰 属 確 定

の 宣 言 を 行 な い 、取 得 者 の 所 有 権 保 有 の 主 張 は 公 け に 確 認 さ れ る 。 こ れ も 、

握 取 行 為 と 同 じ よ う に 形 式 性 の 強 い 模 倣 行 為 な の で 、 他 の 目 的 に 転 用 さ れ

る 。 た と え ば 、 主 人 が 自 身 の 奴 隷 を 解 放 し て 自 由 人 と し て や ろ う と す る 場

合 、 彼 は 、 問 題 の 奴 隷 と 、 そ の 奴 隷 が 自 由 人 で あ る 、 と 主 張 す る 原 告 的 な

立 場 の 人 物 と を と も な っ て 法 務 官 の 前 に で て 、 奴 隷 が 実 は 自 由 人 で あ る 、

と い う 主 張 を 行 な う 。 こ れ に 対 し て 、 主 人 は 、 そ の 者 が 自 身 の 奴 隷 で あ る 、

と い う 反 対 主 張 は あ え て 行 な わ ず 、 結 局 そ の 奴 隷 は 自 由 が 確 認 さ れ る 、 と

い う わ け で あ る 。 こ れ は 、 法 務 官 が 立 会 っ て く れ る 点 で 、 証 明 が 容 易 に な

り 、 同 時 に 解 放 に 公 示 性 が え ら れ る 、 と い う 点 で 大 き な メ リ ッ ト を も つ や

り か た で あ っ た 。 な お 、 法 廷 譲 渡 は 、 握 取 行 為 と 同 じ よ う に 、 さ き の 奴 隷

解 放 以 外 に も 、 役 権 や 用 益 権 の 設 定 ・取 消 、 養 子 縁 組 、 相 続 請 求 、 後 見 人

の 地 位 の 移 転 な ど の 目 的 に 転 用 さ れ た 。

(f)第 六 表 六 に は 、 あ る 自 由 人 が 奴 隷 で あ る 、 と 言 わ れ た と き 、 そ の 者

は 、 自 由 身 分 訴 訟 の 継 続 中 は 、 自 身 の 身 分(自 由 人 と し て の ス テ イ タ ス)

を と り あ え ず 保 持 す る 、 と い う 扱 い に す る こ と に 関 連 す る 規 定 が あ っ た よ

う で あ る 。 自 由 人 と 奴 隷 は 外 見 上 識 別 が 困 難 な と き が あ る が 、 奴 隷 も 社 会
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的 に は そ れ な り に 自 由 に 活 動 す る 場 合 も あ っ た の で 、 し ば し ば ト ラ ブ ル が

発 生 し た と 思 わ れ る 。 古 代 ギ リ シ ア の ア テ ー ナ イ の 場 合 と は ま っ た く 異 な

る こ と が で あ る が 、 ロ ー マ で は 、 市 民 と 奴 隷 の 法 上 の 地 位 が 、 い わ ば 人 と

物 と い う よ う に 、 ま っ た く 隔 絶 し て い る け れ ど も 、 奴 隷 解 放 が し ば し ば 実

行 さ れ 、 解 放 さ れ た 者 が 市 民 に 近 い 地 位 に ま で 上 昇 で き た か ら で あ る 。 ロ

ー マ で は 、二 つ の ス テ イ タ ス の あ い だ に は そ れ な り に 流 通(モ ビ リ テ ィ ー)

が あ っ た 。

(g)第 六 表 七 に は 、 た と え ば 、 盗 ま れ て 、 家 屋 な ど に 組 み こ ま れ て し ま

っ た 梁 木 に つ い て 、 所 有 権 に も と つ く 取 戻 請 求 を す る こ と を 禁 止 す る 規 定

が あ る 。 木 材 が 貴 重 で あ っ た 当 時 で は 、 木 材 を 生 か し た ま ま に し 、 損 害 は

二 倍 額 の 賠 償 に よ っ て 決 済 す る こ と が 国 家 経 済 上 適 切 で あ る と 考 え ら れ た

か ら で あ ろ う 。イ ギ リ ス の 格 言 に 、 「落 ち つ い た 状 況 に あ る も の を 動 か さ な

い こ と([B]部 門<2988>)」 と い う有 名 な 格 言 が あ る が(1コ ー マ 産 の も の

の 方 が 元 祖 で あ る[C]部 門 第 二 章(3)〈20>・p.69を 参 照)、 現 状 維

持 、 ホ ン ネ(現 実=既 成 事 実)尊 重 と い う の も 、 人 間 の 知 恵 の 一 つ な の で

あ る 。

(h)第 六 表 八 に 相 当 す る 個 所 に は 、 さ き の 、 七 と 関 連 の あ る 規 定 を お い

て い た よ う で あ る 。 末 松 氏 の 邦 訳(後 出VI9)は 、 法 文 の 内 容 を め ぐ る 推

測 に つ い て の 一 つ の 解 釈 を 示 し て い る 。

[末 松 訳]

VI1.ネ ク ス ム ま た は マ ン キ ピ ウ ム 執 行 に 際 し て な し た る 言 明 は 、 法 律

た る べ し 。

2.ネ ク ス ム ま た は マ ン キ ピ ウ ム に お い て せ る 言 明 を 否 認 す る も の

に は2倍 額 を 科 す る 規 定 。

3.土 地 に つ い て は2年 間 、 そ の 他 の 一 切 の 物 に つ い て は1年 間 の 占

有 を も っ て 所 有 権 を 取 得 す べ し 。

4.人 の 妻 た る も の に し て1年 間 の 占 有 に よ り て そ の 夫 の た め 、 そ の

権 内 に 飾 屡 せ し め ら る る こ と を 欲 せ ざ る に お い て は 、1年 間 ご と

に 連 績 し て3夜 外 泊 し て そ の 時 致 を 中 断 す る に つ い て の 規 定 。

5.所 有 権 は 、 外 人 に 封 し て は 永 久 た る べ し 。

7.建 築 ま た は ぶ ど う 架 に 混 用 せ ら れ た る 木 材 は 、 破 壊 抜 取 す る こ と

を 得 ず 。

8.し か れ ど も 上 記 の 如 き 木 材 の 所 有 者 は 、 混 用 者 に 封 し て 債 格2倍

を 請 求 す る 訴 権 を 有 す べ し 。

9.も し そ の 物 件 が 分 離 し 、 か つ そ の ま ま に 存 在 す る に お い て は 、 所

有 者 は 原 物 回 収 の 訴 権 に よ り こ れ を 請 求 す る こ と を 得 べ し 。

10.責 却 し か つ す で に 引 渡 し た る 物 件 の 所 有 権 は 代 債 支 梯 い ま で は
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買 得 者 に 移 車專せ ず 。

11.銅 衡 式 責 買 お よ び 法 廷 譲 與 を 確 認 せ る 規 定 。

※ 第 六 表 五bに 対 応 す る も の はVI11の と こ ろ に あ る 。 第 六 表 六 に 対 応 す

る も の は こ こ に は な い 。 こ こ のVI10に 対 応 す る も の は 次 表 の 第 七 表 一 一 に

あ る 。 第 六 表 八 に 相 当 す る 個 所 に は 、VI8お よ び9が 対 応 す る よ う で あ る 。

VI5に 対 応 す る も の は 、 第 三 表 七 に あ る 。 た だ 、 こ こ の 「所 有 権 」 と い う

訳 は 、 佐 藤 訳 の 「担 保 」 に 対 応 す る も の で あ ろ う が 、 か な り 問 題 ぶ く み の

も の で あ る 。

(V皿)(a)第 七 表 の 一 か ら 一 〇 ま で に は 、 お そ ら く 、 都 市 の 過 密 化(低 湿

地 が あ る た め に 丘 の う え に し か 居 住 ス ペ ー ス を 求 め る こ と が で き な か っ た

た め で も あ る)や 市 民 の 権 利 意 識 の 向 上 に よ っ て 、 隣 近 所 の 、 相 隣 関 係 を

め ぐ る ト ラ ブ ル が 増 加 し た こ と を う け て 、 そ れ ま で 慣 行 的 に な り た っ て い

た 社 会 ル ー ル は 法 規 化 さ れ た の で あ ろ う 。 現 代 顔 ま け の き び し い 規 制 が こ

こ に あ る 。

@家 屋 の あ い だ に 双 方 か ら 二 歩 半 ず つ 、 計 五 歩 の 間 隔 を お く こ と が 規 定

さ れ る 。家 屋 の 周 囲 に は 通 行 の た め に 一 定 の 空 地 を 設 け る 、 と い う 規 制 は 、

合 理 的 で あ る が 、 か な り き び し い(第 七 表 一)。

⑮ 農 耕 地 間 に 五 歩 の 間 隔 を あ け る こ と が 要 請 さ れ る が 、 土 地 の 境 界 線 を

ど う ひ く か に つ い て の ト ラ ブ ル に 対 し て 、 そ れ 専 用 の 特 別 の 訴 訟 が 用 意 さ

れ た(第 七 表 二)。 人 の 眼 が あ る 住 宅 地 の 境 界 を め ぐ る 争 い よ り も 、 農 地 の

境 界 が ら み の も の の 方 が 多 発 し て い た の で は な か ろ う か 。 訴 訟 に は 測 量 師

な ど の 専 門 家 も 参 加 す る 。

◎ そ の 五 歩 の 畦 道(農 道)は 、 二 年 間 こ れ を 占 有 し つ づ け て も 、 使 用 取

得 に よ っ て 所 有 権 を 取 得 で き る 対 象 と は な ら な い(第 七 表 四:第 六 表 三 の

重 要 な 例 外 規 定 で も あ る)。

⑥ 隣 接 す る 土 地 と の 境 界 線 を め ぐ る ト ラ ブ ル に 対 し て 、 特 別 の 訴 訟 が 用

意 さ れ た(第 七 表 五)。

◎ 家 屋 間 に あ る 直 線 道 路 の 幅 員 は 、 八 歩 を 、 曲 折 道 路 の 幅 員 は 、 一 六 歩

を 、 そ れ ぞ れ 確 保 す る よ う 、 規 定 さ れ る(第 七 表 六)。

㊦ 人 が 、 歩 い て あ る い は 馬 で 、 通 行 す る た め の 役 権(iter)を 設 定 す る

こ と が 、 明 文 の 規 定 に よ っ て 確 保 さ れ た(第 七 表 七)。 通 行 道 路 が 用 意 さ れ

て い な い と き は 、 通 行 す る 権 利 を 保 有 す る 者 は 、 自 身 の 好 き な と こ ろ を 通

行 で き る 。 こ の ほ か に 、 最 古 の 役 権 の 類 型 と し て 、 駄 獣 ・荷 車 あ る い は 家

畜 の 通 行 用 の 役 権(actus)、 引 水 目 的 の 役 権(aquaeductus)、 さ き の 〈iter>

と 〈actus>と を ま と め た か た ち の 役 権(via)が あ る 。 時 代 が 下 る と 、 水 を

く み あ げ る 権 利(aquaehaustus)、 家 畜 を 水 飲 み 場 へ つ れ て い く 役 権

(servituspecorisadaquamappellendi)、 家 畜 を 放 牧 す る 権 利(jus
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pascendi)な ど も 登 場 す る 。 こ れ ら の 役 権 は 、 ロ ー マ 法 上 重 要 な も の と し

て 、 手 中 物(resmancipi)の 一 つ に 算 え ら れ て い る 。 農 業 中 心 の 社 会 構

造 に お い て は 、 「あ る 土 地 が 他 人 の 土 地 に 役 だ つ 」 と い う 仕 組 み(「 あ る 土

地 が あ る 特 定 の 人 に 役 だ つ 」 と い う 仕 組 み と は ち が う)は 不 可 欠 の も の で

あ っ た 関 係 で 、 以 上 の 土 地 利 用 権 と し て の 役 権 は 、 土 地 所 有 権 を 支 え る も

の と し て 、 重 視 さ れ た の で あ る 。

⑧ 雨 水 が 、工 作 物 の 設 置 や 土 地 の 形 状 を 変 更 す る 工 事 に よ り 流 れ を か え 、

下 流 に 損 害 を 与 え た と き に 、 救 済 を 与 え る 特 別 の 訴 訟 が 用 意 さ れ た(第 七

表 八)。

⑤ 隣 人 所 有 の 樹 木(現 在 の 地 中 海 世 界 の 都 市 部 に は 樹 木 は 少 な い が 、 昔

は 大 木 も そ れ な り に 存 在 し た は ず で あ る 現 に 、 文 明 の 十 字 路 に あ り 、

ま た 民 族 紛 争 の た え な い レ バ ノ ン と い う 国 に は 、 日 本 の 縄 文 杉 に 匹 敵 す る

ほ ど 貫 禄 の あ る 杉 が 、 い ま も 、 ほ ん の 一 部 だ け で あ る が 、 健 在 で あ る)が

境 界 線 を こ え て お お い か ぶ さ り 、 貴 重 な 日 照 を 妨 げ た と き に は 、 不 利 益 を

う け て い る 者 は 、 地 上 か ら 一 五 歩 分 ま で の 高 さ だ け 、 枝 を 切 除 す る よ う 要

求 す る こ と が で き る 。 要 求 が み た さ れ な い と き に は 、 自 身 で 枝 を 切 除 で き

る(第 七 表 九)。

① 樹 木 が 風 な ど の た め に 自 身 の 土 地 の 方 へ か た む い て き た と き は 、 危 険

防 止 の た め に 、 隣 接 地 の 所 有 者 は 、 樹 木 所 有 者 の 同 意 な し に で も 、 た だ ち

に 樹 木 を 切 断 す る こ と が で き る(第 七 表 九b)。 後 代 に は 、樹 木 の 根 が の び

て き た と き に 、 根 を 切 断 す る 権 利 も 認 め ら れ る よ う に な る 。

① 樹 木 所 有 者 は 隣 地 に 落 下 し て し ま っ た そ の 樹 木 の 果 実 を と り に そ こ へ

入 る こ と が で き る(第 七 表 一 〇)。 「一 日 お き に 」 と い う 、 重 要 な 限 定 が つ

い て い た 、 と い う推 測 も な さ れ て い る 。

⑮ こ の ほ か 、 一 二 表 法 に 由 来 し て い る と さ れ る 興 味 ぶ か い 二 つ の 制 度 が

あ る(第 七 表 八 の 雨 水 処 理 関 連 の 規 定 と 同 系 の も の と 考 え て よ か ろ う)。 後

代 に 完 成 し た そ の 仕 組 み を 紹 介 し て み よ う 。 一 つ は 「未 発 生 損 害 担 保 問 答

契 約(cautiodamniinfecti)」 で あ る 。 あ る 土 地 の 所 有 権 者 は 、 隣 地 の 建

築 物 が 倒 壊 な ど の 危 険 を は ら ん で い る と き に は 、 す で に 、 現 実 に 損 害 は 発

生 し て い な い 時 点 で 、 将 来 生 ず る か も し れ な い 損 害 の 補 償 を あ ら か じ め 担

保 す る こ と を 内 容 と す る 問 答 契 約 を 締 結 し て も ら う よ う 、 法 務 官 の 指 示 の

も と に 、 隣 人 に 要 請 す る こ と が で き る 。 そ の 担 保 提 供 が 、 法 務 官 の 指 示 に

も か か わ ら ず 、 な さ れ な か っ た と き は 、 さ き の 土 地 所 有 者 は 、 ま ず そ の 建

築 物 の 保 有 の 付 与 を 、 さ ら に は そ の 建 築 物 の 所 有 権 を 、 法 務 官 を 通 し て 手

に い れ る 。 賢 明 に も 、 ロ ー マ 人 は 、 ま だ 発 生 し な い 、 相 隣 関 係 上 の 損 害 に

つ い て も 気 く ば り を し て い た わ け で あ る 。 事 が お き て か ら で な け れ ば め っ

た に 動 く こ と が な い(そ の う え に 、 事 が お き て か ら で も ま だ 事 を あ ら だ て
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る こ と を た め ら い が ち な)、 現 代 の 日 本 人 に は 考 え ら れ な い よ う な 用 意 周 到

さ で あ る 。 そ れ だ け 、 隣 人 間 の 緊 張 関 係 が 大 き か っ た わ け で あ る 。 も う 一

つ は 、 所 有 権 者(あ る い は 地 役 権 者)が 隣 地 の 建 築 工 事 に よ っ て 現 実 に 損

害 を こ う む っ て い る と き 、 工 事 す る 側 に 以 後 の 工 事 の 継 続 を 禁 止 す る こ と

が で き る(さ き の 場 合 は 未 発 生 損 害 を 念 頭 に お い て 考 案 さ れ た 技 術 で あ る

が 、 こ ち ら の 方 は か な ら ず し も そ う で は な い)。 「新 工 事 差 止 告 知(operis

novinuntiatio)」 と 名 づ け ら れ る も の が こ れ で あ る 。 な お も 工 事 が 続 行 さ

れ る と き に は 、 法 務 官 が 介 入 し て 、 工 作 物 の 撤 去 に ま で す す む 。 損 害 補 償

へ の 担 保 が 工 作 主 の 方 か ら 提 供 さ れ れ ば 、 工 事 は 続 行 で き る 。 こ れ で バ ラ

ン ス が と れ て い る わ け で あ る 。

① 近 隣 へ の 侵 害 行 為 を 規 制 す る の は 、 相 隣 関 係 法 だ け で は な い 。 不 法 行

為 と う け と め て 、 事 後 的 に 損 害 を 処 理 す る 方 法 も あ る 。 は る か 後 代 に 考 案

さ れ た シ ス テ ム で あ る が 、 自 身 の 住 居(具 体 的 に は 窓 そ れ も 高 層 住 宅

の 窓)か ら 道 路 に む か っ て 物 を な げ た り 流 し た り す る さ い(こ れ は ご

く ふ つ う の 出 来 事 で あ っ た と 考 え ら れ る)、 他 人 を 傷 っ け た 者 、 ま た 、 自 身

の 住 居 か ら 外 に む か っ て つ り さ げ て い る 物 が 落 下 し て 他 人 を 傷 つ け る 危 険

を 生 じ さ せ る 者 は 、 準 不 法 行 為 に つ い て 責 の あ る も の と し て 、 損 害 の 賠 償

な ど を 法 規 に よ っ て 命 じ ら れ る 。

(b)第 七 表 一 一 は 、 売 却 さ れ 、 か つ 引 渡 さ れ た 物(resvenditaeet

traditae)が 、 代 金 が 支 払 わ れ る か 、 あ る い は 、 そ の 買 主 が 他 の 方 法(担

保 設 定 な ど)に よ っ て 買 主 に 満 足 を 与 え る か し な い か ぎ り 、 買 主 に 取 得 さ

れ た こ と に な ら な い こ と を 定 め て い る 。 「売 却 ・引 渡 の 行 為 が あ っ て も 、 取

得 さ れ な い 」 と い う 理 論 構 成 の 眞 意 を 読 み と る の は む ず か し い 。

(c)第 七 表 一 二 は 、 奴 隷 が 、 自 ら が 保 有 し て い る 特 有 財 産(peculium

「ヘ ソ ク リ 」)の な か か ら 相 続 人 に 対 し て 一 定 額 の 金 銭 を 支 払 う 、 と い う

条 件 つ き で 、 被 相 続 人 の 遺 言 に よ り 解 放 さ れ る こ と に な っ て い る 場 合 に お

い て 、 も し こ の 者 が 相 続 人 の 手 で 第 三 者 に 譲 渡 さ れ て も 、 こ の 奴 隷 は 、 あ

ら た に 買 主 と な っ た 者 に 約 定 ど お り 所 定 の 金 銭 を 支 払 う こ と に よ っ て 、 は

れ て 自 由 人 と な れ る こ と を 定 め て い る 。 講 学 上 、 こ の よ う な 状 況 下 の 奴 隷

は 「候 補 自 由 人(statuliber)」 と 名 づ け ら れ る 。

[末 松 訳]

皿1.隣 接 の 各 建 築 物 の 周 團 に は 倉余裕 の た め 少 な く と も2尺5寸 の 空 地

を 存 す べ し 。

2.隣 接 地 に 植 木 し 建 築 し ま た は 掘 馨 す る 規 定 。

4.接 績 田 園 の 中 間 に は 往 返 な ら び に 鋤 の 廻 轄 の 倉余裕 の た め5尺 の 空

地 を 存 す べ し 。 こ の 空 地 は 時 致 取 得 を 許 さ ず 。

5.も し 、 妥 協 し え ざ る に お い て は(境 界 に つ い て 争 論 あ る と き は 、
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保 安 官 こ れ に3人 の 仲 裁 官 を 附 與 し こ れ を 決 定 せ し む)。

6.道 路 の 幅 員 は 直 行 の 所 に お い て8尺 た る べ し 。 曲 折 の 所 に お い て

は16尺 た る べ し 。

7.も し 道 路 に し て 通 過 す べ か ら ざ る と き は 、 通 行 椹 者 は そ の 欲 す る

地 黒占に よ り 車 輌 を 進 む る こ と を 得 べ し 。

8.も し 雨 水 の た め 損 害 の お そ れ あ る と き は 人 工 を も っ て 雨 水 を 集

合 す る 設 備 、 ま た は 水 道 よ り 起 る 損 害 を 受 け ん と す る 財 産 の 所 有

者 は 、 こ れ に 封 し 損 害 の 保 謹 を 請 求 す る 権 利 を 有 す べ し 。

9.も し樹 陰 が 隣 地 を 陰 騎 す る と き は 平 地 よ り15尺 の 高 さ ま で 諸 方

面 と も そ の 枝 條 を 勇 除 す べ し 。

10.自 己 の 所 有 地 内 の 樹 木 よ り 落 ち た る 果 實 を 拾 う た め に は 隣 接 地

内 に 入 る こ と を 得 べ し 。

※V皿2に 対 応 す る も の は な い 。第 七 表 二 に は こ のV皿2の 規 定 の 趣 旨 と は ち

が っ た こ と が 取 扱 わ れ て い る も の と 理 解 さ れ て い る 。 第 七 表 一 二 に 対 応 す

る も の は な い 。 第 七 表 一 一 に 対 応 す る も の はVI10に あ る 。

(皿)第 八 表 は か な り の 数 の 条 文 を も っ て い た よ う で あ り 、現 代 に 伝 わ っ

て い る も の も 多 い 。 そ の 内 容 は 、 か な り 雑 多 で あ り 、 重 い 刑 罰 を 科 せ ら れ

る 行 為 、 民 事 領 域 の 不 法 行 為 、 信 義 ・誠 実 違 反 の 行 動 へ の 制 裁 な ど 、 い か

に も ロ ー マ 風 の 、 興 味 の あ る 規 定 が な ら ん で い る 。

(a)第 八 表 一 は 、 他 人 を 害 し た り 、 侮 辱 を 加 え た り す る よ う な 呪 文 を と

な え た り す る 者 に 、 頭 格 刑(死 刑)の 罰 を 科 す こ と を 定 め る 。 こ の よ う な

行 為 は 宗 教 的 な 犯 罪 と う け と め ら れ た の で 、 極 刑 が 用 意 さ れ て い る 。 第 八

表 九 に 見 え る 穀 物 犯 罪 に つ い て も 同 様 で あ る 。 後 者 は 、 農 業 中 心 の 社 会 で

は 、 社 会 秩 序 維 持 の た め に は 当 然 の 処 置 で あ っ た ろ う。

(b)第 八 表 二 は 、 四 肢 分 離 な い し は そ れ に 準 ず る よ う な と く に 重 大 な 身

体 的 侵 害 に つ い て 、 同 害 報 復(タ ー リ オ ー)の 制 度 を 定 め て い る 。 も っ と

も 、 こ の よ う な 手 段 は 、和 解 の 試 み が 成 功 し な か っ た と き の み 、許 さ れ る 、

と い う か た ち で 認 め ら れ て い る も の な の で 、 実 際 に は 、 金 銭 の 支 払 い を 含

め て 、 な ん ら か の 形 態 で 双 方 の 家(家 長)同 士 の 、 直 接 の 、 あ る い は 仲 介

者 を ま じ え て の 話 し あ い が な さ れ る こ と に よ り 、 そ れ な り に 円 満 に 解 決 す

る ケ ー ス が 多 か っ た に ち が い な い 。 な お 、 故 意 ・悪 意 に よ る 加 害 と 、 た ん

な る 過 失 に よ る 加 害 と で は 、 状 況 に 差 が あ り 、 扱 い は か な り ち が っ た も の

に な っ て い た で あ ろ う 。 元 来 は 、 と に か く 加 害 者 の 引 渡 を 強 硬 に 主 張 す る

被 害 者 側 の 家 と 、 そ れ を 拒 む 加 害 者 の 家 と の 戦 闘 状 態 が 生 じ て 、 共 同 体 全

体 の 秩 序 が 乱 れ る よ う な こ と が し ば し ば 生 じ た の で 、 な ん ら か の 、 リ ー ズ

ナ ブ ル な 法 的 処 理 が 必 要 に な っ た も の と 考 え ら れ る 。 な お 、 同 害 報 復 の シ

ス テ ム は 、 合 理 的 な 側 面 も 備 え て い る の で 、 他 の 民 族 の 場 合 に も し ば し ば
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見 ら れ る 。 と り わ け イ ス ラ ム 社 会 に は 、 こ の 系 譜 に 属 す る 制 裁 方 法 が 今 も

な お 健 在 で あ る 。 つ い で な が ら 、 日 本 人 が 極 悪 犯 人 に 死 刑 を 強 く 求 め る 国

民 感 情 を 根 強 く も っ て い る の も 、 タ ー リ オ ー の 法 理 が は ら ん で い る 要 素 ・

情 念 と 質 的 に つ な が っ て い る の で は な か ろ う か 。 と こ ろ で 、 四 肢 分 離 の よ

う な 重 大 な 侵 害 は 、 少 な く と も 近 代 法 で は 、 か り に 過 失 に よ る も の で あ っ

て も 、 刑 事 制 裁 の 対 象 と な る が(窃 盗 の 場 合 も 同 様 で あ る)、 ロ ー マ で は 、

こ れ ら の 行 為 は い わ ば 民 事 的 に 処 理 さ れ る(も っ と も 、 民 事 責 任 を は た さ

な か っ た 者 は 、 奴 隷 身 分 に お と さ れ た り 、 殺 害 さ れ た りす る の で 、 民 事 責

任 も と て も お そ ろ し い も の で あ っ た が)。

(c)第 八 表 三 で 、 四 肢 分 離 以 外 の 加 害 行 為 に か ん し て 、 定 額 制 の 責 任 の

と ら さ れ か た が 明 記 さ れ て い る が 、 こ れ は 同 害 報 復 よ り も 一 歩 進 ん だ 対 処

法 で あ る 。 後 代 に は 、 定 額 で は な く て 、 訴 訟 で の 査 定 に よ っ て 賠 償 額 が 決

定 さ れ る 、 と い っ た 合 理 的 な シ ス テ ム へ と 移 行 す る 。 四 肢 分 離 に よ っ て 代

表 さ れ る よ う な 重 大 な 人 身 傷 害 に つ い て も 同 じ よ う な 手 続 が 用 い ら れ た で

あ ろ う 。 現 代 の 姿 は そ の 流 れ の う え に 位 置 し て い る が 、 損 害 保 険 の 世 界 で

は 、 処 理 上 の 便 宜 か ら 、 定 額 制 の 要 素 も 濃 く 現 れ て い る の で 、 現 在 で は 流

れ は 複 雑 に な っ て い る 。 な お 、 奴 隷 と 自 由 人 と で 一 対 二 の 比 率 に な っ て い

る の は 、 タ テ マ エ 上 は 物 扱 い し か さ れ て い な い 奴 隷 の 地 位 が そ れ な り に 高

か っ た こ と を 示 し て い る 。

(d)第 八 表 四 は 、 一 般 的 な 人 格 権 侵 害(身 体 お よ び 名 誉 一 精 神 に 対 す る

も の)の ケ ー ス に つ い て 規 定 を 設 け て い る 。 こ の 概 念 は 広 い も の で あ っ た

の で 、 侵 害 の 填 補 の 処 理 が 画 一 化 ・単 純 化 さ れ 、 社 会 的 ・法 的 平 和 を 維 持

す る こ と に 役 立 っ た 。 な お 、 こ の 二 五 ア ー ス は 、 そ の 当 時 で は 、 羊 二 匹 分

に 相 当 す る だ け の 価 値 で あ っ た ら し い 。 前 二 六 年 の 平 民 会 議 決 で あ る ア ク

ィ ー リ ウ ス 法(lexAquilia)は 、 時 代 お く れ に な っ た 一 二 表 法 の 規 制 ル ー

ル を 精 密 な も の へ と つ く り か え た 。 こ の 法 律 は ロ ー マ 私 法 上 と り わ け 重 要

な 立 法 作 品 と な っ て い る 。

(e)第 八 表 五 の 規 定 の 内 容 は 明 ら か で は な い が 、 財 産 へ の 侵 害 に 関 連 す

る 事 項 が 記 さ れ て い た 、 と 推 測 さ れ て い る 。 ひ ょ っ と す る と 、 第 八 表 四 と

あ わ さ っ た か た ち で 重 要 な 規 定 が こ こ に お か れ て い た か も し れ な い 。

(f)第 八 表 六 に は 、 飼 育 中 の 四 足 動 物 が 他 人 に 損 害 を 与 え た と き は 、 加

害 者 側(家 長)は 、 損 害 を 賠 償 す る か 、 そ の 動 物 そ れ 自 体 を 相 手 方 に ひ き

わ た し て し ま う か の ど ち ら か を し な け れ ば な ら な い こ と が 規 定 さ れ て い

る 。 な お 、 動 物 の 問 題 な ら 、 引 渡 は そ れ ほ ど 問 題 で な い が 、 し か し 、 家 子

(子 な ど)が 不 法 行 為 を 行 な っ た さ い 、 家 長 が 全 面 的 に 責 任 を と る か 、 そ の

家 子 を 相 手 方(被 害 者)に ひ き わ た す(委 付 す る)か の ど ち ら か の 手 段 か

を 家 長 は と ら な け れ ば な ら な い 。 し か し 、 物 と 人 が 同 じ 論 理 で も っ て 扱 わ
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れ る の は 、 目 立 つ こ と で あ る 。 こ れ は 、 ロ ー マ の 家 の な か で 法 的 に 家 子 の

地 位 が 低 い と こ ろ に 設 定 さ れ て い る こ と の 一 つ の 反 映 で あ る 。 ち な み に 、

ド イ ツ で は 、1901年1月1日 ま で 、 加 害 動 物 を 被 害 者 の 側 へ と 委 付 す る

こ と に よ っ て 責 任 を は た し た こ と に な る 、 と い う ル ー ル が ラ イ ヒ 裁 判 所 に

お い て 適 用 さ れ て い た 。 実 際 の と こ ろ 、 加 害 動 物 委 付 は 、 事 態 を 単 純 化 す

る こ と に も な り 、 法 理 に か な う と こ ろ も も っ て い る わ け で あ る 。

(g)第 八 表 七 に は 、 樹 木 の 所 有 者 が 、 他 人 の 土 地 に 落 下 し た 木 の 実 を そ

の 他 人 の 飼 育 し て い る 動 物 が そ の 家 の 敷 地 内 で 食 べ て し ま っ て も 、 そ の 他

人 に 責 任 を 問 う こ と が で き な い こ と を 規 定 す る 。 こ れ は 、 第 八 表 六 の 加 害

者(物)引 渡 と の 関 連 で 規 定 さ れ て い る 。 具 体 例 が ひ き あ い に だ さ れ て い

る と こ ろ は 、 い か に も ロ ー マ 的 な 扱 い で あ る 。 落 下 果 実 が 経 済 的 価 値 の 大

き い も の で あ っ た こ と は 、 第 七 表 一 〇 の 規 定 か ら も 判 明 す る 。

(h)第 八 表 八 に は 、 熟 し た 穀 物 に 呪 い を か け た り し て 、 こ れ を 奪 っ た と

き に は 、 死 刑 が 科 せ ら れ る こ と が 規 定 さ れ た 。 こ の よ う な 扱 い に は 宗 教 的

な 背 景 が あ る と 推 測 さ れ る 。

(i)第 八 表 九 も 、 穀 物 の 夜 間 の 窃 取 に つ い て 、 死 刑 の 罰 を 設 け て い る 。

ち な み に 、 こ れ は 成 熟 し た 者 の 場 合 の ル ー ル で あ り 、 他 方 で 未 成 熟 者(子

供)の 場 合 に は 、 処 罰 は 軽 く な る 。 農 業 を 経 済 の ベ ー ス に も つ 共 同 体 に お

い て は 、 古 来 か ら 、 土 地 を 支 配 し て い る 神 を 冒 涜 す る こ と に な ら な い よ う

細 心 の 注 意 が 払 わ れ て い る が 、 ロ ー マ で も 、 同 様 で あ っ た 。 一 二 表 法 に は 、

こ の ほ か 、 宗 教 色 が 色 濃 く 現 わ れ て い る 規 定 が あ っ た よ う で あ る 。

(j)第 八 表 一 〇 に は 、 故 意 に 他 人 の 家 も し く は そ の 家 の 穀 物 に 放 火 し た

者 に は 、 死 刑 、 そ し て 、 過 失 に よ り 火 災 が 生 じ て し ま っ た と き に は 、 金 銭

賠 償 が 、 そ れ ぞ れ 科 せ ら れ る こ と が 規 定 さ れ る 。

(k)第 八 表 一 一 に は 、 第 七 表 九 に 示 さ れ た ル ー ル へ の 違 反 に 対 す る 処 理

が 掲 げ ら れ て い る 。 樹 木 の 張 り だ し に よ る ト ラ ブ ル は し ば し ば 生 ず る こ と

な の で 、 樹 木 一 本 に つ い て 二 五 ア ー ス を 支 払 う 、 と い う細 か い ル ー ル を 明

快 に 設 定 し て お く こ と が 必 要 と さ れ た の で あ ろ う 。

(1)第 八 表 一 二 は 、 現 行 窃 盗 の う ち 、 昼 間 の も の と 、 夜 間 と い う 特 別 の

状 況 で 生 じ た も の と に つ い て 規 定 し て い る が 、 昼 間 で あ っ て も 、 盗 人 が 武

器 を も っ て 抵 抗 す れ ば 殺 害 し て も よ い こ と に な る(第 八 表 一 三)。 盗 人 と い

う の は 所 有 権 秩 序 を 決 定 的 に 傷 つ け る 者 で あ る が 、 こ の よ う な 盗 人 を 殺 害

す る こ と は 、 ど の 社 会 に お い て も 、 自 力 救 済 の 典 型 的 な パ タ ー ン の 一 つ と

し て 、 古 い 時 代 な ら 許 さ れ て い た の か も し れ な い 。 し か し 、 こ の 時 期 の ロ

ー マ で は 、 そ の よ う な 、 い わ ば 原 始 的 な 扱 い は 克 服 さ れ 、 盗 人 に 状 況 に 応

じ た 責 任 を と ら せ る や り か た へ と 移 行 し て い る 。 殺 害 が 容 認 さ れ る 事 案 の

う ち 、 夜 間 窃 盗 の 場 合 は 、 明 か り の ほ と ん ど な い ロ ー マ で 、 た だ の 盗 人 か
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刺 客 か を す ぐ に 識 別 す る こ と が で き な い た め に 、 か り に 過 剰 防 衛 的 に 侵 入

者 の 殺 害 に ま で 事 態 が 進 ん で も 、 責 任 が 問 わ れ な い も の と さ れ た 、 と い う

説 明 が 可 能 で あ ろ う し 、 昼 間 窃 盗 犯 の 殺 害 は 、 正 当 防 衛 の 法 理 に よ っ て 説

明 が つ く 。 な お 、 ロ ー マ の 刑 罰 体 系 全 体 を 見 わ た し て み る と 、 共 和 政 時 代

に か ん す る か ぎ り 、 宗 教 的 犯 罪 の 場 合 を の ぞ い て 、 現 実 に 処 刑 が 実 行 さ れ

る 仕 組 み は あ ま り 見 ら れ な い 。 「頭 格 刑(poenacapitalis)」 と い う も の が

最 高 レ ヴ ェ ル の 刑 罰 と し て 設 定 さ れ て い る の で あ る が 、 こ の 刑 は 、 人 間 の

頭(ス テ イ タ ス)が 奪 わ れ る 刑 罰 の こ と で あ り 、 死 刑 も も ち ろ ん 含 ま れ る

が 、 市 民 権 喪 失=国 外 追 放 ・亡 命 が そ の 中 核 で あ っ た 。 さ て 、 夜 間 盗 人 ま

た は 昼 間 に 抵 抗 す る 盗 人 を 殺 害 し た さ い に は 、 「大 声 を 発 し て 」 人(近 く に

い る 人)を よ ぴ あ つ め て 、 彼 ら を 証 人 と す る こ と が 法 規 に よ っ て 求 め ら れ

て い る 。 こ れ は 手 続 法 の セ ン ス に 強 い と こ ろ を も つ ロ ー マ 人 な ら で は の 知

恵 で あ る が 、 そ れ は 、 罪 も な い の に 盗 人 に し た て あ げ ら れ て 殺 さ れ て し ま

う 人 が 生 ま れ て こ な い よ う に す る た め の 用 心 で も あ る 。 と こ ろ で 、 殺 害 に

よ っ て 報 復 さ れ る こ と の な い タ イ プ の 現 行 窃 盗 の 場 合 、 被 害 者 の イ ニ シ ヤ

テ ィ ヴ の も と で つ ま り 、国 家 の 手 を は な れ て 、程 度 の 差 は あ る が 、

い ず れ に し て も 自 身 の 身 体 そ の も の で も っ て 自 身 の 不 法 行 為(つ ま り 罪)

を 償 わ な け れ ば な ら な い 扱 い に な っ て い る の で(第 八 表 一 四)、 窃 盗(現 代

流 に 言 え ば 、 強 盗 ま が い の 行 為 も 含 ま れ る か も し れ な い)へ の 制 裁 は 、 実

際 問 題 と し て は と て も き び し い わ け で あ る 。 そ の 一 方 で 、非 現 行 窃 盗 で は 、

盗 品 を 返 還 す る ほ か に 、 盗 品 の 二 倍 に 相 当 す る だ け も の を 罰 金 と し て 支 払

え ば 、 犯 人 は 責 任 か ら 解 放 さ れ る 。 こ の よ う な 扱 い の 差 を 設 け る こ と に つ

い て は ロ ー マ 人 は そ れ な り に 納 得 し て い た の で あ ろ う が 、 現 代 人 の 眼 に は

少 し 異 様 も の と う つ る の で は な か ろ う か 。 後 者 は 、 言 っ て み れ ば 民 事 的 処

理 で あ っ て 、あ ま り に も 軽 い か ら で あ る 。窃 盗 を 刑 事 裁 判 の 対 象 と 扱 う(も

ち ろ ん 、 民 事 的 に も 問 題 に な る)現 代 の 法 制 か ら 考 え る と 現 代 人 に は 、 ロ

ー マ 法 の 仕 組 み に 違 和 感 が あ る か も し れ な い(も っ と も 、 日 本 人 の 法 意 識

の な か に は 、 軽 度 の 窃 盗 に 刑 事 法 が き ち ん と 適 用 さ れ る こ と に つ い て は 、

な に や ら 違 和 感 も 見 ら れ る 。 「万 引 き も 立 派 な 犯 罪 で す!」 と い う 、 ス ー パ

ー や 書 店 に あ る は り紙 が そ の あ た り の こ と を う ま く 言 い あ て て い る) 。 な

お 、 第 九 表 一 五bの 「皿 と 腰 帯 に よ り 」 と い う 断 片 条 文 は 、 盗 品 の 家 宅 捜

査 に か ん す る 規 定 の 一 部 で 、 古 来 の 、 お そ ら く 呪 術 的 な 色 あ い を も つ 儀 式

に の っ と っ た 捜 査 の 結 果 、 盗 品 を 自 宅 で 発 見 さ れ て 犯 人 と な っ た 者 は 、 現

行 盗 を 行 な っ た も の と 扱 わ れ る(も っ と も 、 そ の 者 へ の 罰 は 、 以 下 に 示 す

こ と か ら 判 明 す る よ う に 、身 体 に か か わ る も の で は な い)。 こ の よ う な う け

と め か た は い か に も 古 代 的 で あ り 、 現 代 で な ら 、 こ の 状 況 は 非 現 行 盗 の パ

タ ー ン に く み い れ ら れ る で あ ろ う 。
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(m)第 八 表 一 五aとbに は 、 「盗 品 所 持 盗 」 と 「盗 品 転 置 盗 」 と い う 興

味 ぶ か い 窃 盗 類 型 が 示 さ れ て い る 。 前 者 は 、 犯 人 で な い に も か か わ ら ず 、

証 人 立 会 い の も と で 自 身 が 所 持 す る 状 況 の も と で 盗 品 が 発 見 さ れ て し ま っ

た 者 の 場 合 で 、 後 者 は 、 転 置 さ れ た 盗 品 が 他 人 の 家 で 発 見 さ れ る よ う に し

た 者(ふ つ う は 窃 盗 犯 人)の 場 合 で あ り 、 と も に 盗 品 の 三 倍 額 の 賠 償 責 任

を 負 う こ と が 定 め ら れ て い る 。

(n)第 八 表 一 六 に は 、 現 行 窃 盗 で な い と き の 罰 金(償 金)が 盗 品 の 二 倍

額 で あ る 、 と 定 め る 規 定 が あ る 。 こ の よ う に 二 倍 額 と か 三 倍 額 と か 四 倍 額

と か の 支 払 い が 命 じ ら れ る の が 、 単 純 化 を 好 む ロ ー マ 法 の 特 徴 の 一 つ と 言

え る か も し れ な い 。

(o)第 八 表 一 七 に は 、 盗 品 が 使 用 取 得 の 対 象 と は な ら な い こ と が 規 定 さ

れ て い る 。 善 意 の 第 三 者 が 盗 品 を 取 得 し た 場 合 、 ど れ ほ ど 長 期 間 そ れ を 保

有 し て い て も 、 永 久 に 所 有 者 か ら の 取 り も ど し に あ う 。 全 般 的 に 見 て 、 ロ

ー マ 人 に は 、 動 的 安 全(ホ ン ネ)よ り も 、 静 的 安 全(タ テ マ エ)を 重 視 す

る 傾 向 が あ る が 、 こ れ は そ れ が 具 体 的 に 現 れ た 例 の 一 つ で あ る 。 な お 、 使

用 取 得 の 原 理 は 第 六 表 三 に 示 さ れ て い る 。

(p)第 八 表 一 八 に は 、 消 費 貸 借(こ の 時 代 で は 金 銭 だ け が 対 象 と は か ぎ

ら な い)の 利 息 が 年(あ る い は 月)一 二 分 の 一 で あ る こ と が 定 め ら れ 、 そ

れ へ の 違 反 に は 四 倍 額 の 罰 金 が 課 せ ら れ る 。 現 代 で は 、 高 利 貸 行 為 は 、 高

レ ヴ ェ ル の も の に つ い て は 刑 事 罰 が 用 意 さ れ 、 軽 い レ ヴ ェ ル の も の に つ い

て は 無 効 扱 い と い う制 裁 で 対 応 が な さ れ て い る が(も っ と も 、 か つ て は 、

「み な し 弁 済 」 と い う 抜 け 穴 が あ っ て 、利 息 制 限 法 は 一 部 ザ ル 法 と 化 し て い

た)、 か り に 高 利 で あ っ て も 、そ れ を 了 承 し た う え で 問 題 ぶ く み の 消 費 貸 借

に た よ ら な け れ ば な ら な い ケ ー ス も 多 く 、 高 利 の 貸 借 に は 社 会 の ニ ー ズ が

根 づ よ い の で 、 ど の 時 代 、 ど の 場 所 に お い て も 、 高 利 問 題 の 法 的 処 理 は 取

扱 い の や っ か い な 社 会 問 題 で あ っ た 。 な お 、 ロ ー マ で も 、 後 代 に は 、 利 率

を ひ き さ げ る 方 向 で 多 く の 立 法 が 行 な わ れ て い る([G]部 門 第 三 章 第 二 項

(F):p.130ff.を 参 照)。

(q)第 八 表 の 一 九 に は 、 寄 託(寄 託 者 が 動 産 を 受 寄 者 に よ る 無 償 の 管 理

に ゆ だ ね る 行 為)の さ い 、 受 寄 者 が 対 象 を 返 還 し な か っ た と き 、 不 法 行 為

が 生 じ た も の と 見 て 、 対 象 の 価 値 の 二 倍 額 を 支 払 う こ と を 求 め る 訴 訟 が 可

能 で あ る と さ れ て い る 。 ロ ー マ に は 無 償 行 為 が 多 く あ り 、 ロ ー マ 人 の 社 会

生 活 で は こ れ が 重 要 な 役 割 を 演 じ て い る 。 無 償 で あ っ て も 、 責 任 が 重 い の

が ロ ー マ の 場 合 の 特 徴 で あ る 。 日 本 に は 、 善 意 ・無 償 の 行 為 に は あ ま り 責

任 を 問 わ な い 雰 囲 気 が 伝 統 的 に あ る が 、 ロ ー マ 人 は そ の 点 で と て も ド ラ イ

で シ ヴ ィ ア で あ る 。

(r)第 八 表 二 〇 に は 、 遺 言 に よ っ て 被 相 続 人 か ら あ る 未 成 熟 の 相 続 人 の
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た め の 後 見 を ま か さ れ た 者 が 、 悪 事 も し く は 不 祥 事 を ひ き お こ し た と き の

民 事 制 裁 に つ い て 記 さ れ て い る 。 そ の ほ か に 、 こ の タ イ プ の 訴 訟 で 有 責 判

決 を う け た 者 は 「破 廉 恥(infamia)」 の 烙 印 を お さ れ 、 法 的 に も 社 会 的 に

も き び し い 制 裁 に さ ら さ れ る 。

(s)第 八 表 の ニ ー 、 二 二 お よ び 二 三 は 、 信 義 に 反 す る 行 動 を と っ た 者 に

き び し い 制 裁 を 設 け て い る 例 で あ り 、古 い 時 代 の 、宗 教 的 な 色 あ い の 濃 い 、

神 法 系 統 に 属 す る と 考 え ら れ る ル ー ル の あ り か た が 見 え て い る 。 被 保 護 者

(多 く は 平 民 や 外 人)は 、 さ ま ざ ま な 理 由 に よ っ て 多 く は 自 由 意 思 で 保 護 者

(多 く は 貴 族)の 庇 護 下 に 入 っ て く る が 、両 者 の あ い だ に は 神 聖 な 相 互 援 助

の 義 務 が あ っ た 。 保 護 者 の そ れ に 反 す る 振 舞 い に は 宗 教 的 な 罰(死 刑?)

が 加 え ら れ た の で あ る(第 八 表 ニ ー)。 第 八 表 二 二 に は 、 た と え ば 第 六 表 五

に 見 え る 握 取 行 為 の 実 行 の さ い の よ う に 、 神 聖 な 証 人 の 任 務 を ひ き う け て

い な が ら 、 証 言 の 必 要 な と き に 証 言 す る こ と を 拒 む よ う な 者 に 重 大 な 不 利

益 が ふ り か か る こ と が 規 定 さ れ て い る 。 そ れ 以 後 に 、 重 要 な 法 律 行 為 を 自

身 お よ び 他 人 の た め に と り 行 な う こ と が で き な く な る の は 、 そ の 一 例 で あ

る 。

(t)第 八 表 二 三 に は 、 虚 偽 の 証 言 を 行 な っ た 者 へ の き わ め て き び し い 罰

(死 刑?)が 規 定 さ れ て い る 。 信 頼 を や ぶ り 、 誓 い に 反 す る こ の よ う な 行 為

へ の 処 分 ス タ イ ル に は 、 宗 教 的 背 景 も あ る 。

(u)第 八 表 二 四aに は 、 「も し あ る 者 が[武 器 を][意 識 し て]投 げ た と

い う よ り も 、 む し ろ 武 器 が 手 を の が れ て[他 人 を 傷 つ け て し ま っ た]場 合

に は 」 と い う 規 定 が あ っ た よ う で あ る が 、 こ の よ う な 過 失 に よ る 加 害(殺

人)に 対 し て は 、 羊 を 償 い と し て わ た す こ と で 、 お り あ い が つ け ら れ た 。

他 方 で 、 故 意 に よ る 殺 人 で は 、 極 刑 が 科 せ ら れ た と 推 定 さ れ る 。 一 二 表 法

制 定 の ま え に は 、 伝 説 的 な 法 規 範 と し て 、 王 法 が あ る が 、 そ こ に 「悪 意 に

よ っ て 知 り な が ら(dolosciens)自 由 人 を 死 に い た ら せ た 場 合 に 殺 人 者

(parricidas)で あ れ 。」 と い う 規 定 が あ っ た と さ れ て い る 。 こ ち ら の 方 は 、

故 意 殺 の ケ ー ス で あ る 。

(v)第 八 表 二 五 に は 、 毒 物 ・毒 殺 に か ん す る 規 定 が あ っ た と 推 定 さ れ て

い る 。 毒 物 を 用 い た 犯 罪 は 大 き な 社 会 不 安 を ま ね く の で 、 ど の 時 代 に お い

て も 、 国 家 が こ れ を き び し い 監 視 下 に お い て い る 。 ロ ー マ で も 、 後 代 に な

る と 、 こ の 犯 罪 類 型 専 用 の 査 問 所 法 廷 が 設 け ら れ る よ う に な っ た 。

(w)第 八 表 二 六 に は 、 国 家 の 安 全 を お び や か す 目 的 で 夜 間 に 人 が 集 合 す

る こ と を 禁 ず る 規 定 が あ っ た 。 こ れ は 、 夜 間 の 人 の 集 合 が 反 逆 行 為 や さ ま

ざ ま な 抵 抗 運 動 の 温 床 と な る と こ ろ を 警 戒 し て の 措 置 で あ ろ う 。

(x)第 八 表 二 七 に は 、 国 法 に 反 し な い か ぎ り で 、 団 体 が 自 律 的 に 規 約 を

制 定 す る(こ れ に は 、 あ ら た に 団 体 を 結 成 す る こ と も 含 ま れ る)こ と を 許
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す 規 定 が お か れ て い た 。

[末 松 訳]

V皿1.他 人 を 誹 機 し た る も の 、 お よ び 公 然 侮 辱 し た る も の は 、 頭 格 刑 に

虜 す 。

2.他 人 の1肢 を 破 壊 し 妥 協 を 遂 げ ざ る も の は 同 害 報 復 に 虞 す べ し 。

3.自 由 人 の1骨 を 挫 折 す る も の は300ア ス 、奴 隷 の1骨 を 挫 折 す る

も の は150ア ス を 科 す べ し 。

4.他 人 に 損 害 を 蒙 ら し め た る と き は 、25ア ス を 科 す べ し 。

5.不 法 偶 獲 の 財 産 損 害 を 蒙 ら し め た る と き は 、 賠 償 せ し む べ し 。

6.四 足 獣 の 傷 害 に つ い て は 賠 償 ま た は 加 害 獣 の 引 渡 し を も っ て せ

し む べ し 。

9.夜 陰 に 他 人 の 熟 穀 を 窃 盗 的 に 刈 採 ま た は 破 壊 す る と き は 成 熟 者

な れ ば ケ レ ス に 獄 納 し 死 に 致 し 、 未 成 熟 者 な れ ば 保 安 官 の 酌 量 を

も っ て 杖 打 し 、 か つ 損 害 債 格 の2倍 の 罰 金 を 科 す べ し 。

12.夜 陰 の 盗 人 は こ れ を 殺 す も 適 法 た る べ し 。

13.白 書 に 護 見 し た る 盗 人 は こ れ を 殺 す こ と を 得 ず 。 た だ し 凶 器 を も

っ て 抵 抗 す る も の は 別 段 と す 。

14.現 行 盗 は 自 由 人 な れ ば こ れ を 杖 打 し 、 し か し て 判 定 附 與addictio

に よ り 被 害 者 に 附 與 す 。 奴 隷 な れ ば 杖 打 し 、 し か し て タ ル ペ イ ウ

ス 巖 よ り 投 下 す べ し 。 し か れ ど も 、 未 成 熟 者 は 保 安 官 の 酌 量 に よ

り 杖 打 し 、 し か し て 損 害 賠 償 を 命 ず べ し 。

15.皿 と リ キ ウ ム と を も っ て す る 捜 査 に よ り て 盗 品 を 獲 見 せ ら れ た

る と き は 、 そ の 所 持 人 を 現 行 盗 と み な す 。 盗 品 所 持 盗 と は 上 記 の

厳 正 な る 捜 査 を 用 い ず し て 盗 品 を そ の 者 の 所 持 品 中 に 獲 見 せ ら れ

た も の を 指 す 。 盗 品 轄 置 盗 と は 、 盗 品 所 持 者 が そ の 盗 品 を 自 己 の

家 屋 内 よ り も む し ろ 他 人 の 家 屋 内 に お い て 獲 見 せ ら れ ん こ と を 期

し 、 密 か に こ れ を 他 人 の 家 屋 内 に 置 き た る も の を 指 す 。 こ れ ら2

種 類 の 不 法 行 為 は 盗 品 債 格3倍 額 の 罰 金 を も っ て 罰 す べ し 。

16.非 現 行 盗 訴 訟 に お い て は(罰 金 は 盗 品 債 格 の2倍 た る べ し)。

17.盗 品 の 占 有 に つ い て は 時 数 取 得 を 禁 ず る 規 定 。

18.金 利 は1ウ ン キ ア を 超 過 す べ か ら ず 。 〈 わ し く い え ば 年 利 は 元 金

の1/12と す 。 す な わ ち ヌ マ の 太 陽 暦 の12ヶ 月 に 従 い て 計 算 し

年 利100に つ き81/3と な る な り 。こ の 制 限 を 超 過 す る と き は4

倍 額 の 罰 金 を 科 す べ し 。

19.寄 託 物 に つ き 詐 欺 あ る も の は2倍 額 の 罰 金 を 科 す べ し 。

22.讃 人 ま た は 持 衡 器 者 た り し も の に し て 謹 言 す る こ と を 拒 む と き

は 、 無 廉 耳止者 と し 、 か つ 謹 言 不 能 者 た る べ し 。
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23.{爲 謹 者 は タ ル ペ イ ウ ス 巖 上 よ り 投 下 す べ き こ と を 命 ず る 規 定 。

27.團 膿 員sodalesは 國 法 に 違 反 せ ざ る 限 り 相 互 の 間 に な ん ら の 規 約

を 設 く る も 妨 げ な し 。

※ 第 八 表 七 、 八 、-0、 一 一 、 二 〇 、 ニ ー 、 二 四 、 二 五 お よ び 二 六 に 対

応 す る も の は こ こ に は な い 。

(D()第 九 表 は 刑 事 訴 訟 手 続 に つ い て の 規 定 を お い て い る 。 古 代 ロ ー マ で

は 、 現 代 で な ら刑 事 事 件 に 相 当 す る も の で あ っ て も 、 民 事 事 件 と し て 民 事

訴 訟 手 続 で 処 理 さ れ る よ う な 事 案 が 多 い 。 こ れ は 、 一 つ に は 、 国 家 権 力 が

未 成 熟 で あ る た め で あ る が 、 他 方 で 、 罰 金(償 金)制 度 を 完 備 し た 民 事 的

な 制 裁 が 人 身 に も お よ ぶ 苛 酷 な も の で あ っ た 関 係 で 、 民 事 的 処 理 で も 十 分

に 威 嚇 力 や 制 裁 効 果 が あ っ た せ い で も あ る 。

(a)第 九 表 一 お よ び 二 に は 、 特 定 の 個 人 に 不 利 益 を 与 え る よ う な 例 外 的

な 法 律(privilegium)を 制 定 す る こ と 、 お よ び 、 兵 員 会(comitia

centuriata)の 判 断 に よ る の で な い か ぎ り 、 市 民 に 死 刑 を 科 す こ と を 禁 止

す る 規 定 が あ っ た 、 と キ ケ ロ ー は 記 し て い る 。 こ の よ う な 規 定 は 制 度 的 に

か な り レ ヴ ェ ル の 高 い も の で あ り 、 は た し て 古 い 一 二 表 法 時 代 に こ こ ま で

進 ん で い た か に つ い て は 問 題 も あ る 。 も し こ の よ う な 政 治 色 の 濃 い 規 定 が

実 際 に 一 二 表 法 に も り こ ま れ て い た と す れ ば 、 こ の 部 分 は 平 民 の 身 分 闘 争

の 成 果 の 一 部 に か ぞ え ら れ る か も し れ な い 。

(b)第 九 表 三 に は 、 収 賄 行 為 を 行 な っ た 審 判 人 ・裁 定 人 に 対 す る 罰(死

刑)の こ と が 記 さ れ て い る 。 裁 判 に 宗 教 的 な 要 素 が ま つ わ り つ い て い た 点

を 考 慮 す れ ば 、 こ の よ う な 制 度 に な っ て い る こ と も 理 解 で き よ う 。

(c)第 九 表 四 に は 、 国 家=共 同 体 に と っ て 重 大 な 犯 罪 行 為(そ れ へ の 罰

は 死 刑=頭 格 刑 で あ る)を 審 理 し 処 罰 す る 任 務 を も っ た 特 別 の 査 問 官

(quaestor)の 任 命 に 関 係 す る 事 柄 が 規 定 さ れ た 。 こ の 職 務 は か つ て の 王

が 独 占 的 に ひ き う け て い た も の な の で 、 彼 の 任 務 は 、 犯 人 を 訴 追 し 、 審 理

に も と つ い て 判 決 を 下 し 、 執 行 す る と こ ろ ま で お よ ん で い た も の と 推 定 さ

れ る 。 後 代 に な る と 、 こ の タ イ プ の 事 案 の 処 理 が 総 合 的 な 刑 事 裁 判 制 度 の

な か に 組 み こ ま れ る よ う に な っ た こ と に よ っ て 、 そ の 職 務 の 範 囲 は 限 定 的

に な る 。 し か も 、 ロ ー マ の 共 和 政 盛 期 の 刑 事 裁 判 は 、 名 望 家 市 民 が 審 判 人

団 を 編 成 し て 判 決 を 下 す 仕 組 み を も っ て い た の で 、 捜 査 か ら 裁 判 ま で 一 貫

し て 担 当 し て い た こ の 特 別 裁 判 所 と の 接 点 は 小 さ い も の と な っ て し ま っ て

い る 。

(d)第 九 表 五 に は 、 国 家 に 対 す る 各 種 の 反 逆 行 為(perduellio)が 、 特

別 の 政 務 官 の 指 揮 の も と で 、頭 格 刑 に よ っ て 処 罰 さ れ る こ と が 規 定 さ れ た 。

第 九 表 四 と 五 は 、 ふ つ う の 犯 罪 行 為 の 多 く が 民 事 訴 訟 に よ っ て 処 断 さ れ て

い た の と は 異 な っ て 、 刑 事 制 裁 が 明 確 に 設 け ら れ た こ と を 示 す 。
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(e)第 九 表 六 に は 、 そ れ な り に 適 正 な 手 続 に の っ と っ た 正 規 の 判 決 に よ

ら な い か ぎ り 、人 を 死 刑 に 処 す る こ と を 禁 止 す る 規 定 が あ っ た 。 「適 法 手 続

な し に は 死 刑 な し 」 と い う ス ロ ー ガ ン は 、 現 代 で は 当 然 の こ と で あ る が 、

歴 史 的 に は 、 ホ ン ネ に お い て は も ち ろ ん の こ と 、 タ テ マ エ に お い て も 、 そ

の よ う に は な っ て い な か っ た 。も し 実 際 に こ の 種 の 規 定 が あ っ た と す れ ば 、

ロ ー マ 法 の 刑 罰 思 想 は か な り の レ ヴ ェ ル の も の で あ っ た こ と に な る 。 そ こ

に は 、 抑 圧 さ れ た 人(と り わ け 、 平 民 な ど の 社 会 的 弱 者)の ア ッ ピ ー ル の

成 果 が 含 ま れ て い る 。

[末 松 訳]

D(1.軍 に 一 個 人 の み に 關 す る 法 律 の 制 定 を 禁 ず る 規 定 。

2.大 民 會 に お い て す る ほ か 、 市 民 の 頭 格 事 件 に 關 す る 決 定 を な す べ

か ら ず 。

3.保 安 官 の 選 定 す る 審 判 官 ま た は 仲 裁 官 に し て そ の 裁 判 事 件 に 關

し 金 銭 を 収 受 す る も の は 頭 格 刑 に 虞 す べ し 。

4.殺 人 事 件 治 罪 委 員 に 關 す る 規 定 お よ び す べ て の 刑 罰 的 宣 告 に つ

き 國 民 に 上 訴 す る 権 利 に 關 す る 規 定 。

5.敵 國 を 煽 動 し て ロ ー マ 國 民 に 反 抗 せ し む る も の 、 ま た は 市 民 を 敵

國 に 引 渡 す も の は 頭 格 刑 に 虞 す べ し 。

※ 第 九 表 六 に 対 応 す る も の は な い 。

(X)第 一 〇 表 は 一 〇 個 の 法 条 を 含 む が 、 こ こ は 埋 葬 方 法 、 葬 儀 に 関 係 す

る 事 項 を 扱 う 部 門 で あ り 、 宗 教 法(神 法)や 宗 教 習 俗 の テ リ ト リ ー に 属 す

る 部 門 で あ る 。こ れ ら の ル ー ル の 一 部 は 、広 い 意 味 で の 相 隣 関 係 の 規 制(第

七 表 一 以 下)と も 関 連 し て く る 。生 き て い る 人 に つ い て も 死 者 に つ い て も 、

さ ま ざ ま な 制 限 が 設 け ら れ て い た わ け で あ る 。 こ の ほ か に も 、 た と え ば 、

第 八 表 ニ ー が 示 し て い る よ う に 、 宗 教 的 な 背 景 を も つ 規 定 が 存 在 す る 。

[末 松 訳]

X1.死 屍 は 市 内 に お い て 埋 め ま た は 焼 く こ と を 得 ず 。

※ 第 一 〇 表 の う ち 末 松 訳 が 佐 藤 訳 と 対 応 し て い る の は 、 第 一 〇 表 一 に 対

応 す るX1の ケ ー ス だ け で あ る 。

(XI)第 一 一 表 と 第 一 二 表 は 、 こ れ ま で の 一 〇 表 へ の 追 加 規 定 で あ る(前

449年 制 定)。 法 条 の 数 は 、 当 然 の こ と な が ら 、 そ れ ほ ど 多 く な い 。 し か

し 、 注 目 す る 必 要 の あ る 規 定 が 含 ま れ て い る 。

(a)第 一 一 表 は 、 貴 族 の 子 弟 と 平 民 の 子 弟 と が 婚 姻 し て は な ら な い 、 と

い う 規 定 を お い た 。そ の 以 前 の 通 婚 の 状 況 は ど の よ う な も の で あ っ た の か 、

な ぜ そ の よ う な 規 定 が お か れ な け れ ば な ら な か っ た の か 、 そ の 政 治 的 背 景

は な に か(第 一 次 の 、 一 〇 の 表 を 含 む 法 律 は 市 民 の 全 体 集 会 で あ る 兵 員 会

で 制 定 さ れ た が 、 二 つ の 表 の 追 加 は 、 平 民 だ け の 集 会 で あ る 平 民 会 の 議 決
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を へ て 生 じ た 可 能 性 が あ る)、 な ど の 点 に つ い て 問 題 は 多 い 。 ち な み に 、 キ

ケ ロ ー(前 一 世 紀)は 、 こ の 通 婚 禁 止 規 定 を と ら え て 、 第 一 次 の 一 〇 表 が

衡 平 で あ っ た の に 対 し て 、 追 加 の 二 つ の 表 が 不 衡 平 で 、 き わ め て 非 人 間 的

で あ る 、 と 断 定 し て い る 。 後 代 の 視 点 で こ れ を な が め る と 、 ど う し て も こ

の よ う に な っ て く る の で あ ろ う 。 い ず れ に し て も 、 す ぐ あ と の 前 四 四 五 年

に は 、両 者 の 通 婚 を 合 法 的 な も の と す る こ と を 定 め た カ ヌ レ イ ユ ス 法(lex

Canuleia)が 平 民 だ け に よ っ て 制 定 さ れ る こ と に な り 、 こ れ に よ っ て 、 実

際 上 は 、 貴 族 と 平 民 上 層 部 と の 婚 姻 が 進 み 、 両 身 分 の 血 統 上 の 融 合 が は じ

ま る 。 前 三 六 七 年 ご ろ に 制 定 さ れ た リ キ ニ ウ ス ・セ ク ス テ ィ ウ ス 法(lex

LiciniaSextia)に よ っ て 、 二 名 制 の 最 高 政 務 官 で あ る 執 政 官(consul)

の 一 名 は 平 民 が 占 め る ポ ス ト と な る 。 平 民 は タ テ マ エ 上 も 強 力 な 地 位 を 築

き あ げ る こ と に 成 功 し た わ け で あ る(ホ ン ネ の レ ヴ ェ ル で は 、 彼 ら は そ れ

ま で に お い て も 十 分 に 強 力 な 人 的 集 団 で あ っ た が)。

そ の ほ か 、 第 一 一 表 に は 暦 に か ん す る 規 定 が あ る 。 暦 の う ち で 、 裁 判 暦

は 、 訴 訟 が 可 能 で あ る 日 を あ ら か じ め 指 示 し て お く も の と し て 、 き わ め て

重 要 で あ る 。

[末 松 訳]

XI1.貴 族 と 平 民 と の 婚 姻 の 禁 制 。

※ 第 一 一 表 の う ち 末 松 訳 が 佐 藤 訳 と 対 応 し て い る の は 、 第 一 一 表 一 に 対

応 す る)q1の ケ ー ス だ け で あ る 。

(X皿)(a)第 一 二 表 に は 雑 多 な 規 定 が な ら ん で い た も の と 考 え ら れ る 。 第

一 二 表 一 に は 、 宗 教 的 な 行 事 の た め の 金 銭 債 務 に か ん し て 、 債 権 者 に 特 別

の 自 力 救 済 的 な 強 制 執 行 方 法 を 許 し た 規 定 が 見 え る 。

(b)第 一 二 表 二 は 、 家 子 ま た は 奴 隷 が 、 た と え ば 窃 盗 の よ う な 加 害 行 為

を 行 な っ た 場 合 、 家 長 は そ れ ら の 者 へ の 権 力 を 保 有 す る 者 と し て 、 そ れ ら

の 者 に な り か わ っ て 損 害 賠 償 を 支 払 う か 、 あ る い は 加 害 者(犯 人)を そ の

ま ま 相 手 方 に ひ き わ た し 、 そ の 処 分 に ゆ だ ね て し ま う か の 、 ど ち ら か の 手

段 を 選 ぶ こ と が で き る こ と を 定 め る 。 こ の 加 害 者 委 付(noxaedatio)制

は 、 現 代 か ら す る と 、 か な り ユ ニ ー ク な 発 想 の 産 物 で あ る が 、 そ れ な り に

合 理 性 を も っ て い る 。 な お 、 家 畜 と し て の 四 足 動 物 が ひ き お こ し た 侵 害 に

つ い て も 、 加 害 者(物)委 付 の 制 度 が 設 け ら れ て い る 。

(c)第 一 二 表 三 に は 、 佐 藤 訳 に 見 え る と お り 、 か な り 細 か な ル ー ル が 設

定 さ れ て お り 、 当 時 の 紛 争 が そ れ な り に 技 術 的 に 高 い レ ヴ ェ ル の も の と し

て 展 開 し て お り 、 し か も そ れ へ の 対 処 も か な り 高 度 の も の と な っ て い る こ

と を う か が わ せ る 。物 の 返 還 請 求 訴 訟 に お い て 、法 廷 を 指 揮 す る 法 務 官 は 、

ひ と ま ず 、 一 方 の 当 事 者 に 中 間 的 に 係 争 物 を 占 有 さ せ て お く が 、 も し こ の

者 が 眞 の 所 有 権 者 で な い 、 と 判 断 さ れ た に も か か わ ら ず 、 そ の 物 を 引 渡 さ
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な い と き に は 、 物 の 引 渡 と あ わ せ て 、 判 決 後 に 生 じ た 果 実 の 二 倍 額 に つ い

て の 不 法 行 為 責 任 が 課 せ ら れ る こ と が 定 め ら れ た 。

(d)第 一 二 表 四 に は 、 係 争 物 を 祭 壇 に 供 え る こ と を 禁 止 す る こ と が 定 め

ら れ て い る 。 そ れ に 違 反 す れ ば 、 二 倍 額 の 罰 金 が 課 せ ら れ る 。

(e)第 一 二 表 五 に は 、 ロ ー マ 市 民 つ ま り 、 民 会 が 定 め た こ と が

法 に な る 、 と い う 規 定 が あ っ た 、 と 伝 え ら れ て い る が 、た し か に 、 民 会(そ

れ も 、 平 民 だ け の 集 会)が 政 治 力 を 発 揮 で き る よ う な 状 況 は 、 貴 族 と 平 民

の 身 分 紛 争 の 過 程 で 生 ま れ て い る 。

そ の ほ か に 、 ど の 表 に 関 係 づ け る べ き か が 明 ら か で な い 断 片 が い く つ か

あ る こ と が 指 摘 さ れ て い る が 、 そ の な か に は 、 一 二 表 法 が 、 有 罪 の 判 断 を

下 さ れ た 者 に 民 会 へ の 提 訴 の チ ャ ン ス が 与 え ら れ 、 そ こ で 有 罪 判 断 が 検 証

さ れ る 、 と い う 仕 組 み を 導 入 し た 、 と も 読 め る 断 片 が あ る(第 九 表 一 ・二

を 参 照)。 こ の 提 訴 制(provocatio)を 刑 事 裁 判 制 度 の な か に ど の よ う に

位 置 づ け る か 、 提 訴 制 に つ い て は 、 学 説 に は ま だ 定 説 は な い 。

[末 松 訳]

阻2.も し 奴 隷 が 盗 罪 ま た は そ の 他 の 非 行 を 犯 し た る と き 直 接 の 訴 権 を

ば そ の 主 人 に 封 し て 行 使 す る こ と を 得 ざ る も 加 害 訴 権 は こ れ

を 行 使 す る こ と を 得 。

5.す べ て 國 民 の 最 近 の 法 律 は こ れ と 相 抵 燭 す る 従 前 の 法 律 を 塵 止

す 。

※ 末 松 訳 が 佐 藤 訳 に 対 応 し て い る の は 第 一 二 表 二 に 対 応 す るXH2の ケ

ー ス だ け で あ る 。 第 一 二 表 五 とXII5と で は 、 想 定 さ れ る 内 容 も 異 な っ て い

る 。

〈皿 〉

さ て 、 一 二 表 法 の 全 容 は か な ら ず し も 解 明 さ れ て い な い の で あ る が 、 残

さ れ た デ ー タ か ら だ け で も 、 そ の 特 徴 は い く つ か の 視 点 か ら 指 摘 す る こ と

が で き る 。 そ れ ら を 順 不 同 で 羅 列 す る と 、 以 下 の よ う に な ろ う 。

@神 と の か か わ り の な か で 法 を と ら え て い る 部 分 が あ る 。 こ れ は 、 宗 教

と 法(神 の 法 は も ち ろ ん の こ と 、 人 の 法 も)が 融 合 し て い た 古 い 時 代 の 名

ご り で あ る 。 こ こ に は 、 原 始 的 ・古 拙 的 で 、 素 朴 な 匂 い が す る の で あ る が 、

牧 歌 的 な 雰 囲 気 の よ う な も の は な い 。 む し ろ 荘 厳 な 感 じ さ え す る 。

⑮ 農 業 社 会 に 必 要 と な る 法 と 、 商 業 社 会 に 必 要 と な る 法 と で は 、 性 格 的

に 異 な る 部 分 が あ る が(た と え ば 、 前 者 で は 、物 権 法 的 な ル ー ル が 中 心 で 、

後 者 で は 、 債 権 法 的 な ル ー ル が 有 力 に な っ て く る)、 一 二 表 法 に お い て は 、

前 者 が 中 心 で 、 後 者 に つ い て も 、 す で に そ の 崩 芽 が 見 え は じ め て い る 。 ロ

ー マ の 平 民 の 有 力 な 層 を 構 成 し て い た 商 工 業 者 の 関 心 は 、 商 工 業 の ス ム ー

ズ な 運 用 を は か る た め に 法 が 整 備 さ れ る こ と に あ っ た に ち が い な い が 、 平
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民 の 法 制 定 圧 力 は こ の ル ー トか ら も 強 く か か っ て き た か も し れ な い 。

◎ 平 民 が 法 制 定 に 対 し て 強 い 圧 力 を か け た の は 、 さ き の 経 済 的 要 因 よ り

も は る か に 強 く 、 政 治 的 要 因 に よ る も の で あ る 、 と 推 測 さ れ る が 、 そ う い

っ た 状 況 の も と で 、 平 民 の 政 治 的 地 位 向 上 に プ ラ ス に な る よ う な 規 定 も い

く つ か 含 ま れ て い る 。 た だ 、 こ の 手 の 公 法 ・政 治 系 列 の 法 規 の う ち 、 後 代

に 伝 え ら れ な か っ た も の が 存 在 し た 可 能 性 は あ る 。 も ち ろ ん 、 従 来 の 政 治

的 権 益 を 死 守 し よ う と す る 貴 族 の 抵 抗 に は 根 強 い も の が あ っ た 。 こ の 法 典

は 両 勢 力 の 妥 協 の う え に な り た っ て い る 。 そ れ で も 、 平 民 が 身 分 闘 争 の 第

一 ラ ウ ン ド で ポ イ ン トを か せ い だ こ と は
、 ま ち が い な い 。

⑥ 儀 式 、 形 式 、 要 式 に よ っ て 支 配 さ れ る 要 素 が 強 い 。 こ れ は 古 法 に は つ

ね に 見 ら れ る 現 象 で あ る が 、 ロ ー マ の 場 合 、 こ う い っ た 原 初 的 な 性 格 は 、

法 が 進 化 ・発 展 し た 後 代 に な っ て も 、決 し て す て さ ら れ る こ と は な か っ た 。

擬 制 、 仮 装 、 模 倣 の 技 術 が 展 開 さ れ た の は ロ ー マ 法 の 特 徴 の 一 つ に 属 す る

が 、 こ れ も 形 式 を あ や つ る 天 性 の 能 力 が あ っ た か ら で あ る 。 後 代 に ロ ー マ

法 が 継 受 さ れ て い っ た 要 因 の 一 つ と し て 、 古 代 の ロ ー マ 法 が 、 そ の よ う な

由 来 に も と つ い て 、 形 式 一 技 術 性 に 強 い と こ ろ を も っ て い た 点 が あ る 。 つ

ま り 、 ロ ー マ 法 に は タ テ マ エ 性 が 濃 厚 な の で あ る 。 そ の お か げ で 、 ロ ー マ

法 は 、 時 と 場 所 を 超 え て 、 新 し い 時 代 の 要 請(い わ ば 、 ホ ン ネ)に 対 応 す

る 力 量 を ひ め た 法 遺 産 と な っ た 。

◎ 全 体 と し て 古 法 の 特 徴 を 多 く も っ て い る 。 宗 教 と 法 と の 内 面 的 な っ な

が り 、 そ れ に 由 来 す る 形 式 尊 重 の 姿 勢 、 そ の 結 果 と し て の 融 通 の な さ 、 農

業 社 会 特 有 の 色 彩 、 個 人 を 完 全 に つ つ み こ む か た ち の 大 家 族 制 度(家 族 よ

り 上 位 の 氏 族 集 団 の 影 は も は や う す く な っ て い る)、 属 人 主 義 的 な 法 構 造 、

一 定 の 範 囲 内 に お け る 自 力 救 済 の 容 認
、 な ど が そ れ で あ る 。 こ れ は 、 す で

に 定 着 し て い た 慣 習 ・慣 行 ・慣 例 を 法 規 の 姿 で 確 定 す る か た ち で 編 纂 が な

さ れ た こ と の 当 然 の 結 果 と も 言 え よ う 。 こ の フ ァ ク タ ー は 、 い わ ば 「う し

ろ む き の 法 典 編 纂 」 の よ う な も の を 示 す(法 典 編 纂 に は 、 こ の ほ か に 「ま

え む き の 」 も の が あ る た と え ば 、 明 治 期 の 法 典 編 纂)。 そ れ で も 、 制

定 法 規 と 慣 行 と で は 規 範 と し て の 格 が ち が う の で 、 法 典 の 成 立 は 、 法 の 進

化 の う え で は 、 一 つ の 新 し い 時 代 を ひ ら い た も の と し て 、 特 筆 さ れ る 。

① 大 陸 法 系 の 法 典 構 成 に な れ し た し ん で い る 私 た ち 日 本 人 に は 、 一 二 表

法 の 規 定 の 流 れ に は な じ め な い と こ ろ も あ ろ う が 、 手 続 法(ホ ン ネ)か ら

入 っ て 実 体 法(タ テ マ エ)に い た る 、 と い う 道 筋 は 、 リ ア リ ス ト で あ る ロ

ー マ 人 に は と て も わ か り や す い も の で あ っ た 。 い ま や 法 的 主 体 と な っ た 家

長(大 家 族 の 長)が そ の 私 有 財 産 を ど の よ う に し て 維 持 し 、 防 衛 し て い く

か 、 と い う 観 点 か ら 一 二 表 法 の 編 別 を な が め て み る と 、 そ れ な り に 筋 の と

お っ た 流 れ も 見 え て く る の で は な か ろ う か 。 法 条 の 配 列 は 、 知 ら れ て
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い る か ぎ り で は 、 第 一 表 か ら 第 三 表 ま で に お い て は 生 活 現 場 で 具 体 的

に 人 々 が 関 心 を も つ 民 事 訴 訟 の 手 続 法 、 第 四 表 と 第 五 表 で は ロ ー マ 人 の 法

生 活 の 中 核 と な る 家 に か か わ る 規 定(家 族 法 ・相 続 法)、 第 六 表 で は 、 も っ

と も 重 要 な 権 利 で あ る 所 有 権 に か か わ る 規 定(つ ま り 、 物 権 法)、 第 七 表 で

は 、 日 常 的 に 生 活 を 規 制 す る 相 隣 関 係 を め ぐ る 規 定 、 第 八 表 に は 、 さ ま ざ

ま な ジ ャ ン ル の 不 法 な 行 為(現 代 流 に 言 え ば 、 刑 法 に ふ れ る よ う な 行 為 も

含 ま れ る)を 扱 う 規 定 、 第 九 表 に は 刑 事 法 、 第 一 〇 表 に は 宗 教 法 、 あ と の

二 表 は 雑 多 な 追 加 法 規 、 の 順 に な っ て い る 。 訴 訟 の 法 、 人 の 法 、 物 の 法 、

公 け の 法 と い う 規 定 の 流 れ は 、 そ れ な り に ス ム ー ズ と も 言 え る 。 い ず れ に

し て も 、 各 法 条 は 、 そ の 当 時 問 題 と な っ た シ チ ュ エ ー シ ョ ン を 念 頭 に お い

て 定 立 さ れ た の で あ る 。 そ の 意 味 か ら 、 規 定 に は リ ア リ テ ィ ー が あ る 。

⑧ 刑 罰 を は じ め と す る 各 種 の 制 裁 は 苛 酷 で あ る 。 こ れ は 、 ロ ー マ 法 の 場

合 に か ぎ ら ず 、 古 代 法 に 共 通 に 認 め ら れ る 現 象 と 言 え よ う 。 現 代 の 時 点 で

は 、 人 の 違 法 ・不 当 な 行 動 は 人 の 身 体 ・生 命 で も っ て つ ぐ な う 、 と い う 原

理 的 な 法 理 は 、 民 事 責 任 に お い て は よ うや く 克 服 さ れ 、 純 粋 の 金 銭 賠 償 制

に き り か わ る よ う に な っ た が 、 刑 事 責 任 に お い て は 、 広 い 範 囲 で 死 刑 が 厳

然 と 存 在 す る こ と が 示 す よ う に 、 ま だ 、 最 終 段 階 に は 到 達 し て い な い 。 世

界 の 法 先 進 国 で あ る ア メ リ カ(そ れ に 日 本)に お い て 極 刑 と し て の 死 刑 が

消 え さ る 日 が ご く 近 い 将 来 に お い て や っ て く る 、 と は と て も 思 え な い 。 ロ

ー マ の こ と に 話 を も ど す と 、 こ の 法 典 に は 、 反 逆 や 故 意 殺 に か ん し て 極 刑

つ ま り 、死 刑 相 当 の 刑 罰 が 用 意 さ れ て い る ほ か に 、宗 教 的 な 色 あ い

を も つ き び し い 処 断 が い く つ も 見 ら れ る 。 第 八 表 一 、 八 、 九 、 一 〇 、 ニ ー 、

二 三 な ど が そ の ケ ー ス で あ る 。

⑤ 一 二 表 法 は 、 小 型 な が ら 、 や は り 「法 典 」 の 部 類 に 属 す る 作 品 で あ る 。

法 典 と 言 え ば 、 現 代 で は 、 大 陸 法 系 の 国 々 の こ と を 考 え た 場 合 、 法 の 全 領

域 を カ ヴ ァ ー す る 包 括 的 な も の で あ っ て 、 し か も 体 系 に し た が っ て 組 み あ

げ ら れ て い る 、 理 論 性 の 強 い 法 作 品 、 と い う イ メ ー ジ が 定 着 し て い る が 、

一 二 表 法 に つ い て は そ の フ ァ ク タ ー は あ ま り 濃 く は な い
。 つ ま り 、 法 規 が

対 象 と し て い る 領 域 に は か な り ば ら つ き が あ り 、 し か も 、 カ ジ ュ イ ス テ ィ

ッ ク な(具 体 的 事 案 に そ く し た)手 法 に よ り 、 個 別 事 例 を つ み あ げ る か た

ち で 、 法 条 が デ ザ イ ン さ れ て い る の で あ る 。 こ の よ う な 視 点 か ら 見 る と 、

こ の 法 典 は 、 完 結 し た 最 終 的 な 法 の 作 品 と い う よ り 、 後 代 に つ な が る 一 つ

の 出 発 点 を か た ち つ く っ た だ け で あ る 、 と ひ と ま ず 規 定 し て お く の が 適 切

で あ ろ う 。 も っ と も 、 法 典 に よ っ て 新 し い 地 平 を 開 こ う と す る 意 気 ご み が

見 ら れ た と こ ろ は 、 法 典 化 を 経 由 し た 多 く の 国 々 の 場 合 と 共 通 で あ る 。 と

こ ろ で 、 ロ ー マ 人 は 、 法 律 を つ み あ げ る こ と に よ っ て 法 を 運 用 す る 、 と い

う ス タ イ ル を と る こ と を 好 ま な か っ た の で 、 ロ ー マ で は 法 律(制 定 法 ・成
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文 法)の ウ ェ イ ト は そ れ ほ ど 高 く な い 。 こ の 点 で 、 ロ ー マ 法 の シ ス テ ム は

英 米 法 の シ ス テ ム に 似 か よ っ た と こ ろ が あ る 。 つ ぎ に 、 第 二 の 、 人 類 世 界

最 大 級 の 法 典 の 一 つ で あ る 『市 民 法 大 全 』 に つ い て 以 上 の こ と を あ て は め

て み る と 、 こ れ は 、 大 部 な も の だ け に 、 た し か に 、 そ れ が カ ヴ ァ ー し て い

る 領 域 は 大 き い が 、 し か し 、 近 代 人 が 念 頭 に お い て い る よ う な 体 系 と は 異

質 の 配 列 原 理 が 支 配 し て い る 。 そ の よ う に な っ た 要 因 の 一 つ に 、 ロ ー マ 人

が 同 じ 西 洋 古 典 古 代 人 で あ る ギ リ シ ア 人(と く に ア テ ー ナ イ 人)と は か な

り 異 な っ て 、 法 哲 学 や 法 理 論(法 原 論)そ の も の に 対 し て あ ま り 関 心 を 示

さ ず 、 む し ろ 具 体 的 な 事 案 を め ぐ る ア ド ・ ホ ッ ク(な)考 察 に 興 味 を も っ

て い た こ と が あ げ ら れ る 。 つ ま り 、法 を 深 く 考 え る そ の や り か た や 手 順 が 、

ギ リ シ ア 人 の 場 合 と は 異 な っ て い る の で あ る 。

① 伝 承 に よ る と 、 法 典 編 纂 の 準 備 の た め に 、 そ の 当 時 、 民 主 政 を 完 成 さ

せ て 最 盛 期 に あ っ た ギ リ シ ア の ア テ ー ナ イ に 三 名 の 委 員 が 調 査 の た め に 派

遣 さ れ た こ と に な っ て い る が 、 そ の 成 果 は 、 眼 に 見 え る か た ち で は 、 一 二

表 法 に 反 映 さ れ て い な い 。 古 代 ロ ー マ 法 を 研 究 す る 学 者 の な か に は 、 そ の

た ぐ い の 伝 承 に 疑 い を い だ く む き も あ る 。 い ず れ に し て も 、 こ の 一 二 表 法

は 純 正 の ロ ー マ 産 で あ ろ う 。

① 一 二 表 法 は 、 市 民 が 定 め た 法(lexpublica)と し て は 最 初 の も の で あ

る 。 し か も 、 そ の ス ケ ー ル が 当 時 と し て は か な り 大 き い と こ ろ が 注 目 さ れ

る 。 そ れ 以 前 の 王 政 時 代 に は 王 法(lexregia)が あ っ た が 、 こ れ は 伝 説 的

な も の で 、そ の 内 容 に は 疑 問 点 が 多 く 含 ま れ て い る 。 こ の 王 法 に つ い て は 、

岩 田 健 次 氏 の 貴 重 な 労 作 が あ る 「LegesRegiae」(史 泉 ・19・1960)が そ

れ で 、 ほ と ん ど 同 じ も の は 『西 洋 法 制 史 料 選 ・1・ 古 代 』3頁 以 下 に 収 め

ら れ て い る 。 と こ ろ で 、 こ の 法 律(法 典)を 起 点 と し て ロ ー マ 人 が 法 律(制

定 法)を つ ぎ つ ぎ に 生 み だ し て い く 、 と い う よ う に は な ら な か っ た(法 律

の 動 き に つ い て は 、 後 に[G]部 門 第 三 章 以 下;p.101ff.な ど で い く ら か

く わ し く ふ れ る こ と に す る)。 そ れ よ り も 、ロ ー マ 人 は 、一 二 表 法 の 解 釈 や 、

法 規 化 し た 慣 習 以 外 の 多 く の 慣 習 を 利 用 し つ づ け る こ と に よ っ て 、 法 を 運

用 し て い っ た 。 つ ま り 、 タ テ マ エ 型 運 用 よ り も 、 ホ ン ネ 型 運 用 の ス タ イ ル

を 好 ん だ わ け で あ る 。 つ ぎ に の べ る 神 官 が こ れ ま で の 流 れ の う え に 勢 力 を

も ち つ づ け る こ と が で き た の は 、 そ の 成 果 で あ る 。

⑮ 一 二 表 法 は た し か に ロ ー マ 法 の 初 期 の 産 物 で あ る 。 し か し 、 後 代 に お

い て 「全 公 私 法 の 泉(fonsomnispubliciprivatiquejuris)」(リ ー ウ ィ

ウ ス)と よ ば れ る の も 、 ま っ た く の 誇 張 で は な い 。 そ こ に は 、 ロ ー マ と い

う 国 家 の 、 い か に も ロ ー マ ら し い 法 の あ り か た が 集 約 さ れ て い る 部 分 も う

つ し だ さ れ て い る か ら で あ る 。

(6)以 上 の よ う に 、 ロ ー マ 法 学 と 内 面 的 に つ な が り が あ る 「一 二 表 法 」
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に つ い て か な り く わ し く 紹 介 し て き た の で あ る が 、 つ ぎ に 、 本 編 の 本 来 の

研 究 テ ー マ で あ る 、 法 学 の 流 れ を 追 っ て み よ う。 そ の 初 期 段 階 の 姿 は 以 下

の よ う な も の で あ る 。 さ て 、 こ こ で 問 題 と な る の は 「神 官(pontifex)」 と

い う パ ー ソ ナ リ テ ィ ー で あ る 。 一 二 表 法 は 、 こ の よ う な か た ち の も の と し

て 、 市 民 の 全 体 集 会 で あ る 民 会 の 決 定 を へ て 成 立 し 、 広 場 に 公 示 さ れ た 。

し か し 、 立 法 作 業 に よ っ て 法 を め ぐ る 状 況 が 一 瞬 に し て 好 転 し た 、 と い う

わ け で は な い 。 ま ず 、 す べ て の 人 が 日 本 語 を 読 む こ と が で き る 私 た ち 日 本

人 の 場 合 に は 想 像 し に く い こ と な の で あ る が 、 古 い 時 期 の ロ ー マ で は 、 も

ち ろ ん 、 組 織 だ っ た 、 全 般 的 な 初 等 教 育 な ど あ る は ず も な い の で 、 文 字 の

か た ち で 示 さ れ た 法 規 の 中 味 を 、 か り に 表 面 的 に で も 、 読 み と る こ と が で

き る 市 民 の 数 は そ れ ほ ど 多 く な か っ た 。 つ ぎ に 、 い か に も 古 代 風 の 法 律 用

語(と り わ け 、 具 体 的 な 法 の 規 定)の 言 い ま わ し が 一 般 市 民 に は 難 解 で あ

っ た 。 こ れ は 、 古 今 東 西 を と わ ず 、 ど こ で も ご く ふ つ う に 見 ら れ る 現 象 で

あ る 。 さ ら に 言 え ば 、 実 体 法 規 の 仕 組 み(タ テ マ エ)を 理 解 す る レ ヴ ェ ル

に 達 し て い る 人 で も 、 そ れ を 現 実 に 援 用 ・利 用 す る さ い の 手 順(つ ま り 、

手 続 法:ホ ン ネ)を マ ス タ ー す る の は 一 般 人 に は 容 易 な こ と で は な い 。 も

し 、 後 代 の ロ ー マ で の よ う に 、 法 律 の プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル で あ る 法 学 者 が

身 の ま わ り に い て く れ れ ば 、 彼 に 相 談 に の っ て も ら っ て 、 一 二 表 法 と の か

か わ り の な か で 、 市 民 が 、 自 身 の 法 生 活 を ス ム ー ズ に 、 ま た 安 全 に い と な

む こ と は 不 可 能 で は な か っ た で あ ろ う が 、 し か し 、 一 二 表 法 制 定 時 に は 、

そ う い っ た 民 間 ・在 野 の パ ー ソ ナ リ テ ィ ー は ま だ 存 在 し な か っ た 。 彼 ら が

た よ る こ と が で き た の は 、そ れ ま で と 同 じ よ う に 、や は り 神 官 た ち で あ る 。

彼 ら は 、 宗 教 的 な 権 威 と 権 力 を あ わ せ も っ て い た 、 か つ て の 王 の 役 割 を 一

部 ひ き つ ぐ 者 と し て 、 神 と 人 間 の あ い だ を と り も つ 任 務 を お び る よ う に な

っ た 人 々 で あ り 、 宗 教 官(問 題 の 神 官 の ほ か に 、 鳥 占 官 、 予 言 書 担 当 二 人

官 な ど)の う ち で も 、 も っ と も 一 般 市 民 と か か わ り を も つ 可 能 性 の あ る 地

位 に あ っ た 人 た ち で あ る 。 神 官 に な る 資 格 は オ ー プ ン に さ れ て い て 、 誰 で

も こ れ に な れ る が 、 し か し 、 彼 ら は 、 実 際 に は 、 上 流 の 貴 族 の 出 で 、 し か

も 公 人 で あ っ た か ら 、 一 般 市 民 に は い く ら か 遠 い 存 在 で あ っ た し 、 ま た 、

人 に か か わ る 法 の 知 識 も 、 彼 ら の ギ ル ド の 秘 義 と し て 容 易 に 外 に 見 せ な い

傾 向 に あ っ た か ら 、 神 官 の 助 け を か り る こ と が で き な い 一 般 市 民 サ イ ド か

ら す る と 、 一 二 表 法 と い う 法 典 は 、 ど れ ほ ど 立 派 な も の で あ っ て も 、 そ の

使 い 勝 手 は か な ら ず し も よ い も の で は な か っ た だ ろ う(こ の よ う な 点 は 、

ど の 時 代 、 ど の 国 の 法 典 に つ い て も あ て は ま る こ と で あ る が)。 い ず れ に し

て も 、 一 二 表 法 制 定 後 の 時 代 相 の な か で 、神 官 た ち は 、 各 方 面 つ ま り 、

公 け の 職 に つ い て い る 人 物 や 一 般 市 民 個 人 か ら の 個 別 の 相 談 に 対 し

て 、@そ も そ も 問 題 の 事 案 が 一 二 表 法 の 適 用 を う け ら れ る 性 質 の も の か 、

F-73



の 判 定 、 ⑮ 適 用 さ れ る と し た 場 合 の 、 関 連 す る 法 規 の 具 体 的 文 言 の 解 釈 、

◎ 一 二 表 法 の 法 条 の 適 用 を う け ら れ る よ う に す る た め の 手 順(発 言 と か 動

作)の 教 示 、 な ど の サ ー ヴ ィ ス を 提 供 し て い た は ず で あ る 。 こ れ ら は 、 広

い 意 味 に お け る 「法 律 問 題 」 へ の と り く み に あ た る が 、 そ の 過 程 で 、 相 談

の べ 一 ス と な っ て い る よ う な 事 実 状 況 が そ も そ も 存 在 し て い る か つ

ま り 、 事 実 問 題 に つ い て も 多 少 と も 踏 み こ ん で 助 言 を 与 え て い た に ち

が い な い 。 中 下 層 の ロ ー マ 市 民 具 体 的 に は 平 民 層 は 、 王 政 廃 止 後

の 貴 族 と 平 民 の 身 分 闘 争 の さ な か で 、 貴 族 に 忍 従 を 強 い ら れ て い た が 、 神

官 た ち は 、 貴 族 出 身 者 と い う 身 分 的 制 約 の も と に あ り な が ら も 、 一 二 表 法

の 制 定 を か ち と る こ と に よ っ て 中 央 突 破 に 成 功 し 、 法 意 識 ・権 利 意 識 に 目

覚 め て 「戦 う ロ ー マ 人 」 と な っ た 彼 ら 平 民 層 の 知 的 要 求 を 、 そ れ な り に う

け と め て い た の で あ る 。 一 方 で 、 神 官 た ち が 、 た ん な る 助 言 者 ・専 門 的 鑑

定 者 と い う 裏 方 で は な く て 、 裁 判 官 の よ う な 表 の 存 在 で あ っ た か 、 と 言 え

ば 、 少 な く と も 、 一 二 表 法 制 定 後 で は 、 そ う で は な か ろ う 。 こ の よ う に 、

神 官 は 、 こ れ ま で ど お り 、 不 文 の 法(一 二 表 法 〈lex>[法 律]と の 対 比 の う

え で は 、 こ れ は 〈jUS>[法]と い う こ と に な る)を 発 見 し 、 宣 示 し 、 解 釈 す

る 任 務 を は た し つ づ け て い た 。 た し か に 、 一 二 表 法 の 制 定 に よ っ て 法 が 公

定 さ れ た 結 果 、 神 官 の 「法 解 釈 」 は 実 定 的 な 条 文 に よ っ て 制 約 を う け 、 解

釈 の さ い 、 こ れ ま で の よ う に ブ ラ ッ ク ・ボ ッ ク ス 内 で の 密 室 的 処 理 を す る

こ と は で き な く な り 、 一 方 で 、 平 民 も 、 法 条 を 具 体 的 に 見 る こ と に よ っ て

法 的 状 況 を あ る 程 度 つ か む こ と が で き る よ う に も な っ た の で 、 神 官 の 役 割

は 相 対 的 に は 低 下 し た け れ ど も 、 し か し 、 全 体 と し て は 、 法 の 運 用 が 神 官

に 依 存 す る 状 態 は つ づ く 。 そ れ は 、 法 の 運 用 に 法 的 安 定 性 が 保 障 さ れ て い

く う え で 、 重 要 な こ と で あ っ た 。

(7)そ の よ う な わ け で 、神 官 は 、一 二 表 法 の 運 用 の 表 の 場 に は 登 場 せ ず 、

い わ ば 裏 方 の 位 置 に あ っ た 。 つ ま り 、 彼 ら は 、 一 二 表 法 を 解 釈 す る 、 と い

う名 目(タ テ マ エ)で 、 法 の 進 化 を 背 後 の 方 か ら 手 助 け し て い た 。 こ れ は 、

一 二 表 法 制 定 前 の
、 法(慣 習 法)を 読 み 解 く 、 と い う 活 動 の ス タ イ ル と つ

ら な る も の で あ っ た 。 後 代 に な っ て 世 俗 の 私 人 と し て の 法 学 者 が 登 場 し て

く る と 、 神 官 の こ の 方 面 の 任 務 は 法 学 者 が う け つ ぐ 。 そ こ か ら 厳 密 な 意 味

に お け る 法 学 が 生 ま れ て く る の で あ る 。

つ ぎ に 、 神 官 の 、 一 二 表 法 解 釈 と い う営 み が ど れ ほ ど 巧 妙 で 影 響 力 を も

っ た か 、 を 示 唆 す る 一 つ の 例 を あ げ よ う 。 ロ ー マ 独 特 の 家 構 造 の も と で は 、

家 長 権 の な か に あ る 家 子(息 子 な ど)は 、 家 長 が 死 亡 す る ま で は 、 ど れ ほ

ど 高 令 と な っ て も 、 そ の 権 力 か ら 脱 す る こ と は で き な い 仕 組 み に な っ て い

た(同 じ 古 代 の 話 で も 、 ゲ ル マ ン 人 の も と で は 、 家 子 は 、 独 立 す る だ け の

カ を も つ よ う に な る と 、父 の 家 か ら は な れ て い く こ と が で き た)。 そ の 家 長
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権 と い う の は 、 そ れ ほ ど 立 派 な 事 由 が な い と き で も 、 家 子 を 殺 害 す る こ と

が で き る ほ ど 強 大 な も の で あ っ た の で(も ち ろ ん 、 こ れ は タ テ マ エ 論 と し

て そ う な っ て い る だ け の こ と で あ る)、 家 子 を 売 却 す る(現 実 に 売 却 す る 場

合 よ り も 、 タ テ マ エ 上 売 却 し た こ と に し て そ の 見 か え り に さ ま ざ ま な 便 益

を 手 に い れ る こ と の 方 が 多 か っ た か も し れ な い)ぐ ら い の こ と は 可 能 で あ

っ た が 、 三 回 も(ロ ー マ で は 三 と い う 数 字 に は 、 呪 術 的 な ニ ュ ア ン ス も ま

つ わ り つ い て い る の で は な か ろ う か)そ の 家 子 を 売 却 す る 手 段 を と っ た 家

長 は 、 そ の 者 に 対 す る 権 利 を 喪 失 す る 。 そ の 立 法 趣 旨 は 家 長 の 権 力 濫 用 に

対 す る 制 裁 で あ る 、 と 見 る 立 場 が あ る が 、 こ れ は そ れ ほ ど 明 快 な 説 明 に は

な っ て い な い 。 そ れ は と も か く と し て 、 家 長 が 、 十 分 に 成 人 し 、 社 会 人 と

し て 一 人 だ ち し た 家 子(息 子)を 一 家 を か ま え る 家 長 に し た い 、 と 考 え る

の は ご く 自 然 な 感 情 で あ る が 、 保 守 的 な ロ ー マ 人 は 、 こ の 条 文 の 改 正(一

回 の 売 却 で た り る と か 、 そ も そ も 売 却 な ど 経 由 し な く て も 家 長 権 免 除 が 所

定 の 手 続 き を ふ み さ え す れ ば ス ト レ ー ト に で き る と か)を す る こ と を さ け 、

巧 妙 な 方 法 で 目 的 を 達 成 し た 。 譲 渡 と い う 「法 律 行 為 」(い わ ば 「左 右=水

平 」 型 の 行 為)と 、 劣 悪 な ス テ イ タ ス か ら の 解 放 を 可 能 に す る 「解 放 行 為 」

(い わ ば 、 「上 下 」 型 の 行 為)を 組 み あ わ せ た そ の や り か た は 、 こ う で あ る 。

父 は 、 自 身 が 信 頼 し て い る 者(友 人 な ど)に 握 取 行 為([1]部 門 第 六 部 第

五 項(IV)①:p.102参 照)を 用 い て 息 子 を 譲 渡 す る 。 こ の 者 は 、 そ の 譲

渡 に よ っ て 奴 隷 類 似 の 地 位 に お ち い っ て し ま っ た 他 家 の 息 子 を 「杖 に よ る

解 放 」 の 方 式 に よ っ て 自 由 に し て や る(つ ま り 、 奴 隷 の 身 分 か ら 解 放 し て

や る)。 こ れ は 、 ロ ー マ 最 古 の 要 式 行 為 の 一 つ で あ る 法 廷 譲 渡([1]部 門 第

六 部 第 五 項(IV)②:p.102f.)の 一 つ の パ タ ー ン を 利 用 す る も の で 、 し か

も 、 自 由 身 分 回 復 請 求 訴 訟 の か た ち を と り 、 主 人(こ の 場 合 な ら 、 買 主 役

の 友 人 な ど)が 、 「問 題 の 奴 隷 が 自 由 で あ る 」 と い う 、原 告 役 を し て く れ る

他 人 の 主 張 に 対 し て 反 対 主 張 を あ え て 行 な わ な い か た ち で 、 タ テ マ エ 的 に

は 「奴 隷 」 の 自 由 身 分 が 確 保 さ れ る つ ま り 、 ホ ン ネ 的 に は 、 こ れ で 奴

隷 は 自 由 人 に な る 。 こ れ が 第 一 回 の 「解 放 」 で あ る 。 こ れ に よ り 、 も と の

父 の 、 そ の 息 子 に 対 す る 家 長 権 が 復 活 す る 。 そ れ を さ ら に 二 度 く り か え し 、

第 三 回 の 握 取 行 為 の 実 行 の あ と ま た 解 放 が 実 行 さ れ る と 、法 規 が 作 動 し て 、

息 子 に 対 す る 家 長 権 は 消 滅 す る と と も に 、 息 子 は ま た 買 主(友 人)の 権 力

か ら 自 由 と な る 。 し か し 、 息 子 は 、 社 会 的 な ル ー ル に し た が っ て 、 解 放 し

て く れ た 者 の 保 護 権 力 の も と に と り こ ま れ て し ま い 、 不 都 合 な こ と に な る

の で 、 こ の 者 は 、 今 回 は 、 奴 隷 身 分 か ら の 解 放 と い う 形 式 は ふ ま ず に 、 逆

方 向 の 「左 右 」 型 の 握 取 行 為 を 通 し て 父 に 譲 渡 し な お し 、 父 が 、 「上 下 」 型

の 方 式 に よ り 、 息 子 を 最 終 的 に 解 放 す る 。 こ れ に よ っ て 息 子 は 父 の 保 護 権

力 の も と に 再 び 組 み こ ま れ る こ と に な る が 、 そ れ 自 体 は 、 親 子 間 の こ と な
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の で 、 と く に 問 題 で は な い 。 新 旧 二 人 の 家 長 の あ い だ に 深 い 人 的 関 係 が で

き あ が る だ け の こ と で あ る 。 こ れ は 、 タ テ マ エ 上 は 法 条 に の っ と っ て 行 動

し な が ら 、 そ の 立 法 趣 旨 を 無 視 し て 、 ホ ン ネ に お い て 新 し い 展 開 に み ち び

く 、 と い う 、 タ テ マ エ と ホ ン ネ の 使 い 分 け の 仮 装 的 な 技 巧 を 駆 使 し た も の

で あ り 、 形 式 ・儀 式 を 使 い こ な す の が 巧 み な ロ ー マ 人 の や り そ う な こ と で

あ る 。 こ れ だ と 、 法 規 に ふ れ な い の で 、 角 が た た な い の で あ る 。 他 方 に お

い て 、 娘 や 孫(男 ・女)を 家 長 権 か ら 離 脱 さ せ て や り た い と き に は 、 今 度

は タ テ マ エ の ゾ ー ン で 問 題 を 処 理 す る 。 つ ま り 、 法 規 「息 子(filius)」 と

い う 表 示 が 法 規 の な か に あ る こ と を と ら え て 、 三 回 も の 売 却 は 娘 や 孫 に つ

い て は 必 要 が な い 、 と い う 限 定 解 釈 の 知 恵 を も ち い て 、 一 回 の 売 却 お よ び

そ の 後 の 一 連 の 形 式 に よ っ て 事 態 を 決 着 さ せ て し ま う 。 こ れ は 解 釈 の 知 恵

に よ る も の で あ る 。 も し神 官 が 、 偽 装 ・仮 装 の 売 却 の く り か え し や 、 一 回

の 売 却 で よ い と す る よ う な や り か た を い か が わ し い も の と 考 え た な ら ば 、

そ の よ う な 試 み は 失 敗 に 終 わ っ た だ ろ う。 こ こ に は 、 神 官 の 暗 黙 の 了 解 が

あ っ た か 、 あ る い は 意 識 的 に 新 し い 対 応 策 を 考 案 し て 世 の 動 き を リ ー ド し

よ う 、 と す る 動 き が 彼 ら の も と に あ っ た 、 と 考 え て お か な け れ ば な ら な い 。

法 を 大 切 に し な が ら 、 そ の 法 を 破 る 、 と い っ た 屈 折 し た 行 動 は 、 私 た ち 日

本 人 に も 理 解 で き な い こ と で は な い よ う に 思 わ れ る が 、い か が で あ ろ う か 。

こ の よ う な 神 官 の 解 釈 は 、 時 代 の ニ ー ズ を そ れ な り に う け と め 、 市 民 の

法 生 活 を 豊 か に す る 機 能 を も つ こ と が で き た 。 神 に ま つ わ る 仕 事 を ひ き う

け て い る 人 物 は 、 古 い 時 代 に あ っ て は 、 ど の 社 会 に お い て も 、 社 会 の 導 き

手 で あ っ た 。 余 談 に な る が 、 古 代 ギ リ シ ア の デ ル ポ イ の ア ポ ッ ロ ー 神 殿 の

神 託 は 、 ギ リ シ ア の 都 市 国 家 世 界 全 体 の 運 命 に も か か わ る 重 い 意 味 ・役 割

を も つ も の で あ っ た こ と で 世 に 知 ら れ て い る が 、 巫 女 が 口 ば し る 神 の お 告

げ を 自 己 流 で(?)読 み 解 き 、 そ れ を 神 託 と し て 人 々 に 伝 え る 役 目 を も つ

神 官 は 、 第 一 級 の 宗 教 人 で あ る こ と は も ち ろ ん で あ る が 、 す ぐ れ た 政 治 人

で も あ っ た 。 な ぜ な ら ば 、 神 託 に は 国 事 に ス ト レ ー ト に か か わ る も の も 少

な く な か っ た か ら で あ る(た と え ば 、 「戦 争 に ふ み き っ て も よ い か?」 と い

う 重 大 な も の さ え も あ っ た)。

(8)① 前 四 世 紀 も 終 わ り に な っ て く る と 、 一 二 表 法 と い う か た ち で 公

示 ・公 知 さ れ た 法 に ま つ わ る 情 報 の ほ か に 、 法 の 知 識 全 般 も し だ い に 公 開

さ れ る よ う に な っ て く る 。 こ の こ と を 象 徴 的 に 示 し て い る の は 、 重 要 な 国

政 改 革 を 推 進 し た 、 と さ れ る ア ッ ピ ウ ス ・ク ラ ウ デ ィ ウ ス(前 三 一 二 年 に

戸 口 調 査 官 の 顕 職 に つ い た 第 一 級 の 人 物)の 身 分 の 低 い 書 記 で 、 平 民 出 身

で あ る グ ナ エ ウ ス ・ フ ラ ー ウ ィ ウ ス と い う 者 が 、 そ の ク ラ ウ デ ィ ウ ス の も

と か ら 、 当 時 の 民 事 訴 訟 で あ る 法 律 訴 訟(legisactio)で 用 い な け れ ば な

ら な い 文 言 方 式 を 編 纂 し た 未 公 開 の 秘 密 文 書 を 盗 み だ し 、そ れ を 公 刊 し た 、
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と い う エ ピ ソ ー ド の 存 在 で あ る 。 こ の 事 件 は 前 三 〇 〇 年 こ ろ に 生 じ た と さ

れ て い る 。 彼 が 公 刊 し た も の は 『 フ ラ ー ウ ィ ウ ス の 法[書](jUS

FIavianum)』 と 名 づ け ら れ て い る 。 こ の こ と は 、 一 二 表 法 制 定 後 に お い

て も 神 官 に よ っ て 依 然 と し て 法 知 識 が 独 占 さ れ て い た 、 と い う 状 態 が つ い

に 破 れ た こ と を 暗 示 し て い る も の と う け と っ て よ か ろ う 。

② 事 態 は さ ら に 進 む 。 身 分 闘 争 で 平 民 が カ を つ け て き た こ と の 一 環 と し

て 、 前 三 〇 〇 年 の オ グ ル ニ ウ ス 法(lexOgulnia)に よ っ て 、 神 官 が 八 名

に 増 員 さ れ 、 そ の う ち の 四 つ の ポ ス ト が 平 民 に よ っ て 占 め ら れ る よ う に な

り 、 さ ら に 、 前 二 五 〇 年 に は 、 平 民 出 身 者 と し て は 、 は じ め て 神 官 団 の 長

で あ る 大 神 官 と な っ た テ ィ ベ リ ウ ス ・ コ ル ン カ ー ニ ウ ス(前 二 八 〇 年 執 政

官)は 、 公 開 の 場 所 で 、 法 規 ・文 言 の 解 釈 や 法 発 見 の 手 順 な ど を 明 ら か に

し は じ め た 、 と い う こ と で あ る 。 こ の 資 料 は 、 法 学(jurisprudentia)が 、

神 官 貴 族 の 秘 儀 と し て で は な く 、 世 俗 的 な 学 と し て 成 立 し た こ と を 物 語 る

も の と 言 え よ う 。

③ ま た 、 セ ク ス ト ゥ ス ・ ア エ リ ウ ス(前 一 九 八 年 執 政 官)は 、 神 官 で は

な い 世 俗 人 と し て は 、 は じ め て 、 一 二 表 法 の 正 文 、 こ れ に 対 す る 神 官 ・法

学 者 に よ る 解 釈 、お よ び 訴 訟 の 方 式 を 叙 述 す る の 三 部 門 か ら 構 成 さ れ る 『三

部 書(Tripertita)』(の ち に 『ア エ リ ウ ス の 法[書](jusAelianum)』 と

呼 ば れ る)を 著 わ し た 。

④ 「現 場 の 人 」 と し て 、 法 学 と い う も の に 日 々 取 組 み 、 世 間 の 評 判 を え

た 有 力 な 法 学 者 の な か に は 、 そ の 人 気 と 出 身 の よ さ と を 武 器 と し て 有 名 人

と な り 、 政 治 家(高 級 政 務 官)の キ ャ リ ア を つ ん で い く 人 も い る 。

(9)こ の 時 期 の 終 わ り こ ろ に 公 け の 場 で 法 知 識 を さ ず け た 法 学 者 の 活 動

の パ タ ー ン は 、 訴 訟 当 事 者 や 政 務 官 な ど の た め に 、 効 果 の 発 生 に 必 要 な 行

為 方 式(文 言 ・動 作)を 作 成 す る さ い に 助 言 を あ た え(カ ウ エ ー レ

(cavere))、 当 事 者 が 提 起 す る 訴 訟 の 方 式(文 言 ・動 作 、 の ち に は 方 式 書)

の 作 成 に 助 言 を あ た え(ア ゲ レ(agere):こ れ は 、 い わ ば 訴 訟 の 場 に お け

る カ ウ エ ー レ で あ る)、 具 体 的 な 法 律 問 題 に つ い て の 諮 問 に 対 し て 解 答(一

種 の 鑑 定)を 与 え る(レ ー ス ポ ン デ ー レ(respondere))、 と い う 具 体 的 ・

実 際 的 な 三 分 野 に わ た っ て い た 。 彼 ら は 、昔 の 神 官 の 流 れ を く む 者 で あ り 、

ま た 、 い わ ば 、 今 日 の 弁 護 士 、 公 証 人 、 司 法 書 士 、 大 学 教 授 の よ う な 法 実

務 家 の 地 位 に あ っ た の で あ る 。

(10)こ こ で 、 神 官 の 活 動 と 法 学 者 の 活 動 と を 比 較 対 照 し て み よ う。 そ

も そ も 厳 密 な 意 味 に お い て 「神 官 法 学 」 と い う よ う な も の が 存 在 す る の か 、

神 官 を 法 律 家 と 規 定 す る こ と が 可 能 な の か 、 ま た 、 は た し て 神 官 法 学 と い

う も の が 世 俗 的 法 学 と 同 じ 系 譜 に 属 す る も の な の か 、 な ど の 点 に つ い て は

異 論 は 十 分 あ ろ う が 、同 質 性 が そ れ な り に 存 在 す る と 考 え る べ き で あ ろ う 。
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① 担 い 手 … 王 の 宗 教 的 な 権 限 の 継 承 者 と し て の 終 身 制 の 神 官(神 官 団

を 構 成 す る)は 、 ほ と ん ど が 最 上 流 の 貴 族 の 階 層 に 属 し(前 二 〇 二 年 ま で

の 分 の 三 五 名 の う ち で 、 一 九 名 が 執 政 官 経 験 者 で 、 前 三 〇 〇 年 以 降 に つ い

て 言 え ば 、 二 五 名 中 一 九 名 が そ う で あ る)、 し か も 、 宗 教 色 の 強 い 共 和 政 国

制 の な か で 重 要 な 地 位 に あ る 。 実 際 の と こ ろ 、 国 家 の 宗 教 を 管 理 す る 任 務

を も っ と こ ろ か ら 、 立 法 、 条 約 締 結 、 宣 戦 講 和 の 決 定 、 祭 祀 、 墓 制 、 公 文

書 の 管 理 な ど の 広 い 範 囲 の 事 項 に つ い て 、 そ の 宗 教 が ら み の 部 門 に 深 い か

か わ り を も つ 。 彼 ら は 、 い わ ば 公 人 と し て 活 動 し て い る の で あ る 。 神 官 が

私 人 の か ら む 裁 判 に 判 定 者 と し て 関 与 し て い た 証 拠 は な い が 、 王 政 が 廃 止

さ れ 、 特 別 の 権 力 者 と し て の 王 が い な く な っ た 時 点 で 、 王 の 世 俗 的 権 力 を

継 承 し た 政 務 官 と な ら ん で 、 分 野 に よ っ て は 、 裁 判 に 一 部 参 画 し て い た 可

能 性 も 少 し は あ る の で は な か ろ う か 。 一 方 、 法 学 者 は 裁 判 に 直 接 的 に は 参

画 し な い 。 も っ と も 、 法 学 者 は 、 神 官 職 に 就 任 す る こ と も あ っ た が 、 そ の

時 点 ま で は た ん な る 一 私 人(た ま た ま 政 務 官 職 に あ っ て も 、 タ テ マ エ 上 は

同 じ こ と で あ る)と し て 活 動 し 、 出 身 層 も か な ら ず し も つ ね に 第 一 級 の も

の と い う わ け で は な か っ た 。 こ の よ う に 、 法 学 の 担 い 手 の 地 位 が 、 タ テ マ

エ の う え だ け で も 、 す べ て の 市 民 に 開 放 さ れ て い た こ と は 画 期 的 と 言 わ な

け れ ば な ら な い 。 い ず れ に し て も 、 彼 ら が 名 望 家 で あ っ た 、 と い う 点 で 両

者 は 共 通 の 要 素 を も っ て い る 。 も っ と も 、 神 官 と 法 学 者 の そ れ ぞ れ の キ ャ

リ ア を く ら べ て み た と き 、 前 者 の 方 が 、 政 治 、 軍 事 、 外 交 な ど の 第 一 級 の

国 事 に そ れ な り の 職 務 経 験 を つ む こ と が 多 か っ た 点 で 、 在 野 の 法 学 者 よ り

も 格 づ け で 上 位 に ラ ン ク さ れ る よ う に 思 わ れ る 。 神 官 と い う の は た だ の 宗

教 人 で は な か っ た 。 少 し誇 張 に な る が 、 彼 ら の こ と を 、 宗 教 関 連 分 野 を 担

当 す る 政 務 官=政 治 家 と 形 容 し た 方 が よ い か も し れ な い 。

② 活 動 形 式 一 ・無 償 で 知 識 を 授 け る 点 で は 同 じ で あ っ た 。 し か し 、 神 官

団 の ア ド ヴ ァ イ ス が 外 部 に む か っ て は 唯 一 の も の で あ る の に 対 し て 、 法 学

者 た ち は 、 そ れ ぞ れ 、 自 由 に 個 人 的 見 解 を 表 明 す る こ と が で き る(こ こ か

ら 流 動 性 ・発 展 性 と と も に 、 法 的 安 定 が つ ね に は 保 て な い 、 と い う 独 特 の

マ イ ナ ス 方 向 の 性 格 が 生 じ て く る)。 さ ら に 、 神 官 の 活 動 が 、 そ の 職 務 に 属

し 、 秘 儀 の 伝 授 と し て 非 公 開 で 行 わ れ る の に 対 し て 、 法 学 者 の そ れ は ま っ

た く 私 的 で 任 意 的 な も の で あ り 、 公 開 で 、 し か も 活 発 で あ る 、 と い う 重 大

な 相 違 が あ る(し か し 、 活 動 の ス タ イ ル が 権 威 的 ・一 方 的 で 、 判 断 の 理 由

や 論 拠 が 明 ら か に さ れ な か っ た 点 に は 、 類 似 性 が あ る)。 ち な み に 、 「法 学

者 の 家 は 国 家 全 体 の 神 託 所 で あ る 」(キ ケ ロ ー の 表 現)と い う 表 現 は 、彼 ら

の 活 動 が 市 井 の た ん な る 世 俗 人 の も の で な か っ た こ と を う か が わ せ る も の

と な っ て い る 。 こ れ は 、 法 学 者 が 、 神 官 の 神 聖 さ と は り あ う だ け の 権 威

(auctoritas=オ ー ソ リ テ ィ ー)を 武 器 と す る こ と が で き た こ と に も よ る 。
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③ 創 造 的 活 動 … 神 官 は 神 法 お よ び 祖 先 の 慣 習 を 維 持 す る 任 務 を 負 っ て

い た が 、 そ れ ら を 時 代 の 要 請 に 調 和 さ せ る 、 と い う 柔 軟 な 姿 勢 を 備 え て い

た 。 彼 ら が 行 な う解 釈 は 、 拡 大 ・類 推 ・縮 小 な ど の 技 術 に よ っ て き わ め て

範 囲 の 広 い も の と な っ た 。 こ れ は ロ ー マ の 法 学 者 が 最 初 か ら も っ て い た 創

造 的 活 動 の 先 駆 と な る も の で あ る 。

④ 法 的 拘 束 カ ー ・神 官 の 与 え る ア ド ヴ ァ イ ス も 、 法 学 者 の そ れ も 、 法 的

拘 束 力 を も た な い が 、 事 実 上 は(ホ ン ネ で は)十 分 に 拘 束 力 を お び て い た

点 に 共 通 性 が あ る 。 こ れ は 、 ロ ー マ の 社 会 に 特 徴 的 な 権 威 尊 重 の 風 潮 に よ

っ て 説 明 さ れ る 。 ロ ー マ 人 は 、 法 的 な お し つ け よ り も 、 自 発 的 な 服 従 を 重

視 し た の で あ る 。

⑤ 対 象 一 ・神 官 お よ び 法 学 者 の 取 扱 う テ ー マ は す べ て 法 律 問 題 で あ り 、

彼 ら は 事 実 関 係 に つ い て は い っ さ い た ち い ら な い 。 つ ま り 、 彼 ら は 、 事 実

が 存 在 す る 、 と い う 前 提 の も と で 問 題 の 事 案 に 対 応 す る の で あ る 。 こ れ が

タ テ マ エ(原 則)で あ る 。

⑥ 方 法 … 神 官 が 法 的 な 問 題 を 取 扱 う さ い に 用 い た 分 析 的 な 手 法 や 抽 象

化 の 作 業 は 、 ロ ー マ 法 学 に う け つ が れ て 発 展 し た と さ れ て い る 。

⑦ 保 有 す る 情 報 量 … 神 官 は 、 第 一 級 の 公 人 と し て 、 議 事 記 録 、 法 令 全

般 、 判 決 記 録 、 行 為 の 例 式 一 覧 な ど を 管 理 す る 職 責 を も っ て い る 関 係 で 、

法 的 に 意 味 の あ る 行 為 ・行 動 に か か わ り の あ る 知 識 ・情 報 を 独 占 的 に 保 有

し て い た 。 こ の 点 で は た だ の 私 人 で あ る 法 学 者 個 人 と は 格 段 の 差 が あ る 。

法 知 識 の 独 占 状 況 は や が て ほ こ ろ び は じ め る が 、 そ れ で も 、 彼 ら が 優 位 に

た つ 時 代 は 長 く つ づ く 。

[II]共 和 政 後 期 の 法 学(二 〇-B.C.～ 二 六B.C.)

(1)こ の 時 期 に 、 ロ ー マ と い う 国 家 は 巨 大 領 土 国 家 ・大 商 業 国 家 へ と 変

身 を と げ 、 そ れ と 対 応 し て 、 ロ ー マ 法 も 、 地 中 海 世 界 全 体 の 物 資 流 通 を 規

制 す る 、 商 業 社 会 対 応 型 の 法 を も つ も の へ と 進 化 す る 。 政 治 的 に 見 れ ば 、

こ の 時 期 は 、 最 終 的 に は 、 あ の カ エ サ ル(シ ー ザ ー)に 代 表 さ れ る よ う な 、

軍 事 的 実 力 者 が 支 配 す る よ う に な っ た 時 代 で あ り 、 そ の た め に 、 何 世 紀 に

も わ た っ て つ み あ げ ら れ て き た 共 和 政 の 制 度(タ テ マ エ)は し だ い に 掘 り

く ず さ れ 、形 骸 化 し て 、 ホ ン ネ が 露 骨 に は び こ る よ う に な っ た 時 代 で あ る 。

こ の 時 期 の 法 学 者 の 基 本 的 な 活 動 方 式 は 、 ま え の 時 期 と そ れ ほ ど は 変 わ ら

な か っ た が 、彼 ら が 新 し く 取 扱 の 対 象 と し て も の に 、い わ ゆ る 名 誉 法(jUS

honorarium)に 属 す る 関 係 が あ る([A]部 門 第 二 部 第 四 章:p.41ff.を 参

照)。 マ ー ニ ー リ ウ ス(前 一 四 九 年 執 政 官)、 ユ ー ニ ウ ス ・ブ ル ー ト ゥ ス(前

一 四 二 年 法 務 官)
、 プ ー ブ リ ウ ス ・ム ー キ ウ ス ・ス カ エ ウ ォ ラ(前 一 三 三 年

執 政 官 、 の ち に 大 神 官)の 三 人 は 、 「市 民 法 の 設 立 者 」 と 呼 ば れ る 。 こ の こ
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う に な る と 、 具 体 的 ・個 別 的 事 件 へ の 法 学 者 の 解 答 例(鑑 定 意 見 例)が 集

積 し て き た た め に 、 そ れ を 材 料 と し て 、 抽 象 的 ・一 般 的 な 法 原 則 を 抽 出 し

て い く 学 問 的 な 方 向 も 一 部 で は 生 ま れ て き た 。 さ て 、 ロ ー マ が 勢 力 圏 を 東

地 中 海 に 拡 大 さ せ る の に と も な っ て 、 前 二 世 紀 末 以 後 に 、 あ ら ゆ る 分 野 で

高 度 な 内 容 を も っ た ヘ レ ニ ズ ム 文 化 が 急 激 に ロ ー マ の 上 層 部 に 教 養 と し て

う け い れ ら れ る よ う に な っ た が 、 そ の な か で も 、 ギ リ シ ア 思 想(哲 学 ・弁

論 術)が ロ ー マ の 法 学 の 思 想 そ れ 自 体 や そ の 運 用 方 法 に 対 し て 影 響 を お よ

ぼ し て(も っ と も 、 そ の ギ リ シ ア で は 、 構 造 上 、 民 事 訴 訟 手 続 が 十 分 に 発

達 し な か っ た た め も あ っ て 、法 学 も 法 学 者 も 、プ ロ パ ー な 意 味 に お い て は 、

生 ま れ る こ と は な か っ た よ う に 思 わ れ る)、 法 の 組 織 的 研 究 が あ る 程 度 は 促

進 さ れ た こ と も こ の 方 向 と の 関 連 に お い て 理 解 さ れ な け れ ば な ら な い 。 定

義 、 分 類 、 類 、 個 体 な ど の 概 念 が 用 い ら れ 、 演 繹 的 な 手 法 が 用 い ら れ た の

は こ の た め で あ る と 、 一 般 に は 考 え ら れ て い る 。 ギ リ シ ア 流 の 弁 論 術

(rhetorica:レ ト リ ッ ク ・修 辞 学)は 、 専 門 的 な 訓 練 を う け た 弁 論 家(弁

護 人 と し て 、 法 の 表 舞 台 に も 登 場 し て く る 人 物)に よ っ て 法 廷 実 務 に お い

て 展 開 さ れ た 。 こ の 弁 論 術 の テ ク ニ ッ ク は 法 廷 民 事 事 件 で は 、 と く に 、

重 要 事 案 に つ い て の 特 別 の 管 轄 を も つ 一 〇 〇 人 裁 判 所 に お い て は 無

視 で き な い ほ ど の 勢 力 を も っ て い た の で 、 そ の 理 論 構 成 や 学 問 の ス タ イ ル

は 法 学 の 方 法 に 無 影 響 で は あ り え な か っ た(し か し 、 そ の 影 響 の 実 績 が ど

れ ほ ど の も の か に つ い て は 、学 説 間 で か な り 対 立 が あ る)。 ま た 、 ギ リ シ ア

で 理 論 的 に 展 開 さ れ て き た 自 然 法(jusnaturale)や 衡 平(aequitas)の

思 想 や 正 義 と い う も の に 対 す る 考 え 方 は 、 万 民 法(jusgentium)の 生 成

を 通 じ て 、 ロ ー マ 法 学 者 に も う け い れ ら れ 、彼 ら に 活 動 上 の 指 針 を 与 え た 。

し か し 、 ロ ー マ 人 は あ く ま で も 実 際 家 で あ っ て 、 高 度 な ギ リ シ ア 文 化 の 洗

礼 を う け て も 、 純 粋 に 理 論 的 ・思 索 的 な 法 の 研 究 を 生 み だ す こ と ま で は 、

し な か っ た の で あ る 。 全 般 的 に 見 て 、 ギ リ シ ア の 法 ・法 制 は 、 ロ ー マ の 法 ・

法 制 全 体 の な か に ス ト レ ー ト に 流 れ 込 ん で き た わ け で は な い 、 と 総 括 で き

る で あ ろ う 。 そ れ で も 、 時 代 が 下 る に つ れ て 、 証 書 を 活 用 し 、 重 ん ず る 、

と い う 風 習 や 、 ギ リ シ ア 世 界 の 商 取 引 の 法 シ ス テ ム が 、 ロ ー マ 私 法 の 各 所

に 入 り こ む 現 象 が 認 め ら れ る 。

(2)ロ ー マ 法 学 は 、 つ ぎ の 時 代 で あ る 古 典 期 に お い て 最 高 レ ヴ ェ ル の 時

代 に 入 る の で あ る が 、 し か し 、 そ の 基 本 的 な 構 造 た と え ば 、@法 実 務

と 密 着 し た 動 き を す る こ と か ら 獲 得 さ れ る 、 現 実 に そ く し た 性 格 、 ⑮ 法 的

安 定 を み だ さ な い か た ち に お い て そ れ が も っ て い る 流 動 性 、 ◎ 個 別 的 な 業

績 の つ み あ げ の な か に う め こ ま れ た 、 世 界 法 的 な 一 般 性 ・普 遍 性 を 備 え た

そ の 考 え か た 、 ⑥ 保 守 的 な ポ ジ シ ョ ン を と り な が ら も 、 と き に は 改 新 ・ 改

革 の 導 き 手 と も な る 、 と い っ た 両 面 性 、◎ 信 義 誠 実 を 基 準 と す る 解 釈 方 法 、
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① 法 学 文 献 を 公 刊 す る こ と に よ っ て 世 間 に ア ッ ピ ー ル す る 手 法 、 ⑧ 先 人 の

業 績 を 引 用 ・紹 介 す る ス タ イ ル 、 ⑪ 論 争 好 き な 性 格 、 な ど は す で に こ

の 時 期 に か た ち つ く ら れ て い た 、 と 考 え て も よ い で あ ろ う 。 有 名 な 法 学 者

は 、 ク ィ ー ン ト ゥ ス ・ム ー キ ウ ス ・ ス カ エ ウ ォ ラ(前 九 五 年 執 政 官 、 前 八

二 年 大 神 官)、 セ ル ウ ィ ウ ス ・ス ル ピ キ ウ ス ・ル ー フ ス(前 五 一 年 執 政 官:

前 一 〇 六 ～ 四 三 年:一 八 〇 以 上 の 著 作 を 残 し た と 伝 え ら れ て い る)の 二 人

で あ る 。 前 者 は ギ リ シ ア 思 想 の 影 響 を 強 く う け た 人 で 、 一 八 巻 の 「市 民 法

論 」 と い う 作 品 を 通 じ て 、 後 代 の 古 典 期 に 強 い 影 響 を 与 え た 。 後 者 は 、 と

く に 法 学 教 育 に 偉 大 な 功 績 を の こ し 、 そ の 多 数 の 門 弟 た ち が の ち に 活 躍 し

た 。 そ の ほ か 個 性 の 明 ら か な 法 学 者 と し て は 、 ク ィ ー ン ト ゥ ス ・ ム ー キ ウ

ス ・ス カ エ ウ ォ ラ(前 一 一 七 年 執 政 官:前 一 四 二 ～ 八 二 年)、 カ トー ・ リ キ

ニ ア ー ヌ ス(小 カ トー)、 ア ク ィ ー リ ウ ス ・ガ ッ ル ス 、 オ フ ィ リ ウ ス 、 ア エ

リ ウ ス ・ ト ゥ ベ ロ ー 、 ア ル フ ェ ー ヌ ス ・ ワ ー ル ス 、 ア ウ フ ィ デ ィ ウ ス ・ ナ

ム サ 、 ト レ バ ー テ ィ ウ ス ・ テ ー ス タ 、 カ ス ケ ッ リ ウ ス 、 ア エ リ ウ ス ・ガ ッ

ル ス な ど が い る 。 こ れ ら の 人 々 は 、 後 代 の 人 々 か ら 「古 法 学 者(veteres)」

と 呼 ば れ た 。 な お 、 政 治 家 ・弁 論 家 と し て の マ ー ル ク ス ・ ト ゥ ッ リ ウ ス ・

キ ケ ロ ー は 、 法 学 に も 造 詣 が 深 く 、 ス ト ア 派 の 哲 学 理 論 に し た が っ て 自 然

法 論 を 展 開 し た こ と で 有 名 で あ る 。 後 述 す る と こ ろ か ら 明 ら か な よ う に 、

法 学 者 は 名 誉 法 の 形 成 に 大 き な 貢 献 を し た の で あ る が 、 法 務 官 な ど の 告 示

群 を 軸 と す る 法 の 発 達 は 、 前 一 世 紀 の 初 め に 内 乱 が 勃 発 す る と 、 事 実 上 停

止 し て し ま い 、 ま た 、 市 民 法 の 中 核 と な る 法 律 を 制 定 す る 民 会 が 立 法 機 関

と し て は も は や 機 能 し な く な っ て し ま っ た の で 、 そ の 後 の 法 の 進 化 は 、 固

定 し た 法 規 範 を 解 釈 に よ っ て 拡 大 ・縮 小 す る 方 法 で 行 な わ れ る 。 そ の た め

に 、 法 規 の 解 釈 が 大 き く 分 か れ 、 そ れ ぞ れ の 立 場 に 権 威 の 高 い 法 学 者 が く

み す る と き に は 、 法 的 安 定 性 が 失 な わ れ る 危 険 が 生 じ て き た 。 法 学 の 自 由

な 発 展 は 、 そ れ が 法 の 進 化 と 緊 密 な 関 係 に た っ て い る こ と の た め に 、 か え

っ て 欠 陥 を 露 わ に し て き た の で あ る 。 法 学 が 、 国 家 や そ の 機 関 か ら ま っ た

く 独 立 し て お り 、 他 か ら 拘 束 を う け な い 、 と い う 状 態 は 、 つ ぎ の 時 期 に 修

正 さ れ る こ と に な る 。 こ の よ う な 混 乱 の 一 因 と し て 、 こ の 時 期 の 法 学 者 の

主 流 を 占 め た の が 、元 老 院 階 層 出 身 者 で は な く 、騎 士 階 層 出 身 者 で あ っ た 、

と い う 事 情 を 指 摘 で き る か も し れ な い 。 な ぜ な ら ば 、 元 老 院 階 層 か ら 出 た

法 学 者 は 、 一 般 に 、 保 守 的 で 、 国 益 や 伝 統 を 維 持 す る こ と に 、 伝 統 的 に 重

大 な 関 心 を も っ て い た が 、 後 者 は 、 中 産 層 の 出 身 者 と し て 、 実 利 を 求 め て 、

か な り 無 制 約 に 、 フ リ ー な 動 き に 走 っ た と 想 像 さ れ る か ら で あ る 。 た と え

て 言 え ば 、 前 者 は タ テ マ エ 重 視 型 の 硬 い 動 き を し 、 後 者 は ホ ン ネ 重 視 型 の

軟 ら か い 動 き を す る の で あ る 。

(3)さ き に 述 べ た よ う に 、 法 学 者 た ち は 、 市 民 法(一 二 表 法 を 中 核 と す
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る 制 定 法 や そ れ ら の 解 釈 を あ わ せ た も の)に 社 会 の 現 場 で と り く ん で き た

が 、 こ れ ら の 法 素 材 は 、 ど ち ら か と 言 え ば 、 静 的 な 対 象 で あ る 。 世 の 中 が

停 滞 し て い る 状 況 下 で は 、 こ れ ら の 法 を 運 用 す る こ と に よ っ て 社 会 を と り

し き る こ と は 可 能 で あ る が 、 共 和 政 末 期 の ロ ー マ は 、 国 家 の あ ら ゆ る 分 野

で 激 変 が 生 じ 、 法 の 分 野 で も 、 新 し い 、 未 知 の 状 況 に 対 応 で き る よ う な 発

想 や シ ス テ ム を 開 発 し て い く 必 要 性 が 高 ま っ て き た 。 こ の と き 、 立 法 の 手

殺 に よ っ て 改 革 ・修 正 に の り だ す こ と が あ る 意 味 で は 常 道 で あ る か も し れ

な い が 、 ロ ー マ 人 は 、 そ の 性 質 上 、 個 別 事 案 へ の 取 組 を つ み あ げ る こ と に

よ っ て 、 判 例 法 的 な も の を つ く り だ し な が ら 、 い わ ば ホ ン ネ の フ ィ ー ル ド

で 時 代 の 要 請 に 柔 軟 に 対 応 し て い く 。 つ ま り 、 法 を 、 社 会 の 動 き そ の も の

の な か で 、 動 的 な 対 象 と し て と ら え る 、 と い っ た 手 法 が え ら び と ら れ た の

で あ る 。 市 民 法 の 解 釈 と い う 作 業 は 、 法 学 者 自 身 の 手 で 、 彼 の テ リ ト リ ー

の な か で や り と げ る こ と が で き る が 、そ れ 以 外 に 、彼 が 、 外 に で て い っ て 、

訴 訟 現 場 で 法 の 生 成 に タ ッ チ す る に は 、 表 舞 台 に い る 法 務 官 と 連 携 し て い

か な け れ ば な ら な か っ た 。 し た が っ て 、 法 学 者 が 中 心 と な っ て 生 み だ し た

法 を か り に 「法 曹 法 」 と 名 づ け る な ら 、 こ れ は 、 法 学 者 が 裁 判 担 当 政 務 官

を 媒 体 と し て 間 接 的 に つ く り あ げ た 法 、 と い う こ と に な る 。 そ の あ た り の

事 情 を 理 解 し て 頂 く た め に は 、 共 和 政 の 盛 期 に 、 古 め か し い 法 律 訴 訟 の あ

と を う け て 登 場 し 、 あ る 意 味 で は ロ ー マ の 代 表 的 な 民 事 訴 訟 と な っ た 方 式

書 訴 訟 の 手 続 過 程 を 模 式 的 に 概 観 す る こ と が 、 ど う し て も 必 要 に な る 。 そ

れ を 以 下 に 展 開 し て み よ う 。

〔A〕 法 廷 手 続(injure)

〈場 所 〉 フ ォ ル ム(公 共 広 場)… 裁 判 公 開 の 原 則 に よ る 。

〈関 係 者 〉@一 名 の 法 務 官 … 民 会 に よ っ て 選 出 さ れ る 一 年 任 期 の 政 務 官

で 、 こ の 地 位 は 最 高 の 政 務 官 で あ る 執 政 官 に つ ぐ 高 い ポ ス トで あ る

(も と も と は 執 政 官 が ひ き う け て い た と 思 わ れ る 、 司 法 分 野 の 職 務 を

と く に 専 門 的 に 分 担 す る よ う に な っ た も の で あ る)。 法 律 に は か な ら

ず し も 通 じ て い な い(し か し 、 ポ ス トづ き の 法 学 者 か ら な る ブ レ ー ン

を も っ て い る こ と も あ っ た だ ろ う)。 こ の ポ ス トは 、 む し ろ 政 治 家 に

と っ て 不 可 欠 な 出 世 コ ー ス で あ る(し た が っ て 、彼 ら は 政 治 的 利 害 に

敏 感 で あ る つ ま り 、 個 々 の 訴 訟 の 運 営 を 政 治 的 に 行 な っ て い く

可 能 性 が あ る)。 法 廷 を 指 揮 す る 任 務 を も つ 。 し か し 、 こ れ は 、 現 代

の 日 本 の 裁 判 長 の よ う に 、訴 訟 過 程 の 全 体 を 統 轄 す る 、 と い う 意 味 で

は な い(後 述)。 他 方 で 、 按 察 官 お よ び 属 州 長 官 な ど も 、 一 定 の 条 件

の も と で 、 法 務 官 と 同 様 の 訴 訟 掌 理 の 地 位 を も つ 。

⑮ 弁 護 人 … 弁 護 人 は 、 主 と し て つ ぎ の 〔B〕 の 局 面 で 活 躍 す る 。 ギ

リ シ ア 流 の 弁 論 術(レ ト リ ッ ク)の 専 門 的 訓 練 を つ ん だ 者(弁 論 家)
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が こ の 役 割 を ひ き う け る こ と が 多 い(弁 護 人 は 、 ほ と ん ど す べ て の 事

件 に つ い て 、原 告 と 被 告 の 双 方 に つ け ら れ る こ と に な っ た で あ ろ う)。

法 学 者 は こ の 地 位 に つ く こ と を 好 ま な い 。 こ の ほ か に 、専 門 的 な 法 的

知 識 に よ っ て 訴 訟 を 補 佐 す る 者 と し て 、<advocatus>と よ ば れ る 者 が

あ る 。な お 、正 式 の 訴 訟 で あ れ ば 、当 事 者 は す べ て ロ ー マ 市 民 で あ る 。

◎ 原 告

⑥ 被 告

◎ 法 学 者 … 訴 訟 の 正 式 メ ン バ ー で は な い が 、法 務 官 が 裁 判 基 準 な い

し は 裁 判 規 範 と も 言 え る よ う な 告 示(edictum)を 毎 年 の 任 期 の 当 初

に 作 成 す る さ い に 、ま え も っ て 助 言 を 与 え る ほ か に 、具 体 的 な 訴 訟 ケ

ー ス に つ い て 訴 訟 現 場 で 法 律 問 題 が 生 じ た と き に も 、彼 を 事 実 上 補 佐

し て い る 。 原 告 ・被 告 ・審 判 人(judex)も 、 必 要 に 応 じ て 個 人 的 に

法 学 者 か ら 助 言 を う け る こ と が 多 か っ た 。 法 学 者 は 、い わ ば 裁 判 の 影

の 演 出 者 で あ り 実 力 者 だ っ た の で あ る 。 法 学 者 と い っ て も 、も ち ろ ん

一 人 と は か ぎ ら な い
。お そ ら く 、師 弟 関 係 に よ っ て 結 ば れ た い く つ か

の グ ル ー プ が 活 動 し て い た に ち が い な い 。そ の う ち 一 人 な い し は 数 人

が 助 言 者 と し て 選 ば れ る の で あ る 。政 務 官 職 そ れ 自 体 に つ い て い る 助

言 者 の ほ か に 、個 別 ケ ー ス に つ い て 必 要 に 応 じ て つ け ら れ る 助 言 者 も

あ る だ ろ う 。

〈手 続 過 程 〉 ① 原 告 は 、 あ ら か じ め 裁 判 暦 に よ っ て 定 め ら れ て い る 開 廷

日 に 、被 告 を と も な っ て(場 合 に よ っ て は 実 力 を 行 使 す る か た ち で そ

の 者 を 引 致 し て)、 法 務 官 の も と へ 出 頭 す る 。

② 法 務 官 は 、原 告 の 申 立 て を き く と と も に 、訴 訟 の 形 式 的 な 前 提 要

件(た と え ば 、 そ の 者 が 市 民 権 を も っ て い る こ と 、 そ の 事 案 が 民 事 事

件 に 属 す る こ と 、事 案 の 処 理 が 自 身 の 管 轄 に 属 し て い る こ と 、訴 訟 当

事 者 に 訴 訟 行 為 能 力 が あ る こ と な ど)を 審 査 す る 。 こ れ ら の 要 件 が 満

さ れ て 一 応 の と こ ろ 訴 訟 が 成 立 す る 可 能 性 が あ る こ と が 明 ら か と な

っ た 場 合 に も 、 以 下 の よ う な コ ー ス が あ り う る だ ろ う 。

(a)原 告 の 申 立 て が 、 ま っ た く 誤 ま っ て い る と き 、 そ れ に 法 的 意

味 が ま っ た く 欠 如 し て い る 、 と 法 務 官 が 判 断 す る と き 、 ま た 、 申

立 て そ の も の に は そ れ な り に 筋 が 通 っ て い る が 、 し か し 、そ の 申

立 て が 市 民 法 秩 序 に は き っ ち り と は は ま ら な い と き 端 的 に

言 え ば 、 訴 求 性 が 欠 け て い る と き に は 、 法 務 官 は 自 身 の 判 断

で 専 決 的 ・専 断 的 に 訴 訟 の 設 置 を 拒 否 す る 。 つ ま り 、 訴 訟 へ の 入

口 の と こ ろ で 、要 求 を シ ャ ッ ト ・ア ウ ト し て し ま う の で あ る 。 し

か し 、 ま れ な 例 外 の 場 合 と し て 、法 務 官 は 、 市 民 法 の 成 文 規 定 が

す で に 存 在 し て い て 、提 訴 の 手 段 に 訴 え る こ と が 原 告 に 可 能 な 状
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況 下 に お い て も 、あ え て そ の 規 定 を 問 題 と な っ て い る 事 案 に 適 用

さ せ な い よ う に す る こ と が 衡 平(aequitas)に 合 致 す る 、 と 自

ら 考 え る よ う な こ と が あ れ ば 、彼 が 、 自 身 の 職 務 上 の 責 任 に お い

て 、 同 様 に 訴 訟 設 置 を 拒 否 す る 措 置 を と る こ と も あ る(た だ し 、

同 僚 も し く は 上 級 政 務 官 あ る い は 護 民 官 の 側 か ら 差 止 権 行 使 に

よ っ て そ の よ う な 行 動 は 阻 止 さ れ る 余 地 は 、一 タ テ マ エ 上 は 一 あ

る)。

(b)被 告 が 原 告 の 申 立 て を 全 面 的 に 認 め た と き 、 あ る い は 、 な ん

ら の 異 議 も 申 立 て な い と き に は 、被 告 の 敗 訴 が 導 か れ 、た だ ち に

執 行 過 程 に 移 行 す る こ と に な る 。

(c)多 く の 場 合 、 被 告 が 原 告 の 申 立 て を な ん ら か の 意 味 に お い て

争 う こ と に な り(訴 訟 の 場 に も ち こ ま れ る よ う な 案 件 で は 、や っ

か い な 争 い ご と は さ ま ざ ま な か た ち で 内 在 し て い る)、 係 争 点 が

明 確 に な っ て く る の で あ る が 、そ の さ い 、法 務 官 は 、 そ の よ う な

争 い を 解 決 す る 場 と し て 自 身 の 管 轄 下 に あ る 訴 訟 を 用 い る こ と

を 原 告 に 対 し 承 認 す る か 、 そ れ と も 、 拒 否 す る か を 、 ま ず 、 自 身

の 職 責 に お い て 決 定 し な け れ ば な ら な い 。 そ の さ い 、彼 は 、 当 事

者 か ら 申 立 て ら れ て い る 事 柄 が 現 実 に 存 在 し て い る か ど う か 、を

問 題 と は せ ず(こ れ は 、 い ち お う の と こ ろ 〔H〕 に 示 す 第 二 段 階

に お け る 審 判 人 の 仕 事 で あ る が 、 し か し 、 実 際 に は 、 法 務 官 の 側

も 、関 係 者 へ の 聞 き と り に よ っ て 、 あ る 程 度 は 事 実 関 係 に つ い て

の 予 備 知 識 を も つ よ う に な っ て い た は ず で あ る)、 事 案 が 原 告 の

申 立 て ど お り で あ る と 仮 定 し た 場 合 に 、そ も そ も そ の よ う な 事 実

状 況 が そ の 時 点 で 法 保 護 に 値 す る も の で あ る か ど う か 、換 言 す れ

ば 、 原 告 の 側 に 訴 権(ア ー ク テ ィ オ ー)が 存 在 す る か 、 を 調 査 し

な け れ ば な ら な い 。 彼 は い わ ば 法 律 的 な 問 題 を 審 理 す る わ け で

あ る 。 と こ ろ で 、実 際 に 訴 訟 に も ち こ ま れ る ケ ー ス に は 、 申 し た

て ら れ て い る 事 実 そ の も の も 、そ の 事 実 状 況 に ま つ わ る 法 律 的 な

問 題 も あ わ せ て 争 う 場 合 と 、前 者 だ け を 争 う場 合 と 、後 者 だ け を

争 う場 合 と が 理 論 的 に あ り う る 。 つ ま り 、 第 一 の 場 合 な ら 、 被 告

側 は 、 原 告 が 申 立 て て い る よ う な 事 実 は そ も そ も 存 在 し な い し

(あ る い は 立 証 す る こ と が で き な い も の で あ る し)、 ま た 、か り に

そ れ が 立 証 で き た と し て も 、法 律 的 に そ の よ う な 状 況 は 現 在 は 法

保 護 を う け て い な い(た ん な る 事 実 関 係 の み で あ る)、 と い う よ

う に 、被 告 が 完 全 対 決 の 姿 勢 で 主 張 を 展 開 す る こ と に な ろ う。 第

二 の 場 合 の 典 型 的 な 主 張 と し て 、原 告 の 申 立 て て い る よ う な 事 実

状 況 を め ぐ っ て 市 民 法 に す で に 明 瞭 な 規 定 が 存 在 す る こ と 、あ る
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い は 、 法 務 官 の 告 示 発 布 活 動 に よ っ て 形 成 さ れ て き た 名 誉 法 が 、

す で に 、そ の よ う な 事 実 状 況 を め ぐ っ て 規 定 を 設 け て い る こ と は

十 分 に 知 っ て い る が 、 し か し 、問 題 の 案 件 に お い て は そ れ が 前 提

と し て い る 事 実 状 況 が そ も そ も 存 在 し な い 、 と い う よ う に 、部 分

対 決 の 姿 勢 で 被 告 が 主 張 を 展 開 す る ケ ー ス を あ げ て よ い で あ ろ

う 。 こ の よ う な と き の 法 務 官 の 処 理 方 法 は 比 較 的 シ ン プ ル で 、法

律 的 な 問 題 の 生 ず る 余 地 は ほ と ん ど な い 。そ れ か ら 、第 三 の 場 合

は 、 事 実 状 況 に つ い て は 争 わ な い が 、 し か し 、 法 律 問 題 に つ い て

は 争 う 、と い う 部 分 対 決 の 姿 勢 で 被 告 が 主 張 を 展 開 す る ケ ー ス で

あ る 。 そ の よ う な い く つ か の パ タ ー ン の な か で 、法 律 的 な 問 題 が

争 い の 焦 点 と な っ て い る と き が 、も っ と も 処 理 し に く い も の と な

ろ う。 ご く ふ つ う の 経 過 と し て は 、 市 民 法 ま た は 名 誉 法(告 示)

に 予 想 さ れ て い な い よ う な 事 実 状 況 に つ い て は 法 務 官 が そ も そ

も 訴 権 を 認 め な い 、 と い う コ ー ス が 考 え ら れ る 。 そ れ で も 、 取 引

の 発 達 や 法 感 情 の 変 化 に と も な っ て 、そ の よ う な 事 実 関 係 に 関 係

す る よ う な 規 範 が ま だ 存 在 し な い こ と が 明 白 な 場 合 で も 、 「信 義

誠 実(bonafides)」 と い う 、 い わ ば 一 般 条 項 的 な 取 引 慣 行 上 の

基 本 原 理 に 照 ら し て み た と き に 、原 告 が 、問 題 の 事 案 に 法 的 な 保

護 を 与 え る 必 要 が あ る 、 と 世 間 一 般 で 考 え ら れ る よ う に な れ ば 、

法 務 官 が 、そ の よ う な 感 情 を く み あ げ て 、訴 訟 レ ヴ ェ ル に 事 件 の

解 決 を も ち こ む こ と を と く に 原 告 側 に 認 め て や る の は 、 法 政 策

上 、 あ る い は 彼 個 人 の 人 気 取 り政 策 上 、決 し て 不 適 切 な こ と で は

な い 。 そ の さ い 、彼 は 、 専 門 家 で あ る 法 学 者 に 助 言 を 求 め た う え

で 、 自 身 の 任 期 内 に お い て の み 妥 当 す る 一 種 の 暫 定 的 な ル ー ル

(し か し 、 問 題 の 訴 訟 当 事 者 に と っ て こ れ は ま さ に 法 規 範 そ の も

の で あ る1)を 創 設 す る 。 「Aと い う事 実 が あ り さ え す れ ば 、Bと

い う 法 律 効 果 を 生 じ さ せ よ う 。」 と い う 、 判 断 の ベ ー ス と な る は

ず の 法 規 範 へ の 言 及 が ま っ た く 欠 け て い る 命 題 を 自 身 の 責 任 で

定 立 す る の で あ る 。も し そ の 措 置 が 次 年 度 以 降 の 法 務 官 に よ っ て

も う け つ が れ る こ と に な れ ば(そ の 措 置 が そ れ な り に よ い 評 判 を

え れ ば 、 多 く の 場 合 そ の よ う に な っ て い く が)、 そ れ は 規 範 へ と

昇 格 し て い く 過 程 に の る こ と に な る 。 実 際 、 こ の よ う な 「事 実 訴

権 」(他 方 で 、 市 民 法 規 範 に お い て す で に 予 定 さ れ て い る よ う な

法 律 関 係 に 対 応 す る よ う な も の が 具 体 的 事 案 の な か に 存 在 す る

か ど う か に 判 決 を か か ら せ る と き は 、法 律 訴 権 と な る)の プ ロ セ

ス を へ て 名 誉 法 が 形 成 さ れ て い っ た 例 は 非 常 に 多 い 。 も し 、原 告

側 が 、 こ の よ う に 、事 実 そ の も の は 争 わ ず 、 法 律 的 な 問 題 だ け を
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争 っ て い る 場 合 に は 、法 務 官 の 、入 口 段 階 に お け る こ の 措 置 で 事

実 上 勝 負 が つ い て し ま う こ と に な る が 、多 く の 場 合 、 こ み い っ た

事 情 が か ら ん で く る の で 、 被 告 が 、 防 御 す る う え で 、 事 実 そ の も

の に つ い て も 争 っ て く る こ と が 多 か っ た に ち が い な い 。そ う す る

こ と は 被 告 に は 得 策 で も あ っ た 。

③ 後 述 す る よ う に 、審 判 人 も し く は そ れ に 相 当 す る 者 は 、原 則 と し

て 当 事 者 の 合 意 に し た が っ て 選 任 さ れ る(場 合 に よ っ て は 、抽 籔 に よ

っ て 審 判 人 が 決 め ら れ る)。

④ 法 務 官 は 、両 当 事 者 と 協 議 し て 、そ の 具 体 的 事 件 に マ ッ チ し た 方

式 書(formula)を 作 成 す る(既 存 の モ デ ル を 利 用 す る 場 合 と 、 さ き

に 指 摘 し た よ う に 、自 身 の 責 任 に お い て あ ら た に 特 別 に つ く り あ げ る

こ と に な る 場 合 と が あ る)。 一 例 を あ げ よ う。 こ れ は 所 有 物 返 還 請 求

の 場 合 で あ る 。 「○ ○ は 審 判 人 と な れ 。 も し 問 題 と な っ て い る ○ ○ が 、

市 民 法 に も と つ い て 原 告 ○ ○ の も の で あ る こ と が 明 ら か と な り 、し か

も そ の00が 審 判 人 の 仲 裁 に よ っ て 返 還 さ れ な い 場 合 に は 、そ の ○ ○

が 相 当 す る だ け の 金 銭 を 被 告00が 原 告 ○ ○ に 支 払 う よ う 、審 判 人 は

有 責 判 決 せ よ 。 も し 明 ら か と な ら な い 場 合 に は 、 免 訴 せ よ 。」 こ の 方

式 書 は 、一 種 の 条 件 を は ら ん だ 審 判 人 な ど へ の 公 的 な 指 令 で あ り 、そ

れ に よ っ て 、 そ の 者 の 活 動 は 、 た ん な る 私 的 仲 裁 に と ど ま ら ず 、 公 的

な 価 値 を も つ こ と に な る 。 と き に は 、 「も し そ の こ と に お い て 原 告 ○

○ の 悪 意 に よ っ て な に も な さ れ た こ と は な く 、ま た な さ れ も し な い 場

合 に は 」 と い う 抗 弁(exceptio)が 挿 入 さ れ る こ と が あ る 。 こ れ に よ

っ て 、審 判 人 は そ の 付 加 部 分 の 審 理 も あ わ せ て 命 じ ら れ る の で 、事 実

認 定 の 作 業 は 複 合 化 し て く る 。方 式 書 は 、そ れ ぞ れ の 訴 権 に 対 応 し て

い る 関 係 で 、 知 ら れ て い る も の だ け で も 相 当 の 数 に の ぼ る 。 し か も 、

擬 制 や 準 用 の テ ク ニ ッ ク を 駆 使 す る こ と に よ っ て 方 式 書 に さ ま ざ ま

な 変 型 を つ く り だ す こ と が 可 能 で あ っ た 。適 度 の 流 動 性 と あ る 程 度 の

法 的 安 定 性 と は 、 法 務 官 と 法 学 者 の 共 同 作 業 に よ っ て 確 保 さ れ て い

る 。

⑤ 両 当 事 者 は 、方 式 書 を 承 認 す る こ と に よ っ て 、そ こ に 摘 出 さ れ た

係 争 点 に つ い て 審 判 人 が 下 す 判 断 に 自 主 的 に 服 す る こ と を 合 意 す る 。

⑥ 法 務 官 は 、方 式 書 を 承 認 す る と い う行 為 に よ っ て 、審 判 人 を 任 命

す る と と も に 、 訴 訟 対 象 一 つ ま り 、係 争 点 一 を 確 定 し 、 い わ ゆ る 「争

点 決 定(litiscontestatio)」 を 終 え て 、 こ こ で ひ き さ が る 。 な ぜ 国

家 権 力 を 代 表 す る 法 務 官 が こ の 段 階 ま で し か 関 与 し な い の か 、に つ い

て は 、民 主 的 な 政 治 思 想 が こ こ に も 反 映 し て い る た め で あ る と か 、 多

忙 な 法 務 官 の 負 担 を 軽 減 す る と い う 政 策 的 な 理 由 に よ る と か 、両 当 事
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者 が 、公 職 者 で は な く て 、 自 由 意 思 で 選 任 し た 判 定 人 の 手 に 訴 訟 を ゆ

だ ね る こ と に よ っ て 訴 訟 の 公 正 さ へ の 信 頼 が 確 保 さ れ る こ と に な る

た め で あ る と か 、種 々 の 説 明 が 加 え ら れ て い る が 、す べ て の 事 情 を 説

明 し つ く す よ う な 、 う ま い 理 由 は な か な か 見 あ た ら な い よ う で あ る 。

〔B〕 審 判 人 手 続(apudjudicem)

〈関 係 者 〉 審 判 人 … そ の 出 身 層 は 各 時 代 に よ っ て 異 な る 。 当 初 は 最 上 流

の 身 分 で あ る 元 老 院 階 層 の 者 だ け か ら 構 成 さ れ て い た が 、 の ち に は 、

貴 族 と 第 ニ ク ラ ス の 騎 士 階 層 と の 、長 期 間 に わ た る 政 争 の 一 つ の 結 果

と し て 、前 二 世 紀 に い っ た ん 騎 士 階 層 が 全 面 的 に 審 判 人 適 格 を 掌 握 す

る こ と に 成 功 し た 。 し か し 、前 一 世 紀 に は 再 び 元 老 院 階 層 の 手 に そ の

地 位 が 奪 還 さ れ て い る 。 最 終 的 に は 、前 七 〇 年 に 、 両 者 の 混 合 体 が 裁

判 人 名 簿 を 構 成 す る よ う に な る 。 し た が っ て 、 こ の 審 判 人 は 、た ん な

る 私 人 で あ る 。法 学 者 が た ま た ま こ の ポ ス ト に つ く こ と も な い わ け で

は な か ろ う が 、審 判 人 に は 法 律 知 識 は タ テ マ エ と し て は 要 求 さ れ て い

な い 。審 判 人 に 委 ね ら れ た 、事 実 問 題 に つ い て の 判 断 は 誰 に で も で き

る 、 と い う わ け で あ る(現 代 の 民 ・刑 事 の 陪 審 裁 判 に お い て も 、 市 民

の 代 表 で あ る 陪 審 員 に は こ の よ う な 能 力 が そ な わ っ て い る も の と 考

え ら れ て い る)。 も っ と も 、 事 実 問 題 に 判 定 を 下 す さ い 、 法 律 問 題 を

ま ず 解 決 し て お く 必 要 の あ る ケ ー ス も か な り あ る と 考 え ら れ る が 、そ

の よ う な と き 、審 判 人 が 自 身 と つ き あ い の あ る 法 学 者 に 相 談 を す る こ

と も あ っ た だ ろ う 。通 常 の 事 件 で は 審 判 人 は 一 名 で あ る が 、特 定 の タ

イ プ の 事 件 に つ い て は 複 数 の 裁 判 者 が そ の 任 務 を ひ き う け る こ と に

な っ て い る 。

〈手 続 過 程 〉 ① 審 判 人 は 、公 け の 文 書 で あ る 方 式 書 の 命 ず る と こ ろ に 厳 格

に し た が っ て 、 そ の 枠 組 み の な か で 、 事 実 審 理 を 行 な う。 し か し 、 国

家 の 官 吏 で あ る 政 務 官 の い な い そ の よ う な 場 で は 、そ れ な り に 自 由 な

行 動 な い し は 判 断 の 余 地 が 審 判 人 の も と に は あ っ た は ず で あ る 。第 一

手 続 は 硬 い 手 続 で あ っ た が 、第 二 手 続 は い ろ い ろ な 意 味 で 軟 ら か い 手

続 で あ っ た 、 と 表 現 で き る か も し れ な い 。 立 証 は 両 当 事 者 の 固 有 の 仕

事 で あ り 、 自 由 心 証 主 義 が 採 用 さ れ て い る 。 と く に 事 実 問 題 に 争 点 が

お か れ て い る と き に は 、審 判 人 を 説 得 す る た め に 用 い ら れ る 、弁 護 人

の 弁 論 術 の 技 巧 が 、か な り 影 響 力 を も つ 。 そ れ は と り わ け 語 り の プ ロ

で あ る 弁 論 家 の 仕 事 で あ る 。

② 有 責 判 決 で は 金 銭 の 支 払 が 命 じ ら れ る(金 銭 判 決 の 原 則)。 判 決

そ れ 自 体 に は 一 現 代 の こ と を 考 え る と 、こ れ は 異 例 で あ る が 一 執 行 力

は な い 。

③ 判 決 債 務 が 履 行 さ れ な い と き は 、あ ら た な 一 定 の 訴 訟 手 続 を 設 定
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す る 必 要 が あ る 。 そ こ で の 勝 訴 の 結 果 に し た が っ て 、 は じ め て 、 い わ

ゆ る 破 産 手 続 に 移 行 し 、総 財 産 が 一 括 し て 競 売 に 付 せ ら れ る(以 前 に

は 債 務 奴 隷 制 が 存 在 し た)。 個 別 資 産 を 差 し 押 さ え て 競 売 に か け る 、

と い う よ う な 個 別 執 行 の 手 続 き が 導 入 さ れ た の は 、ず っ と 後 代 の 現 象

で あ る 。一 二 表 法 に は 詳 細 な 規 定 が あ っ た(第 三 章[1](4):p.31ff.

を 参 照)。

以 上 の 整 理 は 、 い わ ゆ る 「方 式 書 訴 訟 」 に つ い て で あ る 。 こ の 訴 訟 手 続

は 、 前 三 世 紀 こ ろ か ら 、 お そ ら く は ロ ー マ 市 民 で な い 外 人 が 当 事 者 と し て

関 与 し て く る よ う な 争 訟 を 解 決 す る 手 法 と し て 、 い わ ば ホ ン ネ(現 場)の

世 界 で 非 公 式 に 生 じ て き た も の で あ る 。 そ れ 以 前 に 唯 一 の 正 式 な 訴 訟 手 続

で あ っ た 法 律 訴 訟 手 続(legisactiones)に お い て は 、 宗 教 的 な 起 源 を も

つ 厳 格 な 方 式(口 頭 の 式 語 を 用 い た 意 思 表 明 と 儀 式 め い た 動 作 と の セ ッ ト)

が 支 配 し 、 法 保 護 が 与 え ら れ る ケ ー ス も 、 法 律 が あ ら か じ め 想 定 し て い る

状 況 に は ま る よ う な 場 合 だ け に 強 く 限 定 さ れ て い た 。 ロ ー マ の 発 展 に と も

な っ て 、 方 式 書 訴 訟 は し だ い に 重 要 に な り 、 ま ず 、 前 二 世 紀 中 ご ろ に 、 市

民 間 の 、 い わ ば 正 規 の 訴 訟 に お い て も 利 用 可 能 な 手 続 へ と 昇 格 し た 。 さ き

に 指 摘 し た よ う に 、 こ の 手 続 で は 、そ れ ま で の 口 頭 の 要 式 行 為 の か わ り に 、

方 式 書 と い う 書 式 を 用 い る の で あ る が 、 こ の 方 式 書 の 中 味 を 自 由 自 在 に 変

え て い く こ と に よ り 新 し い 規 範=法 ル ー ル が 具 体 的 事 件 を め ぐ る 裁 判 の 場

で 創 設 さ れ る 可 能 性 が で て き た お か げ で 、 そ れ が 時 代 の 要 請 を 忠 実 に 反 映

す る よ う な 訴 訟 手 続 と な れ た 、 と い う 点 を 重 要 な 特 質 と し て 指 摘 で き る 。

そ し て 、 最 終 的 に 、 こ れ は 、 前 一 世 紀 に 、 さ き の 法 律 訴 訟 手 続 を 事 実 上 お

し の け て 、 よ う や く 正 統 性 を 獲 得 し た 。 し か し 、 皮 肉 な こ と に 、 ち ょ う ど

そ の こ ろ か ら 、 第 三 で 最 後 の 手 続 で あ る 特 別 審 理 手 続(cognitioextra

ordinem)が 、 こ れ も 、 当 初 は 異 例 と い う 形 態 を と り な が ら 、 特 殊 な 事 件

に つ い て 利 用 さ れ は じ め 、 結 局 、 三 世 紀 に は 、 い ろ い ろ な 点 で 使 い 勝 手 の

よ い(と り わ け 、 当 局 に と っ て 効 率 の よ い)こ ち ら の 方 が 、 方 式 書 訴 訟 手

続 を 完 全 に 駆 逐 し て し ま う の で あ る 。 さ き の 二 つ の 手 続 に 対 す る こ の シ ス

テ ム の 最 大 の 特 色 は 、 こ こ に お い て は じ め て 、 国 家 権 力 が 民 事 訴 訟 の 全 領

域 を 覆 う よ う に な っ た 点 に あ る 。 つ ま り 、 前 者 に お い て は 、 法 務 官 の 統 轄

の も と に 、 両 訴 訟 当 事 者 と 私 人 審 判 人 と に よ っ て 独 自 に 訴 訟 が 追 行 さ れ る

部 分 が あ っ た が 、 後 者 で は 、 皇 帝 ま た は 高 級 官 僚 の 受 任 者 と し て の 下 級 官

吏 が 主 体 的 に 一 貫 し て 訴 訟 を 追 行 す る 。 し た が っ て 、 さ き に 示 し た よ う な 、

伝 統 的 な 手 続 の 二 分 制 は ま っ た く 不 要 な も の と な っ た 。 そ れ と と も に 、 当

事 者 の イ ニ シ ヤ テ ィ ヴ が 大 幅 に 減 少 し た り 、 上 訴 が 制 度 上 認 め ら れ た り す

る ほ か 、 さ ま ざ ま な 構 造 的 変 更 が 当 然 の 結 果 と し て 生 じ て い る(こ の 訴 訟

形 式 が 、 中 世 の 教 会 法 な ど を 通 じ て 後 代 に う け つ が れ 、 い わ ゆ る 大 陸 法 に
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お け る 民 事 裁 判 の 実 体 と な る)。 お お ま か に 言 え ば 、 第 一 ・第 二 の 手 続 が 共

和 政 原 理 の あ ら わ れ で あ る 一 方 で 、 第 三 の 手 続 は 帝 政 原 理 の あ ら わ れ で あ

る 。 方 式 書 訴 訟 は 、 法 学 史 の 見 地 か ら す れ ば 、 共 和 政 末 期 の 法 学 を 産 み だ

す 母 胎 で も あ っ た 。 古 典 期 に 入 る と 、 訴 訟 手 続 は 少 し ず つ 変 化 し は じ め る

が 、 共 和 政 末 期 に 蓄 積 さ れ た 素 材 を 消 化 す る 作 業 は 、 こ の 時 期 に も 続 行 さ

れ る 。 民 事 訴 訟 手 続 全 般 に つ い て は 、[1]部 門 第 五 章:p.54ff.の 記 述 を

参 照 し て 頂 き た い 。

こ の よ う に 、 法 務 官 は 、 司 法 の 一 翼 を に な う こ と に よ っ て 、 法 の 運 用 に

タ ッ チ す る と と も に 、 法 の 改 新 ・手 直 し に 現 場 に お い て 重 要 な 指 導 的 役 割

を は た し た の で あ る が 、 彼 に は 、 こ の よ う な 司 法 の 分 野 か ら は は な れ て 、

い わ ば 行 政 的 ・警 察 的 な 分 野 で 、 自 身 の イ ニ シ ヤ テ ィ ヴ に よ っ て 私 法 的 な

紛 争 に 決 着 を つ け る 独 特 の 地 位 を 保 有 し て い た 。 そ れ は 、 作 為 も し く は 不

作 為 な ど を ス ト レ ー トに 命 ず る 「特 示 命 令(interdictum)」 の 手 段 を 駆 使

す る も の で あ る 。 も っ と も 、 こ れ は 、 ど ち ら か と 言 え ば 、 例 外 的 な 措 置 で

あ っ て 、全 体 と し て は 、彼 は 訴 訟 手 続 を 補 佐 す る 地 位 に あ っ た だ け で あ る 。

法 務 官 が 特 示 命 令 を 発 令 す る こ と を 決 断 す る さ い に は 、 法 学 者 の 助 言 が あ

っ た に ち が い な い 。 さ て 、 こ の 方 式 書 訴 訟 の 特 徴 と し て は 、 以 下 の 点 が あ

げ ら れ る 。

(a)訴 訟 機 構 の 内 部 に 専 門 家 が 存 在 し て い な い こ と … 訴 訟 シ ス テ ム の 中

軸 に い る 法 務 官 も 審 判 人 も 、法 知 識 に か ん し て は い わ ゆ る 「素 人 」 で あ る 。

し た が っ て 、 も し 訴 訟 の 外 に あ っ て そ れ を 全 体 と し て 事 実 上 統 御 す る 役 割

を に な う 者 が 存 在 し て い な け れ ば 、 訴 訟 の 安 定 お よ び そ れ へ の 信 頼 性 は 確

保 で き な い 。 そ の パ ー ソ ナ リ テ ィ ー が 専 門 家 と し て の 法 学 者 で あ る 。

(b)事 実 認 定 の 切 断 … 現 代 の い わ ゆ る 「判 例 法 」 体 系 の も と で は 、 法 専

門 家 で あ る 裁 判 官 が 行 な う 事 実 認 定 を 基 礎 に し て 、 彼 に よ っ て 判 断 が 導 き

だ さ れ て い く の で あ る が 、 も し 問 題 と な っ て い る 事 案 に つ い て 既 存 の 規 範

が 用 意 さ れ て い な い 場 合 に お い て は 、 彼 が 、 そ の 訴 訟 上 の ル ー ル を 、 自 力

で 、 自 己 の 責 任 で 、 ア ド ・ホ ッ ク(に)、 具 体 的 に 創 出 し て い く 、 と い う プ

ロ セ ス が 一 般 に と ら れ る こ と で あ ろ う 。 し か し 、 ロ ー マ の 方 式 書 訴 訟 で は 、

手 続 は 、 主 と し て 法 律 問 題 を 扱 う法 廷 手 続 と 、 主 と し て 事 実 問 題 を 扱 う 審

判 人 専 用 の 審 判 人 手 続 と に 二 分 さ れ て い る た め に 、 手 続 全 体 を 統 轄 す る 裁

判 官 の よ う な 機 関 は 存 在 し な い 。 そ の 結 果 、 判 断 の 基 準 と な る べ き 規 範 を

あ ら た に 設 定 す る 必 要 が 生 じ た 場 合 に は 、 二 段 構 え の 処 理 が 必 要 と な る 。

つ ま り 、 事 実 が 存 在 す る 、 と い う仮 説 の も と で あ る 規 範 を そ の 事 案 に あ わ

せ て 創 り あ げ る 、 と い う 枠 組 設 定 の 作 業(タ テ マ エ)と 、 そ の 事 実 が 実 際

に 存 在 す る か ど う か を 審 理 す る 作 業(ホ ン ネ)と が そ れ ぞ れ べ つ の 人 格 に

よ っ て と り 行 な わ れ る の で あ る 。 こ の よ う に 複 雑 な 過 程 は 、 法 専 門 家 と し
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て の 法 学 者 の 助 言 な し に は と て も 設 定 で き な い 。

(c)単 純 性 … 訴 訟 の プ ロ グ ラ ム で あ る 方 式 書 を 法 廷 手 続 の 殺 階 で う け と

る 審 判 人 は 私 人 な の で 、 彼 へ の 指 示 は 簡 潔 で 明 瞭 な も の で な け れ ば な ら な

い 。 こ の よ う な 制 約 の あ っ た こ と が ロ ー マ 法 の 単 純 で 明 晰 な 構 成 ・技 術 性

を 生 み だ す 大 き な 原 動 力 の 一 つ と な っ た 、 と 考 え て よ い で あ ろ う 。 も し 、

第 二 段 階 の 事 実 認 定 の 場 で 専 門 家 が 関 与 し 、 し か も 、 第 一 殺 階 の 法 廷 手 続

の さ い と な ら ん で 、 そ の 場 に お い て も 法 律 問 題 が あ ら た め て 根 本 的 に 論 じ

ら れ る 可 能 性 が あ っ た と す れ ば 、 ロ ー マ 法 は 、 現 在 私 た ち が 知 っ て い る よ

り も は る か に 複 雑 で 異 質 な も の と な っ て い た と 想 像 さ れ る 。

(d)柔 軟 性 … 訴 訟 制 度 と り わ け 方 式 書 の 構 造 が 型 に よ っ て 拘 束

さ れ て い る こ と は 、 ロ ー マ 法 が 、 閉 鎖 性 の 強 い 、 融 通 性 ・発 展 性 の 欠 如 し

た 、 内 む き の 法 体 系 で あ る こ と を か な ら ず し も 意 味 し な い 。 法 務 官 は 、 法

学 者 の 協 力 に よ っ て 、 毎 年 、 着 任 に あ た っ て 告 示 を 編 成 す る さ い に 、 あ る

い は ま た 目 前 の 具 体 的 事 例 に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ 、 時 代 の 要 請 に マ ッ チ す る

よ う な 方 式 書 を 従 来 の 実 務 上 の 実 績 を ふ ま え て 設 定 す る こ と が で き た か ら

で あ る 。 現 在 私 た ち に 知 ら れ て い る 方 式 書 は 一 〇 〇 以 上 に も な る 。 こ れ ら

は 、い ず れ も 、 具 体 的 ・実 際 的 な か た ち で 起 草 さ れ て い る 。 ロ ー マ 法 が 「訴

権 の 体 系 」 で あ る と 規 定 さ れ る こ と が 多 い の は 、 一 つ に は 、 こ の よ う な 訴

訟 構 造 の も つ 特 殊 性 に 着 目 し て の こ と で あ る 。

[皿]古 典 期 前 期 の 法 学(二 七B.C.～A.D.九 六)

(1)「 古 典 期 」 と は 、 法 学 の 黄 金 時 代 の こ と で 、 「法 学 隆 盛 時 代 」 と も 呼

ば れ る 。 こ の 時 代 に 法 学 が 全 盛 期 に 入 っ た 第 一 の 要 因 は 、 法 学 が 国 家 権 力

と 接 触 を も ち 、 し だ い に そ の な か に と り こ ま れ る こ と に よ っ て そ れ ま で 以

上 に ス テ イ タ ス を 高 め て い っ た 点 に 求 め ら れ よ う 。 不 安 定 な 共 和 政 の 場 合

と は 異 な っ て 、 元 首 政 に お い て は 、 一 人 の 元 首(皇 帝)の 治 世 は 長 期 に わ

た り 、 し か も と く に 共 和 政 の 記 憶 が 生 々 し い 元 首 政 初 期 の も と で は

元 首(皇 帝)が 、 国 政 全 般 に わ た っ て 、 露 骨 に 強 圧 的 な 政 策 を と る よ

り も 、 ロ ー マ の 伝 統 的 な 秩 序 の シ ン ボ ル で あ る 法 を 巧 み に 運 用 し て 法 の 支

配(実 質 的 に は 「法 に よ る 支 配 」 の よ う な も の で あ る が)を 尊 重 す る よ う

な 外 見 を つ く り だ す こ と に 相 当 な 注 意 を は ら う の が な ら わ し で あ っ た の

で 、 法 学 に も 十 分 に 自 由 な 活 動 の 余 地 が 与 え ら れ た の で あ る 。 政 治 史 の う

え か ら は 、 こ の 古 典 期 と い う 時 期 は 元 首 政 時 代(二 八 四 年 以 後 に 登 場 し た

専 主 政 時 代 と あ わ せ て 、 帝 政 を 形 成 す る 時 代)の 領 域 と 大 体 に お い て 合 致

す る 。 し か し 、 ロ ー マ 文 化 一 般 の 古 典 期(最 初 の 元 首 ア ウ グ ス ト ゥ ス の 時

代)と の あ い だ に は か な り の 時 間 的 な 隔 た り が あ る こ と に 注 意 し な け れ ば

な ら な い 。 そ れ は 、 法 学 と い う も の が 熟 成 に 時 間 の か か る 技 術 だ か ら で あ
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る 。 法 学 隆 盛 の 第 二 の 要 因 は 、 三 〇 〇 年 以 上 に わ た る 法 学 の 学 識 の 蓄 積 が

か な り の 量 に た っ し た こ と で あ る 。 そ れ で 、 法 学 が 国 家 権 力 と の あ い だ に

も っ て い た 関 連 の 強 さ の 度 合 に 応 じ て 、 古 典 期 を ひ と ま ず 三 つ に 分 け て み

る の が 適 当 で あ ろ う 。

(2)本 項 の 「古 典 期 前 期 」 の 法 学 を 特 徴 づ け る も の は 、 解 答 権 「(公け に)

解 答 す る 権 利(jus(publice)respondendi)」 の 制 度 と 学 派 の 対 立 と で あ

る 。 ま ず 、 解 答 権 と は 、 「特 定 の 学 者 に 付 与 さ れ た 、 解 答(回 答)一 鑑 定 を

与 え る こ と の で き る 地 位 」 の こ と で あ る 。 さ き の ポ ン ポ ー ニ ウ ス の 法 文 に

は 、 「ア ウ グ ス ト ゥ ス は 、 は じ め て 、 彼 の 権 威(auctoritas)に も と つ い て

法 学 者 が 解 答 す る こ と を 定 め た 」 と 記 さ れ て い る 。 こ れ は 、 特 定 の 法 学 者

が 、 そ の 優 れ た 業 績 に よ っ て す で に 高 い 社 会 的 評 価 権 威 を か ち え

て い る と き に 、 そ れ に 、 元 首 の も つ 、 さ ら に 高 次 の 政 治 的 な 色 あ い を も つ

権 威 を く わ え た か た ち に お い て 、 法 律 問 題 に つ い て 、 一 種 の 専 門 的 鑑 定 人

と し て 意 見 を の べ る 地 位 を 一 般 的 に 獲 得 し た こ と を 意 味 す る(筆 者 は 、 総

合 的 な 判 断 に も と つ い て 、 〈auctoritas>を 、 い か に も ロ ー マ 的 な 概 念 で あ

る 「権 威 」 と い う 日本 語 に う つ し か え た が 、 こ こ を 、 「意 向 」・「裁 可 」・「認

可 」と か い う よ う に 、ホ ン ネ の 側 面 に 重 点 を お い て 訳 出 す る む き も あ ろ う)。

こ の 権 威 は 法 的 強 制 力 で は な い の で 、 そ の 意 見(解 答)は 法 的 拘 束 力 を お

び る こ と は な い 。 ま た 、 こ の よ う な 加 算 さ れ た 権 威 を も た な い 一 般 の 法 学

者(〈jurisstudiosus>(法 研 究 家)と い う 呼 ば れ か た を し た 、 と い う 説 も

あ る が 、 こ れ は 〈jurisperitus>(法 に 精 通 し た 者)と い う 表 現 の 場 合 と は

ニ ュ ア ン ス が か な り 異 な る)も 、 日 常 的 に 解 答 活 動 を 行 な う こ と を な ん ら

制 限 さ れ な か っ た(実 際 に は 下 級 の 法 的 サ ー ビ ス の 活 動 に 従 事 し た だ け で

あ ろ う)。 従 来 、国 家 権 力 と 直 接 に は 関 連 を も つ こ と が な か っ た 法 学 者 が こ

の ア ウ グ ス ト ゥ ス 時 代 に お い て は じ め て そ れ と 接 触 し た こ と は 、 法 学 に と

っ て は 重 大 な 転 回 で あ る 、 と 考 え て お か な け れ ば な ら な い 。 彼 が 法 学 者 に

こ の よ う な 働 き か け を す る よ う に な っ た の は 、 共 和 政 末 期 の 混 乱 期 に 法 の

適 用 が み だ れ た の を 見 て 、 彼 自 身 の イ ニ シ ヤ テ ィ ヴ に よ っ て 法 学 者 の 権 威

を 回 復 し 、 彼 ら を 通 じ て 間 接 的 に 法 の 安 定 を 図 り 、 そ の 進 化 を 統 制 し よ う

と し た か ら で あ る 、 と 推 測 さ れ る が 、 そ の ほ か に 、 こ の よ う な 優 遇 措 置 に

よ っ て 、 当 時 最 高 の 知 識 人 で あ る 法 学 者 を 、 自 身 の 、 元 首 政 と い う 新 し い

体 制 内 部 に 組 み こ も う と す る 政 治 的 意 図 が 作 用 し た た め だ 、 と 見 る こ と も

十 分 可 能 で あ る 。 元 首 政 の 初 期 に は 、 ア ウ グ ス ト ゥ ス が う ち た て た 、 タ テ

マ エ は 共 和 政 風 で あ る が 、 ホ ン ネ で は 帝 政(一 人 支 配)の 匂 い が 濃 い 、 元

首 政 と い う 政 治 構 造 に 反 対 の 立 場 を 堅 持 す る 法 学 者(カ ス ケ ッ リ ウ ス 、 ラ

ベ オ ー な ど)も あ っ た が 、 し だ い に 、 法 学 自 体 は 政 治 的 に 独 自 ・独 立 の 地

位 を 失 な っ て い く よ う に な る 。 具 体 的 に 解 答 権 を も つ 法 学 者 の 氏 名 を 指 摘
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す る こ と は か な り 困 難 で あ る し(も っ と も 、『学 説 彙 纂 』 で そ の 学 説 命 題 を

法 文 と し て 採 録 さ れ て い る 法 学 者 の な か に 、 解 答 権 保 有 者 が か な り ふ く ま

れ て い る こ と は 、 推 定 で き る)、 ま た 、 こ の 制 度 の の ち の 変 遷 も 明 ら か で は

な い 。 一 方 、 支 配 権 力(皇 帝 権)と の 関 係 で は 、 法 学 自 体 の 地 位 も か な ら

ず し も つ ね に 安 定 し て い た わ け で は な く 、 ク ラ ウ デ ィ ウ ス や ネ ロ ー の 治 世

に は 皇 帝 か ら 圧 迫 も う け た 。 法 学 の 再 興 は 二 世 紀 の ト ラ ー ヤ ー ヌ ス お よ び

ハ ド リ ア ー ヌ ス の 時 代 を ま た な け れ ば な ら な い 。 法 学 と 国 家 権 力 は 、 こ の

よ う な か た ち に お い て 、個 別 的 で ゆ る や か な 結 合 を 示 し て い た 。法 学 者(共

和 政 末 期 と は 異 な っ て 、こ の 時 代 に は 元 老 院 階 層 の 者 が 再 び 主 流 を 占 め た)

は 、 共 和 政 以 来 の 伝 統 的 な 流 れ に そ っ て 、 ま だ た ん な る 私 人 と し て 活 動 す

る ス タ イ ル を 堅 持 し て い た の で あ る 。

(3)つ ぎ に 、 学 派 の 対 立 と い う の は 、 学 校 と か 私 塾 と か に 結 集 し て い た

一 群 の 法 学 者 に 対 抗 す る よ う な か た ち で
、 べ つ の 群 の 法 学 者 が 登 場 し 、 い

ろ い ろ な 局 面 に お い て 論 戦 を た た か わ せ た こ と で あ る 。 こ の 対 立 は 、 ア ウ

グ ス ト ゥ ス 時 代 か ら ハ ド リ ア ー ヌ ス 時 代 ま で の 約 一 世 紀 間 つ づ い た 。 一 つ

は 、 カ ピ トー(五 年 執 政 官)を 始 祖 と す る サ ビ ー ヌ ス(カ ッ シ ウ ス)学 派

で あ り 、 も う 一 つ は ラ ベ オ ー(前 一 世 紀 ～ 後 一 世 紀 の 人 で 、 計 四 〇 〇 巻 も

の 著 作 を 残 す)を 始 祖 と す る プ ロ ク ル ス 学 派 で 、 い ず れ も 私 的 な 集 団 で あ

っ た 。 こ の 二 派 の 学 頭 と 言 わ れ た 人 は 、 前 者 で は 、 カ ピ トー の あ と に 、 マ

ス リ ウ ス ・サ ビ ー ヌ ス(五 〇 歳 に な っ て は じ め て 騎 士 階 層 に 所 属 す る よ う

に な る:解 答 権 を 保 有 す る:三 巻 の 『市 民 法 註 解 』 は 後 代 に ま で 影 響 を 与

え た)が 現 わ れ 、 カ ッ シ ウ ス ・ ロ ン ギ ー ヌ ス(三 〇 年 執 政 官)カ エ リ

ウ ス ・サ ビ ー ヌ ス(六 九 年 執 政 官)ヤ ウ ォ レ ー ヌ ス ワ レ ー ン ス

ト ゥ ー ス キ ア ー ヌ ス ユ ー リ ア ー ヌ ス と つ づ き 、 一 方 、 後 者 で は 、 ラ ベ

オ ー の あ と に 、大 ネ ル ワ プ ロ ク ル ス ペ ー ガ ス ス(一 世 紀 に 執 政 官 と

な る)大 ケ ル ス ス 小 ケ ル ス ス ネ ラ テ ィ ウ ス と つ づ い た 。 こ の よ

う な 対 立 の 流 れ と い う も の が な ぜ 生 じ て き た の か 、と い う 問 題 に つ い て は 、

こ れ ま で に さ ま ざ ま に 探 究 さ れ て き た 。 そ の 対 立 情 況 に 一 貫 し た 理 論 的 ・

思 想 的 背 景 が あ る わ け で は な く 、 む し ろ 、 具 体 的 ・個 別 的 な 法 律 問 題 に か

ん し て 生 ず る 立 場 の 相 違 か ら 自 然 に 学 派 的 な も の が 発 生 し 、 そ れ が 師 弟 関

係 を 重 視 す る ロ ー マ 人 流 の や り か た に よ っ て 順 々 に う け つ が れ て い っ た こ

と に な る よ う で あ る が 、 し か し 、 近 年 に な っ て 、 サ ビ ー ヌ ス(カ ッ シ ウ ス)

学 派 が 個 別 的 に 公 正 ・衡 平 な 解 釈 や 解 決 策 を 攻 め の 姿 勢 で 模 索 す る 、 と い

う動 き も す る の に 対 し て 、 プ ロ ク ル ス 学 派 が 、 論 理 ・原 理 ・客 観 性 ・一 貫

性 を 重 ん じ 、 ど ち ら か と 言 え ば 守 り の 体 制 に あ る 、 と い う よ う に 対 比 を す

る 見 方 が 現 わ れ て き て い る 。 そ の よ う な 対 立 の 背 景 に は 、 哲 学 的 思 推 や 問

題 意 識 の ち が い が ひ そ ん で い る の か も し れ な い 。 後 者 の 立 場 を た め し に 筆
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者 個 人 の 手 法 で 解 析 し て み る と 、 だ い た い の と こ ろ 、 サ ビ ー ヌ ス(カ ッ シ

ウ ス)学 派 は ホ ン ネ 重 視 論 を 、 プ ロ ク ル ス 学 派 は タ テ マ エ 重 視 論 を そ れ ぞ

れ か か げ て 具 体 的 事 案 の 解 釈 や 解 決 策 を め ぐ る 論 議 を し て い た 、 と い う こ

と に な っ て く る よ う に 思 わ れ る 。 と こ ろ で 、 こ の 二 派 の 対 立 構 造 の 登 場 は 、

二 世 紀 の ハ ド リ ア ー ヌ ス 時 代 に で た 卓 越 し た 法 学 者 ・ユ ー リ ア ー ヌ ス に よ

っ て 解 消 に い た っ た と も 言 わ れ て い る(し か し 、 一 般 的 に 考 え た と き 、 タ

テ マ エ を 優 位 に お く 法 解 釈 ・法 運 用 と 、 ホ ン ネ 重 視 の そ れ と の あ い だ の 対

立 や 止 揚 ・折 衷 の ダ イ ナ ミ ズ ム は 、 遠 く 現 代 に ま で お よ ん で お り 、 そ の 意

味 か ら し て も 、 ロ ー マ 法 学 は と て も モ ダ ン な 顔 を も っ て い る の で あ る)。 こ

の ユ ー リ ア ー ヌ ス は 、 共 和 政 時 代 か ら ず っ と う け つ が れ て き た 、 法 務 官 な

ど の 告 示 が 、 ほ と ん ど 更 新 さ れ な く な っ て 固 定 し て き た 状 況 下 の も と で 、

二 世 紀 の は じ め の こ ろ に 、 元 首 ・ハ ド リ ア ー ヌ ス の 指 示 で 、 従 前 の 告 示 を

ま と め あ げ る 業 績 を の こ し た こ と で 有 名 で あ る 。 こ の 『永 久 告 示 録

(EdictumPerpetuum)』 は 、六 〇 〇 年 も ま え の 一 二 表 法 の 編 別 と 似 た か た

ち で 編 成 さ れ て い た よ う で あ る 。 こ れ ら の 学 派 の あ い だ の 理 論 対 立(厳 密

に 言 え ば 、 個 々 の 事 案 の 法 的 取 扱 い の 対 立)が ロ ー マ 法 学 を 進 歩 さ せ た こ

と は 言 う ま で も な い 。 一 方 、 法 学 の 方 法 の 面 で は 、 ギ リ シ ア の 修 辞 学 の 影

響 を う け た 定 義 や 概 念 的 区 別 が な お 重 ん じ ら れ る が 、 こ れ は 共 和 政 末 期 の

法 学 の 流 れ を く む も の で あ る 。 も っ と も 、 前 の 時 代 の 三 つ の 活 動 の 方 式 の

う ち で 解 答(レ ー ス ポ ン デ ー レ)だ け が 残 り 、 他 の 二 つ は 公 証 人 な ど の 下

級 法 曹 の 手 に 委 ね ら れ た 。

[1V]古 典 期 盛 期 の 法 学(九 七 ～ 一 九 三)

(1)こ の 時 代 に は 、 解 答 権 の 制 度 が 完 成 し た 姿 を と り 、 学 派 の 対 立 は 止

揚 さ れ た と 見 ら れ て い る 。 そ し て 、 法 学 者 は 国 家 権 力 と い っ そ う 緊 密 な 関

係 に た ち は じ め る 。

(2)解 答 権 に つ い て は つ ぎ の 資 料 が あ る 。 「法 学 者 の 解 答 と は 、 法 創 造 の

認 許 を う け て い た 者 の 断 案 お よ び 意 見 で あ る 。 こ れ ら す べ て の 者 の 断 案 が

一 致 す る と き に は
、 こ の よ う な 断 案 は 、 法 の 効 力 を も つ 。 こ れ に 反 し て 、

も し 法 学 者 の 意 見 が 一 致 し な い と き は 、 審 判 人 は 彼 の 欲 す る 断 案 に し た が

う こ と が で き る 。 そ し て 、 こ れ は 、 神 皇 ハ ド リ ア ー ヌ ス の 指 令 の 内 容 で あ

る 。」(ガ ー イ ウ ス ・法 学 提 要 ・一 七)こ れ は 、 解 答 権 を も つ 者 の 解 答(し

か も 、 過 去 の 文 献 上 の 解 答)が 、 場 合 に よ っ て は 、 法 の 効 力 を も つ こ と を

定 め た も の で あ る 。 こ の 段 階 に お い て 、 法 学 者 の 学 説 は 、 い わ ば 「学 説 法 」

と し て 、 法 源 の 一 つ に 数 え ら れ る よ う に な っ た 。 こ れ は 、 比 較 法 上 ほ と ん

ど 類 例 の な い ロ ー マ 独 特 の 制 度 で あ る(イ ギ リ ス で も 、権 威 的 典 籍(Books

ofAuthority)と い う も の が あ り 、 独 特 の カ を 認 め ら れ て い る が)。 ハ ド リ
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ア ー ヌ ス は 、 ま た 、 共 和 政 以 来 の 伝 統 を も つ 顧 問 会(consilium)を 組 織

化 し 、 か つ て の 元 老 院 の も っ て い た 役 割 を そ れ に 負 わ せ 、 そ の 構 成 員 に 法

学 者 を く わ え た 。 こ れ は 皇 帝 の 諮 問 機 関 で あ る 。 主 と し て 元 老 院 階 層 出 身

の 指 導 的 な 法 学 者 は 、 い わ ば 元 首 の 法 律 顧 問 と し て 、 国 家 の 要 職 に つ く よ

う に な り 、 給 与 を 与 え ら れ る こ と と な っ た 。 こ の 時 期 の 法 の 進 化 は 、 こ の

よ う に 官 僚 化 し た 法 学 者 の 業 績 に よ る と こ ろ が 多 い 。 法 学 の 方 法 も こ れ に

応 じ て 変 わ っ た 。 ま え の 時 期 に ラ ベ オ ー や サ ビ ー ヌ ス に お い て 認 め ら れ た

よ う な 、 理 論 も あ る 程 度 は 重 視 す る 傾 向 は ま も な く 消 え 、 そ し て 、 法 学 者

に は 、 官 僚 と し て の 法 の 形 成 に 政 治 の 現 場 で 関 与 す る 活 動 分 野 が 開 け た た

め に 、 実 務 中 心 の 具 体 的 ・個 別 的 な 研 究 方 法 が 主 と し て 用 い ら れ る よ う に

な る 。 こ れ と な ら ん で 、 こ の 時 期 も 後 半 に な る と 、 堆 積 し た 素 材 を 秩 序 だ

て 、 総 合 的 な 叙 述 を 行 な う 方 法 も 生 じ て き た(ポ ン ポ ー ニ ウ ス 、 ガ ー イ ウ

ス の 著 作 形 式 に は 、 こ れ に あ た る も の が あ る)。 さ て 、 こ こ で 著 名 な 法 学 者

を あ げ る な ら ば 、 テ ィ テ ィ ウ ス ・ア リ ス ト ー(顧 問 会 員)、 ヤ ウ ォ レ ー ヌ ス

(多 彩 な 官 歴 を も つ:解 答 権 を 保 有 す る)、 ネ ラ テ ィ ウ ス ・プ リ ー ス ク ス(多

彩 な 官 歴 を も つ)、 ユ ウ ェ ン テ ィ ウ ス ・ ケ ル ス ス(小 ケ ル ス ス)(三 九 巻 の

『法 学 大 全 』 が 主 著 で あ る)、 サ ル ウ ィ ウ ス ・ユ ー リ ア ー ヌ ス(顧 問 会 員:

名 誉 法 を 集 大 成 す る:『 永 久 告 示 録 』 の 編 纂 者:学 派 対 立 を 終 了 さ せ た:四

〇 巻 の 『法 学 大 全 』 が 主 著 で あ る:ケ ル ス ス と と も に こ の 時 期 最 大 の 法 学

者:後 世 へ の 影 響 は 絶 大 で あ る)、 カ エ キ リ ウ ス ・ア ー フ リ カ ー ヌ ス 、 ア エ

リ ウ ス ・マ ル ケ ッ ル ス(顧 問 会 員:三 一 巻 の 『法 学 大 全 』 が 主 著 で あ る)、

ケ ル ウ ィ デ ィ ウ ス ・ ス カ エ ウ ォ ラ(騎 士 階 層 の 出 身:顧 問 会 員;解 答 権 を

保 有 す る:ウ ル ピ ア ー ヌ ス 、パ ウ ル ス と な ら ん で 「法 学 者 な か の 第 一 人 者 」

と 賞 讃 さ れ る:四 〇 巻 の 『法 学 大 全 』 は 後 代 に 編 集 さ れ た も の で あ る)、 ポ

ン ポ ー ニ ウ ス(『 市 民 法 註 解 』、『告 示 註 解 』 の ほ か に 広 範 囲 に わ た る 多 数 の

著 作 が あ る)、 ガ ー イ ウ ス(人 物 像 に つ い て は 不 明:三 〇 巻 の 『属 州 告 示 註

解 』、 『一 二 表 法 註 解 』、 『市 民 係 法 務 官 告 示 註 解 』 の ほ か 、 資 料 と し て 抜 群

の 価 値 を も つ 『法 学 提 要 』 が あ る:こ の 『法 学 提 要 』 と い う 概 説 書 を 著 わ

し た の が 、 彼 の 仕 事 の 特 徴 で あ る:カ ズ イ ス テ ィ ク 中 心 の 著 作 活 動 を 主 力

と す る 当 時 の 主 流 か ら は 外 れ て い る)。

(3)私 た ち の 知 っ て い る 古 典 期 法 学 者 の 作 品 は 、 大 体 つ ぎ の よ う な タ イ

プ に 分 類 す る こ と が で き る 。 ① 註 解 市 民 法 註 解(一 二 表 法 以 後 に は 法

典 は 存 在 し な か っ た の で 、 こ こ で 「市 民 法 」 と い う の は 、 ほ と ん ど 、 法 学

者 で あ る サ ビ ー ヌ ス あ る い は ム ー キ ウ ス の 、 ま っ た く 私 的 な 著 作 を 法 典 の

よ う に 扱 っ て 、 そ の 部 分 に つ い て つ ぎ つ ぎ に 註 解 を く わ え て い く も の で あ

る)お よ び 告 示 註 解(両 法 務 官 、 按 察 官 、 属 州 長 官 の 告 示 に 註 解 を く わ え

て い く も の で 、 い わ ば 、 名 誉 法 註 解 に 相 当 す る)。 ② 法 学 大 全 一 人 の
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法 学 者 の 全 著 作 を 集 め た も の 、 あ る い は 、 内 容 的 に 市 民 法 ・名 誉 法 に か ん

す る 多 く の 人 の 著 作 を 全 部 集 め た も の 。 ③ 実 際 的 目 的 の た め に カ ズ イ ス テ

ィ ッ ク に つ く ら れ た も の 解 答 録(通 常 は 解 答 権 を も つ 法 学 者 の 解 答 を

集 め た も の:解 答 の 理 由 づ け は 含 ま れ な い こ れ は ロ ー マ 法 学 で は ふ つ

う の ス タ イ ル で あ る)、 質 疑 録(法 学 教 育 の 素 材 に す る 目 的 で 、 質 疑 形 式 で

論 述 し た も の)、 討 論 録(質 疑 録 と ほ ぼ 同 じ で 、 理 由 づ け に も 重 点 が お か れ

て い る)、 書 簡 録(解 答 録 に 類 似 す る)。 ④ 入 門 的 解 説 を 目 的 と し て つ く ら

れ た も の 法 学 提 要(法 学 概 論 の こ と:私 法 中 心:か な り の 体 系 性 を 備

え た 法 学 教 育 む け の 著 作)、 法 範(重 要 な 法 的 原 則=準 則 を 抽 出 し て 、 簡 潔

な 文 言 で 表 現 し た 、 抽 象 度 の 高 い も の 定 義 録 、 意 見 録 、 断 案 録 、 異 同

録 も 同 じ よ う な ジ ャ ン ル に 属 す る も の で あ る)。 ⑤ そ の ほ か に 、 日 用 法 書 、

提 要 、 法 学 通 論 、 備 忘 録 、 法 学 抜 葦 、 講 録 、 雑 録 な ど の 雑 多 な も の が あ る 。

⑥ 特 殊 問 題 に か ん す る 著 作(単 巻 書)。 ⑦ 註 釈 先 人 の 著 作 に つ い て の

説 明 的 ・批 判 的 研 究 。 な お 、 こ れ ら の 著 作 の 原 典 が 現 代 に ま で 伝 わ っ て い

る 例 は ま れ で あ り 、 ま た 、 い わ ゆ る 『ロ ー マ 法 大 全 』 を 編 纂 す る さ い に 、

そ こ に 織 り こ ま れ た 歴 代 の 法 学 者 が 編 み あ げ た 作 品 命 題 の 数 も 、 ほ ん の わ

ず か で し か な い(全 体 の 一 〇 パ ー セ ン ト く ら い の 数 で し か な い 、 と も 言 わ

れ て い る)。

[V]古 典 期 後 期 の 法 学(一 九 四 ～ 二 八 三)

(1)古 典 法 の 集 大 成 の 時 期 で あ り 、 ま た 、 ト ッ プ ・ク ラ ス の 法 学 者 階 層

の 一 部 が 官 僚 化 し て い く 傾 向 が 完 成 さ れ た 時 期 で も あ る 。 法 学 は 、 も と も

と 在 野 性 を 強 く 示 す 学 識 で あ っ た が 、 こ こ に い た っ て 官 学 と し て 一 つ の 頂

点 に た っ す る 。 し か も 、 こ の 時 期 に は 、 騎 士 階 層 出 身 者 が 、 元 老 院 階 層 出

身 者 を 排 除 し て 、 再 び 法 学 者 の 主 流 を 占 め た 。

(2)ロ ー マ 法 学 は 、 し だ い に 創 造 力 を 喪 失 し て 、 従 来 の 業 績 や 素 材 を 収

録 し 、 加 工 す る 方 向 に 移 る 。 こ れ は 、 古 典 期 盛 期 の 法 学 の あ り か た に お い

て は 傍 流 の 位 置 に あ っ た 方 法 で あ る 。 高 名 な 法 学 者 は 例 外 な く 高 官 に 就 任

し た 。 彼 ら の 多 く が 、 ロ ー マ よ り も 、 む し ろ 東 部 属 州 出 身 の ロ ー マ 市 民 で

あ る こ と が 注 目 さ れ る 。 し か し 、 す ぐ れ た 法 学 者 に 欠 け て い た わ け で は な

い 。カ ッ リ ス ト ラ ト ゥ ス(ギ リ シ ア 人)、 ア エ ミ リ ウ ス ・パ ピ ニ ア ー ヌ ス(東

方 属 州 出 身:顧 問 会 員:古 典 期 前 期 の ラ ベ オ ー 、 古 典 期 盛 期 の ケ ル ス ス と

ユ ー リ ア ー ヌ ス と と も に 各 時 期 を 代 表 し 、 し か も 全 時 期 を 通 じ て 最 高 の 人

と さ れ る:三 七 巻 の 『質 疑 録 』、 一 九 巻 の 『解 答 録 』 の 著 書 が あ る:ロ ー マ

法 学 の 完 成 者)、 ア エ リ ウ ス ・マ ル キ ア ー ヌ ス(一 六 巻 の 『法 学 提 要 』 が 主

著 で あ る)、 ド ミ テ ィ ウ ス ・ ウ ル ピ ア ー ヌ ス(小 ア ジ ア の 出 身:顧 問 会 員:

先 人 の 業 績 を 集 大 成 す る:多 作 家:八 三 巻 の 『告 示 註 解 』、 五 一 巻 の 『市 民
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法 註 解 』 な ど 二 三 種 類 の 著 作 が あ る)、 ユ ー リ ウ ス ・パ ウ ル ス(多 作 家:七

八 巻 の 『告 示 註 解 』、 一 六 巻 の 『市 民 法 註 解 』 が あ る:ウ ル ピ ア ー ヌ ス お よ

び パ ウ ル ス の 二 人 の 著 作 を 通 じ て そ れ 以 前 の 法 学 者 の 著 作 が 間 接 的 に 伝 わ

っ て い る)、 ヘ レ ン ニ ウ ス ・モ デ ス テ ィ ー ヌ ス(ギ リ シ ア 属 州 出 身:こ の 時

期 最 後 の 法 学 者)な ど が あ る 。

こ の あ と 、 二 三 五 年 に セ ウ エ ー ル ス 家 の 支 配 が 終 わ っ て 、 軍 人 皇 帝 時 代

に 突 入 す る と 、 内 政 に お い て も 外 政 に お い て も 政 治 的 安 定 は ま っ た く 失 な

わ れ 、 あ ま り に も 政 治 に 密 着 し て い た 法 学 も 、 と も に 没 落 す る 。

[VI]古 典 期 後 の 時 代 の 法 学(二 八 四 ～ 五 二 六)

政 治 史 の う え で は 、 混 乱 し た 軍 人 皇 帝 時 代 を へ て 、 二 八 四 年 の デ ィ オ ー

ク レ ー テ ィ ア ー ヌ ス 帝 の 登 場 に よ り 、 皇 帝 個 人 が 国 土 と 国 民 の 所 有 者 ・支

配 者 で あ る 、 と い う 明 瞭 な 体 質 を も っ た 専 主 政(dominatus)の 政 体 が 登

場 す る 。 経 済 史 の 観 点 か ら 見 れ ば 、 共 和 政 末 期 か ら 元 首 政 前 期 に か け て 展

開 し た 、 「古 代 資 本 主 義 」 と も 呼 ば れ る 高 度 の 流 通 経 済 は 、 下 降 ・衰 退 の 時

期 に 入 る 。

法 学 は 、 全 体 と し て み れ ば 明 ら か に 衰 退 し た 。 そ の 原 因 と し て 考 え ら れ

る の は 、 官 学 化 し た 法 学 の 基 盤 と な っ て い た 政 治 の 安 定 が 失 な わ れ て し ま

っ た こ と 、 三 一 三 年 の ミ ラ ノ 勅 令 以 後 、 キ リ ス ト教 神 学 が 発 展 し は じ め 、

有 能 な 人 々 が そ の 研 究 の 方 に 吸 収 さ れ て し ま っ た こ と(も ち ろ ん 誇 張 で あ

ろ う が 、 「法 学 は 被 解 放 奴 隷 の 職 業 」 と ま で き め つ け ら れ て も い る)、 同 時

に 、 有 能 な 人 々 が 国 家 行 政 に お い て 司 法 ・行 政 官 僚 と し て 活 躍 す る 傾 向 が

い っ そ う お し す す め ら れ た こ と 、 専 主 政 下 で 皇 帝 の 絶 対 的 な 権 力 が 確 立 す

る に つ れ て 、 解 答 権 の 保 有 に よ っ て 象 徴 さ れ る よ う な 法 の 解 釈 者 ・法 の 創

造 者 、 と い う 、 か つ て の 法 学 者 の 役 割 が 皇 帝 の 手 中 に 握 ら れ(解 答 権 を 保

有 す る 法 学 者 は 三 世 紀 末 の イ ン ノ ケ ン テ ィ ウ ス を 最 後 と し て 、 現 わ れ な く

な っ た)、 法 学 者 は 皇 帝 の た ん な る 道 具 と な り 、法 学 の 魅 力 が 失 な わ れ て し

ま っ た こ と 、 元 首 政 時 代 以 来 、 あ る 程 度 は 維 持 さ れ て き た 「法 の 支 配 」 と

い う 思 考 形 式 が 大 き く 崩 れ 、 法 学 そ の も の の 基 盤 さ え も き り く ず さ れ た こ

と 、 法 素 材 内 部 の 問 題 と し て は 、 帝 国 が 東 部 に 中 心 を 移 す に つ れ て 、 古 典

法 の 背 景 と な っ て い る 地 理 的 要 素 が 失 な わ れ 、 そ の 結 果 、 古 典 法 そ れ 自 体

が 現 実 へ の 適 応 力 を 喪 失 し て し ま っ た こ と 、 な ど で あ る 。

法 学 史 の う え で こ の 三 〇 〇 年 間 を ど の よ う な 性 格 ・意 味 を も つ も の と し

て と ら え る べ き か 、 に つ い て は 、 従 来 か ら 多 く の 論 議 が あ っ た 。 研 究 が 進

ん だ 今 日 で は 、 こ の 期 間 を 、 そ れ ぞ れ に 個 性 の は っ き り し た 、 古 典 期 と ユ

ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス 時 代 と い う 二 つ の あ い だ に 位 置 す る 「中 間 期 」 と す

る 考 え か た(こ れ は 、 「中 世 」 と い う 、 あ い ま い で 、 い く ら か マ イ ナ ス イ メ
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一 ジ も 投 影 す る よ う な 歴 史 時 代 区 分 の し か た と も 、 似 か よ っ て い る)は 克

服 さ れ 、 そ れ を さ ら に 細 分 化 し て 、 個 別 に 、 し か も 、 そ の 時 期 を そ れ な り

の 独 自 性 を 認 め る か た ち に お い て 、 考 察 す る 方 法 が と ら れ よ う に な っ て き

て い る 。

(1)三 世 紀 お よ び デ ィ オ ー ク レ ー テ ィ ア ー ヌ ス 帝 ・ コ ー ン ス タ ン テ ィ ー

ヌ ス 帝 の 時 期(二 三 五 ～ 三 三 七)こ の と き 、 強 力 な 皇 帝 た ち の も と で 、

そ れ ぞ れ に 政 治 的 な 安 定 が 生 み 出 さ れ る こ と も 少 な く な か っ た の で 、 法 学

を と り ま く 環 境 も い く ら か 改 善 さ れ た 。 こ の 時 期 は 、 少 し 前 の 古 典 期 後 期

の 巨 大 な 遺 産 を 継 承 す る 余 力 が 法 学 に ま だ 存 在 し た 時 期 で 、 健 在 で あ っ た

ロ ー マ 法 学 校 が 法 学 研 究 の 中 心 と な っ て い る 。 法 学 の 方 法 に お い て は 、 古

典 期 後 期 に 見 ら れ た 理 論 化 の 傾 向 が お し す す め ら れ る 。 著 作 の 形 式 と し て

は 、 古 典 期 法 学 者(パ ウ ル ス 、 ウ ル ピ ア ー ヌ ス)の 著 作 へ の 註 解 、 入 門 書

(た い て い は 古 典 期 法 学 者 の 名 を 偽 っ て つ け て い る 。 『ウ ル ピ ア ー ヌ ス の 法

範 』、 『パ ウ ル ス の 断 案 録 』、 ガ ー イ ウ ス の 『 日 用 法 書 』(別 名 『黄 金 書 』)な

ど)、 古 典 期 法 学 者 の 著 作 ・勅 法 か ら の 抜 葦 の 三 種 が あ る 。

さ き の 「抜 葦 」 タ イ プ の も の に 属 す る 作 品 と し て 、 四 編 が あ る 、 ① 『グ

レ ゴ リ ウ ス の 勅 法 集(CodexGregorianus)』 べ 一 リ ュ ー ト ゥ ス 法 学

校 の 教 授(?)グ レ ゴ リ ウ ス が デ ィ オ ー ク レ ー テ ィ ア ー ヌ ス の 勅 法(ハ ド

リ ア ー ヌ ス の 勅 法 を 含 む)を 集 め て 作 成 し た 私 撰 の 書 物 。 三 世 紀 末 に 東 部

で つ く ら れ た 。 ② 『ヘ ル モ ゲ ニ ア ー ヌ ス の 勅 法 集(CodexHermogenianus)』

ベ ー リ ュ ー ト ゥ ス 法 学 校 の 教 授(?)ヘ ル モ ゲ ニ ア ー ヌ ス が 、 さ き の 『グ

レ ゴ リ ウ ス の 勅 法 集 』 を 補 充 す る 役 割 を お び た も の と し て 、 三 世 紀 末 に 編

纂 し た 私 撰 の 書 物 。 そ の の ち 、 四 世 紀 後 半 の 勅 法 が こ れ に 付 加 さ れ た 。 東

部 の 作 品 で あ る 。 ③ 『ヴ ァ チ カ ン の 断 片 』 四 世 紀 ご ろ 、 西 部 で 、 元 来

は 法 学 教 育 の た め に 作 成 さ れ た も の で あ る 。 勅 法 お よ び 学 説 法 の 抜 葦 で あ

る 。 ④ 『モ ー セ 法1コ ー マ 法 対 照(CollatioLegumMosaicarumet

Romanarum)』 四 世 紀 末 こ ろ の も の で あ る が 、 同 じ 系 列 に 属 す る 西 部

の 作 品 で あ る 。 旧 約 聖 書 の 律 法 と 古 典 期 の 学 説 ・勅 法 の 抜 葦 と を 対 照 し た

も の 。作 者 は 不 明 で あ る 。一 八 ニ ー 年 に ヴ ァ チ カ ン で 発 見 さ れ て い る の で 、

比 較 的 新 し い 資 料 に 属 す る 。

(2)卑 俗 法 の 時 期(四 世 紀 中 ご ろ ～ 五 世 紀)「 卑 俗 法(Vulgarrecht)」

と い う の は 、 一 九 五 〇 年 に レ ヴ ィ(E.Levy)に よ っ て 提 唱 さ れ た 比 較 的 新

し い 学 問 的 概 念 で 、 こ れ は 、 技 術 的 に 完 成 度 の 高 い 古 典 期 の 法 と の 対 比 に

お い て 立 て ら れ た も の で あ る 。 専 主 政 の も と で 皇 帝 権 力 の 方 は 確 立 さ れ た

が 、 法 学 の 衰 退 傾 向 は く い と め る こ と が で き ず 、 膨 大 で 精 緻 な 古 典 法 体 系

を 伝 え る 著 作 の 大 部 分 が 失 な わ れ て し ま っ た 関 係 で 、 そ の 知 識 を 消 化 し 、

理 解 す る こ と が 、 法 の 専 門 家 に と っ て も 、 困 難 に な っ た 。 こ の よ う な 状 態
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の も と で 、 三 九 五 年 の 東 西 両 帝 国 の 分 割 に と も な い 、 ロ ー マ 帝 国 の 中 心 は

事 実 上 東 部 へ 移 さ れ た が 、 こ こ で 、 東 部 の 法(と く に ギ リ シ ア 法)と の 接

触 に よ っ て ロ ー マ 法 は 影 響 を う け は じ め 、 ロ ー マ 市 を 中 核 と す る 西 方 か ら

東 方 へ と 政 治 の 中 心 を う つ し た コ ー ン ス タ ン テ ィ ー ヌ ス 帝 の 時 代 以 降 の 四

～ 五 世 紀 か ら 、 立 法 ・実 務 の 面 で 卑 俗 化(つ ま り 、 法 の レ ヴ ェ ル ・ダ ウ ン)

が は じ ま っ た と 推 定 さ れ て い る 。 ロ ー マ よ り も は る か に 長 い 歴 史 的 伝 統 を

保 ち つ づ け た 旧 ヘ レ ニ ズ ム 世 界 の 制 度 も 、 ロ ー マ 市 民 法 に 対 置 さ れ る も の

と し て の 民 衆 法 の か た ち で 、 ロ ー マ 法 の 法 制 の な か に い く ら か 入 り こ ん で

く る 。 帝 国 西 部(西 ロ ー マ)で は 、 四 七 六 年 の 西 ロ ー マ 帝 国 滅 亡 の の ち に 、

支 配 者 の ゲ ル マ ン 人 に よ っ て 編 纂 さ れ た い わ ゆ る 「ロ ー マ 人 法(ロ ー マ 人

用 の 法)」 は 、 そ の 卑 俗 法 の 産 物 で あ る(こ の よ う な 状 態 は 、 だ い た い の と

こ ろ 、 は る か の ち の 一 二 世 紀 に 註 釈 学 派 が 古 典 法 の 学 識 を イ タ リ ア に 再 生

さ せ る ま で 、 長 く つ づ く)。 そ の 結 果 、 素 人 に も 親 し め る よ う な 、 素 朴 で 単

純 な 目 的 追 求 の ス タ イ ル 、 具 体 的 な 把 握 の し か た 、 情 緒 的 で ナ チ ュ ラ ル な

立 場 が 重 視 さ れ 、 古 典 法 に お い て 完 成 さ れ た 技 術 的 ・論 理 的 ・観 念 的 ・合

理 的 な 思 考 ・表 現 様 式 や 、 ま た 、法 学 者 の 、対 象 へ の 厳 密 な と り く み か た ・

明 敏 さ ・賢 明 さ は 、 す て ら れ て い っ た の で あ る 。 法 が 身 に お び て い た 高 度

の 専 門 性 は こ の よ う に し て う す め ら れ て し ま う。 各 種 の 契 約 類 型 の 区 別 、

占 有 ・所 有 権 ・他 物 権 の 概 念 上 の 区 別 、 抽 象 的 な 売 買 概 念 な ど は も は や 用

い ら れ な く な る 。 こ の あ た り を 筆 者 の 用 語 で 総 括 す る と 、 タ テ マ エ の し ば

り が 弱 ま り 、 ホ ン ネ が 露 出 し て き た 、 と い っ た よ う に な る 。 こ の よ う な 現

象 は 、 私 法 、 と く に 財 産 法 に 関 係 し た 領 域 で 顕 著 に 認 め ら れ る 。 こ の 「卑

俗 法 」 は 、 一 種 の 慣 習 法 と し て 、 最 終 的 に は 法 源 の よ う な 位 置 を 獲 得 し た

(こ れ は 、 ロ ー マ 法 の 法 源 の な か で 、 あ る 意 味 で 法 学 と い う も の と も っ と も

縁 の 薄 い も の 、 と 規 定 す る こ と も で き よ う)。 他 方 で 、帝 国 東 部(東 ロ ー マ)

で は 、 皇 帝 の 権 力 基 盤 が 強 固 で あ っ た の で 、 帝 国 の 司 法 、 行 政 、 立 法 を 支

え る 任 務 を も つ 、 広 い 意 味 に お け る 法 学 者 た ち の も と で は 、 か つ て の 古 典

期 法 学 の 水 準 は そ れ な り に た も た れ て い た 。

(3)東 ロ ー マ 法 学 校 の 時 期(五 世 紀 ～ 六 世 紀 中 ご ろ)東 ロ ー マ 帝 国

に は 二 つ の 大 き な 法 学 校 が あ っ た 。 一 つ は 、現 在 の ベ イ ル ー ト(レ バ ノ ン)

に あ っ た べ 一 リ ュ ー ト ゥ ス(元 首 政 初 期 に 建 設 さ れ た 、 ロ ー マ 市 民 か ら 構

成 さ れ る 植 民 市)の 法 学 校 で 、 二 三 九 年 の 創 立 で あ る 。 他 は 、 四 二 五 年 に

創 立 さ れ た 首 都 コ ー ン ス タ ン テ ィ ー ノ ポ リ ス の 法 学 校 で あ る 。 法 学 校 は 、

こ の ほ か に も 、 ア レ ク サ ン ド リ ア 、 ア テ ー ナ イ 、 カ エ サ レ ア な ど に 存 在 し

た 。 こ れ ら は 、 官 立 の 学 校 で 、 後 代 に は 、 国 家 か ら 任 命 さ れ る 教 授 が 、 官

僚 を 養 成 す る た め に 、 国 定 教 科 課 程 に し た が っ て 法 学 教 育 を 行 な っ た(五

年 制 で 、 正 文 を 読 ん で 、 ギ リ シ ア 語 な ど で 註 解 を く わ え る 方 法 を と る)。 法
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学 校 に 活 動 基 盤 を も つ 法 学 者 は 、 か つ て の よ う に 法 の 現 場 に お い て 法 の 創

造 ・形 成 に 関 与 す る こ と は な く な っ た が 、 そ の か わ り 、 理 論 を 重 ん ず る 立

場 か ら 、 哲 学 的 な 手 法 に し た が っ て 、 ガ ー イ ウ ス 、 ウ ル ピ ア ー ヌ ス 、 パ ウ

ル ス 、 パ ピ ニ ア ー ヌ ス な ど の 有 力 な 法 学 者 が さ ま ざ ま な 著 作 形 式 で 展 開 し

て き た 古 典 期 の 学 説 を 体 系 的 ・理 論 的 に 整 理 す る こ と に 努 め た(も っ と も 、

彼 ら が 実 務 に そ く し て 組 立 て ら れ た 古 典 法 の 枠 組 を こ え て し ま っ た 、 と い

う わ け で は な い)。 古 典 期 産 の 重 要 な 著 作 の 註 解 、 要 約 、 ま た 関 係 法 文 の 対

比 な ど が 彼 ら の 著 作 形 式 で あ る 。 こ れ ら が 中 世 の イ タ リ ア の 大 学 で 法 学 者

た ち が 用 い る こ と に な る 方 法 と 類 似 し て い る 点 も 指 摘 さ れ て い る 。 こ の よ

う な 法 学 の 動 き は 、 卑 俗 化 現 象 と は 対 極 の 位 置 に あ る も の で あ っ た 。 彼 ら

は 、 古 典 期 の 法 学 者 の 活 動 レ ヴ ェ ル に は お よ ば な か っ た が 、 そ れ な り の 水

準 を た も ち な が ら 、 古 典 法 そ の も の に 取 組 み 「一 二 世 紀 の(ロ ー マ 法

の)ル ネ ッ サ ン ス 」 時 代 の 営 み に 比 較 す れ ば 規 模 は 小 さ い が 、 こ こ に 「古

典 法 の ル ネ ッ サ ン ス 」 が あ っ た と も 言 わ れ て い る 、 こ れ に よ っ て 、 法

の 卑 俗 化 傾 向 に い く ら か 歯 止 め が か け ら れ る と と も に 、 の ち の 六 世 紀 の 法

典 編 纂 へ の 技 術 的 な 地 な ら し が 行 な わ れ る の で あ る 。 法 学 識 の 蓄 積 こ そ が

そ の 立 法 事 業 の 成 功 を 導 い た 最 大 の 要 因 で あ っ た 。 つ い で に 、 西 ロ ー マ の

状 況 を 見 て み よ う。 四 世 紀 こ ろ ま で は 伝 統 を ほ こ っ た ロ ー マ 法 学 校 は ま だ

健 在 で あ っ た が(法 学 校 は フ ラ ン ス の ボ ル ドー や オ ー タ ン に も 存 在 し た)、

そ こ で の 法 学 の 研 究 お よ び 教 育 の 水 準 は 、 東 ロ ー マ の 法 学 校 の 場 合 に く ら

べ て 、 か な り 見 劣 り が す る 。

と こ ろ で 、 す で に 三 世 紀 ご ろ か ら 、 皇 帝 権 力 を 背 景 と し て ス ト レ ー ト に

お し だ さ れ て く る 、 さ ま ざ ま な タ イ プ の 勅 法 が 、 法 学 や そ の 権 化 と も 言 え

る 学 説 法 に 対 し て 優 位 に た つ よ う に な り 、 勅 法 と 学 説 法 の 相 互 関 係 が 微 妙

な も の と な る 。 同 時 に 、 学 説 法 が ま え の 時 代 か ら ず っ と 効 力 を も ち つ づ け

て い る に も か か わ ら ず 、 法 的 な 理 解 力 が 減 退 し た だ け で な く 、 も と も と 学

説 法 内 部 に も 対 立 が 無 数 に 含 ま れ て い た た め に 、 具 体 的 な 訴 訟 の 現 場 で 、

訴 訟 関 係 者 が ど の 勅 法 や 学 説 法 を 援 用 し て 判 決 を 導 け ば よ い か が 不 明 と な

り 、 し ば し ば 不 便 が 生 じ た 。 い わ ゆ る 「引 用 法 」(LexCitationum)は 、

こ の よ う な 閉 塞 状 態 を 打 開 す る た め に 設 け ら れ た 、 き わ め て ユ ニ ー ク な 制

度 で あ る 。 す で に 、 三 ニ ー 年 の 段 階 で 、 コ ー ン ス タ ン テ ィ ー ヌ ス は 裁 判 所

で 引 用(援 用)さ れ る 古 典 期 の 法 学 説 の 効 力 に つ い て 一 定 の ル ー ル を 設 け

て い た が 、 そ れ か ら 一 世 紀 た っ て 、 さ ら に 明 確 な ル ー ル が う ち だ さ れ る こ

と に な る 。 四 二 六 年 の テ オ ドー シ ウ ス ニ 世 と ワ レ ン テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス 三 世

の 勅 法 は 、 パ ピ ニ ア ー ヌ ス 、 パ ウ ル ス 、 ウ ル ピ ア ー ヌ ス 、 モ デ ス テ ィ ー ヌ

ス 、 ガ ー イ ウ ス の 著 書 、 お よ び こ れ ら の 法 学 者 が 引 用 す る 他 の 法 学 者 の 学

説 で あ っ て 、 正 し い 引 用 で あ る 、 と い う こ と が 確 認 さ れ た も の(そ れ は 相
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当 な ひ ろ が り を も つ 資 料 で あ る)に 法 的 拘 束 力 を 与 え 、 そ し て 、 こ れ ら の

学 説 が 一 致 し な い と き に は 、 そ の う ち の 多 数 意 見 に し た が い 、 意 見 同 数 の

と き は 、 パ ピ ニ ア ー ヌ ス の 学 説 を 優 先 的 に 採 用 し 、 そ の さ い 彼 の 意 見 が な

い と き に は 、 裁 判 官 は 意 見 採 用 の 自 由 を も つ こ と を 定 め た 。 こ の よ う な 状

況 は 、 学 説 が そ の ま ま 法 に な る 、 と い う シ ス テ ム の 極 致 の 一 つ で あ る が 、

皮 肉 に も 、 学 説 を 機 械 的 に し か 処 理 す る こ と が で き な く な っ た の は 、 法 学

の 退 化 も 同 時 に 意 味 し て い る 。 こ の よ う に し て 、 勅 法 を 通 じ て 、 し か も 、

そ の 権 威 を 背 景 と し て 、 い っ そ う は っ き り し た か た ち で 法 の 効 力 を 付 与 さ

れ た 学 説 は 、 新 興 の 勅 法 を 内 容 と す る 「新 法(レ ー ゲ ー ス)」(leges:lex

の 複 数 形)に 対 し て 、 「古 法(ユ ー ス)」(jUS)と 呼 ば れ た 。

と こ ろ で 、 こ の 時 期 の 編 纂 物 と し て は 、 以 下 の も の が 知 ら れ て い る 。

① テ オ ド シ ウ ス の 勅 法 彙 纂 』(CodexTheodosianus)東 ロ ー マ の

テ オ ド シ ウ ス ニ 世 は 、 さ き の 「引 用 法 」 の あ と を う け て 、 法 を 安 定

さ せ る た め の 根 本 的 で 恒 久 的 な 措 置 と し て 、 勅 法 お よ び 学 説 法 の 全

法 域 に わ た る 立 法 の 構 想 を た て た 。 こ の 皇 帝 は 、 コ ー ン ス タ ン テ ィ

ー ヌ ス 帝 以 後 の 勅 法 の 集 大 成 を 計 画 し 、 こ れ と 、 私 撰 の 『グ レ ゴ リ

ウ ス の 勅 法 集 』 お よ び 『ヘ ル モ ゲ ニ ア ー ヌ ス の 勅 法 集 』 と 、 古 典 期

の 著 作 と か ら 、 実 用 性 の あ る 勅 法 と 学 説 法 の 両 部 門 か ら な る 法 典 を

編 纂 し よ う と し た が(四 二 九 年)、 あ ま り に ス ケ ー ル の 大 き な 計 画 だ

っ た た め に 、 そ れ は 失 敗 に 終 わ っ た 。 そ の 原 因 の 一 つ と し て 、 学 説

の 集 成 を う み だ す ほ ど 法 学 が 成 熟 し て い な か っ た こ と が あ げ ら れ

る 。 そ こ で 、 第 二 の 次 善 の 事 業 と し て 、 目 標 を 縮 小 し た か た ち で 、

コ ー ン ス タ ン テ ィ ー ヌ ス 帝 時 代 か ら 自 身 の 時 代 ま で(三 一 三 ～ 四 三

七 年)の 勅 法 の な か か ら 実 用 性 の あ る も の を 約 三 〇 〇 〇 個 集 め て 編

纂 さ せ た 。 東 西 の ロ ー マ 帝 国 に 四 三 九 年 公 布 さ れ る 。 年 代 順 の 配 列

方 式 で 一 六 巻 が 編 ま れ て い る が 、 そ の な か に は 私 法 規 定 は 比 較 的 少

な い 。 こ れ は 、 あ る 意 味 で は 後 期 ロ ー マ の 典 型 的 な 法 源 で あ る 勅 法

の 集 成 と し て 、 後 代 に は 、 ロ ー マ の 旧 領 土 に 入 り こ ん で き た ゲ ル マ

ン 人 の 国 家 に お い て そ れ な り に 活 用 さ れ る こ と に な る 。 ② 『あ る 古

法 学 者 の 鑑 定 意 見 書 』 五 ～ 六 世 紀 に ガ ッ リ ア で つ く ら れ た 。 パ

ウ ル ス の 『断 案 録 』 と 三 つ の 勅 法 彙 纂 と を 素 材 と し て 用 い て い る 。

③ 『シ ュ リ ア ・ ロ ー マ 法 書 』(「 俗 法 」)五 世 紀 末 の 作 品 。 古 典 期

の 学 説 を 用 い た ギ リ シ ア 語 の 教 科 書 で 、 シ リ ア 語 な ど の 翻 訳 で 伝 わ

る 。 ④ 「ロ ー マ 人 法 」(LegesRomanae)西 部 に 侵 入 し て 、 西 ロ

ー マ を 滅 亡 に お い こ ん で 国 を つ く っ た ゲ ル マ ン 人 は 、 法 適 用 の シ ス

テ ム と し て 属 人 法 主 義 を と っ て い た の で 、 彼 ら 自 身 の 古 来 の 習 慣 を

法 典 化 す る と と も に 、 あ ら た に そ の 支 配 下 に お く よ う に な っ た ロ ー
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マ 人 の た め に 、 特 別 に ロ ー マ 人 法 を 編 纂 し た 。 資 料 は 卑 俗 法 の 形 態

を と っ た ロ ー マ の 勅 法 と 学 説 法 と か ら 抜 葦 さ れ て い る の で 、 こ れ ら

は 、 内 容 の 点 で は ロ ー マ 法 で あ る 。 主 な も の に 三 種 が あ る 。@「 西

ゴ ー ト 人 の ロ ー マ 人 法 」(LexRomanaVisigothorum)(「 ア ラ リ ッ

ク 抄 典(BreviariumAlaricianum)」)五 〇 六 年 公 布 。 も っ と も

影 響 力 が 大 き い 。 勅 法 と 学 説 法 と か ら 構 成 さ れ て い る 。 ⑮ 「ブ ル グ

ン ド 人 の ロ ー マ 人 法(LexRomanaBurgundionum)」 五 〇 〇 年

ご ろ 公 布 。 資 料 は@と ほ と ん ど 同 じ で あ る 。 ◎ 「テ オ デ リ ッ ク の 告

示(EdictumTheodorici)」 東 ゴ ー ト に お い て 五 〇 八 年 ご ろ に

制 定 さ れ た 法 。 資 料 は@と 同 じ で あ る が 、 民 族 融 合 政 策 に も と つ い

て 、 東 ゴ ー ト 人 と ロ ー マ 人 に 共 通 に 適 用 さ れ る 法 典 で あ る と こ ろ が 、

⑮ と 異 な る 。 「ロ ー マ 人 法 」 な ど に つ い て は 再 論 す る(第 四 章[皿]

(B)(2)(b)以 下:p.116ff.)。

[皿]ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス 時 代 の 法 学(五 二 七 ～ 五 六 五)

(1)ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス(在 位:五 二 七 ～ 五 六 五)は 、 東 ロ ー マ 帝

国 の 中 興 の 英 主 と し て 、 対 外 的 に は 、 西 方 の ヴ ァ ン ダ ル 、 西 ゴ ー ト、 東 ゴ

ー ト(と り わ け 、 西 方 の 部 分)、 お よ び 東 方 の ペ ル シ ア を 征 服 し て 、 ロ ー マ

の 旧 領 な ど に あ っ た ゲ ル マ ン 人 の 国 家 、 お よ び 東 方 へ の 支 配 を 回 復 し 、 一

方 、 国 内 で は 、 キ リ ス ト 教 神 寵 皇 帝 と し て の 地 位 を 確 立 し 、 大 立 法 事 業 を

完 成 す る 。 こ の 時 期 に は 、 法 は 、 内 容 面 で 卑 俗 化 す る と と も に 、 法 規 内 部

の 矛 盾 や 対 立 も は げ し く な り 、 体 系 の う え で も 混 乱 し て お り 、 学 説 法 、 勅

法 の 三 つ の 集 成 作 品 、 テ オ ド シ ウ ス 後 の 新 勅 法 、 な ど が 不 統 一 の ま ま に 併

立 し て い た 。 っ ま り 、 法 の 使 い 勝 手 が 極 度 に 悪 く な っ て し ま っ て い た の で

あ る 。 法 実 務 の 側 か ら す れ ば 、 な ん ら か の 整 理 を 試 み る 必 要 が あ っ た 、 と

推 測 さ れ る 。 彼 は 、 即 位 の あ と ま も な く の 五 二 九 年 か ら わ ず か 五 年 の あ い

だ に 、 テ オ ド シ ウ ス ニ 世 が 一 〇 〇 年 前 に 試 み て 失 敗 に 終 わ っ た 法 典 制 定 の

事 業 に 挑 戦 し て 、 見 事 成 功 し た の で あ る 。 法 政 策 上 理 由 が あ っ た こ と は も

ち ろ ん で あ る 。 し か し 、 そ れ 以 上 に 、 い く つ か の ゲ ル マ ン 人 グ ル ー プ に よ

っ て そ れ ぞ れ に 奪 取 さ れ て い た 地 中 海 周 辺 の ロ ー マ 旧 領 土 を 武 力 に よ っ て

回 復 し 、 か つ て の 大 ロ ー マ の 主 権 を 再 び 確 立 す る こ と に 成 功 し た 彼 が 、 武

力 と な ら ん で 伝 統 的 に ロ ー マ で 重 視 さ れ て い た 、 法 と い う も の の カ や 権 威

を 回 復 す る 目 的 の も と に 、 古 い 栄 光 の 時 代 へ 回 帰 を 目 指 す 大 事 業 の 一 環 と

し て 、 眞 に ロ ー マ 的 な 法 典 の 編 纂 に と り く ん だ と し て も 、不 思 議 で は な い 。

こ の 、 高 度 に 政 治 的 な 、 精 神 的 と も 言 え る 彼 の 古 典 主 義 的 傾 向 も こ の 事 業

を 動 機 づ け た 要 因 の 一 つ と し て 指 摘 す る こ と が で き よ う。 そ の ほ か に 、 イ

タ リ ア に 侵 入 し た ゲ ル マ ン 人 の 手 に よ っ て 、 小 規 模 で あ っ て も 勅 法 お よ び
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学 説 法 を 素 材 と す る 法 典 が ロ ー マ 人 む け に も 作 成 さ れ て い た こ と も 、 誇 り

高 い 東 ロ ー マ 皇 帝 に 刺 激 を 与 え た と 推 測 さ れ る(こ の 「ロ ー マ 人 法 」 に つ

い て は 第 四 章[皿](B):p.116ff.の 記 述 を 参 照)。 と こ ろ で 、 編 纂 事

業 の 担 い 手 は 、 す で に 五 世 紀 の 後 半 の 時 点 で 古 典 尊 重 主 義 に よ る 法 教 育 の

実 績 を っ ん で い た 、 コ ー ン ス タ ン テ ィ ー ノ ポ リ ス お よ び べ 一 リ ュ ー ト ゥ ス

の 法 学 校 の 教 授 た ち と 、 法 制 長 官 ト リ ボ ニ ア ー ヌ ス で あ る 。 技 術 的 な 側 面

か ら 見 る な ら ば 、 す で に 何 世 紀 も ま え か ら 、 両 法 学 校 に お い て 、 法 が 卑 俗

化 し て い く 傾 向 の も と に あ り な が ら 、 古 典 期 法 学 を 整 理 し 集 大 成 す る 業 績

が 十 分 に 蓄 積 さ れ て い た 点 が と く に 重 要 で あ る 。 立 法 の 過 程 は つ ぎ の と お

り で あ る 。

@『 旧 勅 法 彙 纂(CodexVetus)』 皇 帝 権 力 を 背 景 と し て 生 み だ さ れ

る 勅 法 は 、 専 主 政 時 代 の 唯 一 の 法 源 と し て 実 効 性 の 高 い も の で あ っ て 、 そ

の 性 質 上 皇 帝 が も っ と も 扱 い や す い 法 規 で あ る が 、 ト リ ボ ニ ア ー ヌ ス 、 テ

オ ピ ル ス な ど の 一 〇 人 の 委 員 は 、 上 述 の 三 つ の 勅 法 集 成 と り わ け 、 最

後 の 公 撰 の 『テ オ ドー シ ウ ス の 勅 法 彙 纂 』 と そ の の ち の 個 別 的 な 勅 法

と を 資 料 と し て 、 そ れ ら の 内 容 に 調 整 や 集 成 を ほ ど こ し な が ら 、 組 織 的 に

あ ら た な 勅 法 彙 纂 を 編 纂 し た 。 こ れ は 、 わ ず か 一 年 の 準 備 の の ち に 五 二 九

年 に 公 布 さ れ た が 、 九 年 後 に 新 し い 勅 法 彙 纂 が 成 立 し た の で 、 こ ち ら の 方

は 『旧 勅 法 彙 纂 』 と 名 づ け ら れ る 。 そ の 内 容 は ニ ュ ー ・タ イ プ の も の に ほ

と ん ど う け つ が れ て い る 。こ の 作 品 の 内 容 は 現 代 に は 伝 え ら れ て は い な い 。

⑮ 『学 説 彙 纂(Digesta)』(ギ リ シ ア 語 流 の 表 現 で は 『会 典 』(パ ン デ ク

タ エ)(Pandectae))は 学 説 法 の 抜 葦 か ら な る)五 三 〇 年 に 公 布 さ れ

る 。 学 説 法 の 集 大 成 で あ り 、 歴 史 的 に 見 れ ば 、 ロ ー マ 法 学 の 記 念 碑 の よ う

な 性 格 も あ わ せ も つ 。 こ れ は 、 古 代 に 生 ま れ た ロ ー マ 法 を 私 た ち が 認 識 す

る さ い の 資 料 と し て の 現 代 的 価 値 の 点 に お い て 、 ま た 、 は る か 後 代 の 法 学

へ 影 響 を お よ ぼ し た 点 に お い て 、 立 法 の う ち で も っ と も 重 要 な 成 果 と 言 っ

て よ い で あ ろ う 。 し か も 、 こ れ は 、 い か に も ロ ー マ 的 な 性 格 の 、 法 の 巨 大

な 所 産 で あ る(そ の 大 き さ は 、 一 説 に よ る と 、 聖 書 の 一 ・五 倍 も の 分 量 に

な る と の こ と で あ る)。 資 料 と し て 約 四 〇 名 の 法 学 者 の 学 説 を 採 録 し て い る

が 、 さ き の 引 用 法 で あ げ ら れ た 五 人 の 法 学 者 た ち(パ ピ ニ ア ー ヌ ス 、 パ ウ

ル ス 、 ウ ル ピ ア ー ヌ ス 、 モ デ ス テ ィ ー ヌ ス 、 ガ ー イ ウ ス)の 学 説 が も っ と

も 多 く 、 法 文 総 数 九 一 四 二 の う ち の 六 一 三 七 を 占 め る 。 と く に ウ ル ピ ア ー

ヌ ス の も の は 全 体 の 三 分 の 一 、 パ ウ ル ス の も の は 六 分 の 一 、 パ ピ ニ ア ー ヌ

ス の も の は 一 八 分 の 一 を 占 め る 。 時 代 別 に 見 れ ば 、約 四 〇 名 の 学 者 の う ち 、

古 典 期 の 法 学 者 は 三 五 名 、古 典 期 よ り ま え の 共 和 政 後 期 の 時 代 の 者 は 三 名 、

古 典 期 後 の 時 代 の 者 は 二 名 と い う よ う に 、 時 期 的 に は 古 典 期 に 集 中 し て い

る(『 学 説 彙 纂 』 以 外 の 法 資 料 に お い て は 、約 四 〇 名 の 法 学 者 の 名 が 知 ら れ
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て い る)。 全 五 〇 巻 の 法 典 は 、 っ ぎ の 七 部 か ら 構 成 さ れ る 。(i)第 一 部:総

則 四 巻 、 第 一 巻 は 、 法 の 概 念 、 法 源 、 人 の 地 位 、 公 法 、 政 務 官 を 扱 い 、 第

二 巻 以 下 は 私 法(民 事 訴 訟 法 を 含 む)を 対 象 と す る(第 一 ～ 四 巻)、(i)

第 二 部 「裁 判 に っ い て 」(七 巻 、 第 五 ～ 一 一 巻)、(ii)第 三 部 「物 に っ い て 」

(八 巻 、 第 一 二 ～ 一 九 巻)、(iv)中 核 的 部 分 で 、 八 巻 か ら な り 、 売 買 、 利 息 、

海 上 消 費 貸 借 、 証 書 、 証 人 、 証 拠 、 婚 姻 、 後 見 、 保 佐 に 関 係 す る(第 二 〇

～ 二 七 巻) 、(v)「 遺 言 に つ い て 」(九 巻 、 遺 言 、 遺 贈 、 信 託 に 関 係 す る 。

第 二 八 ～ 三 六 巻)、(V1)八 巻 か ら な り 、 遺 産 占 有 、贈 与 、奴 隷 解 放 、 所 有 権 、

占 有 の 取 得 、 訴 訟 に か ん す る 若 干 の 事 項 を 含 む(第 三 七 ～ 四 〇 巻)、(vi)

六 巻 か ら な る 。 第 二 巻 か ら 第 四 七 巻 ま で は 私 法 で あ る が 、 第 四 八 ・ 四 九 巻

だ け が 刑 事 法(刑 法 ・刑 事 訴 訟 法)を 扱 う 。 第 五 〇 巻 は 、 行 政 法 に 関 係 す

る も の を 含 み 、 そ の 第 一 六 章 は 、法 術 語 の 解 説(本 編 の[D]部 門 を 参 照)、

第 一 七 章 は 法 範(法 原 則 ・法 準 則)を 収 め る(第 一 七 章 の 全 訳 は 本 編 の[E]

部 門 に あ る)。 こ こ に そ の 著 作 を 収 載 さ れ た 、い わ ば 特 別 の 法 学 者 以 外 の 著

作 は 、 法 実 務 や 法 学 教 育 の 場 か ら 排 除 さ れ た 。 っ ま り 、 学 説 ・法 学 者 お よ

び そ の 業 績 の 選 別 が 実 行 さ れ た の で あ る 。 法 制 長 官 の ト リ ボ ニ ア ー ヌ ス 以

下 一 七 名 の 編 纂 委 員 は 、 二 〇 〇 〇 巻 三 〇 〇 万 行 を こ え る 法 律 書 を 読 破 し 、

こ れ を 五 〇 巻 一 五 万 行 に 圧 縮 し た 、 と 勅 法 で 述 べ ら れ て い る が 、 わ ず か 三

年 間 で こ れ だ け の 作 業 を 完 全 に 終 え る こ と は 実 際 は 不 可 能 で あ る と 判 断 さ

れ る の で 、 そ の 成 立 過 程 に つ い て 学 者 は さ ま ざ ま な 推 測 を 試 み て い る(一

説 に よ れ ば 、 一 五 〇 〇 巻 ほ ど の の 原 典 か ら 、 原 文 の 一 〇 パ ー セ ン ト以 下 の

命 題 が 抜 粋 さ れ た と の こ と で あ る)。 い ず れ に し て も 、 こ れ は 、 何 世 紀 に も

わ た っ て 蓄 積 さ れ て き た 、 い く つ か の 法 学 校 の 古 典 尊 重 の 研 究 ・教 育 の 一

大 成 果 で あ っ た 。 ロ ー マ の 歴 代 の 多 数 の 法 学 者 は こ こ に 偉 大 な 足 跡 を の こ

し た の で あ る 。 そ の 影 響 力 は 、 何 世 紀 も 持 続 す る 。 後 述 す る よ う に 、 一 一

世 紀 も 終 わ り の こ ろ に な る と 、 イ タ リ ア で は 『ユ 帝 法 典 』 に 対 す る 関 心 が

芽 ば え 、 は る か 過 去 の ロ ー マ 法 文 化 は 急 速 に 輝 き を と り も ど す 。 そ の き っ

か け は 、 ユ 帝 法 典 の 中 核 で あ る 『学 説 彙 纂 』 の 写 本 の 発 見 で あ る 。 六 世 紀

に 東 ロ ー マ 本 土 か 、 あ る い は イ タ リ ア の ピ サ で 作 成 さ れ た 写 本 が 、 五 〇 〇

年 も た っ て 、 イ タ リ ア の 人 々 の 注 目 を 集 め 、 そ の 正 体 が 明 ら か に な る 。 同

じ ピ サ か ら 一 一 世 紀 に な っ て も ち こ ま れ た 「第 二 写 本 」(現 存 し な い)が 、

一 二 世 紀 の ボ ロ ー ニ ャ の 法 学 校 で 用 い ら れ る こ と に な っ た 「流 布 本 」 な い

し は 「ボ ロ ー ニ ャ 写 本 」 の 原 本 と な る 。 現 在 フ ィ レ ン ツ ェ に 保 存 さ れ て い

る 「フ ィ レ ン ツ ェ 写 本 」 は 、 六 世 紀 末 に 首 都 コ ー ン ス タ ン テ ィ ー ノ ポ リ ス

で 作 成 さ れ た 作 品 の 一 つ で あ る 、 と も 言 わ れ て い る 。

◎ 『法 学 提 要(Institutiones)』 初 学 者 の た め の 国 定 法 学 教 科 書 と

な る 、 と い う 特 別 の 役 割 を 与 え ら れ た 法 典 で 、五 三 五 年 に 公 布 さ れ た 。 『勅
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法 彙 纂 』 と 『学 説 彙 纂 』 は 、 難 解 で あ る う え 、 個 別 の 勅 法 の コ レ ク シ ョ ン

で あ る だ け に 、 体 系 的 学 習 に は ま っ た く 不 む き だ っ た か ら で あ る 。 か つ て

の 古 典 期 に 著 わ さ れ た ガ ー イ ウ ス の 『法 学 提 要 』 の 形 式 に な ら い 、 ま た 、

そ の 書 物 や 後 代 の 勅 法 群 も 参 考 に し て 、 第 一 巻 は 、 人 、 第 二 巻 は 、 物 、 所

有 権 そ の 他 の 物 権 、 遺 言 相 続 、 第 三 巻 は 、 無 遺 言 相 続 、 契 約 、 債 権 総 論 、

第 四 巻 は 、 不 法 行 為 、 民 事 訴 訟 ・刑 事 訴 訟 を そ れ ぞ れ テ ー マ と し て 含 ん で

い る 。 こ の 部 分 は 、『学 説 彙 纂 』 お よ び 『勅 法 彙 纂 』 と と も に 、 国 定 の 法 学

教 育 カ リ キ ュ ラ ム の も と に 組 込 ま れ 、 法 律 家 や 高 級 行 政 官(官 僚)の 養 成

に 役 立 て ら れ た 。 ち な み に 、 テ オ ピ ル ス と い う人 物 は 、 こ の 『法 学 提 要 』

の 編 纂 に 参 画 し た 人 で あ る が 、 後 代 に な っ て 、 彼 は 、 ラ テ ン 語 の テ キ ス ト

を 当 時 の 公 用 語 で あ っ た ギ リ シ ア 語 に う つ し か え て い る 。 そ れ だ け 世 間 の

需 要 が 大 き か っ た た め で あ ろ う。

⑥ 『勅 法 彙 纂(Codex)』 『旧 勅 法 彙 纂 』 の の ち に 、 『学 説 彙 纂 』 と

『法 学 提 要 』 と の 編 纂 な ど に よ っ て 手 直 し が 必 要 と な っ た た め に 、五 三 四 年

に あ ら た に 制 定 さ れ た 、 そ れ と 同 系 の 作 品 で あ る 。 二 世 紀 の ハ ド リ ア ー ヌ

ス 帝 の 時 代 以 後 に 制 定 さ れ た 四 六 〇 〇 以 上 の 勅 法 が 採 録 さ れ て い る 。 第 一

巻 は 、 教 会 法 ・法 源 ・官 制 、 第 二 ～ 八 巻 は 、 私 法 、 第 九 巻 は 、 刑 法 、 第 一

〇 ～ 一 二 巻 は 、 行 政 法 を そ れ ぞ れ 扱 う 。 こ の よ う に し て 、 ユ ー ス テ ィ ー ニ

ア ー ヌ ス は 、 古 典 期 の 法 学 説 を 活 用 し た 『学 説 彙 纂 』 と 『法 学 提 要 』 の グ

ル ー プ と 、皇 帝 の リ ー ダ ー シ ッ プ に よ っ て 生 ま れ た 勅 法 を 集 成 し て い る 『勅

法 彙 纂 』 と を か み あ わ せ て 、 壮 大 な 法 の 体 系 を 構 築 し た の で あ る 。 こ れ に

よ っ て 旧 世 代 の 法 を 集 成 す る 作 業 は 終 了 し た 。

◎ 『新 勅 法(Novellae)』 こ れ ら の 編 纂 が 終 わ り 、 大 立 法 事 業 が ひ

と ま ず 完 成 し た の ち に も 、 当 然 の こ と な が ら 、 皇 帝 の 手 で 、 つ ぎ つ ぎ に 個

々 の 勅 法 が 制 定 さ れ て い っ た 。五 三 五 年 に つ く ら れ た 勅 法 を は じ め と し て 、

そ の 後 に 発 布 さ れ た 勅 法 を い く つ か の ま と め あ げ て つ く ら れ た 私 撰 の 作 品

が 現 代 に 伝 わ っ て い る 。 収 載 さ れ た 勅 法 の 数 は 一 六 八 に な る 。 内 容 の 点 で

は 、 行 政 お よ び 教 会 関 連 事 項 が 中 心 で あ る が 、 な か で も 、 親 族 法 ・相 続 法

に 関 係 す る 部 分 が と く に 注 目 さ れ る 。 ラ テ ン 語 を 復 活 し よ う と し た 皇 帝 の

意 図 に し た が っ て 、 上 記 の 三 つ の 大 立 法 作 品 が ラ テ ン 語 で 書 か れ て い る の

に 対 し て 、 こ ち ら の 方 が ギ リ シ ア 語 で 起 草 さ れ て い る 点 、 ま た 、 内 容 的 に

は 、 ロ ー マ 法 の 伝 統 か ら は 大 き く は な れ る よ う な 改 革 を 含 ん で い る 点 が 、

そ の 特 徴 と な っ て い る 。な お 、ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス の こ れ ら の 四 つ(三

プ ラ ス ー)の 立 法 作 業 の 成 果 は 『市 民 法 大 全(CorpusJurisCivilis)(コ

ル プ ス ・ユ ー リ ス ・キ ー ウ ィ ー リ ス)』 と 名 づ け ら れ て い る が 、 こ れ は 、 後

代 に な っ て 編 ま れ た 『カ ノ ン 法 大 全(CorpusJurisCanonici)』 を 意 識 し

て 、 ゴ ド フ レ ド ゥ ス に よ っ て 、 ず っ と の ち の 一 六 世 紀 に つ け ら れ た 便 宜 的
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な 呼 称 で あ る 。

(2)と こ ろ で 、ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス が 編 纂 さ せ た 法 典 は 、 も ち ろ ん 、

た ん に 黄 金 の 古 典 期 を し の ぶ 歴 史 的 な モ ニ ュ メ ン トで は な く て 、 現 行 の 法

規 と な る よ う に し か し 、 ラ テ ン 語 で 編 纂 さ れ た も の で あ る(も っ

と も 、 こ の 法 典 が 現 実 の 問 題 と し て そ の ま ま 適 用 さ れ た の は 、 首 都 お よ び

大 都 市 の 裁 判 所 の 場 合 に か ぎ ら れ て い た の で は な い か 、 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 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 な へ だ た り が 大 き く あ っ た 、 と

い う 事 情 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 、 ラ テ ン 世 界 に 中 軸 を お く 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(彼 は ラ テ ン 語 を 母 語 と し

て 育 っ た 皇 帝 と し て は 最 後 の 人 物 で あ っ た)は 、 ギ リ シ ア 世 界 に 軸 足 を お

い て い 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 じ て く 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 な く す よ う に す る た め だ け

で な く 、新 設 の 制 度 に 旧 来 の 勅 法 や 学 説 を 合 致 さ せ る た め に 、編 纂 委 員 に 、

挿 入 ・削 除 ・変 更 つ ま り 、 改 ざ ん を 自 由 に く わ え て も よ い 、 と い う

重 大 な 権 限 を 付 与 し 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 の 名 に ち な ん で 、「ト リ ボ ニ ア ー ヌ ス の 挿 入 句 」(emblemataTriboniani)

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

は 行 な わ れ て き て お ら ず 、 古 い も の が そ の ま ま 残 存 し て い る こ と も あ 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 解 し な が

ら 分 析 し 、そ こ か ら ロ ー マ 法 の か つ て の 長 い 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 は ど の 時 期 に ど の 程 度 ま で く わ え ら れ た の か

を 研 究 す る こ と は 、 す で に 一 六 世 紀 の 人 文 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 一 九 世 紀 以 後 、 比 較 言 語 学 の 発

達 や 、 新 し い 発 見(た と え ば 、 一 八 一 六 年 の 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 新 旧 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 。 ロ ー マ 法 が 、 近 代 の 法 典 を 生 み 出 し た 母 胎 と し て の 役 割 を 失

な い 、ロ ー マ 法 へ の 取 組 み が 歴 史 学 的 な 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 が か な ら ず し も 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 、 と い う 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 、 私 的 レ ヴ ェ ル で 必 要 上 何 重 に も 行 な わ れ て い
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た も の と 推 測 さ れ る の で 、 実 際 に は 、 こ の イ ン テ ル ポ ラ ー テ ィ オ ー と い う

作 業 か ら 過 去 の あ り か た を 正 確 に 逆 推 し て い く 方 法 に は 困 難 が 多 く 、 残 念

な が ら こ の ル ー ト か ら の 研 究 に は 限 界 が あ る と 考 え な け れ ば な ら な い 。 そ

れ に 、 根 本 的 に 、 は た し て 、 そ の 当 時 、 イ ン テ ル ポ ラ ー テ ィ オ ー を 実 施 す

る だ け の 時 間 的 余 裕 や ス タ ッ フ の 実 務 能 力 が 編 纂 委 員 の も と に 存 在 し た

か 、 と い う 根 本 的 な 疑 問 も あ る 。 ひ ょ っ と す る と 、 ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ

ス 帝 が 命 じ た 改 ざ ん は 、 言 わ れ て い る ほ ど 本 格 的 な 水 準 の も の で は な か っ

た 可 能 性 も あ る 。 い ず れ に し て も 、 純 粋 な も の 、 オ リ ジ ナ ル な も の を 熱 心

に 探 究 す る 学 問 的 風 潮 は 、 あ る 意 味 で は そ の 時 代 の 流 行 で あ っ た の か も し

れ な い 。 ニ ー 世 紀 の 今 で は 、 そ の よ う な 流 れ に 属 す る 研 究 の 動 き は 、 弱 い 。

古 典 期 末 ま で の ロ ー マ 法 が 、 ロ ー マ 固 有 の 法 文 化 で あ っ た こ と 、そ し て 、

そ の 後 の 時 期 に 、 そ れ が な ん ら か の か た ち で 変 質 を は じ め た こ と に つ い て

は ま ず 異 論 は な い と 思 わ れ る が 、後 者 と 関 連 し て 、重 大 な 問 題 が 存 在 す る 。

そ れ は 、 西 ヨ ー ロ ッ パ の 母 法 少 な く と も そ の 法 の 母 胎 と な っ た こ

の ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス 法 典 を 、 ロ ー マ 固 有 の 法 文 化 の 総 決 算 と 見 る べ

き か 、 あ る い は 、 ギ リ シ ア 文 化 で 代 表 さ れ る 東 部 的 な 法 思 想 に よ っ て 指 導

さ れ た 東 ロ ー マ(ビ ザ ン テ ィ ン)法 の 結 晶 と 見 る べ き か 、 と い う位 置 づ け

の 問 題 で あ る 。 こ の テ ー マ に つ い て 決 定 的 な 解 答 は 提 示 さ れ て い な い が 、

現 在 で は 、 前 者 を 主 張 す る ロ マ ニ ス ト と 、 後 者 を 主 張 す る ビ ザ ン テ ィ ニ ス

トの あ い だ に 、 あ る 程 度 の 歩 み よ り も 認 め ら れ て い る よ う で あ る 。

(3)七 〇 〇 年 以 上 に も わ た る 長 い 歴 史 を も つ ロ ー マ 法 学 は 、 は る か 昔 の

六 世 紀 中 ご ろ に 、 巨 大 な 法 典 を 産 み だ し て 、 一 応 そ の 役 割 を 終 え た 。 し か

し 、 上 述 し た よ う に 、 あ ま り に も 膨 大 な 量 を 、 十 分 整 理 さ れ な い ま ま に

し か も 、 さ き に 指 摘 し た よ う に 、 法 に 内 在 す る 時 間 的 ・地 理 的 要 素 の

ち が い を 捨 象 し た か た ち で 法 典 に 加 工 し た こ と か ら さ ま ざ ま な 不 都

合 が 生 じ て く る の は や む を え な い と こ ろ で あ っ た 。そ こ で 、法 学 者 た ち は 、

先 人 の 例 に な ら っ て 、 不 備 な 点 を タ テ マ エ の 上 で は そ の よ う な 欠 陥 は

す べ て 除 去 さ れ て い る 、 と 当 局 に よ っ て 誇 示 さ れ て い る が 実 際 上 解 決

す る た め に 、 こ の 法 典 を い わ ば 「消 化 す る 」 作 業 を 再 開 し は じ め よ う と す

る 。 し か し 、 ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス は 、 法 学 者 が 自 由 な 法 典 解 釈 を 試 み

る こ と に よ っ て 論 争 が 再 燃 し 、 そ の 結 果 、 宗 教 指 導 者 的 な 色 あ い も あ わ せ

も つ 絶 対 的 な 権 力 者 と し て の 自 身 の 権 威 が 傷 つ け ら れ る 危 険 を 感 じ と っ

て 、 彼 ら 法 学 者 に 、 法 典 の 註 釈 ・註 解 を 厳 禁 し 、 忠 実 な 翻 訳 書 、 要 約 書 、

関 係 法 文 の 総 合 対 照 書 を 作 成 す る 、 と い う よ う な 補 助 的 作 業 に 専 念 さ せ る

よ う に し た 。 し か し 、 過 去 の 法 学 の 遺 産(原 典)を た え ず 参 照 し な が ら 主

体 的 に そ の 時 代 に マ ッ チ し た 法 を 構 想 す る 法 学 者 の 知 的 な 営 み を 全 面 的 に

禁 止 す る 、 と い う 指 示 は 、 す で に 彼 の 治 世 下 で も 事 実 上(ホ ン ネ の 部 分 で
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は)破 ら れ て い る 。 そ し て 、 古 典 法 へ の ス ト レ ー ト な 復 帰 を は た し た い 、

と い う 彼 の 壮 大 な 意 図 と は 反 対 に 、 ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス 帝 法 は 、 や が

て 、 東 方 世 界 の 法 へ と 自 然 な 発 展 を と げ て い く の で あ る 。

東 ロ ー マ 帝 国 は 、 実 に 一 四 五 三 年 ま で 、 さ ま ざ ま な 曲 折 を 経 な が ら か ろ

う じ て 生 き の び る の で あ る が 、 法 学 も 、 か つ て の 紀 元 後 の 数 世 紀 の 場 合 と

同 じ よ う に 、 政 治 に も ま れ て 動 揺 し つ づ け た 。 ユ 帝 法 典 か ら の 抜 粋 や 後 代

の 皇 帝 の 勅 法 を 資 料 と し て 、 ギ リ シ ア 語 で 記 さ れ た 、 一 八 巻 の 『エ ク ロ ガ

法 典 』(七 四 〇 年)、 『プ ロ ケ イ ロ ン 法 典 』(八 七 〇 年 ご ろ)、 『エ パ ナ ゴ ガ 法

典 』(八 八 〇 年 ご ろ)な ど の 特 色 の あ る 小 法 典 の あ と を う け て 、 六 〇 巻 の 大

法 典 で あ る 『バ シ リ カ 法 典 』 が 八 九 二 年 に 公 布 さ れ る 。 こ れ ら は 、 主 と し

て 、 ユ 帝 法 典 の 各 部 門 を 編 成 し な お し て 、 ギ リ シ ア 語 で 書 き あ ら わ し た も

の で あ る 。 後 代 に は 、 こ れ ら の 法 典 の 増 補 版 や 修 正 版 も 生 ま れ る ほ ど 、 よ

く 利 用 さ れ た 。 こ の こ ろ 、 七 一 七 年 に い っ た ん 閉 鎖 さ れ た コ ー ン ス タ ン テ

ィ ー ノ ポ リ ス の 法 学 校 も 再 建 さ れ て い る 。 そ し て 、 不 思 議 に も 、 こ の 東 ロ

ー マ 帝 国 の 地 に 法 学 隆 盛 期 が 再 び 訪 れ た 一 一 ～ 一 二 世 紀 と 同 じ よ う な 時 期

に 、 か つ て の 「西 ロ ー マ 帝 国 」 の 故 地 で あ る 西 ヨ ー ロ ッ パ で は 、 北 イ タ リ

ア の ボ ロ ー ニ ャ に 註 釈 学 派 が 興 る の で あ る が 、 両 者 の 動 き の あ い だ に は ほ

と ん ど 関 連 は 認 め ら れ な い よ う で あ る 。 と こ ろ で 、 東 ロ ー マ 世 界 に お け る

法 文 化 の 系 譜 は 、 ロ ー マ 帝 国 の 滅 亡 後 も た ど る こ と が で き る 。 一 三 四 五 年

に 、 す で に トル コ の 支 配 下 に あ っ た テ ッ サ ロ ニ ケ(も と の ギ リ シ ア)の 裁

判 官 ・ハ ル メ ノ プ ー ロ ス に よ っ て 作 成 さ れ た 、 一 三 四 五 年 公 布 の 、 バ シ リ

カ 法 典 の 縮 小 版 の 系 列 に 属 す る 私 撰 の 『六 巻 書 』 は 、 一 八 三 五 年 に そ の ま

ま 法 典 の 扱 い を う け る よ う に な り 、 ギ リ シ ア に お い て 一 九 四 六 年 に 民 法 典

が 施 行 さ れ る ま で 効 力 を も ち つ づ け た 。 な お 、 こ の ギ リ シ ア 民 法 典 は 、 ロ

ー マ 法 的 色 彩 の 濃 い ドイ ツ 民 法 を 継 受 し た も の で あ る の で 、 く し く も 、 東

西 ヨ ー ロ ッ パ に 生 き つ づ け た ロ ー マ 法 が 、 こ の 地 で 合 流 し た こ と に な る 。

(4)ロ ー マ 法 の 研 究 者(ロ マ ニ ス ト)と し て の 筆 者 が 扱 う 本 来 の 対 象 は 、

こ こ ま で の 時 代 に 関 係 す る も の で あ る 。 し か し 、 遠 く 現 代 ま で の び て き て

い る ロ ー マ 法 学 の 影 を フ ォ ロ ー す る こ と は 、歴 史 的 な 由 来 を も っ 日 本 法(と

り わ け 、 民 法)を 研 究 し 、 そ の 座 標 軸 を 定 め る う え で も 必 要 で あ ろ う。 そ

の よ う な 意 味 か ら 、 以 下 に 、 筆 者 の 専 門 領 域 か ら 大 き く は な れ る こ と に な

る が 、 ロ ー マ 法 学 な い し は ロ ー マ 法 の 「後 史 」 に つ い て か ん た ん な 解 説 を

試 み る こ と に し た い 。 こ こ は 、 「西 洋 法(制)史 学 」 の 取 扱 う 専 門 領 域 で あ

る が 、 そ れ で も 、 そ の 解 説 の さ い 、 可 能 な か ぎ り 、 ロ マ ニ ス ト と し て の 視

点 を う ち だ し て い き た い 。

第 四 章 ロ ー マ 法 学 の 後 史
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[1]は じ め に

(1)こ の 後 史 に は 、 大 別 し て 、 二 つ の 流 れ が あ る 。 一 っ は 、 一 四 五 三 年

の 首 都 ・ コ ー ン ス タ ン テ ィ ー ノ ポ リ ス 陥 落 に よ っ て ロ ー マ 帝 国(い わ ゆ る

「東 ロ ー マ 帝 国 」)が 滅 亡 し た あ と の 旧 ビ ザ ン テ ィ ン 世 界 に お け る ロ ー マ 法

学 な い し は 「ロ ー マ 法 」 系 列 の 法 が た ど っ た 運 命 を フ ォ ロ ー す る と き に 見

え て く る も の で あ り 、 も う 一 つ は 、 四 七 六 年 に 西 ロ ー マ(大 ロ ー マ 帝 国 の

西 半 分)が ホ ン ネ と し て は 滅 亡 し た(タ テ マ エ と し て は 、 か な ら ず し も 、

西 ロ ー マ が 滅 亡 し さ っ た 、 と い う こ と に は な っ て こ な い)あ と の 、 い わ ゆ

る 西 ヨ ー ロ ッ パ 世 界 に お け る ロ ー マ 法 学 な い し は 「ロ ー マ 法 」 系 列 の 法 が

た ど っ た 運 命 を フ ォ ロ ー す る と き に 見 え て く る も の で あ る 。 法 と 法 学 と は

か な ら ず し も 表 裏 一 体 を な す も の で は な い が 、 し か し 、 法 学(少 な く と も

法 学 識 ・法 知 識)が 、 法 の 裏 方 と し て つ ね に そ の 背 後 に よ り そ っ て い る 以

上 は 、 そ れ ら を 一 体 と し て 観 察 す る 必 要 が あ る 。 そ の 意 味 で 、 下 記 の 記 述

で は 、 法 学 と 法 と を 、 区 分 せ ず 、 あ わ せ て 扱 う こ と に し た い 。

(2)こ の よ う に 、 い に し え の ロ ー マ 法 に ま つ わ る も ろ も ろ の 事 象 に つ い

て そ の 後 史 を た ど っ て い く 作 業 を し て い く さ い に は 、 あ ら か じ め マ ー ク し

て お く 必 要 の あ る 要 素 が 、 い く つ か あ る 。 そ れ ら は 以 下 の 点 で あ る 。 ① も

っ と も 基 本 的 な 認 識 資 料(デ ー タ)と い う側 面 で 考 え て み る と 、 私 た ち は 、

文 献(書 物 な ど)の か た ち で 直 接 に あ る い は 間 接 に 現 代 に ま で 伝 わ っ て き

て い な い 事 蹟 ・成 果 は 、 当 然 の こ と な が ら 、 い ま 参 考 に す る こ と は で き な

い 。 法 学 が 栄 え た と こ ろ す べ て に 歴 史 情 報(文 献 や そ の 他 あ ら ゆ る タ イ プ

の 痕 跡)が き ち ん と 遺 さ れ て い る と は か ぎ ら な い の で 、 法 学 の 歴 史 を さ ぐ

る さ い 、 私 た ち に は 、 未 知 の と こ ろ が ど う し て も 多 く 残 っ て し ま う わ け で

あ る 。 今 後 、 た と え ば 、 修 道 院 所 蔵 の 写 本 の な か か ら 新 し い 文 献 資 料 が 発

見 さ れ て 、未 知 の 部 分 や 空 白 の と こ ろ が う め ら れ る 可 能 性 は ま だ ま だ あ る 。

そ の と き 、 学 問 の 歴 史 は 部 分 的 に ぬ り か え ら れ て い く こ と で あ ろ う 。 ② 時

代 的 に は 、 せ い ぜ い 世 紀 単 位 の 、 ご く お お ま か な と ら え か た で し か 法 学 の

歴 史 に せ ま る こ と が で き な い 。 現 代 の 場 合 と は 異 な っ て 、 時 間 が ゆ っ く り

と 流 れ て い た 中 世 以 後 の 時 代 の 場 合 に は 、 わ ず か な 数 の 優 れ た 法 学 者 や そ

の 継 承 者 の 人 生 の 長 さ を 考 慮 に い れ る と 、 一 〇 〇 年 を 少 し こ え る 程 度 の 幅

で 法 学 の 流 れ が 変 わ っ て く る の は ご く 自 然 の な り ゆ き な の で 、 こ の よ う に

大 ざ っ ぱ な 区 分 で も か ま わ な い の か も し れ な い 。 ③ 法 学 の 潮 流 は 、 そ れ な

り に 、 イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル で グ ロ ー バ ル な 動 き を も っ て い る が(現 に 、 中

世 以 後 の 時 代 の 法 学 生 は 、 国 境 を こ え て で も 、 優 秀 な 教 師 を さ が し も と め

て 大 移 動 を し て い た)、 も ち ろ ん 、 国 に よ っ て 事 情 が 異 な る と こ ろ も あ る 。

し か し 、 細 部 ま で は 国 別 の 相 違 を 見 分 け る こ と は で き な い 。 そ の よ う な わ

け で 、 結 局 の と こ ろ 、 筆 者 の 能 力 不 足 の せ い も あ る が 、 は る か か な た の 、
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古 代 に し て は 認 識 資 料 や 判 断 資 料 を か な り 多 く 現 代 に 伝 え て く れ て い る 古

代 ロ ー マ に か ん し て 法 学 史 研 究 を 行 な う 、 と い う場 合 と は ち が う意 味 に お

い て 、 ロ ー マ 法 学 の 後 史 問 題 を 全 体 と し て 解 明 す る こ と は 、 む ず か し く な

っ て い る 。 し か も 、 こ こ で は 、古 代 産 の ロ ー マ 法 そ れ 自 体 や ロ ー マ 法 学 は 、

時 の 経 過 と と も に 、 ど う し て も フ ァ ジ ー な も の へ と 変 質 し て き て 、 そ の 実

体 に 迫 る に は さ ま ざ ま な 困 難 が あ る 。

(3)言 う ま で も な い こ と で あ る が 、 古 代 の ロ ー マ の 法 学 が 再 生 し た り 、

継 受 さ れ た り す る 、 そ れ ぞ れ の 国 の そ れ ぞ れ の 時 代 に は 、 固 有 ・土 俗 の 法

や 法 に ま つ わ る 知 識(法 学)が か な ら ず 存 在 す る よ う に な っ て い る 。 本 部

門 で は 、 筆 者 個 人 の 専 門 と の 関 係 で 、 ロ ー マ 法 学 系 列 の も の に つ い て し か

ふ れ る こ と が で き な か っ た 。 と り わ け 、 「イ ギ リ ス 法 学 」 と い っ た も の は 対

象 の 外 に お か れ て い る が 、 そ れ は 、 本 編 が 「西 洋 法 学 史 概 説 」 と い う タ イ

トル の も の で な い 以 上 、 や む を え な い こ と で あ る 。

[11]第 一 の 流 れ(東 の 流 れ)

ま ず 、 第 一 の 流 れ(東 の 流 れ)に つ い て 見 て み よ う。 六 世 紀 の 時 点 で ラ テ

ン 語 に よ っ て 記 さ れ た 『ユ 帝 法 典 』(た だ 、 そ の う ち の 『新 勅 法 』 は ギ リ シ

ア 語 で 表 現 さ れ て い る)は 、 ギ リ シ ア 世 界 に 属 す る 東 ロ ー マ(ユ ー ス テ ィ

ー ニ ア ー ヌ ス は 西 ロ ー マ の 旧 領 を ゲ ル マ ン 人 の 手 か ら 奪 還 し て い た の で 、

ユ 帝 法 典 は 帝 国 の 西 部 に お い て も 適 用 さ れ て い る が 、 も ち ろ ん 、 こ ち ら の

方 は 、ゲ ル マ ン 風 の 文 化 に よ っ て 侵 蝕 さ れ て し ま っ て は い る と い う も の の 、

や は り 西 方 の ラ テ ン 世 界 で あ っ た)に お い て 現 実 に 適 用 ・利 用 で き る も の

へ と 変 質 し て い く 。 コ ー ン ス タ ン テ ィ ー ノ ポ リ ス と ベ イ ル ー ト の 官 立 大 学

に お い て 、 ほ と ん ど ラ テ ン 語 で 記 さ れ た 法 典 型 の 現 行 法 が ギ リ シ ア 語 で 教

え ら れ て い た 。 八 九 二 年 に は 「ロ ー マ 法 大 全 」 の ギ リ シ ア 語 で の 要 約 が 六

〇 巻 の 「バ シ リ カ 法 典 」 と し て 公 布 さ れ た の で あ る が 、 こ の 段 階 で 、 西 方

の ロ ー マ で 磨 き ぬ か れ た 古 典 法 の 伝 統 は 、 少 な く と も 言 葉 の 面 で 、 断 絶 し

て し ま う 。 そ の 後 、 一 一 世 紀 か ら 一 二 世 紀 に か け て の 時 代 に 、 西 方(ロ ー

マ 帝 国 の 中 枢)に 花 ひ ら い た 古 典 期(後 一 ～ 三 世 紀)と 第 二 の ユ ー ス テ ィ

ー ニ ア ー ヌ ス 時 代 の 法 学 隆 盛 の あ と を う け て 、 第 三 の 法 学 隆 盛 期 が 出 現 す

る 。 こ の と き 、旧 来 の ラ テ ン 法 文 化 と 土 着 の ギ リ シ ア 法 文 化 と が 融 合 し て 、

ビ ザ ン テ ィ ン 世 界 に マ ッ チ し た 新 し い 法 学 が き づ き あ げ ら れ た の で あ る 。

こ れ が 一 四 五 三 年 の ロ ー マ 帝 国 滅 亡 よ り も 数 世 紀 前 の 状 況 で あ る 。 さ て 、

帝 国 滅 亡 後 に あ っ て は 、 ま っ た く の 異 文 化 を も っ た 、 東 ロ ー マ の 征 服 者 ・

トル コ の 強 大 な 支 配 下 で 、 各 地 域 の ビ ザ ン テ ィ ン 風 の ロ ー マ 法 の 影 が う す

く な っ て い く の は 自 然 の 勢 い で あ る が 、 東 ロ ー マ 帝 国 を 構 成 し て い た 多 数

の ロ ー マ 人 の も と で 、 政 治 と は か か わ り の 少 な い 私 法 分 野 の ロ ー マ 法 が 、
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少 な く と も ホ ン ネ の 部 分 で 、 守 り つ が れ て い っ た 可 能 性 は 、 な い わ け で は

な か ろ う 。 し か し 、 栄 光 の ロ ー マ 法 や ロ ー マ 法 学 の 残 像 が トル コ 世 界 の な

か で ど の よ う な 位 置 を 占 め る こ と が で き た の か 、 の 点 に つ い て は 、 資 料 不

足 の た め に 、 あ ま り 知 ら れ て い な い 。 た だ 、 東 ロ ー マ 帝 国 の 滅 亡 よ り 一 〇

〇 年 ほ ど ま え の 一 三 四 五 年 こ ろ に 、 す で に トル コ の 支 配 下 に 入 っ て い た テ

ッ サ ロ ニ ケ(ギ リ シ ア)の 裁 判 官 ・ハ ル メ ノ プ ー ロ ス が 編 ん だ 、 東 ロ ー マ

の ロ ー マ 法 の 流 れ を く む バ シ リ カ 法 典 の 簡 略 版 で あ る 『六 巻 書 』(ヘ ク サ ビ

ブ ロ ス)は 、 そ の 後 、 ギ リ シ ア の 地 で 一 八 四 六 年 に 民 法 典 が 施 行 さ れ る ま

で の 実 に 六 〇 〇 年 も の 長 い あ い だ 、 法 典 と し て の 効 力 を た も ち つ づ け た こ

と は 註 記 し て お く 必 要 が あ る 。 他 方 で 、 公 法 ・政 治 理 念 の 分 野 に つ い て 言

え ば 、 ロ シ ア の 皇 帝 は 、 自 ら を 東 ロ ー マ 皇 帝 の 地 位 を 継 承 す る 者 と 位 置 づ

け 、首 都 モ ス ク ワ を コ ー ン ス タ ン テ ィ ー ノ ポ リ ス に つ づ く 「第 三 の ロ ー マ 」

と 呼 ん で い る の で 、 ロ ー マ お よ び ロ ー マ 法 の 伝 統 は ロ シ ア の 地 へ と 少

な く と も 理 念 的 に う け つ が れ て い る 。 そ の よ う な わ け で 、 二 〇 世 紀 か

ら そ れ ほ ど は な れ て い な い 時 代 に ま で 東 ロ ー マ の ロ ー マ 法 の 影 が の び て い

る の で あ る 。 全 体 と し て 、 帝 国 滅 亡 後 の 東 の 領 域 に お け る ロ ー マ 法 学 の 流

れ は き わ め て 弱 々 し い も の で 、 滅 び に む か う 道 筋 が 見 て と れ る 。 こ れ に 対

し て 、 西 の 領 域 に お け る 流 れ に は 、 以 下 に 述 べ る よ う に 、 異 様 な 起 伏 が あ

る 。 こ こ に は 、断 絶 か ら 、 た び た び の 再 生 に い た る 壮 大 な ド ラ マ が あ っ た 。

こ れ は 、 あ の ス ケ ー ル の 大 き な 文 化 運 動 で あ る 「ル ネ ッ サ ン ス 」 と も 深 く

か か わ っ て く る 現 象 で あ る 。

[皿]第 二 の 流 れ(西 の 流 れ)

(A)序 説

(1)つ ぎ に 、 第 二 の 流 れ(西 の 流 れ)に つ い て 見 て み よ う 。 こ れ は 西 ヨ

ー ロ ッ パ 世 界 に お け る ロ ー マ 法 の 話 で あ る 。

(2)そ の ま え に 、 順 序 が 逆 に な っ て し ま う だ け で な く 、 場 所 も ち が う と

こ ろ の 話 で あ る が 、 比 較 的 最 近 の 時 代 の 日 本 の 事 情 を 先 ど り し て 述 べ る な

ら ば 、 第 二 の 、 西 の 方 か ら の 流 れ は 、 極 東 ア ジ ア に 位 置 す る わ が 日 本 に も

し っ か り と た ど り つ い て い る 。私 た ち 日 本 の ロ マ ニ ス ト(ロ ー マ 法 研 究 者)

が 日 本 の 法 学 界 に お い て 基 礎 法 学 部 門 の 研 究 ・教 育 ス タ ッ フ と し て 市 民 権

を ち ゃ ん と 与 え ら れ て き て い る の は 、 近 代 日 本 法(民 事 法)が い わ ば ロ ー

マ 法 の 孫 法 に あ た る 関 係 で 、 ロ ー マ 法 研 究 と い う も の が 、 明 治 期 以 来 、 新

し く 導 入 さ れ た 日 本 法 の 内 容 を 正 確 に 理 解 す る た め 、 さ ら に は 、 日 本 法 の

座 極 軸 を 定 め る た め の 手 段 と し て 必 要 視 さ れ て き た 事 情 に よ る も の と 考 え

ら れ る 。 日 本 の ロ マ ニ ス ト た ち は 、 明 治 ・大 正 の 時 代 に お け る 基 礎 づ く り 、

昭 和 の 時 代 に お け る 展 開 を へ て 、平 成 の 現 代 で は 、質 と 量 の 両 面 に お い て 、
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日本 に お け る ロ ー マ 法 研 究 史 上 の 頂 点 を 目 ざ せ る 位 置 に つ け て い る 。 ロ ー

マ 法 の 研 究 者 の 数 も 、か つ て の た だ の 一 ケ タ か ら 十 数 人 規 模 に ま で 増 加 し 、

「ロ ー マ 法 学 界 」と い っ た よ う な も の も 具 体 的 に 眼 に 見 え る も の と な っ て き

て お り 、 こ れ に 呼 応 し て 、 法 学 と 歴 史 学 と が 鋭 く 交 錯 す る 場 で 、 小 さ い な

が ら も 、 「ロ ー マ 法 学 会 」 が 設 立 さ れ る 時 期 も や が て く る の で は な い か 、 と

さ え 、筆 者 個 人 に は 思 え る 。 と こ ろ で 、 「ロ ー ス ク ー ル 」 が 動 き だ し た 現 段

階 に あ っ て は 、 一 部 で は 、 各 ロ ー ス ク ー ル の カ リ キ ュ ラ ム の な か に 、 ロ ー

マ 法 を 教 え る 教 育 部 門 が 、 選 択 的 に で は あ る が 、 確 保 さ れ て い る 現 象 も 見

ら れ る の で 、 学 部 教 育 に お け る 、 一 般 教 養 ・基 礎 教 養 を め ざ す ロ ー マ 法 教

育 と あ わ さ る か た ち で 、 ロ ー ス ク ー ル に お け る 、 専 門 的 素 養 の 獲 得 の 手 段

と な る ロ ー マ 法 教 育 が こ れ か ら し だ い に 定 着 し て い く こ と で あ ろ う 。 裁 判

官 、 検 察 官 、 弁 護 士 と い う 法 実 務 家 の そ れ ぞ れ が 、 学 び の 過 程 で 、 私 た ち

人 類 の 歴 史 的 な 法 文 化 の 精 髄 に ふ れ る こ と に よ っ て 、 そ の 判 断 に 奥 深 さ や

厚 み や 説 得 力 を つ み ま し さ れ る こ と を 期 待 し た い も の で あ る 。「歴 史 は く り

か え す 」 こ と な ど 、 ほ ん と う の と こ ろ は あ り え な い け れ ど も 、 し か し 、 「温

故 知 新(古 き を た ず ね て 新 し き を 知 る)」 く ら い の こ と は 教 訓 と し て う け と

っ て よ い の で は な か ろ う か 。 昭 和 時 代 の ロ マ ニ ス ト と し て 生 き て き た 著 者

と し て は 、 こ の 平 成 の 時 代 に も 、 生 き て い る 証 を で き る だ け 長 く 刻 み な が

ら 、 一 ロ マ ニ ス ト と し て 基 礎 法 学 研 究 の 歩 み の 道 を 見 失 わ な い よ う に し て

い き た い 、 と 念 願 し て い る 。

(3)こ と の つ い で に 、 少 し ま え の 二 〇 世 紀 に お け る 「ロ ー マ 法 学 」 の 姿

を 、 ヨ ー ロ ッ パ の 場 合 に し ぼ っ て 概 観 し て み る こ と に し よ う 。 法 学 と い う

も の が 、 も っ と も 、 時 代 に イ ン パ ク ト を 与 え 、 ま た 後 代 に 誇 れ る 成 果 は 、

法 典 編 纂 と い う 創 造 プ ロ ジ ェ ク トへ の 寄 与 で あ る 。 そ れ に つ づ く も の と し

て は 、学 理 研 究 そ れ 自 体 と 、 そ れ か ら 、 そ の 成 果 を 世 に 問 う と こ ろ も あ る 、

法 学 教 育 へ の 取 組 み が あ る 。 と こ ろ で 、 現 代 の 裁 判 実 務 に 対 し て 古 代 産 の

ロ ー マ 法 学 が 直 接 に 寄 与 す る 、 と い う よ う な 現 象 は 、 大 陸 法 系 の 国 々 に お

い て は 、 も は や 見 ら れ な い 。 昔 の ロ ー マ 法 の 法 文 な い し は そ れ に ま つ わ り

つ い て い る 解 釈 が 、 そ れ 自 体 と し て 、裁 判 所 で 活 用 さ れ る 、 と い う 状 態 は 、

中 世 以 後 の ヨ ー ロ ッ パ で は か な り長 く つ づ い た が 、 そ の 最 後 の 残 像 が イ タ

リ ア 半 島 中 部 に あ る サ ン ・ マ リ ー ノ 共 和 国 に 見 ら れ る と の こ と で あ る 。 こ

こ で は 、 民 法 典 を 編 纂 す る 、 と い う 時 代 の 流 行 は と り い れ ら れ ず 、 か つ て

ヨ ー ロ ッ パ で 強 力 な 地 位 を 占 め て い た 普 通 法(ユ ー ス ・コ ン ム ー ネ)の か

た ち を と っ て 、 ロ ー マ 法 の 法 文 が 、 一 般 性 を も つ 法 原 理 を 体 現 す る も の と

し て 、 現 在 で も 裁 判 所 で 援 用 ・引 用 さ れ る の で あ る 。 こ の 国 に は こ の ほ か

に も い ろ い ろ と 興 味 ぶ か い 歴 史 的 現 象 が 見 ら れ る こ と は 、 「知 る 人 ぞ 知 る 」

で あ る 。 さ て 、 ロ ー マ 法 の 立 法 面 の 貢 献 に つ い て 言 え ば 、 「 ド イ ツ 民 法
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(BGB)」 の 場 合 が も っ と も 本 格 的 で あ る 。 こ れ は 一 九 〇 〇 年 一 月 一 日 に 施

行 さ れ た 。 こ れ が 、 一 九 世 紀 も 末 の 一 八 九 八 年 七 月 一 六 日 に 施 行 さ れ た 日

本 民 法 典 の モ デ ル と な っ た こ と は よ く 知 ら れ て い る と こ ろ で あ る 。 ドイ ツ

民 法 典 は 、 ハ ン ガ リ ー 、 ギ リ シ ア 、 ス イ ス 、 トル コ 、 イ タ リ ア 、 旧 ソ ヴ ィ

エ ト な ど に 継 受 さ れ て い る 。 ち な み に 、 ロ ー マ 法 の 孫 に あ た る 日 本 民 法 典

の 枠 組 は 、 韓 国 、 台 湾 の 民 法 典 の な か に も 一 部 う け つ が れ て い る と い う こ

と で あ る 。 さ す が に 、 こ こ ま で お り て く る と 、 そ の 法 を ロ ー マ 法 の 曾 孫 な

ど と 形 容 す る の は は ば か ら れ る が 、い ず れ に し て も 、ロ ー マ 法 の 長 い 影 が 、

うす い な が ら も 、 お そ ら く そ の あ た り ま で と ど い て い る の で あ ろ う 。

つ ぎ に 、 研 究 に つ い て 言 え ば 、 二 〇 世 紀 以 後 に は 、 法 典 編 纂 と の か か わ

り を す て て 、 純 粋 に 学 問 的 に 、 古 代 ロ ー マ と い う 時 代(と り わ け 、 法 学 の

最 盛 期 で あ る 後 二 ～ 三 世 紀 の 古 典 期)の 法 の 実 像 ・姿 を 見 き わ め よ う 、 と

す る ロ マ ニ ス トの 動 き が 強 ま っ て き て い る 。 古 典 法 を 再 構 成 す る た め に 、

ロ ー マ 法 学 者 が 、 生 粋 の ロ ー マ 人 の 民 族 精 神 に 由 来 す る 要 素 以 外 の も の や

色 調 を 不 純 な も の と し て 排 除 し よ う と す る 、 い わ ゆ る 「イ ン テ ル ポ ラ ー テ

ィ オ ー 狩 り 」 に 精 を だ し た 時 期 も あ っ た が 、 昨 今 で は 、 の こ さ れ た 法 資 料

を そ の ま ま 直 視 し て 、 内 容 を 読 み と る 地 味 な 作 業 が つ づ け ら れ て い る 。 ロ

ー マ 法 は 、 よ う や く 、 法 の 歴 史 学 、 歴 史 学 の な か の 法 学 へ と 、 最 終 的 に た

ち も ど っ た の で あ る 。

最 後 に 、 教 育 に つ い て 言 え ば 、 古 代 ロ ー マ を 祖 国 に も つ イ タ リ ア で は 、

各 大 学 に 計 五 〇 を こ え る ほ ど の ロ ー マ 法 講 座 が 継 持 さ れ て い て 、 多 く の ロ

マ ニ ス ト ・ス タ ッ フ に よ っ て 講 座 の 数 の 数 倍 も の ロ ー マ 法 関 連 の 講 義 が な

さ れ て い る こ と が 示 す よ う に 、 こ の 国 は 古 代 ロ ー マ の 法 の 栄 光 の あ と を し

っ か り と と ど め て い る 。 一 方 、 ド イ ツ で は 、 か つ て の ロ ー マ 法 全 盛 の 状 況

へ の 反 動 か ら か 、 法 教 育 に お け る ロ ー マ 法 教 育 の ウ ェ イ ト は 低 下 し て き て

い る 。 と こ ろ が 、 東 ヨ ー ロ ッ パ の 国 々 で は 、最 近 に な っ て の こ と で あ る が 、

ヨ ー ロ ッ パ の 統 合 に と も な い 、 西 洋 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ ー の 構 成 要 素 の 一

つ で も あ る ロ ー マ 法 と い う 歴 史 的 文 化 遺 産 を 自 国 の な か に と り い れ よ う と

し て 、 ロ ー マ 法 研 究 の 教 育 に 力 が そ そ が れ て い る よ う で あ る 。 こ れ は 新 し

い 流 れ で あ る 。

(4)そ れ で は 、 私 た ち の ニ ー 世 紀 が す す ん で い く な か で 、 ロ ー マ 法 と い

う も の は ど の よ う な 位 置 づ け を 法 世 界 の な か に 与 え ら れ る こ と に な る の で

あ ろ う か?言 う ま で も な く 、 ロ ー マ 法 は 、 西 洋 の 古 典 古 代 文 化 の 一 翼 を

に な う 、 い わ ば 「過 去 形 」 の も の と し て 、 歴 史 性 の 豊 か な 学 識 で あ る の と

同 時 に 、 中 世 か ら 近 代 に い た る ま で の そ れ ぞ れ の 時 代 に お い て 、 そ れ ぞ れ

に 、 い わ ば 「現 在 形 」 に お い て 、 と き に は 法 の 進 化 ・発 展 を つ き う こ か し

て き た 不 思 議 な 存 在 で あ る 。こ の よ う な 歴 史 の な か の 法 学 識 と い う も の は 、
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西 洋 古 典 の 一 分 肢 を な す も の と し て 、 地 味 で は あ る が 、 永 遠 の 生 命 を 約 束

さ れ た 叡 智 で あ る 。 人 は 、 歴 史 的 存 在 で あ る 以 上 、 歴 史 と と も に 生 き る か

ら で あ り 、 し か も 、 私 た ち 日 本 人 は 、 ア ジ ア の 人 々 と し て は 異 例 の こ と で

あ る が 、 近 代 以 後 、 西 洋 世 界 と そ の 根 源 の と こ ろ に 異 常 な ま で に 興 味 の ま

な ざ し を な げ か け て い る か ら で あ る 。 「ロ ー マ 」 ブ ー ム が い ま も な お こ の 日

本 で 健 在 で あ る こ と が そ の 証 明 と な ろ う。 こ れ に 対 し て 、 実 学 と し て の ロ

ー マ 法 学 の 神 通 力 は 、 こ の 七 〇 〇 年 ほ ど の あ い だ に す り へ っ て き た 。 し か

し 、 二 〇 世 紀 末 か ら 今 世 紀 の 初 頭 に か け て の ヨ ー ロ ッ パ 統 合 の 進 展 と と も

に 、 古 代 に ヨ ー ロ ッ パ 地 域 を ま と め あ げ た ロ ー マ 法 と り わ け 、 そ の 結

晶 で あ る ユ 帝 法 典 の 力 量 が あ ら た め て 評 価 さ れ 、 ヨ ー ロ ッ パ 共 同 体 全

体 に 普 遍 的 に 通 用 す る 法(新 し い 意 味 で の 「ユ ー ス ・ コ ン ム ー ネ(jUS

commune)」)を 編 み だ す さ い に 、ロ ー マ 法 的 な も の の 考 え か た や そ の 制 度

を 参 照 し 、 参 考 に す る 可 能 性 の 芽 も 生 ま れ て き た の で は な か ろ う か 。 こ の

さ い 、 肌 あ い が ち が い な が ら も 、 そ れ ぞ れ 立 派 に 成 長 し て き た 大 陸 法 と 英

米 法 と を 高 い 次 元 に お い て 統 合 す る だ け の パ ワ ー と ス テ イ タ ス を 備 え て い

る 法 は 、 ロ ー マ 法 以 外 に は 存 在 し な い こ と を ぜ ひ 想 起 し て 頂 き た い も の で

あ る 。

(B)西 ヨ ー ロ ッ パ と ロ ー マ 法

(1)ま ず 、 「西 ヨ ー ロ ッ パ と ロ ー マ 法 」 に か ん し て 、 全 体 の 流 れ を 概 観

す る 。 西 ヨ ー ロ ッ パ 諸 国 の う ち で 、 か つ て 古 代 ロ ー マ の 支 配 下 に 組 み い れ

ら れ た 経 験 を も つ 国 々 は 数 多 い(地 図 は 「付 録 」(別 送 の も の)に 収 め ら れ

て い る)。 そ の 支 配 下 に あ っ た そ れ ぞ れ の 地 域 の 人 々 は 、ロ ー マ 市 民 権 を 与

え ら れ て い な か っ た 関 係 で(も ち ろ ん 、 例 外 的 に そ れ を 保 有 し て い る 人 は

い る)、 属 人 法 主 義 の ル ー ル に よ っ て 、そ の ま ま 固 有 の 慣 習 や 法 に よ っ て 生

き る こ と を ロ ー マ 当 局 か ら 認 め ら れ て い た 。 そ の よ う な わ け で 、 ロ ー マ 帝

国 全 土 の 法 が ロ ー マ 法 一 色 で ぬ りつ ぶ さ れ た 、 と い う わ け で は な い 。 そ れ

で も 、 紀 元 後 ニ ー 二 年 の カ ラ カ ッ ラ の 勅 法 に よ っ て 、 帝 国 内 の ほ と ん ど す

べ て の 住 民 に ロ ー マ 市 民 権 が 一 括 付 与 さ れ て か ら は(こ れ は 、 恩 恵 を ほ ど

こ す 、 と い う よ り も 、 税 を と る た め で あ っ た 、 と も 言 わ れ て い る)、 法 適 用

の う え で 属 人 法 主 義 と 属 地 法 主 義 を 区 別 す る 実 益 が な く な っ た 。も っ と も 、

そ れ は タ テ マ エ 上 の 話 で あ っ て 、 ホ ン ネ で は 、 従 来 の 伝 統 に し た が っ て 、

そ れ ぞ れ の 地 域 に 固 有 な 法 ル ー ル が あ い か わ ら ず そ の 地 域 の 人 々 の 法 生 活

を 実 質 的 に は 支 配 し て い た よ う に 思 わ れ る 。 と こ ろ で 、 ロ ー マ 帝 国 が 最 盛

期 を す ぎ る と 、 北 や 東 の 方 面 か ら 、 ゲ ル マ ン 人 の 各 部 族 が 、 波 状 的 に 西 ロ

ー マ の 領 域 に 入 り こ み 、 そ れ を 順 次 収 奪 し て い き 、 最 終 的 に は 、 四 七 六 年

に 西 ロ ー マ の 支 配 権 は ゲ ル マ ン 人 の 手 に お ち 、 そ の 後 、 ヨ ー ロ ッ パ の 大 陸

部 分 の ほ と ん ど の 地 域 は 、 か つ て 支 配 者 側 に あ っ た 多 数 の ロ ー マ 系 市 民 を
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服 属 さ せ る か た ち で 、 新 来 の ゲ ル マ ン 人 が 支 配 す る と こ ろ と な っ た 。 ゲ ル

マ ン 人 も 、 ロ ー マ 人 と 同 じ よ う に 、 支 配 者(ゲ ル マ ン 人)側 に た つ 人 の た

め に は 慣 習 法 中 心 の ゲ ル マ ン 法 を 、 そ し て 被 支 配 者 用 に は ロ ー マ 法 を 、 と

い う よ う に 、 二 重 構 造 方 式 を 採 用 す る こ と が 多 か っ た が 、 そ こ で 通 用 す る

ロ ー マ 法 の レ ヴ ェ ル は 、い く ら 卑 俗 化 を こ う む っ て 下 降 し て い た と し て も 、

そ れ な り の も の で あ っ た 。 こ こ に は 、 法 学 と い う よ う な 立 派 な 学 問 や 学 識

な ど 育 つ は ず も な い が 、 そ れ で も 、 法 を 日 常 生 活 の 段 階 で 扱 う 法 の 専 門 家

(た と え ば 、現 代 の 司 法 書 士 に あ た る よ う な パ ー ソ ナ リ テ ィ ー)は そ れ な り

に 必 要 で あ っ た の で 、 ロ ー マ 法 は ゲ ル マ ン 人 の 支 配 下 の ロ ー マ 人 の 法 社 会

の な か で 、 細 々 と で は あ る が 、 生 き つ づ け て い た は ず で あ る 。 実 際 の と こ

ろ 、 法 制 度 や 法 慣 行 は 、 固 い 、 ね ば っ こ い 地 盤 を も っ て い る の で 、 政 治 体

制 や 社 会 が 変 化 し て も 、 容 易 に は 解 体 さ れ な い(公 法 の 部 門 で は 、 政 治 と

直 結 し て い る の で 、 そ れ ら の 動 き は は や い が 、 私 法 部 門 で は 、 そ う で は な

い の で あ る)。 彼 ら の 手 で 、 地 道 に 、 古 代 ロ ー マ 法 の 伝 統 は う け つ が れ 、 守

り そ だ て ら れ て い た よ う に 思 わ れ る 。 こ こ ま で は 、 法 の 進 化 と 衰 退 の 一 般

的 モ デ ル に し た が っ た 、 い わ ば 自 然 の 流 れ に な っ て い る の で あ る が 、 し か

し 、 一 二 世 紀 こ ろ に な っ て く る と 、 不 思 議 な 現 象 が お き る 。 そ れ は 、 「一 二

世 紀 の ル ネ ッ サ ン ス 」 と も 名 づ け ら れ る 文 化 運 動 の 一 環 と し て 生 じ た こ と

な の で あ る が 、古 典 古 代 文 化 全 般 へ の 憧 影 が 強 ま り 、時 代 の 枠 を こ え て 「古

典 」 と い う も の の 再 生 へ の 取 組 み が 各 方 面 で 見 ら れ る よ う に な っ た の で あ

る 。 法 の 分 野 で は 、 古 代 ロ ー マ の ユ 帝 法 典 の 読 み 解 き と そ の 研 究 が は じ ま

り 、 そ れ が 、 法 科 大 学 と し て の 、 世 界 最 古 の ボ ロ ー ニ ャ 大 学 を 生 み だ す こ

と に な る 。 ヨ ー ロ ッ パ 各 地 か ら 、 数 百 人 単 位 で 、 エ リ ー ト候 補 の 人 材 が イ

タ リ ア の ボ ロ ー ニ ャ に ロ ー マ 法 を 学 ぶ た め に 結 集 し 、 ド ク タ ー の 称 号 を え

て そ の 大 学 を 卒 業 し た 彼 ら は 、 母 国 で 重 要 な ポ ス ト を 占 め る よ う に な る と

と も に 、 し ば し ば そ こ に ボ ロ ー ニ ャ 型 の 大 学 を つ く り だ す き っ か け を つ く

る 。 こ の よ う に し て 、 大 陸 ヨ ー ロ ッ パ の 各 地 に ロ ー マ 法 の 学 識 が 広 ま り 、

そ れ が そ の 地 の 法 実 務 に も 大 き な 影 響 を お よ ぼ す よ う に な り 、ロ ー マ 法 は 、

ヨ ー ロ ッ パ に 華 麗 に 再 生 す る の で あ る 。ロ ー マ 法 学 の 歩 み を フ ォ ロ ー す る 、

と い う と き 、 中 世 以 後 の 歩 み が と り わ け 現 代 に と っ て 重 要 に な っ て く る の

は そ の せ い で あ る 。 以 下 に 、 時 代 別 に ロ ー マ 法 学 の 進 展 の 姿 を あ と づ け て

み よ う 。

(2)(a)五 世 紀 に お け る 西 ロ ー マ の 「滅 亡 」 か ら 、(c)で 扱 う一 一 世 紀

こ ろ ま で の 六 〇 〇 年 間 に つ い て 見 て み る と 、 古 典 期 が 築 き あ げ た 高 度 の 法

文 化 は 、 す で に 滅 亡 前 の 時 期 に お い て 急 激 に 水 準 を 下 げ て い た が 、 西 ロ ー

マ の 崩 壊 に よ り 、 ロ ー マ 人 が 国 家 の 主 人 公 で あ る こ と を や め て か ら は 、 そ

の 傾 向 は さ ら に 強 く な る 。
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西 ロ ー マ(帝 国 西 部)に お け る 法 の 最 後 の 輝 き は 、 そ の い わ ゆ る 「滅 亡 」

よ り 少 し ま え の 四 三 九 年 に 東 西 ロ ー マ に 共 通 に 施 行 さ れ る よ う に な っ た

『テ オ ド シ ウ ス 法 典(勅 法 彙 纂)』 の 成 立 で あ る 。 こ の 法 典 は 、 東 ロ ー マ の

皇 帝 テ オ ド シ ウ ス ニ 世 に よ っ て 編 ま れ た も の で あ る が 、 こ れ は 、 西 ロ ー マ

に お い て も 、 ワ レ ン テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス 三 世 に よ り 、 勅 法 を ま と め あ げ た 基

本 的 な 法 典 と し て う け い れ ら れ た か ら で あ る 。 し か し 、 こ の 皇 帝 が 嘆 い て

い る よ う に 、 西 ロ ー マ の 法 生 活 は 、 法 学 識 者 を は じ め と し て 、 法 に た ず さ

わ る 者 の 水 準 が 低 下 し て し ま っ た の で 、 立 派 な 法 典 が ほ と ん ど 消 化 さ れ る

こ と は な か っ た 。 法 ・法 学 は 国 力 の 充 実 に よ っ て は じ め て 支 え ら れ る の で

あ る が 、 西 ロ ー マ は 、 三 五 〇 年 か ら は じ ま っ た 北 方 の ゲ ル マ ン 人 の 各 分 派

の 波 状 的 な 攻 勢 に さ ら さ れ て 、 守 勢 に た た さ れ 、 支 配 圏 を せ ば め ら れ て い

っ た の で 、 法 の 全 般 的 な 退 潮 現 象 は さ け ら れ な い も の と な っ て い た 。 こ こ

で 、 新 興 勢 力 で あ る ゲ ル マ ン 人 の 動 向 を 見 て お こ う 。 ① 第 一 波 と し て 、 西

ゴ ー ト族 は 、 す で に 四 世 紀 の は じ め に 、 ア ラ リ ッ ク 王 に ひ き い ら れ て 西 方

に 移 動 し は じ め 、 イ タ リ ア に ま で 侵 入 し て く る 。 こ れ を う け て 、 ミ ラ ノ に

首 都 を お い て い た 西 ロ ー マ 政 府 の 首 都 は 、 東 海 岸 の ラ ヴ ェ ン ナ に 移 さ れ た

が 、 そ れ は 、 外 圧 を さ け る た め の 措 置 で あ っ た 。 そ し て 、 四 一 〇 年 に は 、

永 遠 の 都 ・ロ ー マ 市 は 彼 ら に よ っ て 掠 奪 さ れ る 。 し か し 、 彼 ら は 、 す ぐ に

ロ ー マ を は な れ 、 南 西 ガ ッ リ ア(フ ラ ン ス)に 移 動 し 、 四 一 五 年 に 、 ロ ー

マ と の 条 約 に よ り 、 ロ ー マ の 領 域 内 に 「西 ゴ ー ト 王 国 」 と い う 国 家 を う ち

た て る こ と に 成 功 し た 。 ② 第 二 波 と し て 、 ヴ ァ ン ダ ル 族 は 、 そ の ガ ッ リ ア

を つ き ぬ け て 、 西 ゴ ー ト 支 配 下 の ス ペ イ ン に ま で 進 出 し 、 さ ら に 、 ジ ブ ラ

ル タ ル 海 峡 を わ た っ て 、北 ア フ リ カ に 到 達 し 、そ こ に ロ ー マ の 承 認 の も と 、

四 一 九 年 に 「ヴ ァ ン ダ ル 王 国 」 と い う 国 家 を つ く り あ げ る 。 彼 ら は 、 四 五

五 年 に は 、 南 か ら 、 海 峡 を わ た っ て イ タ リ ア に 進 攻 し て 、 ロ ー マ 市 を 掠 奪

し て い る 。 ③ 第 三 波 と し て 、 東 ガ ッ リ ア に は 、 四 四 三 年 に 、 ブ ル グ ン ド族

が 、 同 じ よ う に し て 「ブ ル グ ン ド 王 国 」 と い う 国 家 を つ く っ た 。 そ し て 、

つ い に 、 四 七 六 年 に 、 ゲ ル マ ン 人 傭 兵 隊 長 で あ っ た オ ド ワ ケ ル に よ っ て 西

ロ ー マ 最 後 の 皇 帝 ロ ー ム ル ス ・ア ウ グ ス ト ゥ ル ス が 退 位 に お い こ ま れ 、 こ

こ に 西 ロ ー マ は 滅 び さ る の で あ る(も っ と も 、 帝 国 は 、 ゲ ル マ ン 人 で あ る

新 支 配 者 の 側 か ら 、 タ テ マ エ 上 は 、東 ロ ー マ 帝 国 に 返 還 さ れ る)。 こ の よ う

に し て 、 俗 権 と し て の そ れ ま で の 西 ロ ー マ 国 家 は 消 え さ っ た が 、 そ の 一 方

で 、 ロ ー マ の 町 に 根 を お ろ し て い た キ リ ス ト教 教 会 と い う 聖 権 は 、 強 力 な

外 圧 の な か で も 健 在 で あ り 、 そ の 統 治 機 構 は 、 世 俗 政 治 の 空 白 部 分 を う め

る か の よ う に 、 純 粋 の 国 家 機 構 に ひ け を と ら な い ほ ど の ス ケ ー ル も の へ と

成 長 し は じ め る 。 こ こ で は 、世 俗 法 と し て の ロ ー マ 法 に 対 応 す る 教 会 法 が 、

国 家 の 、 世 俗 法 で あ る 統 治 法 と し て 、 形 成 さ れ て い く こ と に な る が 、 こ れ
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は 、 は る か 後 代 に お け る 教 会 法 体 系 の 確 立 へ の 出 発 点 と な る((F)の 記 述

を 参 照)。 ④ 西 ロ ー マ の 「滅 亡 」 後 に 、 第 四 波 の 東 ゴ ー ト族 が イ タ リ ア に 入

り 、 そ し て 、 西 ロ ー マ 皇 帝 を 廃 位 に お い こ ん で イ タ リ ア の 支 配 者 と な っ て

い た 傭 兵 隊 長 ・オ ド ワ ケ ル を 打 倒 し て 、 ラ ヴ ェ ン ナ を 首 都 と す る 「東 ゴ ー

ト 王 国 」 を つ く る 。 ⑤ 第 五 波 の サ リ ー 系 フ ラ ン ク 族 は 、 ク ロ ー ヴ ィ ス の 指

導 の も と に 、 四 八 六 年 に 、 現 在 の フ ラ ン ス の ソ ワ ソ ン を 首 都 と し て 、 ゲ ル

マ ン 民 族 国 家 の な か で 最 強 の 「フ ラ ン ク 王 国 」 を つ く る 。 の ち に 首 都 は パ

リ に 移 っ た 。 ⑥ 第 六 波 の ラ ン ゴ バ ル ド族 は 、 イ タ リ ア 半 島 に 進 入 し 、 五 五

四 年 に 、 第 四 波 の 侵 入 者 で あ っ た 東 ゴ ー ト族 を 打 倒 し て そ の ロ ー マ の 故 地

を と り も ど し て い た 東 ロ ー マ 帝 国 を 支 配 を 終 わ ら せ る 。 こ れ で 、 二 〇 〇 年

に わ た る 民 族 大 移 動 時 代 は ほ ぼ 終 わ り 、 ヨ ー ロ ッ パ は 新 し い 時 代 に 入 る 。

余 談 に な る が 、 こ の よ う に し て 成 立 し た ゲ ル マ ン 人 主 導 型 の 、 ヨ ー ロ ッ パ

の か た ち は 、 ニ ー 世 紀 の 現 代 に お い て も 温 存 さ れ て い る 。 ゲ ル マ ン 人 に よ

っ て 支 配 さ れ る 側 に お い や ら れ た 、 多 種 類 の 民 族 的 ・文 化 的 由 来 を も つ 、

無 数 の ヨ ー ロ ッ パ の 人 々 の 反 撃 が 眼 に 見 え る か た ち を と る の は い つ の こ と

で あ ろ う か 。 筆 者 と し て は 、 強 者 ・ ゲ ル マ ン 人 に よ っ て の み こ ま れ て い っ

た こ れ ら の 人 々 の 固 有 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ ー が こ れ か ら さ き 失 な わ れ る こ

と が な い よ う に 、 願 っ て い る 。

(b)か つ て の 西 ロ ー マ の 領 域 内 に 形 成 さ れ た ゲ ル マ ン 人 の 国 家 は 、 圧 倒

的 多 数 の ロ ー マ 人 を 支 配 下 に お さ め た が 、 一 般 的 に 、 彼 ら は 、 支 配 者 と な

っ て も 、そ の ロ ー マ 人 に そ れ ぞ れ の 部 族 に 固 有 の ゲ ル マ ン 人 の 法(慣 習 法)

を お し つ け る こ と は せ ず 、 ロ ー マ 人 に は 「ロ ー マ 人 法 」 を 制 定 し 、 そ の 一

方 で 、 支 配 者 で あ る ゲ ル マ ン 人 自 身 に は 、 ロ ー マ 人 の 言 語 で あ る ラ テ ン 語

で 記 さ れ た 部 族 法 典 を つ く り だ す 、 と い う や わ ら か い 政 策 を と っ た 。 も と

も と 不 文 の 慣 習 法 の 世 界 に 生 き て き た ゲ ル マ ン 人 た ち が 成 文 法 の 象 徴 で あ

る 法 典 を つ く り だ す こ と に 熱 心 で あ っ た の は 、 と て も 興 味 ぶ か い 現 象 で あ

る 。 法 典 と い う も の が 文 明 つ ま り 、 ロ ー マ 的 な 統 治 体 系 の 象 徴 だ

っ た か ら で あ ろ う か 。 も っ と も 、 四 七 五 年 こ ろ に 西 ゴ ー ト王 ・エ ウ リ ッ ク

が 公 布 し た 『エ ウ リ ッ ク の 法 典 』 は 、 さ き の 一 般 的 傾 向 に 反 し て 、 ゲ ル マ

ン 人 に も ロ ー マ 人 に も 適 用 さ れ た 。 こ れ は ロ ー マ 法 の 流 れ に 属 す る と こ ろ

を も つ 立 法 作 品 で あ り 、 ゲ ル マ ン 人 の 慣 習 を 記 録 し 、 成 文 化 し た だ け の も

の で は な く 、 さ ら に 進 ん で 、 王 の 勅 法 も 集 め た も の で あ る 。 六 世 紀 の は じ

め に は 、 ゲ ル マ ン 人 の 支 配 下 に あ る ロ ー マ 人 を タ ー ゲ ッ ト と し た ロ ー マ 人

法 典 が 三 つ 登 場 す る 。 第 一 は 、 東 ゴ ー ト の テ オ ド リ ッ ク 大 王 に よ っ て 制 定

さ れ た 『テ オ ド リ ッ ク の 告 示 』 で あ り 、 こ れ は 五 〇 〇 年 こ ろ の 作 品 で あ る 。

こ れ も 、 ゲ ル マ ン 人 に も ロ ー マ 人 に も 適 用 さ れ る 法 典 で あ る 点 に 大 き な 特

徴 が あ る 。 法 の 素 材 は 、 ほ と ん ど 、 旧 来 の ロ ー マ 法 の 法 規(勅 法)や 法 学
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説 か ら と ら れ て い る の で 、『エ ウ リ ッ ク の 法 典 』 の 場 合 と 同 じ よ う に 、 ゲ ル

マ ン 人 に よ っ て 生 み だ さ れ た と は い え 、 こ れ も 立 派 な ロ ー マ 法 系 の 産 物 で

あ る 。 第 二 は 、 ブ ル グ ン ド 王 ・ グ ン ドバ ー ド に よ る 、 二 つ の 法 典 で あ る 。

一 つ は
、 『ブ ル グ ン ド法 典 』 で 、 ブ ル グ ン ド 人 用 の も の で あ る 。 こ れ に も ロ

ー マ の 立 法 作 品 の 影 響 が 見 ら れ る 。 も う 一 つ は 、 五 〇 〇 年 こ ろ の 『ブ ル グ

ン ド の ロ ー マ 人 法 』 で あ る 。 後 者 は 、『テ オ ド リ ッ ク の 告 示 』 と 同 じ よ う な

な り た ち の も の で 、 こ れ も ロ ー マ 法 系 の 産 物 で あ る 。 第 三 は 、西 ゴ ー ト 王 ・

ア ラ リ ッ ク ニ 世 が 、 五 〇 六 年 に 、 前 四 七 五 年 こ ろ の 『エ ウ リ ッ ク の 法 典 』

の あ と を う け て 、 今 度 は 、 ス ペ イ ン と 南 フ ラ ン ス で 支 配 下 に お い て い る ロ

ー マ 人 の た め に 発 布 し た 『西 ゴ ー ト の ロ ー マ 人 法(ア ラ リ ッ ク 抄 典)』 で あ

る 。 こ れ に は 、『テ オ ド シ ウ ス 勅 法 彙 纂 』 か ら の 抜 粋 、 そ の 後 に 発 布 さ れ た

勅 法 、そ れ か ら 、 法 学 説 の 抜 粋 な ど を お さ め る も の で 、 『テ オ ド リ ッ ク の 告

示 』 や 『ブ ル グ ン ド の ロ ー マ 人 法 』 の 場 合 よ り も 広 い 範 囲 か ら 、 そ れ ま で

の ロ ー マ 人 法 な ど の 立 法 の 成 果 が と り い れ ら れ て お り 、 か な り の 水 準 の も

の で あ る 。 そ し て 、 こ れ は 、 ご く 大 ま か に 言 う な ら ば 、 後 述 す る よ う に 、

一 二 世 紀 の イ タ リ ア に 眞 正 ・純 粋 の ロ ー マ 法 が ま ず 文 献 資 料 と し て 復 活 す

る ま で の 長 い あ い だ 、 西 ロ ー マ の 旧 領 に お い て 、 か つ て の ロ ー マ 法 の 栄 光

を 旧 ロ ー マ 世 界 に と ど め る 現 行 法 典 と し て 長 く 生 き つ づ け る こ と に な っ

た 。 こ れ は 六 世 紀 か ら 一 一 世 紀 ま で の 長 い あ い だ 効 力 を も ち つ づ け た ロ ー

マ 法 も っ と も 、 一 世 紀 ほ ど ま え か ら 、 卑 俗 化 し は じ め た 低 レ ヴ ェ ル の

も の の 代 表 的 な 所 産 と 考 え て よ か ろ う 。 ゲ ル マ ン 人 と ロ ー マ 人 の 双 方

に 適 用 さ れ る 属 地 法 と し て 、 法 典 の か た ち で 六 五 四 年 に 制 定 さ れ た 『レ ッ

ケ ス ヴ ィ ン ト の 西 ゴ ー ト 人 の 法 典 』 が そ の 流 れ を く む 。 し か し 、 西 ゴ ー ト

も ブ ル グ ン ド も 支 配 下 に お さ め た 最 強 の ゲ ル マ ン 人 で あ る フ ラ ン ク は 、 属

人 法 主 義 を と っ た の で は 、 ふ た た び 事 情 は か わ る 。 他 方 で 、 栄 光 あ る ロ ー

マ 法 の 遺 産 と は 無 関 係 に 、 そ れ ま で 口 頭 で 伝 承 さ れ て き た ゲ ル マ ン 慣 習 法

を 成 文 化 し 、 ま と め る 法 典 が 続 々 と 登 場 す る 。 第 一 の も の と し て 、 五 六 八

年 に イ タ リ ア に 進 入 し た ラ ン ゴ バ ル ド族 は 、 パ ヴ ィ ア に 首 都 を お い た が 、

六 四 三 年 に 『ロ ー タ リ 王 の 告 示 』 を 公 布 す る(こ れ ま で は 法 典 に は 〈lex>

[法 律]と い う 命 名 が あ っ た が 、 こ の 「告 示(edictum)」 と い う の は 、 ラ

ン ゴ バ ル ド王 が 、 独 立 王 で は な く 、 「東 ロ ー マ 帝 国 の 総 督 」 と い う ス テ イ タ

ス し か も た な い 仕 組 み(タ テ マ エ)の も と で 成 立 し た た め に そ の よ う に な

っ て い た だ け の こ と で あ る)。 こ れ は ラ ン ゴ バ ル ド人 の 法 慣 習 を 採 録 し た も

の で あ る 。 そ の 後 、 八 世 紀 の は じ め に 、 『リ ウ トプ ラ ン ト 王 の 付 加 王 令 』 が

作 成 さ れ た 。 つ づ い て 、 最 後 に 歴 史 の 表 舞 台 に 登 場 し た ゲ ル マ ン 部 族 の 一

派 に 属 す る フ ラ ン ク 族 は 、 六 世 紀 に 西 ゴ ー ト族 と ブ ル グ ン ド 族 を 滅 ぼ し て

広 大 な ガ ッ リ ア 全 土 を 支 配 し た あ と 、 八 世 紀 に は イ タ リ ア の ラ ン ゴ バ ル ド
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族 も 打 倒 す る こ と に 成 功 し た が 、 彼 ら は 、 既 存 の 『ロ ー マ 人 法 』 を 利 用 し

て 、 属 人 法 主 義 を つ ら ぬ い た 。 そ の 一 方 で 、 六 世 紀 の は じ め に つ く ら れ た

『サ リ カ 法 典 』と 七 世 紀 前 半 に つ く ら れ た 『リ ブ ア リ ア 法 典 』 と に お い て は 、

そ の 当 時 、 ゲ ル マ ン 系 の 諸 国 家 の な か で 最 大 の 勢 力 を 誇 っ て い た フ ラ ン ク

族 の 慣 習 が 採 録 さ れ て い る 。 こ れ は ゲ ル マ ン 部 族 法 典 の な か で も っ と も 重

要 な も の と し て 名 高 い 。 こ れ ら は 、 ロ ー マ 法 の 影 響 か ら は な れ た 、 い か に

も ゲ ル マ ン 的 な 要 素 を も つ 立 法 作 品 で あ る 。 も っ と も 、 法 典 と い う 形 式 に

お い て ラ テ ン 語 で 記 さ れ て い る と こ ろ に 、 ロ ー マ 的 な 伝 統 は う け つ が れ て

い る 。 支 配 者 集 団 サ イ ド の 法 に か ん す る か ぎ り 、 ロ ー マ 法 は 、 こ こ に ほ ぼ

完 全 に 克 服 さ れ た の で あ る 。 あ ら た に 支 配 さ れ る 側 に ま わ っ た ラ ン ゴ バ ル

ド 人 に は ラ ン ゴ バ ル ド法 が 、 そ し て 、 も と も と の 被 支 配 者 で あ っ た ロ ー マ

人 に は ロ ー マ 法 が 、 そ れ ぞ れ 属 人 主 義 の プ リ ン シ プ ル に よ っ て 適 用 さ れ た

の で 、 相 対 的 に は 、 ロ ー マ 法 に は む し ろ 息 を ふ き か え す と こ ろ が あ っ た 、

と も 言 え る 。 な お 、 ロ ー マ の 支 配 が 薄 く し か も 弱 か っ た イ ギ リ ス で は 、 同

じ ゲ ル マ ン 部 族 の 一 派 で あ る ア ン グ ロ ・サ ク ソ ン 族 の 法 典 が 七 世 紀 は じ め

か ら 一 〇 世 紀 は じ め に か け て 順 次 制 定 さ れ る が 、 こ こ に は ロ ー マ 法 の 影 響

は ほ と ん ど な い(キ リ ス ト教 へ の 改 宗 に よ っ て 、 教 会 経 由 で ロ ー マ 的 な 要

素 も い く ら か は と り い れ ら れ た が)。 大 陸 の 部 族 法 典 が ラ テ ン 語 で 起 草 さ れ

て い る の に 対 し て 、 こ れ ら が 、 古 い ゲ ル マ ン 語 で あ る 古 代 英 語 に よ っ て 起

草 さ れ て い る の も 、 そ の 特 徴 の 一 つ で あ る 。

と こ ろ で 、 六 世 紀 こ ろ ま で は 、 征 服 者 と 被 征 服 者 と が ま っ た く ち が っ た

文 化 ・伝 統 を も っ て い る 場 合 、 こ れ ら が べ つ べ つ の 法 に し た が う 、 と い う

や り か た(属 人 主 義)が 支 配 的 で あ っ た が 、 征 服 者 側 の ゲ ル マ ン 人 が い っ

そ う 成 熟 す る に つ れ て 、 ゲ ル マ ン 人 の 慣 習 法 は し だ い に 成 文 化 さ れ 、 し か

も 、 成 文 化 の 過 程 で 、 彼 ら か ら す れ ば 高 い 水 準 の ロ ー マ 法 を 参 考 に す る 分

野 も 生 じ て き て い る 。 ま た 、 彼 ら の 慣 習 法 が そ も そ も 予 想 ・予 定 し て い な

い よ う な 法 関 係 に お い て は 、 ロ ー マ 法 の 既 存 の シ ス テ ム を 借 用 す る 方 が 効

率 的 で あ っ た に ち が い な い 。 八 世 紀 段 階 に な る と 、 ロ ー マ 法 が ゲ ル マ ン 法

本 体 へ と 浸 透 し て い く 過 程 が 進 行 す る 。 そ し て 、 最 終 的 に は 、 ロ ー マ 法 的

な 加 工 を ほ ど こ し た ゲ ル マ ン 法 が す べ て の 住 民 に 対 し て 適 用 さ れ る ケ ー ス

も 生 ず る よ う に な る 。 つ ま り 、 属 人 法 主 義 が 、 属 地 法 主 義 へ と 移 行 し て い

く 素 地 が 生 み だ さ れ る わ け で あ る 。 ち な み に 、 属 人 主 義 か ら 属 地 法 主 義 へ

と 潮 流 が か わ っ て い っ た の は 、 一 〇 世 紀 こ ろ と さ れ て い る 。 こ の よ う に し

て 、 現 代 の ヨ ー ロ ッ パ の 法 は 、 先 行 す る ロ ー マ 法 と 後 発 の ゲ ル マ ン 法 と が

独 特 の か た ち で 融 合 し て で き あ が っ た 作 品 で あ る 。 両 者 が 、 古 い ・新 し い

と い っ た 前 後 関 係 だ け に た っ て い な い と こ ろ が 、 注 目 点 で あ る 。

(c)以 上 は 、 ロ ー マ の 故 地 で あ る イ タ リ ア 半 島 の 周 辺 に ひ ろ が る 、 か つ
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て の 広 大 な ロ ー マ の 属 州(一 種 の 植 民 地)に お い て ロ ー マ 法 な い し は ロ ー

マ 法 文 化 が た ど っ た 下 降 の 運 命 に つ い て の 話 で あ る 。 す で に 、 西 ロ ー マ 帝

国 が そ れ な り に 健 在 で あ っ た 時 期 に お い て も 、 「卑 俗 化 」現 象 に よ っ て 古 典

法 の 水 準 は 失 わ れ て し ま っ て い た が 、 そ れ で も 、 そ の 水 準 の ロ ー マ 法 が 、

ロ ー マ 人 法 を 具 体 化 し て い る 法 典 の な か に 流 れ こ ん で 、 時 の 支 配 者 の 庇 護

の も と に 後 代 に う け つ が れ て い っ た こ と は 、 ロ ー マ 法 の 歴 史 に と っ て は 幸

運 で あ り 、 あ り が た い こ と で あ っ た 。 歴 史 上 、 国 が 滅 び る と き 、 支 配 の 道

具 で あ っ た 法 も 法 文 化 も 、 一 体 と し て 滅 び さ る の が 世 の な ら い だ か ら で あ

る 。 他 方 で 、 同 じ よ う に ゲ ル マ ン 人 の 侵 入 を こ う む っ た 古 代 ロ ー マ の 故 地

で あ る イ タ リ ア 半 島 内 で も 、 「ロ ー マ 法 ・イ コ ー ル ・ロ ー マ 人 法 」 と い う 図

式 は か な ら ず も 完 全 に は な り た た な い 。 つ ま り 、 五 五 三 年 に 、 東 ロ ー マ 皇

帝 ・ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス の 軍 は 、 そ れ ま で イ タ リ ア を 支 配 し て い た 東

ゴ ー ト王 国 を 打 倒 し 、 イ タ リ ア 全 土 を ロ ー マ 領 に と り も ど す こ と に 成 功 し

て い た か ら で あ る 。 半 島 内 の ロ ー マ 人 は 、 幸 い に も 、 再 び 支 配 者 の 側 に た

つ こ と に な っ た 。 ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス は 、 五 五 四 年 に 「施 行 法 」 の 制

定 を 通 じ て 『市 民 法 大 全 』 を イ タ リ ア に も 適 用 す る こ と を 定 め た の で 、 イ

タ リ ア は 立 派 に ロ ー マ 法 の 妥 当 す る 地 域 と な っ た わ け で あ る 。 そ の 後 ま も

な く 、五 六 八 年 に 、お く れ て 原 住 地 か ら 移 動 を は じ め た ゲ ル マ ン 人 の 一 派 ・

ラ ン ゴ バ ル ド(ロ ン バ ル ド)族 が イ タ リ ア に 侵 入 し 、 イ タ リ ア 半 島 の 大 半

を 支 配 下 に お さ め た が 、 そ の あ と に も 、 こ の 新 支 配 者 の 力 の お よ ば な い 半

島 中 南 部(ロ ー マ 、 ナ ポ リ 、 シ キ リ ア な ど)と 、 こ れ ま で ど お り東 ロ ー マ

の 総 督 府 の お か れ て い た 、 半 島 東 北 岸 の ラ ヴ ェ ン ナ と に お い て は 、 本 国 の

東 ロ ー マ 帝 国 と の 交 流 が あ り 、 そ の 結 果 、 『市 民 法 大 全 』 の あ る 部 分 は そ の

飛 地 で 効 力 を も ち つ づ け た 。 そ の ラ ヴ ェ ン ナ に は 、 ロ ー マ 法 学 校 の 後 身 と

な る 法 学 校 が 設 立 さ れ た と 思 わ れ る 。 こ の 狭 い テ リ ト リ ー 内 で は 、 ロ ー マ

法 は 死 滅 す る こ と は な か っ た わ け で あ る 。 ま た 、 ラ ン ゴ バ ル ド支 配 下 で も 、

ゲ ル マ ン 法 が 予 想 し て い な か っ た 法 関 係(た と え ば 、 商 取 引)に か ん し て

は 、 ロ ー マ 法 が 用 い ら れ る こ と も あ っ た の で 、 北 イ タ リ ア の 地 域 に お け る

ラ ン ゴ バ ル ド人 の 強 権 的 な 支 配 の も と で も 、 か ろ う じ て ロ ー マ 法 は 生 き の

び る こ と が で き た 。

(C)註 釈 学 派

(1)一 一 世 紀 後 半 に な る と 、 ロ ー マ 法 学 史 に お い て 画 期 的 な 事 態 が イ タ

リ ア で 生 ず る こ と に な る 。 古 代 ロ ー マ 法 学 に つ づ く か た ち で 、「中 世 ロ ー マ

法 学 」 と い う 新 し い 地 平 が ひ ら け る こ と に な っ た か ら で あ る 。 し か も 、 そ

れ は 、 い わ ば ロ ー マ 法 学 の 「発 見 」 と い う 姿 で 、 ま ず 展 開 さ れ る 。 そ の 第

一 弾 が
、 一 二 世 紀 か ら 一 三 世 紀 の な か ば ま で 中 伊 の ボ ロ ー ニ ャ で 栄 え た 註

釈 学 派(glossatores)の 活 動 で あ る(そ の 第 二 弾 は 、 一 三 世 紀 な か ば か ら
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一 六 世 紀 は じ め ま で 栄 え た 後 述 の 註 解 学 派 の 活 動 で あ る)
。復 興 し 、再 生 し

た ロ ー マ 法 学 は 、 ロ ー マ 人 用 の 法 、 と い う 卑 俗 な 形 態 で し か 知 ら れ て い な

か っ た 「ロ ー マ 法 」 の 原 型 に 迫 り は じ め る 。 そ れ に よ り 、 ロ ー マ 法 学 と と

も に ロ ー マ 法 も 再 生 す る の で あ る 。 と こ ろ で 、 同 じ 世 紀 に ボ ロ ー ニ ャ よ り

北 の パ ヴ ィ ア(か つ て の ラ ン ゴ バ ル ド王 国 の 首 都 で 、 の ち に は 、 カ ロ リ ン

グ 朝 イ タ リ ア 王 国 の 宮 廷 裁 判 所 の 所 在 地)に は 、 法 学 校 が あ っ た 。 こ の 大

学 に お い て 、法 学 者 た ち は 、『パ ヴ ィ ア 書 』 の な か に 収 め ら れ て い る ラ ン ゴ

バ ル ド法(そ の 当 時 の 北 イ タ リ ア の 支 配 者 と な っ て い た フ ラ ン ク の 王 お よ

び ドイ ツ 皇 帝 の 勅 令 も そ れ に 含 ま れ る)を 中 心 に 、 法 学 研 究 を 展 開 し て い

た 。 ラ ン ゴ バ ル ド法 の 法 文 に 対 し て 註 釈(glossa)を つ け て い く 彼 ら の 研

究 手 法 は 、 少 し あ と に 登 場 し た ボ ロ ー ニ ャ の 註 釈 学 派 の そ れ と 似 て い る と

こ ろ も あ っ た 。 彼 ら は 、一 〇 七 〇 年 こ ろ に で き あ が っ た 『パ ヴ ィ ア 書 解 説 』

に お い て 、 ロ ー マ 法 も 、 一 般 法 扱 い で 、 多 少 は 参 照 し て い た け れ ど も 、 そ

れ は あ く ま で も 付 随 的 な こ と で あ っ た 。 そ の よ う な わ け で 、 パ ヴ ィ ア の 地

と そ れ と 近 い 位 置 に あ る ボ ロ ー ニ ャ の 地 の あ い だ に は 、 ロ ー マ 法 研 究 に か

ん す る か ぎ り 、 直 接 の 緊 密 な つ な が り は な い 、 と 見 て よ い で あ ろ う 。 ボ ロ

ー ニ ャ の 法 学 者 が 、 身 近 に あ る は ず の 、 ゲ ル マ ン 人 の 、 タ テ マ エ 上 正 規 の

法 で あ る ラ ン ゴ バ ル ド 法 な ど に は 、ほ と ん ど 興 味 を 示 さ な か っ た と こ ろ が 、

ち が う の で あ る 。

(2)と こ ろ で 、 こ の 註 釈 学 派 と い う 言 葉 の な か の 「註 釈 」 と い う の は な

に か 、 と 言 え ば 、 こ れ は 、 あ ら た に そ の 存 在 を 確 認 さ れ た 巨 大 法 典 『学 説

彙 纂 』 の 各 条 文 を は じ め と し て 、『市 民 法 大 全 』 の 他 の 三 部 門 の 法 典 の 構 成

部 分 の 各 条 文 を 記 し た 文 書(写 本)の 欄 外 な ど に こ ま ご ま と く わ え ら れ る

各 種 の コ メ ン ト の こ と で あ る 。そ の 内 容 は 、用 語 の 解 説 、条 文 全 体 の 意 味 ・

意 義 の 説 明 、 関 連 法 文 の 指 示 お よ び そ の 内 容 、 な ど 広 い 範 囲 に わ た る が 、

こ れ は 、 日 本 で か つ て は 有 力 な 法 学 文 献 と し て 君 臨 し て い た 、 あ の 「コ ン

メ ン タ ー ル 」 と い う タ イ トル の 書 物 や 、 六 法 全 書 に つ い て い る 参 照 条 文 指

示 な ど に 示 さ れ て い る よ う な 細 か い 作 業 の 成 果 と 似 た よ う な も の で あ る 。

註 釈 学 派 の 特 徴 を 示 し て み る と 、 以 下 の よ う に な ろ う。

@彼 ら 法 学 者 の 目 標 は 、 当 然 の こ と で あ る が 、 な に よ り も ま ず 、 六 〇 〇

年 以 上 も 前 の 古 代 ロ ー マ の 故 地 イ タ リ ア に 存 在 し た 『市 民 法 大 全 』 の 内 容

全 体 を 知 り 、 読 み 、 理 解 す る こ と に あ っ た 。 二 万 に も な る 数 の 法 条 を 読 み

こ な す こ と に は 、数 十 年 の 時 間 を 必 要 と し た 。 ボ ロ ー ニ ャ の 法 学 者 た ち は 、

研 究 成 果 を た だ ち に 教 育 に 生 か す か た ち で 、 教 育 と 研 究 の 両 面 に お い て 必

死 で 読 み 解 き に と り く ん で い た 。 そ の 貴 重 な 成 果 や デ ー タ を 実 用 に 役 立 て

る の は 、 つ ぎ の 時 代 を に な う 「註 解 学 派 」 の 仕 事 と な る 。

⑮ 法 学 者 は ほ と ん ど 俗 人 で あ っ た 。 そ の た め に 、 動 き や 発 想 に 自 由 が あ
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る か わ り に 、 彼 ら は 生 計 を た て る て だ て を 考 え て お か な け れ ば な ら な い 。

そ れ は 、 ボ ロ ー ニ ャ 大 学 に お け る 教 師 と し て の 俸 給 で あ る 。 彼 ら の 営 み が

「パ ン の た め の 法 学 」 と な る こ と は 不 可 避 で あ っ た 。 こ こ か ら 、彼 ら が 教 育

に と て も 熱 心 で あ る 、 と い う 現 象 が 生 ま れ る 。 給 料 を 国 家 か ら も ら う 、 か

つ て の 国 立 大 学 の 法 学 部 教 授 の 姿 と は 対 極 に あ る の が 、 彼 ら の あ り か た で

あ る 。

◎ ボ ロ ー ニ ャ の 法 学 者 た ち は 、 自 由 学 芸 の う ち の 三 つ の 科 で あ る 文 法 ・

弁 証 法 ・修 辞 学 の 分 野 で す で に 発 達 し て い た ス コ ラ 哲 学 的 な 学 問 技 法 を 用

い て 、 と り わ け 『学 説 彙 纂 』 の 分 析 に と り く ん だ 。

⑥ 彼 ら は 、 ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス 帝 が 編 纂 さ せ た 『市 民 法 大 全 』 が 神

聖 で あ っ て 、 そ れ に は 聖 書 に 匹 敵 す る ほ ど の 宗 教 的 権 威 が あ る も の 、 と う

け と め た 。 こ れ は 中 世 的 な も の の 考 え か た を 示 す も の で あ る 。 皇 帝 が 法 文

に は 矛 盾 な ど 存 在 し な い 、 と 言 い き っ た こ と も そ の よ う な う け と め か た に

影 響 を お よ ぼ し て い る の で は な か ろ う か 。 現 実 に は 、 矛 盾 や 不 統 一 、 不 正

確 な 表 現 、 不 十 分 な 表 現 な ど 、 法 文 を 読 み と く の に(ま た 、 後 代 の こ

と で あ る が そ れ を 適 用 の 場 に う つ す に も)、 問 題 が 続 出 し た 。 タ テ マ

エ の 立 派 さ と は う ら は ら に 、 ホ ン ネ の 部 分 で は 、 法 を 扱 う 人 々 に は ユ ー ス

テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス の 業 績 は 無 数 の 難 問 を な げ か け た わ け で あ る 。 そ れ を 何

世 代 に も わ た っ て な ん と か 読 み 解 き 解 釈 し て い く 苦 し い 作 業 こ そ が 、 皮 肉

に も 、 法 学 の 技 術 を 磨 く う え で 大 い に プ ラ ス と な っ て い る 。 つ ぎ に 、 別 項

を た て て 、 後 世 に お い て と く に そ の 名 を 知 ら れ た ボ ロ ー ニ ャ 大 学 の 概 要 を

示 し て お こ う 。

◎ こ の 註 釈 学 派 と 、そ の 展 開 と 考 え ら れ る 、次 世 代 法 学 の 註 解 学 派 と は 、

中 世 以 後 の ヨ ー ロ ッ パ 各 地 に 大 き な 勢 力 と 影 響 力 を も ち っ づ け る 。

(3)ボ ロ ー ニ ャ の 大 学 の こ と

か つ て 、 一 九 七 〇 年 代 に 、 日本 で 大 学 紛 争 が わ き お こ っ た が 、 そ れ よ り

少 し ま え に 、 イ タ リ ア で も 、 日 本 型 の も の よ り さ ら に は げ し い 大 学 紛 争

と い う よ り も 、 大 学 を め ぐ る 闘 争 が あ っ た 。 そ の と き 、 尖 鋭 な 問

題 意 識 を も っ 学 生 た ち は 、 「ボ ロ ー ニ ャ に 還 れ!」 と い う ス ロ ー ガ ン を 高 く

か か げ た 。 後 に 示 す よ う に 学 生 が 大 学 を 支 配 し て い た ボ ロ ー ニ ャ 大 学 こ そ

は 、 彼 ら 学 生 の 理 想 像 な の で あ っ た 。

(a)ボ ロ ー ニ ャ(Bologna)と い う 町 は 。 首 都 ロ ー マ か ら は 北 に 三 〇 〇

キ ロ 、 花 の 都 フ ィ レ ン ツ ェ か ら は 北 に 一 〇 〇 キ ロ 、 水 の 都 ヴ ェ ネ ツ ィ ア か

ら は 南 西 に 一 〇 〇 キ ロ は な れ た イ タ リ ア 半 島 中 部 に 位 置 す る 、 ロ ー マ 時 代

か ら あ る エ ミ リ ア 街 道 に そ っ た 町 で あ る 。 現 在 の 人 口 は お よ そ 四 〇 万 で 、

イ タ リ ア で は 、 中 型 ク ラ ス の ス ケ ー ル の 街 で あ る 。〈Bolognarossa,fatta,

dotta>[赤 い 、 太 っ ち ょ の 、 学 識 の あ る ボ ロ ー ニ ャ]と い う 、 こ の 町 に つ
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け ら れ た あ だ 名 は 、 こ の 町 の 特 色 を よ く と ら え て い る 。つ ま り 、「赤 い 」 は 、

第 二 次 大 戦 末 期 の 対 独 レ ジ ス タ ン ス 運 動 の 伝 統 か ら か 、 こ の 地 が 共 産 党 の

地 盤 で あ る こ と を 、 「太 っ ち ょ の 」 は 、 ボ ロ ー ニ ャ 料 理 の お い し さ を 、 「学

識 の あ る 」 は 、 神 学 の パ リ 大 学 と な ら び 称 さ れ る 法 学 の ボ ロ ー ニ ャ 大 学 を

か か え て い る 町 で あ る こ と を 表 現 し て い る の で あ る 。 と こ ろ で 、 「大 学 」 と

い う の は 、 ラ テ ン 語 の 「ウ ー ニ ウ ェ ル シ タ ー ス(universitas)」 、 「コ ッ レ

ー ギ ウ ム(collegium)」 に 対 応 す る 近 代 語(た と え ば 、 〈university>、

<college>、<universit6>、 〈collegio>)に 由 来 す る 概 念 一 言 葉 で あ る 。 前

者 は 「総 合 大 学 」 を さ し 、 後 者 は 「単 科 大 学 」 を さ す 、 と い う よ う に 、 意

味 上 の 区 別 も な さ れ て い る よ う で あ る が 、 も と を た だ せ ば 、 そ れ ら は 、 ロ

ー マ 法 の 専 門 用 語 と し て も 、 ま た 日 常 の 意 味 に お い て も 、 同 じ よ う に 、 ギ

ル ド ま で も 包 含 す る 、 人 の 集 団 ・団 体 を 意 味 す る 言 葉 で あ り 、 大 学 に お い

て は 、 主 と し て 、 前 者 が 「学 生 の 組 合 」 を 、 後 者 が 「教 師 の 組 合 」 を さ す

に す ぎ な い 。 学 校 組 織 と し て の 大 学 の 呼 称 の 一 つ は 「ス ト ゥ デ ィ ウ ム ・ ゲ

ネ ラ ー レ(studiumgenerale(generalstudy))」 で あ る 。 こ の 言 葉 は 、

「あ ら ゆ る 国 家 ・地 方 ・階 級 の 学 生 が 集 ま っ て 学 問 研 究 を 行 な う 場 所 、 つ ま

り 、全 キ リ ス ト教 徒 の た め に 公 開 さ れ た 、国 家 を 超 越 し た 、専 門 的 学 問(法

律 、 神 学 、 医 学)の 研 究 所 」 を 主 と し て 意 味 す る 。 古 代 ギ リ シ ア ・ ロ ー マ

に も 、 法 律 、 弁 論 術 、 哲 学 な ど の 分 野 で 、 大 学 と い う も の の 実 質 に 値 す る

よ う な 内 容 を 部 分 的 に 備 え た 組 織 が 存 在 し な い わ け で は な か っ た が 、 そ れ

に は 、 な に よ り も 組 織 的 な 教 育 制 度 が 欠 如 し て い た 。 そ の よ う な わ け で 、

一 二 ～ 三 世 紀 の 大 学 は 現 代 の 大 学 の 直 接 の 先 駆 と 考 え ら れ て い る の で あ

る 。 そ の 後 、 一 五 世 紀 ま で に は 、 ヨ ー ロ ッ パ 全 体 で 八 〇 も の 大 学 が さ ま ざ

ま な か た ち で 成 立 し た 。 そ し て 、 大 陸 法 の 法 文 化 の 枠 組 の な か で 、 大 学 に

基 盤 を も つ 法 学 研 究 が 法 実 務 に 対 し て 優 位 を た も つ 、 と い う 現 代 ま で つ づ

く 伝 統 が 、 こ こ か ら ス タ ー トす る の で あ る(な お 、 大 陸 法 系 の 法 シ ス テ ム

を う け つ い だ 日 本 で は 、 大 学 と い う も の は 法 実 務 に 対 し て そ れ ほ ど カ を も

っ て い る わ け で は な い)。

(b)さ て 、 最 初 の 大 き な 疑 問 は 、 な ぜ 、 か つ て 「暗 黒 の 時 代 」 と い う よ

う に 否 定 的 な ニ ュ ア ン ス の も と に 形 容 さ れ た こ と の あ る 、 あ の 中 世 と い う

時 代 に お い て 、 北 イ タ リ ア の 一 都 市 に 、 主 と し て ロ ー マ 法 を 学 ぶ 学 生 を 、

最 盛 期 に は 数 千 人(?)も 集 め る よ う な ス ケ ー ル の 大 き い 大 学 が 興 っ て き

た の か 、 と い う 点 で あ る 。 こ れ 自 体 が 歴 史 上 の 重 要 問 題 で あ る が 、 そ の 理

由 と し て は 、 ふ つ う 以 下 の 要 素 が あ げ ら れ て い る 。

① 歴 史 的 背 景 イ タ リ ア の 海 港 都 市 は 、 古 代 ロ ー マ か ら ず っ と 、 海 上

貿 易 で 栄 え て い た 。 こ れ ら の 都 市 は 、 北 伊 、 中 伊 の 内 陸 都 市 、 さ ら に 、 後

者 は 、 ア ル プ ス 以 北 の 地 域 と 貿 易 で 密 接 に 結 び つ い て い た 。 ヴ ェ ネ ツ ィ ア

F-122



(イ タ リ ア の 東 海 岸)、 ジ ェ ノ ヴ ァ(イ タ リ ア の 西 海 岸)、 ピ サ(内 陸 部)な

ど の 都 市 は 、 サ ラ セ ン(イ ス ラ ム 人)の 駆 逐 に よ っ て 西 部 地 中 海 の 自 由 航

行 権 が 確 立 さ れ た の ち 、 一 〇 九 六 年 以 来 の 十 字 軍 へ の 輸 送 ・補 給 ・援 軍 提

供 を 通 じ て 、 東 方 貿 易 で 繁 栄 し て い た が 、 こ れ ら の 都 市 の 後 背 地 で あ る 内

陸 の 諸 都 市(ミ ラ ノ 、 パ ド ヴ ァ 、 ヴ ェ ロ ー ナ)も 経 済 的 に 著 し い 発 展 を と

げ 、 ヨ ー ロ ッ パ で は じ め て 、 経 済 生 活 の 中 心 と し て の 都 市 の 勢 力 が 大 き く

伸 び る 。 そ れ に は 、 農 業 技 術 の 飛 躍 的 な 進 歩 、 人 口 の 増 大 、 開 墾 の 進 展 と

い う 有 利 な 背 景 も あ っ た 。 ボ ロ ー ニ ャ も 、 交 通 の 要 衡 、 物 資 の 集 散 地 と し

て 豊 か な 富 を 誇 っ て い た 。 こ れ が も っ と も 基 本 的 な 時 代 背 景 で あ る 。

② 「一 二 世 紀 の ル ネ ッ サ ン ス 」 そ の 当 時 の ヨ ー ロ ッ パ は 、 東 ロ ー マ

帝 国 や イ ス ラ ム 帝 国 に く ら べ て 、文 化 的 に は あ き ら か に 後 進 地 帯 で あ っ た 。

都 市 の 繁 栄 に よ る 人 や 物 資 の 大 移 動 に と も な っ て 、 海 外 文 献 が ヨ ー ロ ッ パ

に 流 入 し て き た が 、 そ の 機 会 に 発 見 さ れ た 古 典 古 代 の 作 品(プ ラ トー ン 、

ア リ ス ト テ レ ー ス の 著 作 の 翻 訳 と り わ け ア ラ ビ ア 語 訳)は 、 そ の 当 時

の 知 的 エ リ ー トの 心 に 、 は る か 遠 く に あ っ た 古 代 へ 憧 憬 や 熱 狂 的 な 知 的 関

心 を か き た て た 。 つ ま り 、 な に よ り も 学 問 す る こ と が 時 代 の 流 行 に な っ た

の で あ る 。 イ タ リ ア で は 、 そ の 流 れ は ロ ー マ 法 研 究 へ 、 プ ラ ン ス で は 弁 証

法 的 ・神 学 的 思 考 へ と む か う 。 そ の 昔 か ら 、 「イ タ リ ア は ホ ン ネ(実 務)派

で 、 フ ラ ン ス は タ テ マ エ(理 論)派 」 と い う 図 式 が な り た っ て い た 、 と も

言 え る か も し れ な い 。

③ 文 化 人 ・知 識 人 ・イ ン テ リ 大 量 生 産 の 必 要 性 一 一 世 紀 か ら 一 二 世

紀 に か け て は 、 帝 国 規 模 の 新 し い 国 家 が フ ラ ン ス 、 ス ペ イ ン 、 イ ギ リ ス 、

南 伊 に 成 立 し 、 ロ ー マ 教 会 も 、 教 会 国 家 と し て 、 政 治 権 力 の 一 つ に 成 長 し

た の で あ る が 、 国 家 が 封 建 的 政 治 組 織 の 整 備 に の り だ し 、 教 会 も 組 織 さ れ

て く る と 、 行 政 を 担 当 す る 法 曹 、 お よ び 、 学 識 を そ な え た 聖 職 者 が 多 数 必

要 と な っ て く る 。 な か で も 、 古 く か ら ロ ー マ 法 の 学 識 と 深 い 関 係 を も っ て

い た 教 会 は 、 あ ら た に 発 見 さ れ た ロ ー マ 法 法 源 を 実 務 的 に 利 用 す る こ と に

か な り の 関 心 を も っ て い た 。 実 用 性 と い う 観 点 か ら す る と 、 世 俗 の 世 界 よ

り も 、こ ち ら の 方 が ロ ー マ 法 の 活 用 と い う 点 で 進 ん で い た の か も し れ な い 。

大 学 は 、 共 通 の 素 養 を 身 に つ け た そ の よ う な 人 材 を 大 量 に 養 成 す る た め の

施 設 と し て 要 請 さ れ る も の で あ っ た 。 近 代 国 家 が 、 官 僚 組 織 を つ く り あ げ

る た め に 、 法 科 出 身 の 学 生 を 大 量 に し か も コ ン ス タ ン ト に 必 要 と し た の と

同 じ 事 情 が 、 こ こ に あ っ た 。

④ 都 市 に お け る 政 治 生 活 の 進 展 神 聖 ロ ー マ 帝 国 の 一 翼 を に な う イ

タ リ ア 王 国 の な か に あ っ た 北 伊 ロ ン バ ル デ ィ ア の 諸 都 市 は 、 ド イ ツ(神 聖

ロ ー マ 帝 国)皇 帝 と 、 ロ ー マ に 本 拠 を お く カ ト リ ッ ク 教 会 、 と い う 南 北 の

二 大 政 治 勢 力 に は さ ま れ た 谷 間 に あ っ た た め に 、 も は や 、 た ん な る 自 治 都
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市 で は な く 、 実 質 的 に は 都 市 国 家 風 の 独 立 の 共 和 国 の よ う な 存 在 で に な っ

て い た(も ち ろ ん 、 そ の よ う な 状 況 に い た る ま で に は 、 戦 争 を ふ く む 多 く

の 政 治 的 か け ひ き が 必 要 で あ っ た が)。 そ こ で は 、「政 治 的 な ル ネ ッ サ ン ス 」

が 展 開 さ れ 、 古 代 ギ リ シ ア ・ ロ ー マ に お け る よ う に 、 政 治 と い う も の が 市

民 の 関 心 の 的 と な っ た 。 こ の よ う な 商 業 的 ・政 治 的 社 会 で は 、 実 効 性 の あ

る 知 識 や 社 会 生 活 に 適 応 力 を も っ た 学 問(実 学)が ウ ェ イ トを 占 め る よ う

に な る の は 当 然 で あ る が 、 ロ ー マ 法 学 は 、 古 代 へ の 憧 憬 の 対 象 と し て だ け

で は な く 、 む し ろ 時 代 の 要 請 に こ た え る 力 量 を も つ 学 問 と し て 最 終 的 に 確

立 さ れ た 。 す で に 、 古 代 資 本 主 義 と も 形 容 さ れ る 構 造 を も つ 古 代 ロ ー マ の

経 済 構 造 の な か で 、 取 引 法 ・技 術 法 ・世 界 法 と し て 十 分 に 磨 き ぬ か れ て き

た ロ ー マ 法 は 、 こ の 時 代 の 国 際 的 な 物 資 流 通 さ え も 十 分 に 規 制 で き る 実 用

法 学 の 基 本 的 レ ヴ ェ ル に す で に た っ し て い た 。 そ し て 、 ロ ー マ 法 は 、 古 法

の 性 格 を と ど め て い る た め に 、 新 し い 時 代 に 適 応 で き な い 後 発 組 の ゲ ル マ

ン 法 系 の ラ ン ゴ バ ル ド 法 や フ ラ ン ク 法 を 、し だ い に 駆 逐 し て い く の で あ る 。

⑤ ドイ ツ 皇 帝 の 支 持 北 伊 を 支 配 下 に お さ め た 神 聖 ロ ー マ 帝 国 は 、 そ

の 名 称 が 端 的 に 示 し て い る よ う に 、 か つ て の 古 代 ロ ー マ 帝 国 の 理 念 を う け

つ ぐ 存 在 と 意 識 さ れ て い た 。 そ の ドイ ツ 皇 帝 は 、 古 代 ロ ー マ 帝 国 の 象 徴 で

あ る ロ ー マ 法 の 理 念 を 抵 抗 な く う け い れ た だ け で な く 、 整 備 さ れ は じ め た

教 会 法 の 存 在 を 意 識 し て 、 そ れ に 対 抗 し な が ら 、 ロ ー マ 法 を 基 盤 と し た 世

俗 法 と し て の 皇 帝 法 体 系 を 築 き あ げ よ う と し て 、 ボ ロ ー ニ ャ の 法 学 者(ブ

ル ガ ー ル ス 、 マ ル テ ィ ー ヌ ス)に 特 別 に 保 護 を 与 え た だ け で な く 、 彼 ら の

学 識 を 利 用 さ え も し て い る 。 現 に 、 イ ル ネ リ ウ ス の あ と を つ い だ 有 力 な ボ

ロ ー ニ ャ の 法 学 者 は 、 ド イ ツ 皇 帝 フ リ ー ド リ ッ ヒ ー 世 ・バ ル バ ロ ッ サ が 法

律 を 編 纂 す る さ い 、 法 律 顧 問 の 役 割 を ひ き う け て い る 。 こ の よ う に 、 も と

も と 絶 対 主 義 的 な 法 一 国 家 思 想 を 内 包 す る ロ ー マ 後 期 の 公 法 は 、 君 主 権 力

の 便 利 な イ デ オ ロ ギ ー 的 な 武 器 と な っ た 。

⑥ ヨ ー ロ ッ パ の 言 語 的 統 一 ヨ ー ロ ッ パ に お い て は 、 国 に よ っ て 話 し

言 葉(口 語)は ま ち ま ち で あ っ た が 、 書 き 言 葉(文 語)の 方 は 中 世 ラ テ ン

語 で 統 一 さ れ て い て 、 そ れ を マ ス タ ー し て い る 上 流 階 級 の あ い だ で 意 思 を

疎 通 さ せ る の に ま っ た く 障 害 は な か っ た 。 こ れ は 技 術 的 な 点 で あ る が 、 か

く れ た 重 要 な 要 素 で あ る 。 以 上 は 、 ボ ロ ー ニ ャ(イ タ リ ア)へ や っ て く る

学 生 の 話 で あ る が 、 ヨ ー ロ ッ パ 大 陸 の 各 地 の 大 学 に つ い て も 同 じ こ と が あ

て は ま る 。 つ ま り 、 ど の 大 学 も ラ テ ン 語 の 展 開 さ れ る 世 界 だ っ た の で あ る 。

そ れ に 、 カ リ キ ュ ラ ム は ボ ロ ー ニ ャ 大 学 の も の が モ デ ル と し て 用 い ら れ る

こ と が 多 か っ た の で 、 外 国 人 学 生 に も 異 国 の 大 学 へ の ア ク セ ス が 容 易 に な

っ て い た 。 余 談 に な る が 、 現 在 、 カ ト リ ッ ク 教 会 が 世 界 的 な 規 模 で 画 一 的

な 組 織 を 保 持 で き る の も 、統 一 語 で あ る 教 会 ラ テ ン 語 が あ る お か げ で あ る 。
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一 方
、 学 問 の 世 界 で は 、 数 世 紀 ま え ま で 、 ヨ ー ロ ッ パ 全 域 で ラ テ ン 語 が 有

力 な 公 用 語 の 一 つ で あ っ た こ と は 、 よ く 知 ら れ て い る 事 実 で あ る 。

⑦ 耳 学 問 日本 に は 、 奈 良 時 代 か ら 、 銅 板 ・木 板 印 刷 が 実 用 化 さ れ て

お り 、 仏 典 や 漢 籍 が 刊 本 に さ れ て い た が 、 し か し 、 ヨ ー ロ ッ パ で は 、 羊 皮

紙 を 用 い た 原 始 的 な 手 写 本 が 全 盛 で あ り 、 一 四 世 紀 末 に よ う や く 木 板 印 刷

が は じ ま り 、 紙 の 利 用 が ひ ろ が っ た だ け で あ る 。 そ の よ う な わ け で 、 ヨ ー

ロ ッ パ の 書 物 と い う も の は 非 常 に 高 価 で あ っ て 、 法 律 書 一 冊 は 、 と き に は

人 の 平 均 年 間 総 生 活 費 よ り も 高 く 、 一 四 ・五 世 紀 段 階 で は 、 そ の 価 額 は 大

学 教 師 の 最 高 年 俸 額 に も 相 当 す る こ と が あ っ た 、 と さ え 言 わ れ て い る 。 し

た が っ て 、 学 問 す る と い う こ と は 、 本 を 読 む の で は な く 、 講 義 を 聞 く こ と

と ま っ た く 同 じ で あ る 。 人 が 、 魅 力 的 な 教 え 手 を 求 め て 、 ど れ ほ ど 遠 く か

ら で も 、 大 学 に 入 っ て く る の は 、 当 然 の な り ゆ き で あ っ た 。

⑧ 学 校 と し て の 古 い 歴 史 ボ ロ ー ニ ャ と い う 町 は 、-000年 こ ろ ま

で に 、す で に 教 養 諸 科(リ ベ ラ ル ・ア ー ツ 文 法 、 レ ト リ ッ ク(修 辞 学)、

論 理(以 上 「三 学 」)、算 術 ・幾 何 、天 文 、音 楽(以 上 「四 科 」))の 学 校(studium)

を も つ と こ ろ と し て 有 名 で あ っ た 。 こ れ は 、 お そ ら く 、 ど こ に で も あ る 教

会 付 属 の 学 芸 学 校 の 後 身 で あ っ た ろ う 。 と く に 、 ボ ロ ー ニ ャ の 学 校 は 、 公

文 書 ・法 律 文 書 に か ん す る 作 文 の 技 術 と し て の デ ィ ク タ ー メ ン(dictamen)

を 教 え る 学 校 と し て 、 当 時 す で に 名 声 が 高 か っ た が 、 こ れ は 、 一 般 教 育 の

対 象 と し て の レ ト リ ッ ク の 法 律 部 門 に す ぎ な か っ た 法 学 を 、 独 立 し た 学 問

に 育 て あ げ る 基 礎 と な っ た 。

⑨ 古 代 ロ ー マ か ら の 学 校 の 伝 統 ア ル プ ス 以 北(と く に フ ラ ン ス)で

は 、 教 育 は 宗 教 と 不 可 分 に 結 び つ き 、 神 学 と 論 理 学 に 知 的 関 心 が 集 中 さ れ

た の に 対 し て 、 北 伊 の 諸 都 市 で は 、 世 俗 教 師 に よ る 文 法 や レ ト リ ッ ク(弁

論 術 ・修 辞 術)の 教 育 と い う 、 古 代 ロ ー マ 以 来 の 、 実 用 性 を 重 ん ず る 伝 統

が 決 し て 断 絶 し て い た わ け で は な か っ た 。 こ れ は 、 世 俗 教 師 の 学 校 と し て

の ボ ロ ー ニ ャ 大 学 の あ り か た に つ な が っ て く る 。

⑩ ロ ー マ 法 の 連 続 的 利 用 西 ロ ー マ 帝 国 は 四 七 六 年 に 滅 び た が 、 そ の

後 イ タ リ ア を 支 配 し た ゲ ル マ ン 人 た ち は 、多 く は 属 人 主 義 の 法 政 策 を と り 、

ロ ー マ 人 に は ロ ー マ 法 を 適 用 し た の で 、 こ の ロ ー マ 法 は 、 ゲ ル マ ン 人 法 と

の 接 触 や 社 会 の 変 動 や 法 知 識 の 低 下 な ど に よ っ て い っ そ う 卑 俗 化 を 強 め た

と は い え 、 古 い 歴 史 を も つ 都 市 生 活 の 内 部 で は そ の 伝 統 は と だ え る こ と は

な か っ た 。 程 度 の 差 は あ れ 、 公 証 人 や 司 法 書 士 や 代 書 人 た ち が 生 き の び た

ロ ー マ 法 の 担 い 手 と な っ て い た に ち が い な い 。 つ ぎ の ⑪ で 示 す の 写 本 発 見

が 偉 大 な ロ ー マ 法 の 存 在 を 人 々 に 意 識 さ せ る 点 で 大 き な イ ン パ ク ト を 与 え

た の は も ち ろ ん で あ る が 、 都 市 内 部 で は 身 の ま わ り に ロ ー マ 法 の イ メ ー ジ

が そ れ な り に 維 持 さ れ つ づ け て い た 、 と い う 環 境 面 の 良 さ も 、 見 す ご す わ
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け に は い か な い 。

⑪ ロ ー マ 法 法 源 の 発 見 『市 民 法 大 全 』 の な か で も っ と も 重 要 な 『学

説 彙 纂 』 は 、 法 学 者 の 学 説 命 題 を そ の ま ま 法 文 の よ う に 扱 っ て 収 録 し た も

の で 、五 三 〇 年 に 公 布 さ れ た 。 し か し 、『勅 法 彙 纂 』、『法 学 提 要 』、『新 勅 法 』

と い う 、 法 典 の 他 の 三 部 門 が 比 較 的 古 く か ら そ れ な り に 知 ら れ て い た の に

対 し て 、 イ タ リ ア に お い て こ の 部 門(『 学 説 彙 纂 』)の 存 在 や 正 確 な そ の 位

置 づ け が 知 ら れ た の は 、 実 に 、 早 く と も 一 一 世 紀 の 終 わ り こ ろ で あ っ た 。

こ こ に は 五 〇 〇 年 以 上 の 断 絶 が あ る 。 そ の 由 来 に つ い て は 、 伝 説 め い た エ

ピ ソ ー ド が い く つ も ま つ わ り つ い て い る 。 あ る 考 え か た に よ る と 、 ユ ー ス

テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス 時 代 の う ち か 、 あ る い は そ の 少 し あ と か に 作 成 さ れ た 写

本(こ れ は 、 大 部 の も の で あ る だ け で な く 、 貴 重 な 文 書 で 、 宝 物 ク ラ ス の

逸 品 で あ る)が 、-〇 三 〇 年 こ ろ に 南 イ タ リ ア で 発 見 さ れ 、 こ れ が イ タ リ

ア の ピ サ に 移 管 さ れ(六 世 紀 の 初 め に 写 本 そ の も の が ピ サ で 作 成 さ れ た 、

と い う 説 も あ る)、 そ し て 、そ の 存 在 や 意 味 が 忘 れ ら れ て し ま っ た 時 代 が 長

く っ つ い た あ と 、-〇 五 〇 年 こ ろ に よ うや く 人 々 の 眼 に 再 び ふ れ た 、 と い

う の で あ る 。 そ れ か ら 四 〇 〇 年 ほ ど た っ た あ と 、 一 四 〇 六 年 に 、 フ ィ レ ン

ツ ェ が ピ サ か ら そ の 写 本 が 戦 利 品 と し て フ ィ レ ン ツ ェ に も ち か え ら れ た 、

と の こ と で あ る 。 こ れ が 「フ ィ レ ン ツ ェ 写 本 」 と 名 づ け ら れ る も の で あ る 。

と こ ろ で 、-〇 七 〇 年 こ ろ 、 お そ ら く ピ サ か ら ボ ロ ー ニ ャ へ も ち こ ま れ 、

『学 説 彙 纂 』 の 流 布 本 と し て 、 「ボ ロ ー ニ ャ 本 」 と 名 づ け ら れ る よ う に な っ

た 写 本 は 、 か な ら ず し も そ の 「フ ィ レ ン ツ ェ 写 本 」 と 同 じ 流 れ の も の で は

な い よ う で あ る 。 い ず れ に し て も 巨 大 な 知 的 遺 産 と し て の 『学 説 彙 纂 』 の

「発 見 」 は 、 疑 い も な く ロ ー マ 法 へ の 知 的 ・実 務 的 関 心 と 研 究 意 欲 を 刺 激 し

た こ と で あ ろ う 。『学 説 彙 纂 』 と そ れ 以 外 の 『市 民 法 大 全 』 の 三 つ の 構 成 部

門 は 、 一 二 世 紀 末 ま で の 一 〇 〇 年 も の あ い だ 、 復 元 さ れ 、 じ っ く り と 読 み

こ ま れ て い く 。 こ の あ た り の 事 情 を 、 イ ギ リ ス の メ イ ト ラ ン ド は 、 つ ぎ の

よ う に 適 確 に 記 し て い る 。 「学 説 彙 纂 は 、 中 世 の 学 生 た ち が 全 盛 期 の ロ ー マ

法 の 知 識 を 得 る こ と が で き た 唯 一 の 本 だ っ た 。 法 学 提 要 は 簡 単 な 教 科 書 に

す ぎ な い 。 勅 法 彙 纂 は 個 別 法 令 の 寄 せ 集 め で あ る 。 新 勅 法 彙 纂 は 、 個 別 法

令 の 寄 せ 集 め で あ る ば か り か 、 大 袈 裟 で 冗 長 な 文 体 で 書 か れ て お り 、 有 益

な の と 同 じ く ら い 有 害 で あ る 。 学 説 彙 纂 が な け れ ば 、 ロ ー マ 法 は 決 し て 世

界 を 再 征 服 で き な か っ た だ ろ う 。『ロ ー マ 法 の 精 神 』 を 体 現 す る の は 、 学 説

彙 纂 だ け で あ る 。 他 の 書 物 で あ れ ば 、 あ れ ほ ど 熱 心 に 学 ば れ な か っ た だ ろ

う。 学 説 彙 纂 を 最 初 に 教 授 し た 者 は 、 近 代 世 界 に お け る 意 味 で の 『ロ ー マ

法 』 を 最 初 に 教 授 し た 者 で あ る 。 学 説 彙 纂 が な け れ ば 、 全 盛 期 の ロ ー マ 法

の 内 容 は 決 し て 回 復 さ れ な か っ た 。 人 は 、 学 説 彙 纂 に よ っ て の み 、 鋭 く 正

確 な 法 的 議 論 や 、 厳 密 な 定 義 な ど を 知 り え た の で あ る 。」(傍 点 は 筆 者 の つ
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け た も の で あ る:P・ ス タ イ ン/屋 敷 二 郎 監 訳/関 良 徳 ・藤 本 幸 二 訳 「ロ

ー マ 法 と ヨ ー ロ ッ パ 」(ミ ネ ル ヴ ァ 書 房 ・2003)・ 五 八 頁) 。 こ の よ う な ロ

ー マ 資 料 の 大 発 見 に 刺 激 さ れ た の は 、 世 俗 の 教 師 た ち だ け で は な い 。 聖 職

者 た ち も 、 教 会 と い う 大 き な 組 織 の 一 員 と し て 、 資 料 の 読 み 解 き に と り く

ん だ 。 そ れ は 、 ロ ー マ 法 が 彼 ら 宗 教 人 の 考 え か た を 正 当 化 す る よ う な 要 素

を い く つ も 備 え て い た か ら で あ る 。

⑫ マ テ ィ ル ダ(Matilda)の 後 援 一 〇 七 五 年 こ ろ 即 位 し た ト ス カ ー

ナ 伯 爵 夫 人 マ テ ィ ル ダ は 、 ロ ー マ 教 皇 の 熱 心 な 支 持 者 で あ っ た 。 彼 女 が 、

皇 帝 に 組 す る 、 有 力 な ラ ヴ ェ ン ナ 法 学 校 に 対 抗 さ せ る 目 的 で 、 ボ ロ ー ニ ャ

法 学 校 の 教 師 た ち に と く に ロ ー マ 法 に 重 点 を お い て 教 え る よ う に 奨 励 し た

こ と も 、 ボ ロ ー ニ ャ 大 学 の 誕 生 に 直 接 の 効 果 を も っ た 、 と も 言 わ れ て い る

が 、 そ の 史 実 性 を 疑 問 視 す る む き も た し か に あ る 。 い ず れ に し て も 、 大 学

の 誕 生 に は 俗 権(皇 帝 権)と 聖 権(教 皇 権)と あ い だ の 政 治 権 力 闘 争 が か

ら ん で い た こ と は 認 め て よ い よ う に 思 わ れ る 。

⑬ 「法 の 灯 明(lucernajuris)」 イ ル ネ リ ウ ス(Irnelius)の 存 在 彼

が 一 一 〇 〇 年 か ら 三 〇 年 に か け て ボ ロ ー ニ ャ で 教 鞭 を と っ た 時 代 に 、 ボ ロ

ー ニ ャ 大 学 は 栄 え た(彼 の 出 現 よ り ま え の 一 一 世 紀 後 半 に ペ ポ ー と い う 顧

問 裁 判 官 が い て 、 実 務 家 と し て の 立 場 で 『市 民 法 大 全 』 の あ る 部 分 を 講 義

し て い る が 、 法 学 と い う も の を 法 実 務 か ら き り は な し て 独 立 の 存 在 と し た

の は 、も と も と 文 法 教 師 で あ っ た イ ル ネ リ ウ ス が 最 初 で あ る 、と 言 わ れ る)。

ロ ー マ 法 と い う 古 代 文 化 の 中 味 に は 、 豊 か な 「学 問 性 」 と 幅 ひ ろ い 「実 用

性 」 と の 二 つ の 軸 が あ る が 、 一 二 世 紀 に は 、 ロ ー マ 法 が こ の よ う に し て 学

問 化 さ れ る こ と に よ っ て 、 今 日 ま で つ づ く そ の 学 問 性 の ス タ ー ト が あ ら た

に き ら れ た わ け で あ る 。 彼 の 教 師 と し て の 個 人 的 能 力 が 優 れ て お り 、 そ れ

が ヨ ー ロ ッ パ 各 地 か ら 多 く の 学 生 を ひ き よ せ た 、 と い うパ ー ソ ナ ル な 要 素

は 非 常 に 重 要 で あ る 。 実 際 、 彼 は 、 あ ら た に 発 見 さ れ た 『学 説 彙 纂 』 の 全

体 に つ い て 初 め て 講 義 し て そ れ を 専 門 的 に と り あ げ た 人 で あ っ て 、 彼 の 時

代 に 『市 民 法 大 全 』 が 組 織 的 に 学 ば れ は じ め た 、 と い う 点 で 純 粋 の 意 味 に

お け る 法 学 教 育 が こ こ に 確 立 さ れ た の で あ る 。 ボ ロ ー ニ ャ 大 学 は 、 彼 に つ

づ く 一 二 世 紀 の 四 博 士(「 法 の 百 合(liliajuris)」 と 言 わ れ る)、 ブ ル ガ ー

ル ス(Bulgarus)(一 一 世 紀 末 ～ 一 一 六 六 年 こ ろ)、 マ ル テ ィ ー ヌ ス

(Martinus)(一 一 五 七 年 没)、 ヤ コ ブ ス(Jacobus)(一 一 七 八 年 没)、 ウ ー

ゴ ー(Hugo)(一 一 七 〇 年 こ ろ 没)に よ っ て 名 声 を 確 立 し た 。

⑭ 地 理 的 条 件 ボ ロ ー ニ ャ は 、 当 時 の 言 葉 で 言 え ば 、 「ロ ン バ ル デ ィ

ア 、 ヴ ェ ロ ー ナ の 境 、 ロ マ ン デ ィ オ ー ラ 、 トス カ ー ナ と い う 四 地 方 の 交 叉

点 」 に あ る 、 交 通 の 要 衡 で あ り 、 そ こ に は 、 現 在 で も い く つ か の 鉄 道 路 線

が 集 中 し て い る 。 ボ ロ ー ニ ャ 以 前 に は 、 ロ ー マ 、 パ ヴ ィ ア(ボ ロ ー ニ ャ の
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西 北 二 〇 〇 キ ロ)、 ラ ヴ ェ ン ナ(東 一 〇 〇 キ ロ の 海 港 市)に 法 学 校 が あ っ た 。

そ の 南 三 〇 〇 キ ロ に あ る ロ ー マ の 法 学 校 は 、 一 〇 八 四 年 に ノ ル マ ン 人 の 侵

入 に よ っ て 、 ま た 、 か つ て の ラ ン ゴ バ ル ド の 首 府 パ ヴ ィ ア の そ れ は 、 ロ ー

マ 法 と ふ れ あ い な が ら も 、 ゲ ル マ ン 法 で あ る ラ ン ゴ バ ル ド法 の 研 究 に 固 執

し て い た た め に 、 そ れ ぞ れ 衰 え た が 、 ボ ロ ー ニ ャ 法 学 校 が イ タ リ ア 半 島 東

岸 に 残 っ て い る 東 ロ ー マ 帝 国 領 の 中 心 で あ っ た ラ ヴ ェ ン ナ に お か れ て い た

法 学 校 を 圧 倒 し た の は 、ボ ロ ー ニ ャ と い う と こ ろ が 、中 伊 に 位 置 し て お り 、

イ タ リ ア 出 身 の 学 生 と ア ル プ ス 以 北 出 身 の 学 生 と の 集 ま る 場 所 と し て 地 理

的 に 有 利 な 場 所 に あ っ た こ と も 見 の が せ な い 。

(c)と こ ろ で 、 こ の ボ ロ ー ニ ャ 大 学 で は い っ た い な に が 教 え ら れ 、 研 究

さ れ た の だ ろ う か?法 学 校 に つ い て 言 え ば 、 そ れ は ロ ー マ 法 と 教 会 法 で

あ る 。 後 者 は 、 や や お く れ て 、 グ ラ テ ィ ア ー ヌ ス(Gratianus)に よ っ て

学 問 的 水 準 に ま で 高 め ら れ た 。 こ れ は ロ ー マ 法 と な ら ん で 法 学 校 の 正 式 教

科 と な っ た が 、 こ こ で は 、 前 者 に つ い て だ け 述 べ る こ と に す る 。 そ の ロ ー

マ 法 と い う の は 、 奇 妙 な こ と で あ る が 、 五 〇 〇 年 以 上 も ま え に 編 纂 さ れ た

『市 民 法 大 全 』 そ の も の で あ る 。 当 時 、 ボ ロ ー ニ ャ に 適 用 さ れ る は ず の 中 心

的 な 法 は 、 制 度 論(タ テ マ エ 論)か ら す れ ば 、 ゲ ル マ ン 法 で あ る ラ ン ゴ バ

ル ド法 で あ る が 、 法 学 校 の 教 師 、 つ ま り 法 学 者 は 、 そ の 『市 民 法 大 全 』 が 、

か つ て の よ う に 、 イ タ リ ア に 現 実 に 適 用 さ れ て い る も の と 擬 制 し て 、 研 究

を 進 め た 。 た ん な る 歴 史 的 遺 産 と し て ク ー ル に そ れ を な が め た わ け で は な

い 。 し か も 、 彼 ら は 、 皇 帝 の 口 を 通 し て 神 に よ っ て 発 せ ら れ た 『市 民 法 大

全 』 を い わ ば 聖 書 の よ う な も の と 取 扱 い 、 そ れ を 、 絶 対 ・完 全 視 す る 。 そ

の さ い 、 そ の 読 み 解 き を 理 性 の カ に よ っ て 展 開 し て い く が 、 そ れ を 批 判 的

研 究 の 対 象 と は し な か っ た 。し ば し ば 『市 民 法 代 全 』は 「書 か れ た 理 性(ratio

scripta)」 と よ ば れ る が 、 こ こ に は 、「神 意 の 発 現 で あ る 法 真 理 そ れ 自 体 が

そ こ に 表 示 さ れ て い る 」 と い う 、 重 く 深 い ニ ュ ア ン ス が 秘 め ら れ て い る 。

こ の よ う な 態 度 は 、 中 世 人 の 生 活 態 度 、 さ ら に は キ リ ス ト教 的 ス コ ラ 神 学

の 思 考 方 法 に 合 致 す る も の で 、 当 時 と し て は 決 し て 奇 異 な こ と で は な い 。

彼 ら は 、 こ の 法 を 有 機 的 に 統 一 さ れ た 法 体 系 と し て 取 扱 い 、 し か も 矛 盾 な

ど そ こ に は あ り え な い 、 と 考 え て い る の で 、『市 民 法 大 全 』 の 読 み 解 き の さ

い 、 実 際 に 生 じ て く る 矛 盾 や 不 統 一 を な ん と か う ま く さ ば い て い か な け れ

ば な ら な い 。 『市 民 法 大 全 』 は 大 部 の も の で あ っ て 、 扱 う の に 手 間 が か か る

う え に 、 さ ら に 、 な ん と か っ じ っ ま を あ わ せ る 、 と い う 複 雑 な 作 業 が 要 求

さ れ る こ と に な る 。 彼 ら は 、 法 典 の 規 定 や 用 語 に か ん し て 、 分 析 的 な 釈 義

を ほ ど こ す こ と に よ り え ら れ た さ ま ざ ま な 註 釈(glossa)を 写 本 の 行 間 や

余 白 部 分 に 書 き い れ た 。 そ の た め に 、 彼 ら は 、 全 体 と し て 、 註 釈 学 派

(glossatores)と 呼 ば れ る 。 も っ と も 発 達 し た 段 階 で 彼 ら が 用 い た 註 釈 の
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パ タ ー ン は 、 以 下 の よ う に 分 け ら れ る 。

要 旨(summae)(各 巻 ・章 ・法 文 の 内 容 を か ん た ん に 表 示 し た も の)、 章

連 関(continuationestitulorum)(各 章 の 標 題 の 関 連 を 説 明 す る も の)、

識 別(distinctiones)(法 文 に 現 わ れ た 概 念 を 分 解 し て 、 か ん た ん な 言 葉 で

説 明 す る も の)、 原 理 分 析(brocardica)(識 別 の 対 象 が 、 概 念 で は な く 、

定 義 ・原 則 の 場 合 に 、 精 密 な 限 定 を く わ え て 、 第 一 次 原 理 と 第 二 次 原 理 と

に 分 析 す る も の)、 矛 盾 解 決(solutionescontrariorum)(規 定 相 互 の あ い

だ の 矛 盾 を 調 和 さ せ て 解 決 す る も の)、 例 題(casus)(実 例 や 仮 想 例 を あ げ

て 規 定 の 意 味 を 明 ら か に す る も の)、 設 問(quaestiones)(当 初 は 法 文 中 の

疑 問 を さ し た が 、 の ち に は 仮 想 例 と 規 定 と の 関 係 を 明 ら か に す る も の)

こ れ ら は 、 法 学 者 の 研 究 の 形 式 で あ る が 、 も ち ろ ん 、 研 究 と 講 義 に は 相

関 関 係 が あ る 。 つ ぎ に 、 一 二 世 紀 後 半 の オ ド フ レ ー ド ゥ ス(Odofredus)

の も の と 伝 え ら れ る 、 標 準 的 な 、 ス コ ラ 学 的 な 手 法 に よ る 講 義(lectio)

の し か た を 示 し て み よ う。 「ま ず 、法 文 に 進 む に さ き だ っ て 、 各 表 題 を 概 括

紹 介 し ま す 。 つ ぎ に 、 表 題 に 含 ま れ る 各 法 律 の 要 旨 を で き る か ぎ り 明 白 ・

鮮 明 に 叙 述 し ま す 。 三 つ 目 に は 、 原 文 を 誤 謬 訂 正 の 目 的 で 読 み 、 四 つ 目 に

は 、 法 律 の 内 容 を か ん た ん に 反 復 し ま す 。 五 つ 目 に は 、 明 ら か な 矛 盾 点 を

解 明 し 、 あ わ せ て 、 ふ つ う 『プ ロ カ ル デ ィ カ(brocardica)』 と よ ば れ る 、

法 律 の 一 般 原 理(当 該 個 所 か ら ひ き だ さ れ る も の)や 、 そ の 解 釈 に と も な

っ て 当 該 法 文 か ら 生 ず る 特 色 や 微 妙 で 有 益 な 設 問(quaestiones)を 、 神

意 が 認 め る か ぎ り説 明 し ま す 。 そ し て 、 と く に 有 名 な 、 あ る い は 難 し い 法

律 で 復 習 に 値 す る も の は 、夕 べ の 復 習 用 に と っ て お き ま す 。」ボ ロ ー ニ ャ の

場 合 に は 、 法 文 に つ づ い て さ き の 註 釈 を 読 む こ と が 規 約 に よ っ て 義 務 づ け

ら れ て い た 。 ま た 、 現 在 の よ う に 、 文 章 を そ の ま ま 口 述 し て 筆 記 さ せ る 、

と い う 単 調 な 講 義 方 法 は 厳 禁 さ れ て い て 、 講 義 は 会 話 調 で 行 な わ れ な け れ

ば な ら な い 。 こ の ほ か に 、 講 義 で え ら れ た 知 識 を 活 用 す る よ う に さ せ る た

め に 、 討 論(disputatio)が あ っ た 。 こ れ は 午 後 に 行 な わ れ る 。 こ こ で 、

教 師 は 、 学 頭(rector)(学 生 代 表)の 司 会 の も と に(学 生 の ト ッ プ で あ る

学 頭 は そ れ ほ ど 権 威 の あ る パ ー ソ ナ リ テ ィ ー で あ っ た)、 あ る 命 題 を 保 持

し 、 参 加 者 の 反 論 に 答 え た 。 授 業 は 、 一 日 に 三 つ あ り 、 二 時 間 以 上 つ づ く

午 前 の も の と 、 二 時 間 と 一 時 間 半 の も の が そ れ ぞ れ 一 つ ず つ あ っ た と 想 像

さ れ て い る が 、 午 前 中 に 特 殊 講 義 が さ ら に あ っ た か も し れ な い 。 講 義 の 場

所 は 、 ふ つ う は 、 教 師 の 自 宅 か 賃 借 さ れ た 教 場 か で あ っ た が 、 有 名 教 師 の

場 合 に は 、 公 共 の 建 物 や 広 場 が そ れ に あ て ら れ た 。 大 学 が 固 有 の 建 造 物 を

も つ よ う に な る の は 、 ず っ と あ と の 一 五 世 紀 に な っ て か ら の こ と で あ る 。

「大 学 」 と い う も の の 本 質 が 、施 設 で は な く 、 人 の 集 団 で あ る 、 と い う仕 組

み は 、 近 代 人 に と っ て は も う ひ と つ 理 解 し に く い 点 で あ ろ う。
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ロ ー マ 法 を 学 ぶ 学 生 は 、 五 年(教 会 法 の 場 合 は 四 年)た つ と 、 学 頭 の 許

可 を え て 、 講 読 と 復 習 を 学 生 に 対 し て 行 な う こ と に な る 。 こ れ を へ て 、 ロ

ー マ 法 で は 七 ～ 九 年(教 会 法 で は 六 年)で い わ ば バ チ ェ ラ ー と な り 、 そ の

後 、 ド ク タ ー(博 士)と な る 。 さ ら に 、 教 師 の 地 位 に つ く に は 、 職 業 ギ ル

ド の 場 合 と 同 様 に 、 教 師 組 合 が 行 な う厳 し い 試 験 を パ ス し な け れ ば な ら な

い 。

と こ ろ で 、 『市 民 法 大 全 』 は 、 本 来 は 、 『学 説 彙 纂(Digesta)』 、『法 学 提

要(Institutiones)』 、 『勅 法 彙 纂(Codex)』 、 『新 勅 法(Novellae)』 の 四

部 門 か ら な っ て い た け れ ど も 、 ボ ロ ー ニ ャ で は 、 そ れ が 、 最 初 か ら 、 全 体

と し て 、 研 究 ・教 授 の 対 象 と な っ た 、 と い う わ け で は な い 。 『学 説 彙 纂 』 が

も っ と も 重 要 視 さ れ た こ と は た し か で あ る が 、 そ れ だ け を と っ て 考 え て み

て も 、 九 一 四 二 個 の 法 文 学 説 を 含 み 、 辞 典 用 の 小 活 字 で 、 二 段 組 み 、 二 〇

〇 〇 頁 に も な る ほ ど の ス ケ ー ル も の で あ っ た か ら 、正 講 義 ・副 講 義 ・復 習 ・

討 論 の 過 程 を へ て こ れ を 学 び つ く す こ と は 、 学 生 に と っ て 大 変 な 負 担 で あ

っ た に ち が い な い 。

(d)さ て 、 ボ ロ ー ニ ャ 大 学 の 特 色 を 一 口 で 言 う と す れ ば 、 そ れ が 「学 生

の 大 学 」 で あ っ た こ と で あ ろ う 。 こ の こ と は 、 や や お く れ て 一 二 世 紀 末 に

生 ま れ た パ リ 大 学 や オ ッ ク ス フ ォ ー ド 大 学 が 、 ど ち ら か と 言 え ば 、「教 師 の

大 学 」 で あ っ た こ と と は 対 照 的 で あ る し 、 近 代 に 発 展 し た 教 育 機 関 と も ま

っ た く 異 な っ た 特 殊 な 性 格 が ボ ロ ー ニ ャ 大 学 に は あ る 。 な ぜ こ の よ う な 特

質 が 生 じ た の か 、 の 問 題 は 、 ボ ロ ー ニ ャ 大 学 と 現 代 の 大 学(ロ ー ス ク ー ル

を の ぞ く)と を つ な ぐ 接 点 が は た し て あ る か ど う か を 考 え る う え で 重 要 で

あ ろ う 。 そ の 性 格 に つ い て 考 え て み よ う。

① 学 生 の 年 令 ・ 地 位 学 生 の 年 令 は 一 七 歳 か ら は じ ま っ て 四 〇 歳 ま で

の 広 い 範 囲 に お よ ん で い る 。 学 生 に は 年 長 者 が 多 か っ た だ け で な く 、 彼 ら

は 、 裕 福 で 、 そ の 社 会 的 身 分 が 高 か っ た の で 、 教 師 が 生 徒 を 訓 育 す る 、 と

い う よ う 現 代 的 な 教 育 観 念 は な り た ち に く か っ た 。 む し ろ 、 逆 に 学 生 が 教

師 の 言 動 を 批 判 す る だ け の 見 識 を す で に 備 え て い る こ と も 少 な く な か っ た

の で あ る 。 さ ら に 、 ボ ロ ー ニ ャ 大 学 の 場 合 、 教 師 が 世 俗 人 で 、 学 生 と

り わ け イ タ リ ア 国 外 か ら の 留 学 組 の 方 が 教 会 聖 職 者 で あ る ケ ー ス も

生 じ た こ と が ふ つ う で あ っ た の で 、 当 然 、 教 え の 場 に は 、 中 世 特 有 の 宗 教

的 服 従 に よ る 支 配 関 係 も あ り え な か っ た 。 も っ と も 、 教 会 権 力(教 権)は 、

皇 帝 権 力(皇 権)と は り あ っ て 、 ボ ロ ー ニ ャ 大 学 の 運 用 に 深 く か か わ り あ

っ た 。 つ ま り 、 世 俗 の 大 学 と し て の ボ ロ ー ニ ャ 大 学 も 、 そ れ な り に 宗 教 の

影 響 下 に お か れ て い た の で あ る 。

② 学 生 が 教 師 を 傭 っ て い た こ と 教 師 は 、 パ リ 大 学 の 場 合 と は 異 な っ

て 、 世 俗 人 で 、 聖 職 禄 を も た ず 、 当 初 は 、 自 身 の 講 義 に 出 席 す る 学 生 の 聴
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講 料 に よ っ て も っ ぱ ら 生 計 を 支 え て い た か ら 、 そ の 構 造 上 、 学 生 が 教 師 に

対 し て 優 位 を た も っ て い た こ と は 言 う ま で も な い 。 一 三 世 紀 末 に な る と 、

他 都 市 が 、 大 学 都 市 ボ ロ ー ニ ャ 市 の 繁 栄 を ね た ん で 、 人 の 結 合 体 で あ る 大

学 そ の も の を 誘 致 す る た め に 、 教 師 に 俸 給 を 約 束 す る こ と も あ っ た が 、 そ

の 俸 給 を 交 渉 す る の は 、 教 師 で は な く て 、 学 生 代 表 の 学 頭 で あ っ た こ と も

皮 肉 な こ と で あ る 。 オ ド フ レ ー ド ゥ ス と い う 教 師 は 、 学 生 の 聴 講 料 支 払 の

悪 さ に 腹 を た て て 、 つ ぎ の 年 に は 午 後 の 講 義(午 前 の も の は 正 式 で 、 午 後

の も の は そ う で は な い)を 行 な わ な い 、 と 宣 言 し た そ う で あ る が 、 こ れ は 、

有 名 教 授 だ か ら こ そ 言 え た こ と で あ り 、例 外 を 物 語 る エ ピ ソ ー ドで あ ろ う 。

な お 、 学 生 と 都 市 が 日 常 生 活 の 場 で 争 い を お こ し た と き は 、 ボ ロ ー ニ ャ 市

民 で あ っ て 、 本 来 都 市 側 に つ く は ず の 教 師 は 、 む し ろ 学 生 と 行 動 を と も に

す る 方 が 安 全 で 安 泰 な の で 、 後 者 の 側 に 立 つ こ と が 多 か っ た 。

③ 学 生 の 、都 市 に 対 す る 優 越 性 都 市 は 、大 学 を も つ こ と を 誇 り に し 、

そ れ は 経 済 的 に も 有 利 で あ っ た 。 し か し 、下 宿 料 や 生 活 物 資 の 値 上 げ と か 、

都 市 法 の 厳 し い 適 用 と か を め ぐ っ て 、 市 や 市 民 と 外 人 学 生 と の あ い だ で 利

害 対 立 や 紛 争 が 生 ず る こ と も あ っ た 。 そ の よ う な と き 、 学 生 は 、 大 学 そ の

も の を 移 転 す る 、 と い う お ど し を 用 い て 、 結 局 は 市 当 局 を し ば し ば 屈 服 さ

せ た(実 の と こ ろ 、 一 三 世 紀 前 半 に は 、 ボ ロ ー ニ ャ 大 学 か ら 、 ヴ ィ チ ェ ン

ツ ァ 、ア レ ッ ツ ォ 、パ ド ヴ ァ 、シ エ ナ の 各 大 学 が 分 離 に よ り 成 立 し て い る)。

こ の 優 位 は 、 ボ ロ ー ニ ャ 大 学 そ の も の が 確 立 さ れ 、 他 都 市 に も 大 学 が で き

て 、 移 転 す る こ と が 現 実 的 に は 容 易 で は な く な っ た 一 三 世 紀 後 半 ま で つ づ

い た 。 ち な み に 、 ボ ロ ー ニ ャ で の 成 功 に な ら っ て 、 イ タ リ ア 各 地 に 法 学 校

が 生 ま れ る よ う に な っ た 。 モ デ ナ(一 一 七 五 年)・ ナ ポ リ(一 二 二 四 年)な

ど の ケ ー ス が そ の 例 で あ る 。 さ き に ふ れ た パ ヴ ィ ア の 学 校 も 、 ロ ー マ 法 を

教 え る 大 学 へ と 変 身 す る 。

④ 大 学 団 の 存 在 学 生 た ち が 、 内 に あ っ て は 教 師 団 に 対 し て 、 外 に あ

っ て は 都 市 に 対 し て そ れ ぞ れ 優 位 を 占 め る に は 、 や は り そ れ が 強 固 な 組 織

を も っ て い な け れ ば な ら な い 。 そ の 組 織 が 大 学 団(ウ ー ニ ウ ェ ル シ タ ー ス

(universitas))で あ る 。 こ れ は 、 ドイ ツ 皇 帝 フ リ ー ド リ ッ ヒ ー 世 ・バ ル バ

ロ ッ サ に よ っ て 一 一 五 五 年 に よ っ て 承 認 さ れ た 、 職 人 ギ ル ドの よ う な 自 治

権 を も つ 学 生 組 合 で あ る 。 さ ら に 、 一 一 五 六 年 に 、 フ リ ー ド リ ッ ヒ ー 世 は 、

学 生 の 身 の 安 全 を 保 障 す る た め の 勅 法(ハ ビ タ)ま で も 発 布 し て い る 。 大

学 団 は 、 ボ ロ ー ニ ャ 市 民 で は な い 外 人 学 生 に よ っ て 結 成 さ れ 、 し か も 教 師

は 、市 民 で あ る 、 と い う 理 由 で そ こ か ら 排 除 さ れ る(教 師 の 方 は 教 師 団(コ

ッ レ ー ギ ウ ム(collegium))を 結 成 す る)。 当 初 は 、 ま ず 、 「ロ ン バ ル デ ィ

ア 組 」、 「ト ス カ ー ナ 組 」、 「ロ ー マ 組 」、 「ア ル プ ス 以 北 組 」 の 四 団 体 に 統 合

さ れ 、最 終 的 に は 、一 三 世 紀 終 わ り こ ろ に 、「ア ル プ ス 以 南 組(universitas
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citramontanorum)」 と 「ア ル プ ス 以 北 組(universitasultramontanorum)」

の 二 つ に ま と ま っ た 。 そ の お の お の は 、 代 議 員 に よ っ て 選 出 さ れ た 学 頭

(rector)を 擁 し て い た 。 こ の 学 頭 が 学 生 グ ル ー プ の 二 人 制 の ト ッ プ と し て

大 学 を 牛 耳 っ て い た の で あ る 。学 生 団 の 成 立 に は そ れ 相 当 の 理 由 が あ っ た 。

学 生 の 多 く は ボ ロ ー ニ ャ 市 民 で は な く 、 外 人 な の で 、 当 然 の 帰 結 と し て 、

都 市 法 の 保 護 を う け る こ と は で き な い 。 そ れ が 意 味 す る と こ ろ は 、 現 代 に

お い て ど こ か 外 国 に 私 た ち が 長 期 間 滞 在 す る 場 合 に 、 ど れ ほ ど 不 便 で 危 険

な こ と が 生 じ て く る か を 想 像 し て み れ ば 、 明 瞭 に わ か る が 、 国 際 条 約 や 日

本 の 在 外 公 館 な ど の 保 護 が あ っ て も 、 な お そ う な の で あ る 。 そ の た め に 、

彼 ら は 、 同 郷 の 学 生 を 集 め て 、 実 力 に よ り 外 部 の 力 に 対 し て そ れ ぞ れ を 守

り 、 相 互 に 助 け あ う た め の 組 織 を つ く り あ げ 、 そ れ を 地 盤 に 団 結 し て 権 利

を 確 立 し て い く し か 道 は な か っ た 。 と く に 遠 来 の ドイ ツ 学 生 に は そ の 必 要

が 痛 感 さ れ た 。 元 来 、 イ タ リ ア に は 、 ゲ ル マ ン 人 支 配 下 で 、 ゲ ル マ ン 人 で

な い 人 々 が そ れ ぞ れ の 法 に し た が っ て 生 き る こ と を 認 め る 、 属 人 主 義 と い

う 考 え か た が ず っ と あ っ た し 、 ま た 、 そ れ 以 外 に も 、 ロ ー マ 法 の な か に 、

三 人 以 上 が な ん ら か の 団 体 を 結 成 す れ ば 、 そ れ は 合 法 的 な 団 体 と し て 認 め

ら れ る 、 と い う 制 度 が あ っ た の で 、 こ の よ う な 学 生 の 動 き は 世 間 に あ る 程

度 理 解 さ れ た 。 さ ら に 視 野 を ひ ろ げ て 考 え る と 、 こ の よ う な 学 生 団 の 結 成

は 、 一 一 世 紀 に ヨ ー ロ ッ パ を お お い つ く し て 騎 士 組 合 や 商 人 組 合 や 職 人 組

合 を 生 み だ し た 、 ギ ル ド化 運 動 の 波 に も の っ て い る 。 ギ ル ドは 、 た ん な る

契 約 に よ る の で は な く て 、 宣 誓 に よ っ て 成 立 す る 点 で 、 そ の 内 部 統 制 は き

わ め て 強 力 で あ り 、 「国 家 の 中 の 国 家(civitasincivitate)」 と 呼 ば れ る ほ

ど 、 外 部 に 対 し て 独 自 の 地 位 を も つ こ と が で き た の で あ る 。

こ の よ う な 学 生 大 学 に お い て は 、 当 然 の こ と な が ら 、 教 師 は 、 実 際 に は 、

学 生 に 対 し て い わ ば 従 属 的 な 地 位 に お か れ る 。 日 本 で も 、 い ま や 、 教 育 現

場 で は 大 学 教 授 先 生 の 権 威 も 権 力 も 大 幅 に 下 落 し て し ま っ た が 、そ れ で も 、

日本 に 、 「学 生 の 大 学 」 で は な く 、 「教 授 の 大 学 」 と い う 意 識 や 雰 囲 気 が ま

だ ま だ 残 っ て い る か ぎ り 、 教 師 の 地 位 は な お も 安 泰 で あ ろ う 。 つ ぎ に 、 時

代 は や や 下 る が 、 一 三 一 七 年 の 規 約 を 中 心 に 、 同 情 す べ き 教 師 像 を 描 い て

み よ う 。

「実 際 上 、学 頭 個 人 や 学 生 団 が 教 師 側 に 課 し た 規 約 に 教 師 の 方 が 服 従 す る

こ と を よ ぎ な く さ れ る 。 教 師 が 学 生 団 か ら 追 放(privatio)に 処 せ ら れ る

お そ れ が あ る 。 講 義 は 、 ビ デ ッ ル ス(bidellus)と 呼 ば れ る 事 務 官 の 入 室

に よ っ て 、 い つ で も 中 断 さ れ る 可 能 性 が あ る 。 学 生 が 最 低 週 三 回 聴 講 す れ

ば た り る の に 対 し 、教 師 は 、一 日 の 欠 勤 に つ い て も 、 自 身 の 講 義 の 受 講 生 、

学 頭 、 代 議 員 の 順 で 許 可 を も ら う必 要 が あ る 。 教 師 が 市 外 に 出 る と き は 、

ち ゃ ん と 帰 っ て く る こ と を 担 保 す る た め に 、 金 銭 を 供 託 し て お く 必 要 が あ
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る(こ れ は 、 明 ら か に 、 教 師 の 他 市 へ の 脱 出 を 防 ぐ た め の 手 段 で あ る)。 勝

手 に 休 講 に す る こ と は 厳 禁 さ れ る 。 学 生 は 、 教 師 の 無 断 欠 勤 を 報 告 す る 義

務 を 負 い 、 そ れ を 怠 れ ば 偽 誓 罪 に 問 わ れ る 。 教 師 が 、 正 講 義 で 五 名 、 特 殊

講 義 で 三 名 の 聴 講 者 を 集 め る こ と が で き な か っ た 場 合 に は 、 欠 勤 と み な さ

れ 、 一 定 の 科 料 を と ら れ る 。 講 義 時 間 の 開 始 に 少 し で も 遅 れ る と 罰 金 を と

ら れ る(早 く は じ め る の は さ し つ か え な い 。 な お 、 定 刻 に 講 義 を 終 了 さ せ

る た め に 、 学 生 側 が 定 刻 に 退 出 す る こ と が 強 制 さ れ た)。 講 義 は 、初 め か ら

順 序 に し た が っ て 完 全 に 行 な わ れ な け れ ば な ら な い し(難 し い 個 所 を あ と

に ま わ し て 、 教 師 に 時 間 切 れ で 逃 げ て し ま う よ う に さ せ な い よ う に す る た

め で あ る)、 あ ら か じ め 作 成 さ れ た 講 義 日 程 に し た が う 必 要 が あ る 。教 師 は 、

学 年 初 め に 、一 定 額 を 両 替 屋 に 寄 託 し 、彼 ら が 諸 規 則 に 違 反 し た さ い に は 、

そ こ か ら 学 頭 の 命 令 で 一 定 額 が 順 次 さ し ひ か れ て い く 。 教 師 を 監 視 す る 任

務 に つ く の は 教 師 告 発 委 員(denuntiatoresdoctorum)で あ る 。」

し か し 、 教 師 側 に も 武 器 が ま っ た く な い わ け で は な か っ た 。 こ の よ う な

教 師 は 、 現 代 か ら 見 れ ば あ わ れ な 存 在 で あ る か も し れ な い が 、 な れ て し ま

え ば そ れ ほ ど で も な か っ た だ ろ う し 、 や は り 、 収 入 の 多 い 地 位 は 魅 力 で あ

っ た に ち が い な い 。 学 生 に 学 位 を 与 え た り 、 さ ら に 、 こ の 者 に 教 師 の 地 位

を 与 え た り す る と き に 、 教 師 組 合(collegiadoctorum)は 絶 大 な 権 力 を

も つ 。 実 際 の と こ ろ 、 学 生 か ら す れ ば 、 学 位(ド ク タ ー の 地 位)が な け れ

ば 、 官 僚 機 構 や 教 会 組 織 へ の 就 職 や 昇 進 も お ぼ つ か な い か ら で あ る 。 教 師

は こ の 権 利 を 保 有 す る こ と で な ん と か 学 生 集 団 と 力 の バ ラ ン ス を 保 っ て い

た 。 現 に 、大 学 で の 教 授 資 格 と な る 博 士 号 を 取 得 す る こ と が で き た 学 生 は 、

一 五 世 紀 末 の ヨ ー ロ ッ パ に 存 在 し た 七 五 の 大 学 の 学 生 の 総 数 の 一 万 人 か ら

一 万 五 千 人 の う ち で
、 わ ず か 数 パ ー セ ン ト に し か な ら な か っ た 、 と い う こ

と か ら 知 ら れ る よ う に 、 教 授 資 格 を 授 与 す る か ど う か を 決 定 す る 地 位 ・権

限 を 保 有 す る 教 師 は 、 や は り 権 力 者 な の で あ っ た 。

(e)ボ ロ ー ニ ャ 大 学 に は 、 法 学 の ド ク タ ー の ほ か に 、 一 三 世 紀 以 来 、 人

文(七 つ の 教 養 諸 科 目)、 神 学 、 医 学 の ド ク タ ー が 生 ま れ た が 、 そ の 学 生 ・

教 師 の 団 体 は 、 法 学 系 の 団 体 の 支 配 下 に あ っ た 。 そ の 後 、 一 三 〇 六 年 に 、

は じ め て 学 問 の 各 部 門 が 独 立 す る の で あ る 。 学 生 大 学 と し て の 特 徴 を 強 く

も つ ボ ロ ー ニ ャ 大 学 の ス タ イ ル は 、 イ タ リ ア の 諸 大 学 、 ス ペ イ ン 、 南 フ ラ

ン ス 、 ス コ ッ ト ラ ン ド(こ の 地 域 は 、 ブ リ テ ン 島 に あ り な が ら 、 さ ま ざ ま

な 点 で 南 部 に 位 置 す る イ ン グ ラ ン ド と は ち が っ た 肌 あ い の 文 化 ・制 度 を も

つ と こ ろ で あ る)各 地 の 大 学 の 範 型 と な り 、 こ れ は 、 い わ ば 「教 師 の 大 学 」

で あ る パ リ 大 学 と と も に 、 中 世 の 諸 大 学 の 型 を 二 分 す る こ と に な っ た 。*

以 上 の 記 述 は 、ほ と ん ど す べ て 、H.Rashdall,TheUniversitiesofEurope

intheMiddleAges,1895(横 尾 荘 英 訳 ・一 九 六 八 年)の 記 述 に よ っ た 。

F-133



も ち ろ ん 、 筆 者 な り の 読 み 込 み は 、 で き る か ぎ り 個 性 的 に 行 っ た つ も り で

あ る 。

(f)ボ ロ ー ニ ャ に お け る 法 学 の 隆 盛 は 、 他 の 国 ・地 域 へ も 影 響 を 与 え る 。

は や く も 、 ボ ロ ー ニ ャ 大 学 が 活 動 し は じ め た 一 二 世 紀 の 段 階 で 、 ボ ロ ー ニ

ャ の 北 西 に あ た る 地 域 に あ る プ ロ ヴ ァ ン ス 地 方(現 ・南 フ ラ ン ス)に ボ ロ

ー ニ ャ 流 の 法 学 の 研 究 と 教 育 が ひ ろ が る 。 こ こ は 、 過 去 に 、 西 ゴ ー ト 人 お

よ び ブ ル グ ル ン ド 人 が 、 そ の 地 の 支 配 者 と し て 、 ロ ー マ 人 用 の ロ ー マ 人 法

を 制 定 し て い た 経 緯 も あ っ て 、 ロ ー マ 法 の 伝 承 が し っ か り と 生 き て い た 地

域 で あ っ た の で 、 「新 し い 」 ロ ー マ 法 を 受 容 す る 素 地 は あ っ た 。 そ の 地 の 法

学 校 で は 、ボ ロ ー ニ ャ で 学 ん だ 人 物 が ロ ー マ 法 関 連 の 書 物 を 刊 行 し て い る 。

そ の 後 に も 、 い く つ か の 作 品 が 生 み だ さ れ た 。 プ ロ ヴ ァ ン ス よ り さ ら に 西

の モ ン ペ リ エ で は 、 一 一 六 〇 年 代 に ボ ロ ー ニ ャ を 追 わ れ た プ ラ ケ ン テ ィ ー

ヌ ス と い う 有 力 な 人 物(～ 一 一 九 二 年)に よ っ て ボ ロ ー ニ ャ 型 の 法 学 校 が

設 立 さ れ た 。 さ ら に 、 西 の カ タ ル ー ニ ャ(ス ペ イ ン 東 部)に も 、 ま た 、 そ

の 北 に 位 置 す る ト ゥ ー ル ー ズ や オ ル レ ア ン な ど の フ ラ ン ス 南 部 の 地 方 都 市

に も 、 法 学 校 が 生 ま れ る 。 北 方 の パ リ に も ロ ー マ 法 が 入 っ て い た が 、 一 ニ

ー 九 年 に は
、 パ リ 大 学 に お け る ロ ー マ 法 教 育 を 禁 止 す る こ と を 法 で 規 定 し

な け れ ば な ら な い ほ ど そ の 地 で ロ ー マ 法 教 育 が 栄 え た 。 他 方 で 、 海 の む こ

う の イ ン グ ラ ン ド へ は 、 ボ ロ ー ニ ャ か ら ワ カ リ ウ ス が カ ン タ ベ リ ー 大 司 教

に 招 か れ て 渡 り 、 そ こ で 、 宗 教 的 問 題 に つ い て だ け で な く 、 ロ ー マ 法 に つ

い て も か な り 密 度 の 高 い 教 育 を 行 な っ て い る 。 彼 は オ ッ ク ス フ ォ ー ド 大 学

と も 深 い か か わ り を も っ て い た 、 と も 言 わ れ て い る 。 こ の よ う に し て 、 す

で に 、 一 二 世 紀 も 終 わ り の こ ろ に な る と 、 ヨ ー ロ ッ パ 各 地 の 法 学 校 な い し

は 法 科 大 学 に お い て 、 ロ ー マ 法 が 、 ロ ー マ 法 と つ な が り を も つ 教 会 法 と と

も に 、 教 え ら れ 、 研 究 さ れ 、 そ し て 、 そ こ で 、 活 動 の 成 果 と し て ロ ー マ 法

資 料 が 作 成 さ れ た 。 そ の 地 域 の 本 来 の 法(ゲ ル マ ン 法)を 教 え る 大 学 は 実

に 一 七 世 紀 ま で は 出 現 し な か っ た 、 と 言 わ れ て い る が 、 そ れ ま で は 、 ロ ー

マ 法 が 、 ヨ ー ロ ッ パ の 多 く の 地 域 で 、 共 通 の 法 と し て 高 い 地 位 を も つ よ う

に な っ て い た 。 ロ ー マ 法 の 言 語 で あ る ラ テ ン 語 が ロ ー マ 法 と 教 会 法 を べ 一

ス に も っ 一 体 的 な 法 世 界 の 共 通 語 と な っ た の は 、 そ の 結 果 で も あ り 、 ま た

原 因 で も あ る 。

(g)ボ ロ ー ニ ャ に お け る 註 釈 学 派 の 始 祖 ・イ ル ネ リ ウ ス の 後 継 者 た ち(四

博 士)の ト ッ プ で あ っ た ブ ル ガ ー ヌ ス の あ と 、 ヨ ハ ン ネ ス ・バ ッ シ ア ー ヌ

ス(一 一 九 〇 年 没)が 学 派 の リ ー ダ ー と な り 、 そ の あ と は 、 そ の 弟 子 の ア

ー ゾ が つ ぎ 、 活 発 な 著 作 活 動 を 展 開 し た 。 こ の 人 物 の 弟 子 で あ る ア ッ ク ル

シ ウ ス(一 二 六 三 年 没)は 、 註 釈 学 派 の 一 五 〇 年 間 に わ た る 註 釈 の か た ち

を と っ た 業 績 を 総 括 す る 『標 準 註 釈(GlossaOrdinaria)』 を 刊 行 し た 。
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一 二 二 〇 年 か ら 一 二 四 〇 年 に か け て の こ と で あ る
。 こ の 大 事 業 に よ り 、 こ

の 学 派 の 業 績 が 頂 点 に た っ し た た め に 、 当 然 の こ と な が ら 、 そ の 後 に は そ

れ を 超 え る も の は 現 わ れ ず 、 学 問 研 究 の 活 力 に は う せ て し ま う。 彼 の 註 釈

は 、『市 民 法 大 全 』 全 体 に わ た り 、-0万 個 近 く に も な る 巨 大 な も の で 、 「註

釈 が 認 め て い な い こ と は 、 法 廷 も 認 め な い 。」 と ま で 言 わ れ る ほ ど 、 法 実 務

に お い て 絶 対 的 な 権 威 を も つ(こ の よ う な 高 い 権 威 は そ の 後 数 世 紀 に わ た

っ て ヨ ー ロ ッ パ 各 地 で し っ か り と た も た れ る)。 一 学 者 の 法 文 へ の コ メ ン ト

が 実 際 上 法 源 の よ う な 扱 い を う け る の は 、ロ ー マ の 歴 史 に も 前 例 が あ る が 、

こ れ ほ ど の ス ケ ー ル の も の は 法 学 史 上 や は り 異 例 の こ と で あ っ た 。 と こ ろ

で 、 国 は フ ラ ン ス へ と か わ る が 、 一 二 四 〇 年 代 以 降 に 、 ト ゥ ー ル ー ズ や モ

ン ペ リ エ の 大 学 で の 学 問 実 績 を ベ ー ス と し て 、 オ ル レ ア ン の 大 学 は 、 し ば

ら く の あ い だ 「北 の ボ ロ ー ニ ャ 」 と し て 、 註 釈 学 派 の 手 法 を 多 少 と も 広 げ

る こ と に よ り 、新 し い 研 究 地 平 を き り ひ ら く こ と に な る 。「オ ル レ ア ン 学 派 」

が こ れ で あ る 。 一 四 世 紀 の は じ め に 入 る と 、 そ の 学 問 の 流 れ は 、 キ ー ヌ ス

(一 二 七 〇 年 こ ろ ～ 一 三 三 六 年)を 通 し て 、国 を こ え て 、一 つ の サ イ ク ル を

お え て 衰 退 し は じ め た ボ ロ ー ニ ャ 註 釈 学 派 の あ と を つ い だ 註 解 学 派 の 研 究

ス タ イ ル の な か に も 流 れ こ ん で い る 。 つ ま り 、 イ タ リ ア か ら フ ラ ン ス へ 、

そ し て フ ラ ン ス か ら イ タ リ ア へ と 、 学 問 の バ ト ン ・ タ ッ チ が 行 な わ れ た の

で あ る 。 他 方 で 、 ロ ー マ 法 と と も に 、 カ ノ ン 法(中 世 教 会 法)も 、 ボ ロ ー

ニ ャ 大 学 で 教 え ら れ 、 学 ば れ 、 ロ ー マ 法 の 場 合 と 同 じ よ う に 、 学 識 法 と し

て 組 み あ げ ら れ て い く 。

(D)註 解 学 派

(1)註 解 学 派(commentatores)は 、註 釈 学 派 の 流 れ を く む も の で 、 「後

期 註 釈 学 派(postglossatores)」 と か 、 そ の 特 徴 的 活 動 形 式 に ち な ん で 、

「助 言 学 派 」 と か 呼 ば れ る こ と が あ る 。 し か し 、 こ の 二 つ の 学 派 の あ い だ に

は 、 た ん に 時 間 的 な 前 後 関 係 が あ る だ け で は な く 、 活 動 の あ り か た に ち が

い が 見 ら れ る 。 そ れ は 、 註 釈 学 派 が 、 い わ ば 突 然 に 「発 見 さ れ た 」 巨 大 な

文 献 資 料 へ の 取 り く み の な か で 、当 然 の こ と な が ら 「知 る 学 ぶ 理 解

す る 」 と い う よ う な 学 問 的 な レ ヴ ェ ル の 営 み に 終 始 し(と 言 う よ り は 、 そ

れ に 手 い っ ぱ い で)、 い わ ば 「ア カ デ ミ ッ ク な 」 特 徴 を 示 し た の に 対 し て 、

こ の 註 解 学 派 が 、 先 行 組 の 註 釈 学 派 の 巨 大 な 業 績(と り わ け 、 ア ッ ク ル シ

ウ ス の 『標 準 註 釈 』 と い う 作 品)の つ み か さ ね を ベ ー ス と し 、 も と と な る

註 釈 に 対 し て 、 と き に は 批 判 的 に 、 あ ら た な タ イ プ の 註 釈 を つ け る 、 と い

う か た ち で 、 そ こ に も り こ ま れ て い る ロ ー マ 法 の 規 定 を 、 当 時 の 時 代 環 境

に あ て は め て 適 用 し 、 活 用 し て い く 、 そ し て ま た 、 必 要 が あ れ ば 、 補 充 と

い う か た ち で 法 の 創 造 に も と り く む 、 と い っ た 実 務 的 ・実 践 的 な つ ま

り 、 プ ラ ク テ ィ カ ル な 活 動 に 重 点 を う つ し た か ら で あ る(も ち ろ ん 、
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こ の 動 き は 、 す で に 註 釈 学 派 の 時 代 に も 、 は じ ま っ て い た)。 「註 解

(commentaria)」 が 彼 ら の 仕 事 の 具 体 的 あ ら わ れ で あ る が 、 こ れ は 、 さ き

の 註 釈 学 派 が 行 な っ て い た 「註 釈(簡 潔 な 説 明 と 、 参 照 法 文 の 指 示 を 内 容

と す る 欄 外 の 註)」 と は ち が っ て 、か な ら ず し も 古 代 の ロ ー マ 法 の 原 法 文 に

拘 束 さ れ ず 、 現 実 と の か か わ り の な か で そ れ に つ い て の 解 説 や 説 明 を 学 理

的 に 展 開 し て い く さ い の 手 段 と な る も の で あ る 。 言 っ て み れ ば 、『市 民 法 大

全 』 は タ テ マ エ(理 論)の 世 界 か ら ホ ン ネ(実 践)の 世 界 へ と と り こ ま れ

て い っ た の で あ る 。 こ れ は 一 つ の 進 化 の か た ち な の で あ っ た 。 こ う い っ た

古 い 遺 産 を 適 用 ・利 用 ・活 用 す る 営 み に つ づ く 段 階 は 、 ま ず 、 ロ ー マ 法 を 、

そ の ま ま 、 全 体 と し て 、 て っ と り ば や く う け い れ る(継 受 す る)こ と で あ

り 、 さ ら に す す む と 、 ロ ー マ 法 を 深 く 理 解 し た う え で 、 そ の 学 識 お よ び 実

効 性 を 、 同 時 代 的 な 視 点 に た っ て 、立 法 の 素 材 と し て 活 用 す る こ と で あ る 。

こ ち ら の 方 は 、 ず っ と 後 代 の 法 学 が 達 成 し た 成 果 で あ る 。

(2)註 解 学 派 は 、 い っ た ん 衰 退 し た 註 釈 学 派 を あ と を う け て 、 一 四 世 紀

か ら 一 五 世 紀 に か け て の ロ ー マ 法 研 究 の 主 力 と な っ た 学 派 で 、 そ の 中 核 に

い た の は 、 こ の 学 派 の さ き が け で あ る キ ー ヌ ス の 門 下 の バ ル トー ル ス と い

う 人 物 で あ る(一 三 一 三 ～ 一 三 五 七 年)。 彼 は 、 ペ ル ー ジ ャ で 法 学 を 学 び 、

ボ ロ ー ニ ャ で 博 士 号 を と り 、 そ し て ピ サ で 、 そ れ か ら ペ ル ー ジ ャ で 、 教 育

に 従 事 し た 。 そ の 意 味 で 、 彼 は 生 粋 の ボ ロ ー ニ ャ 大 学 の 人 と は 言 え な い わ

け で あ る 。 彼 の 功 績 が 絶 大 で あ っ て 、 註 解 学 派 は 「バ ル トー ル ス 学 派 」 と

も 呼 ば れ る 。彼 は 、註 釈 学 派 の ア ッ ク ル シ ウ ス の 後 継 者 と な る 人 物 で あ り 、

中 世 ロ ー マ 法 学 の 世 界 で は 、 第 一 人 者 と 位 置 づ け ら れ る 。 そ の ペ ル ー ジ ャ

で の 弟 子 で あ り 、師 の バ ル ト ー ル ス と な ら ん で 註 解 学 派 を 代 表 す る 人 物 は 、

バ ル ド ゥ ス(一 三 二 七 ～ 一 四 〇 〇 年)で 、 こ の 人 物 は 実 に 三 〇 〇 〇 も の 具

体 的 な テ ー マ に か ん す る 、 各 方 面 へ の 「助 言(consilia)」 を 残 し て い る が 、

こ の 助 言 と い う の は 、 か つ て の 古 代 ロ ー マ の 時 代 に 有 力 な 法 学 者 が 各 方 面

に 与 え た 助 言(解 答)と は く ら べ も の に な ら な い ほ ど の ス ケ ー ル の 実 務 的

活 動 で あ っ た 。 立 法 形 式 で 法 が 生 み だ さ れ な い と こ ろ で は 、 助 言 活 動 を 通

じ て 外 部 に 向 か っ て 示 さ れ る 学 説 ・学 識 は 絶 大 な 勢 力 を 法 の 現 場 で も っ こ

と が で き た の で あ る 。 こ れ は 、 ロ ー マ 法 の 流 れ に 位 置 す る 法 学 の 歴 史 の な

か で も 、 黄 金 時 代 の 一 つ を か た ち つ く る も の と な っ て い る 。 と こ ろ で 、 「大

昔 の 法 資 料 を 読 み 解 き 、 そ れ を 解 釈 し て 解 釈 の 技 法 を 確 立 し 、 そ れ を ベ ー

ス と し て 法 技 術 を 編 み だ し 、 現 実 の 法 実 務 に 役 立 っ 法 学 識 を 求 め に 応 じ て

各 方 面 に 提 供 す る こ と が で き る よ う な 人 物 」 と い う の は 、 法 社 会 に お い て

は も ち ろ ん の こ と 、 政 治 社 会 に お い て も 経 済 社 会 に お い て も 、 ト ッ プ ・ク

ラ ス の 人 材 で あ っ た 。 彼 ら 有 力 法 学 者 に 高 い 地 位 が 約 束 さ れ る の は 当 然 の

な り ゆ き で あ り 、 彼 ら は 報 酬 に も 恵 ま れ る 。 こ こ に き て 、 専 門 的 職 業 人 の
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ス テ イ タ ス が 確 立 し た の で あ る 。 法 学 者 に と っ て は 、 大 学 教 師 と し て の 地

味 な 活 動 の ウ ェ イ ト に 低 く な っ て い た に ち が い な い 。 一 代 ま え の 註 釈 学 派

の 法 学 者 た ち は 、 ま だ 「学 問 の 人 」・「大 学 人 」 で あ っ た が 、 開 か れ た 政 治 ・

経 済 の 世 界 と コ ン タ ク ト を も つ よ う に な っ た 註 解 学 派 の エ リ ー トた ち は 、

「世 間 の 人 」・「世 俗 の 人 」・「政 治 の 人 」と し て も 立 身 出 世 す る こ と が で き た 。

助 言 と か 専 門 的 鑑 定 と か の 分 野 が 法 学 者 に 大 き く 開 か れ 、 し か も そ れ が 重

要 に な っ た の は 、 主 と し て 二 つ の 理 由 に よ る 。 一 つ は 、 政 治 サ イ ド の 要 因

で あ る 。 一 二 世 紀 か ら 一 三 世 紀 の は じ め に か け て 、 都 市 は 実 態 に お い て は

独 立 性 の あ る 都 市 国 家 の よ う な も の と な っ て い た が 、 そ こ で 、 依 頼 に 応 じ

て 公 正 な 統 治 を 二 年 程 度 ひ き う け る 、 中 立 の 、 他 都 市 出 身 の 貴 族 を 、 ポ デ

ス タ(podesta)と し て 設 置 す る や り か た が 採 用 さ れ る こ と が 多 か っ た 。

こ の 者 は 、 法 的 知 識 も も つ こ と が 多 い イ ン テ リ で あ っ た が 、 任 期 終 了 後 に

政 治 責 任 を 問 わ れ る 仕 組 み に な っ て い た(古 代 ギ リ シ ア の ア テ ー ナ イ に も

一 般 市 民 で あ る 役 人 に つ い て 同 じ よ う な 責 任 追 及 の 制 度 が あ

る)。 彼 は 、 事 後 の 自 身 へ の 非 難 を さ け る た め に 、 第 三 者 と し て の 法 学 者

(doctorjuris)に 施 政 全 般 に わ た っ て そ の つ ど 助 言 を 求 め る こ と に す る の

が な ら わ し で あ っ た 。 一 三 世 紀 も 後 半 に な る と 、 共 和 政 的 な 都 市 国 家 が 専

制 的 な 君 主 国 家 に 変 質 し て い く が 、 そ こ で も 、 君 主(シ ニ ョ ー レ)は 、 法

学 者 に 助 言 を 求 め る こ と も 多 か っ た と 思 わ れ る 。 こ れ に は 、 古 代 ロ ー マ の

法 務 官 が 法 学 者 に つ ね に 助 言 を 求 め る の と 、一 部 似 か よ っ た と こ ろ が あ る 。

も う 一 つ は 、 ポ デ ス タ 以 外 の 司 法 担 当 者 で あ る 一 般 裁 判 官 が 法 学 者 に 助 言

や 鑑 定 を 求 め る ケ ー ス で あ る 。 シ ェ ー ク ス ピ ア の 、 一 五 ・六 世 紀 の 北 イ タ

リ ア の ヴ ェ ネ ツ ィ ア を を 舞 台 と す る か た ち の 戯 曲 「ヴ ェ ニ ス の 商 人 」 の な

か で 、「借 金 を 支 払 わ な い と き に は 身 体 の ど こ で も 切 り と っ て も よ い 」 と い

う 契 約 を ど の よ う に 法 的 に 理 解 す る か(つ ま り 、 そ の よ う な 約 束 ご と が 有

効 か 無 効 か)に つ い て 、 ロ ー マ か ら 法 学 者 を 法 廷 に 招 い て 、 そ の 見 解 を 求

め る と い う と こ ろ が 重 要 な プ ロ ッ ト と な っ て い る が 、 こ の よ う な イ タ リ ア

の 慣 行 も 一 七 世 紀 の イ ギ リ ス の 人 で あ る シ ェ ー ク ス ピ ア は ち ゃ ん と 知 っ て

い た か も し れ な い 。

と こ ろ で 、 充 実 し た 都 市 生 活 が 展 開 さ れ 、 活 発 な 商 業 活 動 の 舞 台 と な っ

て い る イ タ リ ア の 自 治 的 な 都 市 に お い て 、 現 実 に 生 起 す る 法 的 問 題 と し て

は ど の よ う な も の が あ る の だ ろ う か?ロ ー マ 法 は 、 い か に も ロ ー マ 的 な 法

で あ っ て 、 古 代 と い う 時 代 の 枠 組 に 制 約 さ れ て い る 。 中 世 は 、 も ち ろ ん 、

中 世 な り に 、 ロ ー マ 法 が 体 験 し た こ と の な い 問 題 を つ き つ け た 。 そ の ほ か

に 、 ロ ー マ 法 が す で に 直 面 し て い た 問 題 で あ っ て も 、 中 世 に お い て は 、 か

な ら ず し も ロ ー マ 法 的 に 解 決 す れ ば よ い も の で は な い タ イ プ も あ る 。 以 上

の よ う な 問 題 の う ち と り わ け 重 要 な も の と し て は 、 た と え ば つ ぎ の よ う な
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の も の が あ る 。 神 聖 ロ ー マ 帝 国 の 帝 国 法 に よ っ て 支 え ら れ た 皇 帝(ド イ ツ

の 皇 帝)権 力 と 、 し だ い に 自 治 性 を 高 め 帝 国 に 対 し て 独 自 の 主 張 を す る よ

う に と な っ て き た 都 市 の 事 実 上 の そ の 力(実 力)を 法 制 度 の レ ヴ ェ ル で ど

の よ う に マ ッ チ さ せ る こ と が で き る の か(端 的 に 言 え ば 、 都 市 が 独 自 に 設

定 し た ル ー ル を 皇 帝 に 対 し て も 主 張 で き る の か)、 ロ ー マ 法 と 地 域 法(具 体

的 に は 地 域 固 有 の 慣 習 法)を ど の よ う な 関 係 に た た せ る の か(つ い で に 言

え ば 、 ロ ー マ 法 と は 無 関 係 と な る テ ー マ で あ る が 、 あ る 地 域 法 と べ つ の 地

域 法 の あ い だ に 法 の 抵 触 が 生 ず る 場 合 に 、 ど の よ う に 処 理 す る か の 問 題 を

解 釈 す る に は ど う い っ た 基 準 を 設 け れ ば よ い の か 、 も 重 要 と な っ て く る)、

ロ ー マ 法 規 定 と カ ノ ン 法(教 会 法)に ふ く ま れ る 世 俗 的 な 規 定 と の 重 複 や

棲 み わ け の 関 係 を ど の よ う に う け と め る か 、 な ど で あ る 。 こ う い っ た 目 前

の 重 要 問 題 に 決 着 を つ け る た め に は 、 な に よ り も 理 性 ・理 知 ・知 性 ・学 問

の カ が 必 要 で あ る 。 さ き の 註 釈 学 派 の 時 代 は ユ 帝 法 典 を 実 定 的 な 権 威 と 重

々 し く う け と め 、そ れ を た だ う け い れ る だ け で あ っ た が 、 こ の 註 解 学 派 は 、

そ の 法 典 の 各 規 定 を 支 え て い る 法 理 を 理 性 の 力 に よ っ て つ き と め る と こ ろ

ま で 迫 る こ と に よ り 、 こ れ を 広 く 深 く 理 解 し 、 そ の 結 果 と し て 、 こ れ を 自

在 に あ や つ る こ と が で き る よ う に な っ た 。ユ 帝 法 典 が 「書 か れ た 理 性(ratio

scripta)」 と う け と め ら れ た こ と も 、 そ の よ う な 、 彼 ら 註 解 学 者 の 手 法 と

関 係 が あ る 。 ユ 帝 法 典 は 、 崇 拝 さ れ る 偶 像 で は な く 、 扱 わ れ る 対 象 、 利 用

さ れ る 道 具 へ と 変 質 し て い っ た 、 と も 言 え る 。 原 法 文 、 そ れ に 対 す る 厳 密

な 註 釈 、 そ れ に 対 す る 豊 富 な 註 解 の 三 点 セ ッ トは 、 法 律 実 務 に お い て 巨 大

な 権 威 を も ち 、 実 効 性 に 富 ん で い た 。 こ の よ う に 、 ロ ー マ 法 を ベ ー ス に し

て 、 理 性 に も と つ く 普 遍 的 な 法 原 理 と し て つ み あ げ ら れ た 法 の ル ー ル は 、

最 終 的 に は 普 通 法(ユ ー ス ・ コ ン ム ー ネ)と し て ヨ ー ロ ッ パ 世 界 の 基 本 的

な 法 シ ス テ ム と な っ て い く 。 中 世 法 は 、 古 代 法 の 成 果 を 吸 収 し 体 得 す る こ

と に よ っ て 、 質 量 と も に 壮 大 な 法 理 を 手 に い れ る こ と が で き た の で あ る 。

こ れ に 対 す る 反 動 は 、 ロ ー マ 法 の 相 対 化 、 ロ ー マ 法 か ら の 離 脱 、 ロ ー マ 法

で は な い 法 の 重 視 、 ロ ー マ 法 へ の 露 骨 な 敵 視 な ど さ ま ざ ま な か た ち を と っ

て 後 代 に 現 わ れ て く る 。 そ し て 、 ロ ー マ 法 は 、 「た だ の ロ ー マ 法 で あ っ て 、

そ れ 以 上 で も そ れ 以 下 で も な い 」 と 観 念 さ れ る よ う な な れ ば 、 一 っ の 展 開

や 進 化 は 終 わ る こ と に な る の で あ る が 、 私 た ち が 身 を お い て い る 現 代 が そ

の 時 期 に あ た る か ど う か 、 と い う 点 に つ い て は 、 ま だ 最 終 的 な 答 え は だ さ

れ て い な い よ う に 、 筆 者 個 人 に は 思 わ れ る 。

中 世 法 学 は 、 註 釈 学 派 を へ て こ の 註 解 学 派 に よ っ て 完 成 さ れ 、 一 つ の サ

イ ク ル を 完 結 さ せ る の で あ る が 、 バ ル トー ル ス の 権 威 ・名 声 は 、 そ の 死 後

200年 以 上 に も わ た っ て ヨ ー ロ ッ パ 各 地 な ど に お い て 保 持 さ れ て い る 。 ロ

ー マ 法 学 史 に お い て 、 こ の 註 解 学 派 の あ と に 、 そ れ へ の 批 判 勢 力 と し て 人
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文 学 派(次 項(E))が 登 場 す る が 、 法 実 務 や 教 育 の フ ィ ー ル ド で は 、 註 解

学 派 の 業 績 は か な り 長 い あ い だ 重 要 視 さ れ つ づ け た 。 「実 学 」 と し て の ロ ー

マ 法 学 の 特 性 つ ま り 、 成 功 が こ こ に は っ き り と 見 え る わ け で あ る 。

(E)人 文 学 派

一 五 世 紀 の 中 ご ろ に 入 る と
、 イ タ リ ア に 人 文 主 義 法 学(復 古 学 派 と も よ

ば れ る も の)が 生 ま れ る 。 そ し て 、 フ ラ ン ス の ブ ル ー ジ ュ で 、イ タ リ ア 人 ・

ア ル チ ャ ー ト(一 四 九 二 ～ 一 五 五 〇 年)が 一 五 二 九 年 に 本 格 的 に ロ ー マ 法

講 義 を 開 始 し て 以 来 、 フ ラ ン ス の こ の 地 が 人 文 主 義 法 学 の 聖 地 と な っ た 。

一 六 世 紀 は 人 文 主 義 法 学 が 輝 い た 世 紀 で あ る
。 こ こ で は 、 イ タ リ ア の 地 で

註 解 学 派 の 巨 匠 バ ル トー ル ス に よ っ て 完 成 さ れ た 教 義 学 風 の 学 問 的 ア プ ロ

ー チ で あ る 「モ ー ス ・イ タ リ ク ス(mosItalicus)(イ タ リ ア 風)」 に 対 し

て 、 主 と し て フ ラ ン ス の 地 で 生 ま れ た エ レ ガ ン ト な(典 雅 な)「 モ ー ス ・ガ

ッ リ ク ス(mosGallicus)(フ ラ ン ス 風)」 が 対 置 さ れ 、 こ ち ら の 方 が 強 力

に 推 進 さ れ た の で あ る 。 こ の 対 比 を べ つ の 言 葉 を 用 い て 内 容 的 に 表 現 す れ

ば 、 「法 学 的 手 法 と 歴 史 学 的 手 法 」 と い う こ と に も な っ て こ よ う 。 さ ら に 、

「法 科 風 」 と 「文 科 風 」 と い う 対 比 に も 、 味 が あ る 。 と こ ろ で 、 先 駆 的 な 人

文 主 義 法 学 者 の 三 巨 頭 と し て ふ つ う 示 さ れ る の は 、 イ タ リ ア 出 身 で 、 フ ラ

ン ス の ブ ル ー ジ ュ に 招 か れ た ア ル チ ャ ー ト 、 フ ラ ン ス 人 の ビ ュ デ 、 ド イ ツ

人 の ツ ァ シ ウ ス(一 四 六 一 ～ 一 五 三 五 年)で あ り 、 そ の 学 派(フ ラ ン ス 学

派)の 代 表 的 な 学 者 は 、 ク ヤ キ ウ ス(一 五 二 二 ～ 一 五 九 〇 年)と ドネ ッ ル

ス(一 五 二 七 ～ 一 五 九 一 年)で あ る 。 中 世 の 註 解 学 派 か ら 数 え て 第 三 の グ

ル ー プ に 位 置 す る こ の 学 派 は 、 先 行 す る 註 釈 学 派 の 流 れ を く む 註 解 学 派 と

が 、全 体 と し て 、 ロ ー マ 法 と い う も の を 独 特 の 中 世 的 な 思 想 枠 組 の な か で 、

批 判 的 に は と ら え る こ と な く 、絶 対 的 な も の と し て と ら え な が ら 、 し か も 、

古 代 ロ ー マ の 実 定 法 素 材 を 消 化 し 、 そ し て 現 実 の 問 題 の 解 釈 に 役 だ つ よ う

に こ れ を ネ ガ テ ィ ヴ な 表 現 に よ る な ら 勝 手 に く み か え て し ま っ た

こ と へ の ご く 自 然 な 反 動 ・反 発 と し て 、 生 ま れ た も の で あ り 、 こ れ は 、 ロ

ー マ 法 文 化 を 、 中 世 的 な 権 威 崇 拝 の 対 象 と し て で は な く 、 た ん に 「歴 史 的

な も の 」 と い う よ う に 相 対 的 に と ら え て 、 遠 い 昔 の 『市 民 法 大 全 』 そ の も

の へ 素 直 に 回 帰 し よ う と す る 動 き で あ り 、 「源 へ 還 れ!(Reditead

fontes1)」 の モ ッ トー が 象 徴 す る よ う に 、 純 粋 な も の と し て の 古 典 を 直 視

す る 、 イ タ リ ア ・ル ネ ッ サ ン ス の 精 神 性 の 強 い 文 化 運 動 と も し っ か り と 連

動 す る も の で あ っ た 。 こ の 意 味 で は 、 人 文 主 義 時 代 の 法 学 者 た ち は 、 中 世

法 学 へ の 批 判 者 と し て た ち 現 わ れ る の で あ る 。 こ れ に よ り 、 ロ ー マ 法 学 は 、

西 洋 古 典 学 の 一 翼 を に な う も の と な っ た 。 こ う い っ た 点 は 、「さ ま ざ ま な 曲

折 は あ っ た が 、一 九 世 紀 の 終 わ り ま で の 長 い 期 間 に わ た っ て 、ロ ー マ 法 が 、

時 代 の 要 請 に こ た え る 実 用 性 を も つ も の と し て 、 愛 用 さ れ 、 活 用 さ れ た あ
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と 、 二 〇 世 紀 に 入 っ て 、 ロ ー マ 法 を 再 び 歴 史 の な か に も ど し て 、 歴 史 的 世

界 遺 産 と し て そ れ を 観 察 し 、 ロ ー マ 法 を 通 し て 古 代 を 再 発 見 す る 手 法 が 支

配 的 に な っ て い る 」 と い う よ う に 見 ら れ る 現 代 の 傾 向 と パ ラ レ ル な 関 係 に

た つ も の と 考 え る こ と が で き る 。 と こ ろ で 、 具 体 的 に 人 文 主 義 者 た ち が 興

味 を 示 し て と り く ん だ テ ー マ と し て は 、 以 下 の よ う な も の が あ る 。@ロ ー

マ 法 の 法 源 テ キ ス ト(正 文)そ の も の に 批 判 的 に 眼 を む け 、 そ れ が 、 な ぜ 、

ど の よ う な 背 景 の も と で 生 み だ さ れ た の か 、 に 注 目 す る だ け で な く 、 法 源

そ れ 自 体 へ の 批 判(と り わ け 、 内 容 上 の 問 題 点 を 指 摘 す る こ と)ま で も あ

え て 行 な う こ と(つ ま り 、 法 学 と 文 献 学 ・歴 史 学 を 接 合 す る こ と)。 ⑮ 法 源

テ キ ス ト の 内 容 だ け で は な く 、 文 体 に つ い て も 関 心 を も ち 、 後 代 の 学 者 が

用 い た 中 世 ラ テ ン 語 の 卑 俗 化 現 象 に つ い て も 批 判 す る こ と(人 文 主 義 法 学

が 、 古 典 的 な(典 雅 な)ラ テ ン 語 の 語 法 を 駆 使 す る こ と を 重 ん じ る 手 法 に

ち な ん で 、 「典 雅 法 学(EleganteJurisprudenz)」 と よ ば れ る こ と が あ る)。

◎ 註 釈 学 派 と 註 解 学 派 が 研 究 ・教 育 の べ 一 ス と し て き た ロ ー マ 法 の 写 本 そ

の も の の 価 値 と 信 頼 性 に 対 し て 、と き に は 根 本 的 に 疑 問 を な げ か け る こ と 。

⑥ ロ ー マ 法 源 か ら 古 代 ロ ー マ の 生 活 文 化 の 姿 を 読 み と る こ と 。 ◎ ロ ー マ 法

が ど の 時 代 に も 通 用 す る よ う な 普 遍 的 な 効 力 を も つ こ と は な く 、 ロ ー マ 法

が ま さ に 古 代 ロ ー マ か ぎ り の 法 で あ っ て 、 ま さ に 「歴 史 的 モ ニ ュ メ ン ト」

で あ る 点 を 証 明 す る こ と 。 ① そ れ ま で の 法 学 研 究 が カ ズ イ ス テ ィ ク(具 体

的 事 案 を め ぐ る 論 議)に 偏 向 す る 傾 向 に 対 抗 し て 、 法 典 の う ち の 『法 学 提

要 』 と い う 作 品 を 重 視 し て 、 ロ ー マ 法 を 理 論 的 ・体 系 的 に 解 析 す る こ と 。

⑧ 古 代 発 の ロ ー マ 法 と 対 比 さ れ る 地 域 固 有 の 慣 習 法 の 地 位 や そ の 意 味 を 重

要 視 す る こ と 、 な ど で あ る 。 要 す る に 、 彼 ら は 、 法 学 と い う も の へ の 取 組

み を 、 歴 史 ・言 語 ・文 学 の 研 究 と 総 合 し て 言 語 学 的 ・歴 史 学 的 に 行 な う こ

と に 精 力 を か た む け た の で あ る 。 こ れ は 、 結 果 的 に は 、 そ れ 以 前 の 時 代 に

お い て 絶 対 的 な 価 値 を 誇 っ て い た ロ ー マ 法 と そ の 文 化 を 相 対 化 す る こ と に

つ な が っ た 。

註 解 学 派 は 、 さ す が に 、 先 代 の 註 釈 学 派 か ら か ぞ え て 三 〇 〇 年 以 上 も た

っ た 状 況 の も と で 、 衰 退 ・ マ ン ネ リ 化 ・堕 落 の 徴 候 を 示 す よ う に な っ て は

い た が 、 し か し 、 「バ ル トー ル ス 派 」 は 、 そ の 人 文 主 義 が ヨ ー ロ ッ パ 各 地 で

隆 盛 で ほ こ っ た と き で も 、 実 務 面 で は 、 専 門 的 知 識 を 教 え 、 伝 え 、 現 実 に

適 用 さ れ る 法 を 指 示 す る 能 力 を も つ 「実 学 」 の 権 威 と し て 、 と く に 中 世 法

学 の 故 地 ・イ タ リ ア で は 、 そ の 勢 力 を た も ち つ づ け て い た 。 人 文 主 義 者 た

ち の 業 績 は 、 た し か に 学 理 的 ・学 問 的 ・科 学 的 に し っ か り と 新 境 地 を ひ ら

い た も の と し て 、 貴 重 な 貢 献 を し た が 、 実 務 対 応 型 の も の に は と て も な ら

な か っ た か ら で あ る 。 こ の こ と は 、 中 世 ロ ー マ 法 学 の 聖 地 で あ る イ タ リ ア

に お い て 、 と り わ け よ く あ て は ま る 。 ち な み に 、 私 た ち 現 代 の ロ ー マ 法 学
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者(ロ マ ニ ス ト)に と っ て は 最 高 ・最 大 の テ キ ス ト(校 訂 本)で あ る 『市

民 法 大 全(コ ル プ ス ・ユ ー リ ス ・キ ー ウ ィ ー リ ス)』 は 、 フ ラ ン ス の 人 文 主

義 者 ゴ ド フ レ ー ド ゥ ス が 一 五 八 三 年 に 公 刊 し た も の で あ る 。 こ の 点 に か ぎ

っ て も 、 人 文 主 義 学 派 の 業 績 は 大 き い 。 と こ ろ で 、 フ ラ ン ス お よ び ド イ ツ

(フ ラ イ ブ ル ク)に お け る 人 文 主 義 法 学 の 隆 盛 は 長 く は つ づ か な か っ た 。人

文 主 義 者 た ち の 多 く は キ リ ス ト教 の 宗 教 上 の 改 革 派 に 属 す る ユ グ ノ ー 派 の

プ ロ テ ス タ ン トで あ っ た が 、 宗 教 改 革 を め ぐ る 宗 教 対 立 に よ り 、 一 五 七 二

年 に 聖 バ ル テ ル ミ の 大 虐 殺 が 生 じ た さ い 、 彼 ら 学 者 の 中 心 人 物 が 、 殺 さ れ

た り 、 フ ラ ン ス か ら オ ラ ン ダ に 亡 命 し た り し た た め に 、 活 動 基 盤 が 一 挙 に

失 な わ れ て し ま っ た か ら で あ る 。 そ れ で も 、 オ ラ ン ダ で は 、 難 を さ け て や

っ て き た 法 学 者 た ち 、 と り わ け 、 ドネ ッ ル ス(ド ノ ー)、 の 手 で フ ラ ン ス で

生 ま れ た 人 文 主 義 の 学 風 が う け つ が れ 、 プ ロ テ ス タ ン ト 系 の 大 学 で あ る レ

イ デ ン 大 学 を 基 盤 に し て 新 し い 法 学 が 発 展 し て い く 。 こ れ が 実 務 に も し っ

か り と 目 く ば り を し た 「オ ラ ン ダ 学 派 」 と と き に 呼 ば れ る も の で あ る 。 な

お 、 近 世 自 然 法 論 の 開 拓 者 と な っ た グ ロ ー テ ィ ウ ス も 、 オ ラ ン ダ に お け る

後 期 人 文 主 義 の 雰 囲 気 の な か で 生 ま れ 育 っ た 人 物 で あ る 。 一 七 世 紀 は ロ ー

マ 法 学 史 の 展 開 の な か で は 、 オ ラ ン ダ の 世 紀 な の で あ っ た 。 こ こ で 生 み だ

さ れ た ロ ー マ=オ ラ ン ダ 法 は 、 グ ロ ー テ ィ ウ ス の 名 著 『オ ラ ン ダ 法 入 門 』

を 媒 体 と し て 、 現 代 に お い て も 、 オ ラ ン ダ の 旧 植 民 地(南 ア フ リ カ 、 ス リ

ラ ン カ)に お い て 命 脈 を た も っ て い る 。

(F)ロ ー マ 法 と 教 会 法

ロ ー マ 法 と 国 家 的 組 織 と し て の 教 会 の あ い だ に は 古 い 時 代 か ら つ な が り

が あ っ た こ と は す で に 少 し 述 べ た が 、 後 代 に お い て 重 要 な の は つ ぎ の 点 で

あ る 。 西 ロ ー マ の 崩 解 後 の ゲ ル マ ン 人 支 配 下 の 西 ヨ ー ロ ッ パ で 、 い わ ば 被

支 配 者 の 法 で あ る ロ ー マ 法 の 法 的 伝 統 や 叡 智 を 守 り そ だ て て く れ た の は 、

キ リ ス ト 教 会 で あ っ た 。制 度 的 に は 、 「教 会 は ロ ー マ 法 に よ っ て 生 活 す る 。」

(リ ブ ア リ ア 法 典)こ と に な っ て い た が 、 こ れ は 、 こ の 地 域 に お い て は 、教

会 は 属 人 法 主 義 に よ っ て 動 い て い た こ と を 意 味 す る 。 そ れ と も 関 連 し て 、

広 く ヨ ー ロ ッ パ 各 地 に ひ ろ が っ た 教 会 世 界 の な か に ロ ー マ 法 の 学 知 が う め

こ ま れ て 、 教 会 所 属 の 学 校 や 図 書 館 の な か に そ の 多 く の 痕 跡 が の こ っ て い

る 。 註 釈 学 派 の 手 に よ っ て 世 俗 法 で あ る ロ ー マ 法 が 再 生 し た こ と は 、 宗 教

が ら み の 法 で あ る カ ノ ン 法(教 会 法)の 成 立 に も 影 響 を お よ ぼ し た 。 ボ ロ

ー ニ ャ 大 学 に お い て も 、 ロ ー マ 法 に つ づ い て 、 カ ノ ン 法(教 会 法)が 、 神

学 か ら は 独 立 の 学 科 と し て 教 え ら れ る よ う に な る の が そ の 目 に 見 え る 成 果

で あ る 。 学 生 の な か に は 宗 教 人 も 多 数 い た の で 、 こ れ は 当 然 の こ と で も あ

っ た 。 カ ノ ン 法 学(教 会 法 学)は 、 こ の 時 点 に お い て 、 神 学 と は ち が っ て 、

世 俗 世 界 と も 深 い か か わ り を も つ よ う に な る 。 そ の 要 因 の 一 つ は 、 教 会 が
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世 俗 の も ろ も ろ の 権 力(と り わ け 皇 帝 権)と さ ま ざ ま な か た ち で 緊 張 ・対

立 の 関 係 に た つ よ う な 局 面 が 生 じ て き た の で 、 教 会 が そ の 組 織 を 守 っ て い

く た め に 、 独 自 の 法(カ ノ ン)を し っ か り と か た め て い く 必 要 を 感 じ た と

こ ろ に あ る 。 彼 ら は ロ ー マ 法 と そ の 展 開 を つ ね に 意 識 し て い た に ち が い な

い 。 一 一 四 〇 年 こ ろ に 、 ボ ロ ー ニ ャ に お い て 、 修 道 士 で あ り 神 学 ま た は 法

学 の 教 師 で も あ る グ ラ ー テ ィ ア ー ヌ ス(一 一 〇 〇 年 こ ろ ～ 一 一 五 〇 年)が 、

註 釈 学 派 の 学 問 的 手 法 を 用 い て 、 教 会 法 令 集 で あ る 『矛 盾 教 会 法 令 調 和 集

(グ ラ ー テ ィ ア ー ヌ ス 教 令 集)』(一 一 四 〇 年 こ ろ に つ く ら れ る)を 私 的 に 編

集 し た こ と が 転 機 と な る 。 彼 は 、 同 時 代 の 俊 才 で あ る 、 法 学 界 の イ ル ネ リ

ス が ロ ー マ 法 に か ん し て 行 な っ た の と 同 じ よ う な か た ち で 、 カ ノ ン 法(教

会 法)に か ん す る 知 識 を キ リ ス ト教 神 学 と は 区 別 さ れ た 学 問 に ま で 高 め る

と 同 時 に 、 か つ て 、 東 ロ ー マ 帝 国 に お い て 、 法 制 局 長 官 で あ っ た ト リ ボ ニ

ア ー ヌ ス が ロ ー マ 法 に か ん し て や り と げ た よ う に 、 カ ノ ン 法(教 会 法)を

ま と め て 、 の ち の カ ノ ン 法(教 会 法)法 典 の モ デ ル と な る よ う な 、 立 法 的

な 仕 事 も 行 な っ て い る 。 約 四 〇 〇 〇 の 法 文 を 体 系 的 な 配 列 の も と に お さ め

た 、 こ の 彼 の 大 作 は 、 の ち の 教 令 集 学 派(デ ク レ テ ィ ス ト)に よ っ て 、 ロ

ー マ 法 の 註 釈 学 派 が ロ ー マ 法 の 原 典 に 対 し て 行 な っ た の と 同 じ よ う な 註 釈

の 対 象 と さ れ た 。 ヨ ハ ン ネ ス ・テ ウ ト ニ ク ス の 著 わ し た 『標 準 註 釈 書 』 は 、

そ の 流 れ の な か で 代 表 的 な 業 績 で あ る 。 そ の 後 、 教 会 は 、 増 加 し つ づ け る

教 令 を と り こ む た め に 、 教 令 集 の 刊 行 を つ ぎ つ ぎ に つ み か さ ね る 実 績 を ベ

ー ス と し て 、ユ 帝 の 『市 民 法 大 全(コ ル プ ス ・ユ ー リ ス ・キ ー ウ ィ ー リ ス)』

に 匹 敵 す る よ う な 規 範 集 成 で あ る 『カ ノ ン 法(教 会 法)大 全(コ ル プ ス ・

ユ ー リ ス ・カ ノ ニ チ ー(CorpusJurisCanonici))』 を も つ よ う に な る 。

そ れ は 一 五 八 六 年 の こ と で あ っ た 。 包 括 的 な 内 容 を 誇 る こ の 法 典 は 、 一 九

一 八 年 に 『カ ト リ ッ ク 教 会 法 典 』 が 制 定 さ れ る ま で
、 長 い 生 命 を も ち つ づ

け た 。 現 在 で は 、 そ れ は 、 さ ら に 一 九 三 八 年 に 改 正 さ れ て 、 『新 カ ト リ ッ ク

法 典 』 と な っ て い る 。 ロ ー マ 法 と 教 会 法 の 関 係 は 、 一 般 法 と 特 別 法 の 関 係

に あ り 、 教 会 法 で は 処 理 で き な い 問 題 は ロ ー マ 法 に よ っ て 処 理 す る 、 と い

う よ う に な っ て い た 。 完 成 期 の ロ ー マ 法 の 場 合 と は 異 な っ て 、 法 典 を 出 発

点 と す る こ と が で き ず 、 つ み か さ ね に よ っ て し か 教 会 法 を 生 み だ す こ と が

で き な か っ た 以 上 、 そ れ も や む を え な い こ と で あ っ た 。 カ ノ ン 法(教 会 法)

学 は 、 と り わ け グ ラ ー テ ィ ア ー ヌ ス の 貢 献 を 通 し て ロ ー マ 法 の 註 釈 学 派 の

手 法 を 学 ん だ の で(も っ と も 、 「グ ラ ー テ ィ ア ー ヌ ス 教 令 集 」 に は 、 ロ ー マ

法 由 来 の 法 文 は ご く わ ず か し か 収 録 さ れ て い な い)、 こ れ と 同 じ よ う に 学 問

的 な 性 格 を 備 え る よ う に な り 、 こ こ に 「カ ノ ン 法 学 」 が 成 立 し た が 、 同 時

に 、 こ れ は 、 ロ ー マ 法 が 身 に つ け る よ う に な っ た 実 用 性 ・実 効 性 を 利 用 し

な が ら 、 上 述 の 、 ロ ー マ 法 の 註 解 学 派 の よ う に 、実 務 に も 威 力 を 発 揮 し た 。
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と こ ろ で 、 教 会 法 は 聖 書 、 公 会 議 決 議 、 教 会 の 見 解 、 教 皇 令 を そ の 中 核 と

す る 法 で あ る が 、聖 書 の こ と は べ つ と し て 、後 の 三 つ が 歴 史 的 遺 産 を 整 理 ・

統 合 し た か た ち で 現 行 法 と し て 厳 然 と 存 在 し て い る 以 上 、 こ れ ら が 実 務 対

応 力 を 備 え て い る の は 当 然 の こ と で あ る 。 中 世 以 降 の ロ ー マ 法 学 者 が 皇 帝

に な る こ と は な か っ た が 、(古 代 ロ ー マ の 第 九 代 の 皇 帝 ネ ル ワ は 、法 学 者 と

し て の 素 養 を そ な え て い た)、 カ ノ ン 法(教 会 法)の 学 者 が ロ ー マ 教 皇 に な

っ た 例 も あ る こ と が 端 的 に 示 す よ う に 、 組 織 の ト ッ プ が 自 身 の イ ニ シ ヤ テ

ィ ヴ で 教 会 法 を つ ぎ つ ぎ に 発 布 す る こ と に よ っ て 法 体 制 が か た め ら れ て い

く 傾 向 も 見 ら れ る 。 と こ ろ で 、法 学 は 世 俗 世 界 を 規 制 す る 知 的 技 術 で あ り 、

国 家 の 盛 衰 と 運 命 を と も に す る と こ ろ が あ り 、時 の う つ り か わ り と と も に 、

ロ ー マ は 遠 く な り 、ロ ー マ 法 の 伝 統 が 薄 れ て い く の は 自 然 の 勢 い で あ る が 、

他 方 で 、 一 二 世 紀 か ら 一 三 世 紀 に か け て 世 俗 の 国 家 機 構 に ま で 成 長 し た 教

会 世 界(後 代 の イ タ リ ア で は 、 教 会 と い う 宗 教 組 織 は 相 当 な 領 地 を 保 有 し

て 国 家 と し て も そ び え た っ て い た)は 、 制 度 法 的 存 在 と し て の 教

会 を 動 か し て い く た め に 、 カ ノ ン(教 会 法)を 一 貫 し て 保 持 し て い っ た 。

浮 き 沈 み は あ っ た け れ ど も 、 教 会 は 不 滅 だ っ た の で あ る 。 教 会 の 強 み は 、

世 俗 国 家 、 そ れ も ス ケ ー ル の 大 き さ と 一 体 性 を そ な え た し た た か な 国 家 と

し て 、 世 俗 国 家 と 共 通 項 を 多 く も つ と こ ろ に あ っ た 。 し か も 、 教 会 は 、 ヨ

ー ロ ッ パ で も っ と も 早 く 中 央 集 権 化 に 成 功 し た 巨 大 組 織 で あ る 。 カ ノ ン 法

と 教 会 法 は 一 六 世 紀 こ ろ ま で は 同 じ よ う な 意 味 で あ っ た が 、近 世 以 降 に は 、

教 会 法 と い う 言 葉 は 、 世 俗 権 力(国 王 な ど)が 発 布 し た 、 教 会 に 関 連 す る

法 規 も ふ く む の で 、 カ ノ ン 法 よ り も 広 い 意 味 を も つ よ う に な っ て い る 。 と

こ ろ で 、 教 会 と い う 法 人 や 、 そ こ に 組 み こ ま れ て い る 人 を 規 制 す る 法 は 、

属 人 法 と し て の ロ ー マ 法 で あ っ た 。 「教 会 は ロ ー マ 法 に よ っ て 生 活 す る 。」

(リ ブ ア リ ア 法 典)と い う 規 定 が あ る の は そ の こ と を 指 す 。そ の よ う な わ け

で 、 教 会 の 勢 力 が ヨ ー ロ ッ パ の 各 地 に ひ ろ が っ て い く の に と も な っ て 、 ロ

ー マ 法 の 知 識 が 、 教 会 人 の 素 養 と さ れ 、 保 持 さ れ る こ と に な っ た 。 ロ ー マ

法 は 、 司 教 座 聖 堂 学 校 や 修 道 院 付 設 の 図 書 館 の な か に 、 教 材 や 資 料 、 さ ら

に は 宝 物 と し て 守 り そ だ て ら れ た の は 、 そ の こ と の 貴 重 な 結 果 で あ る 。 七

七 四 年 に 、 フ ラ ン ク 王 ・シ ャ ル ル マ ー ニ ュ は 、 イ タ リ ア を 支 配 下 に お さ め

て い た ラ ン ゴ バ ル ド族 を 制 圧 し た 。 彼 は 、 八 〇 〇 年 に 、 か つ て の 世 界 の 首

都 ロ ー マ で 、 教 皇 ・ レ オ ー 三 世 に よ っ て 戴 冠 さ れ 、 こ れ に よ り 、 俗 権 と 教

権 は 特 別 の 結 び つ き を す る よ う に な る 。 か つ て の ロ ー マ 法 の う ち 、 公 法 に

属 す る ロ ー マ 帝 国 法 の 発 想 は 、 そ の と き 、 い く つ か の 王 国 が ま と め ら れ て

あ ら た に 成 立 し た 、 単 一 の 新 し い 「西 ロ ー マ 帝 国 」 の 法 的 基 盤 と し て 活 用

さ れ る 。 こ の よ う に し て 、 古 代 の ロ ー マ 法 は 、 俗 権 の 担 い 手 と し て の 帝 国

と 、 聖 権 の 担 い 手 と し て の 教 会 の な か に 流 れ こ ん で い く 。 こ う い っ た 棲 み
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わ け が ま が り な り に も 成 立 す る ま で に は 、 二 つ の 権 力 機 構 問 の は げ し い 闘

争 が あ っ た 。ロ ー マ 法 は 双 方 の 陣 営 か ら 理 論 的 支 柱 と し て た よ り に さ れ て 、

そ し て 、 古 代 ロ ー マ 帝 国 の イ メ ー ジ を そ れ ぞ れ に う け つ ぐ か た ち で 、 ロ ー

マ 法 と カ ノ ン 法(教 会 法)は 、 「両 法 」 と い う か た ち で 、 い わ ば 一 体 と な っ

て 、 ヨ ー ロ ッ パ の 普 通 法(ユ ー ス ・ コ ン ム ー ネ)と し て 、 後 代 の ヨ ー ロ ッ

パ 法 お よ び 法 文 化 の 基 礎 と な る の で あ る 。 ち な み に 、 ボ ロ ー ニ ャ 大 学 以 後

の 各 国 の 法 科 大 学 に お い て は 、 近 世 に い た る ま で 、 も っ ぱ ら ロ ー マ 法 と カ

ノ ン 法 だ け が 教 育 ・研 究 の 対 象 と さ れ て い て 、 各 国 固 有 の 法 が と り あ げ ら

れ る の は 、 か な り 後 代 の こ と で あ っ た 。 と り わ け 、 両 法 体 系 が ま じ り あ っ

て 威 力 を 発 揮 し た の は 、 訴 訟 手 続 法 の 分 野 に お い て で あ っ た 。 現 在 の 大 陸

法 系 の 訴 訟 手 続 法 は 、 帝 政 ロ ー マ の 職 権 審 理 手 続(cognitioextra

ordinem)の 流 れ を く む 、 こ の コ ー マ ・カ ノ ン 訴 訟 法 と い う歴 史 的 な 法 シ

ス テ ム の 直 系 で あ る 。 そ し て 、 日 本 の 訴 訟 手 続 の ス タ イ ル も 、 こ の 流 れ の

末 端 に 位 置 し て い る(イ ギ リ ス は 、 英(米)法 の 国 と し て 、 こ の シ ス テ ム

を 用 い な か っ た)。 こ れ は 、現 代 の 場 合 よ り 職 権 主 義 的 な 色 彩 の 濃 厚 な 訴 訟

指 揮 ス タ イ ル を も つ 手 続 で 、 裁 判 官 指 揮 の も と に 、 法 律 専 門 家 が 参 画 し 、

非 公 開 で 、 書 面 を 重 視 し 、 事 実 問 題 と 法 律 問 題 を あ わ せ て 審 理 し 、 審 級 制

を も つ 、 と い う よ う に か な り モ ダ ン な 特 徴 を そ な え て い る 。

(G)自 然 法 学 の 時 代

自 然 法 と い う の は 、 法 が 、 絶 対 的 ・超 越 的 な も の で あ る 自 然 そ れ 自 体 に

よ っ て 存 立 し て い る も の で あ っ て 、 た ん な る 人 間 で あ る 立 法 者 な ど に よ る

人 為 的 な 設 定 行 為 に よ っ て 生 ず る も の で な い 、 と い う 考 え か た を 背 景 に し

て 成 立 し た 発 想 で あ る 。 そ の た め に 、 こ れ は 、 時 空 を 超 越 し た か た ち で

つ ま り 、 永 遠 に 、 普 遍 的 に 妥 当 す る も の と う け と ら れ る 。 古 代 ギ

リ シ ア の 自 然 法 論 と そ の 系 列 下 に あ る と 考 え ら れ る ロ ー マ の 自 然 法 論 、 そ

れ か ら 、 中 世 以 降 の 、 「神 の 摂 理 」 を お し た て た キ リ ス ト 教 的 自 然 法 論 は 、

一 六 世 紀 の 後 期 ス コ ラ 学 派(ス ペ イ ン)が 提 唱 し た 「万 民 法(普 遍 的 な 人

類 共 通 法)」 と い う 新 し い 発 想 を 媒 体 と し て 、一 七 世 紀 に 活 躍 し た グ ロ ー テ

ィ ウ ス と そ の 流 れ を く む 法 学 者 た ち に よ り 、 近 世 の 自 然 法 論 へ と 結 実 し て

い く 。 こ こ で は 、 自 然 法 論 は 、 そ れ ま で の 中 世 法 を 支 配 し て き た 自 然 法 論

と は 異 な っ て 、 神 と か 神 学 と か と は 絶 縁 し 、 人 間 理 性 一 人 間 本 性 を 前 面 に

お し だ す こ と に よ っ て 、 理 性 法 論 と い う 、 い わ ば 世 俗 的 な 学 問 と な っ て い

く の と 同 時 に 、 体 系 性 を お び る よ う に な り 、 現 実 の 法 実 務 に も 十 分 に 対 応

で き る 法 シ ス テ ム に ま で 成 長 を と げ た 。 「学 識 か ら 実 務 へ 」の 流 れ は 中 世 以

降 の ロ ー マ 法 学 の 展 開 に も 見 ら れ る 一 般 的 な 図 式 で あ る が 、自 然 法 論 で は 、

根 源 の と こ ろ に 、 「書 か れ た 理 性(ratioscripta)」 の 域 に ま で 高 め ら れ た

世 俗 的 実 定 法 体 系 で あ る ロ ー マ 法 で は な く 、い わ ゆ る 「自 然 」 が 位 置 す る 、
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と い う こ と に な っ て く る の で あ る 。 こ の 自 然 法 論 は 、 古 代 ギ リ シ ア の ス ト

ア 派 哲 学 者 の 考 え か た を 近 世 に よ み が え ら せ た も の と し て 評 価 さ れ て い る

の で あ る が 、こ れ は ル ネ ッ サ ン ス の 潮 流 と も 深 い と こ ろ で か か わ っ て い る 。

そ れ と 同 時 に 、 こ れ は 上 述 の 人 文 主 義 法 学 の 流 れ に も つ な が る 。

グ ロ テ ィ ウ ス(一 五 八 三 ～ 一 六 四 五 年)は 、 た し か に ロ ー マ 法 の 法 源 に

現 わ れ て く る 自 然 法 的 な 発 想 を 十 分 に 活 用 し た 人 物 な の で あ る が 、 最 終 的

に は 、 ロ ー マ 法 か ら の 独 立 を は っ き り と う ち だ し た 。 筆 者 の 用 語 で こ の あ

た り を 表 現 す る と 、 彼 は 、 タ テ マ エ 上 は 「脱 ロ ー マ 法 」 的 な の で あ る が 、

実 は ホ ン ネ 上 は そ れ な り に 「親 ロ ー マ 法 」 的 で も あ っ た 。 た し か に 、 時 空

を 超 越 し て 存 在 す る 自 然 法 と い う も の は 、 一 つ の 歴 史 的 所 産 に す ぎ な い 古

代 ロ ー マ 法 と は お よ そ ス ケ ー ル の ち が う も の で あ っ た 。 そ の た め に 、 自 然

法 の 時 代 は 、 ロ ー マ 法 と い う も の か ら も っ と も 遠 く は な れ た と こ ろ に 位 置

す る 時 期 と 位 置 づ け て も よ い で あ ろ う 。 一 八 世 紀 前 半 の トマ ー ジ ウ ス(一

六 五 五 一 一 七 二 八 年)が 、 自 然 法 の 論 理 性 を と く に 強 調 し た た め に 、 ロ ー

マ 法 と の 距 離 は 決 定 的 に 大 き く な っ て い る 。 オ ラ ン ダ が 西 欧 世 界 の 法 学 史

の な か で 明 確 な か た ち を と っ て オ ラ ン ダ 学 派 を 形 成 に す る よ う に な っ た の

は 、グ ロ ー テ ィ ウ ス の 登 場 よ り 少 し ま え の こ と で あ る が 、そ の き っ か け は 、

フ ラ ン ス で 栄 え た 人 文 主 義 法 学 の 担 い 手 、 と り わ け 大 物 の ド ネ ッ ル ス(ド

ノ ー)が 、 宗 教 対 立 の あ お り を う け て 、 迫 害 さ れ 、 プ ロ テ ス タ ン ト国 家 で

あ る オ ラ ン ダ に 移 っ て き た こ と で あ る 。 彼 は 、 一 五 七 九 年 か ら 一 五 八 七 年

ま で 、 レ イ デ ン で ロ ー マ 法 教 育 に た ず さ わ る 。 そ の 後 、 ス ペ イ ン か ら オ ラ

ン ダ が 分 離 独 立 す る の に 成 功 す る 少 し ま え の 一 五 七 五 年 に 、 レ イ デ ン に 、

オ ラ ン ダ 最 初 の プ ロ テ ス タ ン ト 系 の 大 学 が 設 置 さ れ る 。 法 学 に か ん す る か

ぎ り 、 こ の 学 派 は 、 方 法 と し て フ ラ ン ス 由 来 の 「ガ ッ リ ア 風 」 ス タ イ ル を

用 い る が 、 オ ラ ン ダ 特 有 の 事 情 も 作 用 し て 、 実 務 も 射 程 に い れ た 活 動 方 式

を と り い れ る 。 こ の あ た り の と こ ろ は 、人 文 主 義 学 派 の 「ガ ッ リ ア 風(mos

Gallicus)」 の 手 法 と 、 か つ て の 註 釈 学 派 の 「イ タ リ ア 風(mosItalicus)」

の 手 法 が 融 合 し た も の 、 と で も 表 現 で き る か も し れ な い 。 こ れ は 、 法 学 の

一 つ の 進 化 と も 言 え る
。 こ の よ う に し て 、 一 七 世 紀 と い う 時 代 は 、 法 学 史

の 立 場 か ら 見 れ ば 、 オ ラ ン ダ の 世 紀 と な っ た 。 こ の こ と は 、 一 六 世 紀 が フ

ラ ン ス の 世 紀 で あ っ た の と は 対 照 的 で あ る 。 の ち の ロ ー マ ・オ ラ ン ダ 法

(Roman-DutchLaw)で 、 ス リ ラ ン カ や 南 ア フ リ カ と い う 旧 植 民 地 の 国

家 で 現 在 で も 適 用 力 が あ る の で 、ロ ー マ 法 の 影 は こ こ ま で の び て き て い る 。

そ の よ う な わ け で 、 歴 史 的 ロ ー マ 法 と の 決 別 を う ち だ し た グ ロ ー テ ィ ウ ス

の 自 然 法 論 に は 、 ロ ー マ 法 と の 接 点 が な い 、 と い っ た 見 方 も で き る が 、 実

は 、グ ロ ー テ ィ ウ ス よ り あ と の 一 七 世 紀 の 自 然 法 論 は 、 「パ ン デ ク テ ン の 現

代 的 慣 用(利 用)」(後 出(1):p.151ff.)つ ま り 、 ロ ー マ 法 の ヴ ァ リ

F-145



エ ー シ ョ ン の 活 用 と も つ な が り を も っ て い る の で 、 事 態 は そ れ ほ ど 簡

明 で は な い 。 と こ ろ で 、 近 世 の 自 然 法 理 論 は 、 二 重 の 意 味 に お い て 人 間 の

思 考 を と き は な つ 魅 力 を も つ よ う に な っ た 。 一 つ は 、 神 の 摂 理 に 由 来 す る

宗 教 的 権 威 か ら で 、 も う 一 つ は 、 「書 か れ た 理 性 」 と し て 人 々 の ま え に た ち

あ ら わ れ た ロ ー マ 法 の 学 問 的 権 威 か ら で あ る 。 自 然 法 が 独 立 の 学 問 分 野 と

し て は じ め て 位 置 づ け ら れ た の は 、 プ ー フ ェ ン ドル フ(一 六 三 二 ～ 一 六 九

四 年)が 一 六 六 一 年 に ハ イ デ ル ベ ル ク 大 学 に 招 か れ た と き と さ れ る 。 一 八

世 紀 末 か ら は 法 典 編 纂 の 事 業 が 各 国 に お い て 目 立 つ よ う に な る が 、 自 然 法

論 を 完 結 さ せ た ヴ ォ ル フ の 功 績 に よ っ て 、 自 然 法 的 な 色 彩 を も つ 法 典 が 生

ま れ る 。 『プ ロ イ セ ン ー 般 ラ ン ト 法 典(ALR)』 、『オ ー ス ト リ ア ー 般 民 法 典

(ABGB)』 、 『フ ラ ン ス 民 法 典(CodeCivile)』 の 三 つ が そ れ で あ る 。 つ い

で な が ら 、 話 題 は オ ラ ン ダ の こ と に も ど る が 、 ま ず 、 バ ル トー ル ス 派 の 学

者 で 、 イ ン グ ラ ン ド に 移 住 し た ジ ェ ン テ ィ ー リ と 、 そ の あ と 一 世 代 お い て

グ ロ ー テ ィ ウ ス が 、 そ れ ぞ れ 、 ロ ー マ 法 の 素 材 に も と つ い て 、 後 代 に な っ

て 「国 際 法 」 と し て 独 自 の 存 在 を 認 め ら れ る よ う に な っ た 新 し い 法 体 系 が

生 み だ さ れ る き っ か け を つ く る 業 績 を あ げ た の は 、 よ く 知 ら れ て い る 事 実

で あ る 。 世 界 支 配 を め ざ し 、 外 交 に た け て い た ロ ー マ 人 は 、 国 際 的 な 関 係

を 規 制 す る ル ー ル([B]部 門 の 索 引[P]部 門 「国 際 法 」 の 項 目 を 参 照)

を そ れ な り に 用 意 し て い た の は 当 然 の こ と で あ る(も っ と も 、 ロ ー マ 法 上

「万 民 法(jusgentium)」 は 、 概 念 上 、 か な ら ず し も 国 際 法 と 直 結 し て い

る わ け で は な い)。 し か し 、近 世 に お い て ヨ ー ロ ッ パ 各 地 に 成 立 し た 多 数 の

主 権 国 家 の あ い だ の 関 係 を 規 制 す る 新 し い 法 秩 序 と し て の 「国 際 法 」 は 、

ロ ー マ 型 の 公 法 と は か な り 異 質 の 存 在 で あ っ た 。

と こ ろ で 、 ロ ー マ 法 が 中 部 ・南 部 ヨ ー ロ ッ パ の カ ト リ ッ ク 世 界 の 文 化 の

一 部 と な っ た の と 同 じ よ う に
、 一 七 世 紀 末 ま で に 、 オ ラ ン ダ を 中 心 と す る

北 ヨ ー ロ ッ パ の プ ロ テ ス タ ン ト 世 界 に も ロ ー マ 法 が 浸 透 し て い っ た こ と も

特 筆 し て お く 必 要 が あ ろ う 。 宗 教 的 に は キ リ ス ト教 で 統 一 さ れ て い る ヨ ー

ロ ッ パ で も 、 宗 教 的 な 派 が い ろ い ろ と あ り 、 そ の 各 派 の 、 法 に 対 す る 考 え

か た に も 微 妙 な 相 違 が あ る こ と は 注 目 し て お か な け れ ば な ら な い 。 な お 、

自 然 法 論 は 、 人 間 理 性 つ ま り 、 論 理 ・ タ テ マ エ を よ り ど こ ろ に し

て い た の で 、 理 論 性 ・体 系 性 の 点 で 抜 群 に 強 い と こ ろ を も つ 考 え か た で あ

っ た 。 そ の 利 点 は 、 つ ぎ の 段 階 で 登 場 し て く る 「パ ン デ ク テ ン の 現 代 的 慣

用(利 用)」 と い う 、折 衷 的 で や や 不 透 明 な 法 運 用 の し か た に 指 針 を 与 え る

も の と し て 重 要 な 役 割 を 演 ず る こ と に な る 。 ロ ー マ 法 は 理 論 性 ・体 系 性 に

は あ ま り 強 い と こ ろ は も っ て い な か っ た の で 、 自 然 法 と の ド ッ キ ン グ は ロ

ー マ 法 の 価 値 を 高 め た こ と に も な る 。 と こ ろ で 、 グ ロ ー テ ィ ウ ス の 『オ ラ

ン ダ 法 学 入 門 』(1631)と い う 書 物 は 、 か つ て オ ラ ン ダ の 植 民 地 で あ り 、
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ロ ー マ ・オ ラ ン ダ 法 を オ ラ ン ダ か ら 継 受 し た 現 在 の 南 ア フ リ カ 共 和 国 の 法

制 の も と で 、 「権 威 的 著 作(BookofAuthority)」 と し て 、 法 律 な み の 高 い

扱 い を う け て い る 。 ロ ー マ 法 は オ ラ ン ダ を 通 し て 現 在 も こ の 地 に し っ か り

と 生 き つ づ け て い る の で あ る 。 結 論 的 に 言 え ば 、 古 代 産 の ロ ー マ 法 は 、 ホ

ン ネ(現 実)と し て は 、 自 然 法 の 形 態(タ テ マ エ)を と っ て 一 七 世 紀 末 ま

で 生 き っ づ け 、 一 八 世 紀 に な っ て 、 自 然 法 が い っ そ う 抽 象 性 を お び 、 論 理

性 を 高 め る よ う に な る と と も に 、そ の 力 と 権 威 を 失 な っ て し ま う。 し か し 、

ロ ー マ 法 お よ び ロ ー マ 法 学 の 歴 史 は こ れ で 終 わ っ た 、と い う わ け で は な い 。

(H)継 受 時 代 の ロ ー マ 法

中 世 か ら 近 世 に か け て 、 ロ ー マ 法 は 、 イ ン グ ラ ン ド の 場 合 は 大 き な 例 外

と な る が 、 ヨ ー ロ ッ パ 各 地 の 法 科 大 学 に お い て 、学 位 を 取 得 す る か た ち で 、

中 世 の イ タ リ ア 法 学 の 系 列 に 属 す る 法 学 識 を 正 式 に 獲 得 す る こ と が で き た

無 数 の 学 生 を 通 し て 、 つ ま り 、 知 識 人 を 媒 体 と し て う け い れ ら れ

て い く 。 こ れ が 「継 受 」 と 名 づ け ら れ る 現 象 で あ る 。 「継 受 」 と い う の は 硬

い 表 現 で あ る が 、 こ れ は 、 実 質 的 に は 、 ロ ー マ の 私 法 お よ び 公 法 が 後 代 の

法 学 者 に よ っ て 展 開 さ れ て え ら れ た さ ま ざ ま な 成 果 の 「う け い れ 一 受 容 」

の こ と で あ る 、 と う け と っ て よ か ろ う 。 そ の よ う な 「継 受 一 う け い れ 」 に

は 長 い 歴 史 が あ る が 、 一 一 世 紀 か ら 一 六 世 紀 に か け て の 継 受 が 一 つ の か た

ま り を か た ち つ く っ て い る 。 い ろ い ろ な 国 へ 、 さ ま ざ ま な 形 態 で 、 ば ら ば

ら の 時 期 に 情 報 を 発 信 す る ロ ー マ 法 と い う も の は 、 ほ ん と う に 不 思 議 な 存

在 で あ る 。 た し か に 、 中 世 以 降 の ヨ ー ロ ッ パ の 人 々 に は 、 「ロ ー マ 理 念 」 と

い う も の が 生 き つ づ け 、 ロ ー マ の 文 物 を 権 威 的 存 在 と し て 特 別 視 す る 傾 向

が 底 流 に あ っ た の で 、 ロ ー マ 法 が ヨ ー ロ ッ パ に う け い れ ら れ る 文 化 的 な 素

地 が あ り 、 ま た 、 政 治 思 想 の 面 に お い て も 、 ロ ー マ 皇 帝 の あ と を つ ぐ も の

と し て の 、 中 世 以 降 の 時 代 の 皇 帝 を は じ め と す る 絶 対 的 支 配 者 が 古 代 ロ ー

マ 皇 帝 法 を 新 し い 帝 国 の 法 と し て う け い れ る こ と は 、自 然 な こ と で あ っ た 。

ち な み に 、13世 紀 後 半 に 成 立 し た 神 聖 ロ ー マ 帝 国(1806年 に 消 滅)は 、

そ の 名 の 示 す と お り 、ロ ー マ 帝 国 の 流 れ を く ん で い る こ と を 誇 示 し て い る 。

以 上 の こ と は 、 筆 者 の 用 語 を 用 い て 表 現 す れ ば 、 タ テ マ エ 的(つ ま り 、 思

想 的 ・理 論 的 ・理 念 的 ・観 念 的)継 受 に す ぎ な か っ た 。 し か し 、 ホ ン ネ 的

(現 実 的 ・実 際 的 ・技 術 的)継 受 こ そ が 重 要 で あ り 、 こ れ は 、 ロ ー マ 法 の 学

識 が 実 務 へ と 浸 透 し 、 そ し て 実 務 の 承 握 を は た し た 、 と い う こ と で あ る 。

も う 一 つ の 、 極 度 の タ テ マ エ 的 継 受 と し て は 、 あ る 皇 帝 が ロ ー マ 法 を 包 括

的 に う け い れ て 、 そ れ を そ の ま ま 立 法 の か た ち で 実 定 化 す る パ タ ー ン も あ

る が 、 こ の 時 期 に は そ う い う も の は さ す が に 存 在 し な か っ た 。 と こ ろ で 、

継 受 さ れ た ロ ー マ 法 と 、 各 地 域 の 固 有 法(そ れ は 慣 習 法 の ス タ イ ル を と っ

て い る こ と が 多 い)と の 間 柄 に つ い て 言 え ば 、 タ テ マ エ 上 は 、 ロ ー マ 法 は
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普 通 法(ユ ー ス ・コ ン ム ー ネ)に す ぎ ず 、 一 般 法 で あ る た め に 、 特 別 法 に

相 当 す る 地 域 固 有 法 を 補 充 す る だ け の 低 い 地 位 し か も た な い こ と に な っ て

い る が 、 し か し 、 ホ ン ネ 的 に は 、 ロ ー マ 法 が 前 面 に た ち あ ら わ れ 、 地 域 固

有 法 を 圧 倒 し て し ま う の で あ る 。 そ の 意 味 で 、 継 受 の イ ン パ ク ト は き わ め

て 大 き く 、 重 厚 な も の と な っ た 。 こ の 継 受 に も っ と も か か わ り を も っ た 国

は 、 ドイ ツ で 、 一 五 世 紀 か ら 一 六 世 紀 に か け て の 時 代 が 継 受 の ピ ー ク に な

る 。 学 識 法 曹 が 中 世 の 封 建 的 身 分 社 会 に 風 穴 を あ け る 新 興 勢 力 と し て 活 躍

す る 場 は 、 司 法 、 行 政 、 立 法 つ ま り 、 政 治 の す べ て の 分 野 で あ っ

た 。 と り わ け 、 司 法 の 現 場 で あ る 裁 判 に 学 識 法 曹 が 決 定 的 に か か わ っ た こ

と が 重 要 で あ る 。 う え に 述 べ た よ う に 、 学 識 法 曹 は 、 註 釈 学 派 と そ の 延 長

線 上 に あ る 註 解 学 派 の つ く り あ げ た 「イ タ リ ア 学 風 」 の 研 究 ・行 動 の ス タ

イ ル を 踏 襲 し た も の で あ っ た の で 、「法 学 の 歴 史 」と い う 枠 組 み の な か で は 、

彼 ら の 活 動 は イ タ リ ア の 地 で 生 ま れ た こ の 二 つ の 学 派 の 国 外 へ の 拡 大 版 と

い う こ と に も な っ て く る 。 つ ぎ に 、 各 国 の 事 情 を 概 観 す る 。

ま ず 、 ドイ ツ に つ い て 見 て み よ う 。 す で に 一 三 世 紀 か ら 一 四 世 紀 に か け

て の 時 期 か ら ロ ー マ 法 を 継 受 す る(う け い れ る)動 き は は じ ま っ て い た の

で あ る が 、一 五 世 紀 の 中 ご ろ か ら 本 格 的 な 全 面 的 ・包 括 的 継 受 が 進 行 す る 。

九 六 二 年 以 降 、 神 聖 ロ ー マ 帝 国(こ れ は 、 古 代 ロ ー マ 帝 国 と の つ な が り を

意 識 し た ネ ー ミ ン グ で あ る)の 中 核 を な す こ の ドイ ツ は 、 イ タ リ ア や フ ラ

ン ス に く ら べ る と 、 全 体 と し て 後 進 的 で あ っ て 、 ゲ ル マ ン 固 有 の 慣 習 法 が

圧 倒 的 に 支 配 す る 地 域 で あ っ た 。 す で に 一 三 世 紀 段 階 で は 、 ド イ ツ 出 身 の

学 生 は 、 イ タ リ ア や フ ラ ン ス へ 留 学 し て 、 ロ ー マ 法 な ど を 学 ん で い た だ け

で あ る が 、 一 四 世 紀 に 入 る と 、 ド イ ツ 各 地 に 大 学 が 設 立 さ れ る 。 一 三 八 八

年 に な っ て 、 ドイ ツ で は は じ め て 、 ケ ル ン 大 学 で ロ ー マ 法 が 教 え ら れ る よ

う に な る の で あ る が 、 こ れ に は カ ノ ン 法(教 会 法)の 教 育 を 補 充 す る 地 位

し か 与 え ら れ な か っ た 。 一 五 世 紀 に な る と 、 設 立 当 初 か ら ロ ー マ 法 教 育 を

す る 大 学 が 現 わ れ る(一 四 六 〇 年 設 立 の バ ー ゼ ル 大 学 、 一 四 七 七 年 設 立 の

テ ユ ー ビ ン ゲ ン 大 学 の 場 合)。 こ れ は ロ ー マ 法 の 隆 盛 の 結 果 で も 原 因 で も あ

っ た 。 ゲ ル マ ン 人 が 伝 統 的 に 用 い て い た 参 審 人 訴 訟(日 本 で 新 た に 導 入 さ

れ た 裁 判 員 訴 訟 の 原 型 の 一 つ で 、 現 在 で も 、 大 陸 法 に 制 度 と し て 残 存 し て

い る)が 、 技 術 的 に す ぐ れ た 点 を 多 く も つ ロ ー マ ・カ ノ ン 法(教 会 法)訴

訟 に よ っ て と っ て か わ ら れ る 分 野 が ひ ろ が っ て く る に つ れ て 、 ボ ロ ー ニ ャ

大 学 風 の 、 イ タ リ ア 発 の ロ ー マ 法 の 学 識 を 身 に つ け た 者 は 、 裁 判 す る 側 に

た っ た り 、 官 僚 と し て 政 治 を に な っ た り 、 法 廷 か ら の 鑑 定 の 求 め に 応 じ て

大 学 か ら 鑑 定 書 を 提 出 し た り す る こ と に よ り 、 法 実 務 の キ ー ・パ ー ソ ン と

な り は じ め る 。 そ れ に 、 一 六 世 紀 の 初 め に は 、 古 典 古 代 に 対 す る ル ネ ッ サ

ン ス 的 な 関 心 や 、 ツ ァ ジ ウ ス が 文 化 色 あ ふ れ た 人 文 主 義 法 学 を ドイ ツ で 展
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開 し た こ と も 古 代 の ロ ー マ 法 を 受 容 を 容 易 に し た 。 彼 は 、 実 務 に も し っ か

り と 目 く ば り を す る 「ガ ッ リ ア 風 」 の 研 究 ス タ イ ル を と っ た の で 、 こ こ に

は 、 フ ラ ン ス の 人 文 主 義 法 学 と の ち が い が 見 ら れ る 。 一 五 世 紀 の ドイ ツ で

は 、 流 通 経 済 が 発 達 す る と と も に 、 外 国 や 域 外 の 人 々 が グ ロ ー バ ル に 活 動

す る よ う に な る と 、 地 域 に よ っ て 分 裂 の 状 態 に あ る 慣 習 法 だ け で は 国 内 の

法 生 活 全 般 を トー タ ル に 規 制 す る こ と は で き な く な っ た 。 し か も 、 皇 帝 は

中 央 権 力 と し て は 力 が 弱 く 、 国 家 は 連 邦 制 の よ う な 構 造 の も の に な っ て し

ま っ た の で 、 皇 帝 と 有 力 な 諸 侯 の 利 害 対 立 を 調 整 す る 能 力 を そ な え た 統 一

法 の 制 定 が 各 方 面 か ら の ぞ ま れ な が ら も 、 実 現 は 不 可 能 な 状 況 が つ づ い て

い た 。 そ の よ う な 閉 塞 状 態 を 打 開 し た の が 、 一 四 九 五 年 の 「帝 室 裁 判 所 令

(Reichskammergerichtsordnung)」 の 公 布 で あ る 。 そ の 第 一 条 に は 、 法

廷 が 一 名 の 裁 判 官(長 官)と 一 六 名 の 判 決 人(原 則 と し て 、 判 決 は こ れ ら

の 者 だ け で 下 す)か ら な る こ と を 定 め て い る が 、 そ の 八 名 は 法 学 識 を も つ

者 で あ り 、 残 り の 八 名 は 貴 族 で あ っ た が 、 後 者 に つ い て は 、 当 初 の 一 五 四

八 年 に は か な ら ず し も 法 学 識 を そ な え て い る こ と を 要 求 さ れ な か っ た(の

ち に そ れ が 求 め ら れ る よ う に な る)。 そ の 第 三 条 に は 、ロ ー マ ・カ ノ ン 法(教

会 法)型 の 訴 訟 構 造 の も と で 、「帝 国 普 通 法(註 釈 学 派 の 業 績 を 集 大 成 し た

ア ッ ク ル シ ウ ス の 『標 準 註 釈 』、 お よ び 、 註 解 学 派 の 代 表 者 で あ る バ ル ト ー

ル ス の 、 註 解 の か た ち で 伝 え ら れ て き た 、 古 代 ロ ー マ の ユ ー ス テ ィ ー ニ ア

ー ヌ ス の 帝 法)」 が 適 用 さ れ る こ と が 定 め ら れ 、 地 方 特 別 法(慣 習 お よ び 条

例)の う ち 、 「適 切 か つ 公 正 な 」 も の で あ っ て 、 「明 示 さ れ て い る 」 も の で

あ れ ば 、 こ れ も 適 用 す る こ と が で き る こ と に な っ て い た 。 し か し 、 後 者 の

二 つ の 条 件 は 証 明 に 成 功 し て は じ め て み た さ れ る 性 質 の も の で あ っ て 、 こ

れ に つ い て は 、 除 外 ケ ー ス と い う こ と で 、 そ の 証 明 が 厳 格 ・厳 密 に な さ れ

る こ と が 求 め ら れ る の が 常 識 で あ る 以 上 、 実 際 の と こ ろ は 、 普 通 法 が 優 先

し て 適 用 さ れ る と い う 扱 い と な っ て い く 。 つ ま り 、 タ テ マ エ 的 に 言 え ば 、

ロ ー マ 法 は ド イ ツ の 地 方 特 別 法 に 対 し て 、 共 通 法=普 通 法(gemeines

Recht)の 位 置 に あ り 、 低 い 地 位 し か 与 え ら れ て い な か っ た が 、 ホ ン ネ 的

に 言 え ば 、 圧 倒 的 な 優 位 に た っ た わ け で あ る 。 こ の 裁 判 所 は 最 高 裁 判 所 で

あ り 、 こ こ に は 上 訴 の 制 度 は な い(再 審 査 は 求 め る こ と が で き る)。 こ の 帝

室 裁 判 所 が 、 他 の 各 種 の 裁 判 所 か ら の 上 訴 を ひ き う け る 地 位 に あ っ た こ と

か ら 、 下 級 審 の 構 造 も こ れ に な ら う よ う に な る 。 こ の よ う に し て 、 ロ ー マ

法 は 、 す で に 進 行 し て い た 法 実 務 上 の う け い れ に く わ え て 、 法 令 に よ る 、

裁 判 所 段 階 で の 継 受 を 経 験 す る こ と に な っ た 。以 上 は 、主 と し て 法 実 務(い

わ ば 、 ホ ン ネ)の 話 し で あ る が 、 そ れ 以 外 に 、 理 念(い わ ば 、 タ テ マ エ)

の レ ヴ ェ ル で 、 ロ ー マ 法 が ドイ ツ に う け い れ ら れ や す い 要 素 が あ る 。 そ れ

は 、 「ロ ー マ 」 と い う 名 を 冠 し た 神 聖 ロ ー マ 帝 国 が ドイ ツ の 皇 帝 の 帝 国 と 結

F-149



び っ き 、 し か も 、 皇 帝 の 絶 対 的 権 力 が 古 代 産 の ロ ー マ 法 の な か に 法 的 な 支

え を 見 い だ す こ と が で き た 点 で あ る 。

つ ぎ に 、 フ ラ ン ス に つ い て 見 て み よ う。 現 在 に お い て も そ う で あ る が 、

こ の 国 は 北 部 と 南 部(ボ ル ドー と ジ ュ ネ ー ヴ を む す ぶ 線 よ り も 南 の 地 域)

で 、 色 あ い が ち が う 。 歴 史 的 に は 、 現 在 の 場 合 と は 逆 に 、 南 部 が 先 進 地 域

で 、 北 部(そ の 中 心 に パ リ が あ る)は 後 進 地 域 で あ っ た 。 そ れ に 、 南 部 に

は ロ ー マ 文 化 の 影 響 が 強 く の こ っ て お り 、 西 ロ ー マ の 滅 亡 後 に も 、 ゲ ル マ

ン 人 の つ く っ た ロ ー マ 人 用 の 成 文 法 の 姿 を と っ て 、 ロ ー マ 法 が か た ち を か

え な が ら も 効 力 を も ち つ づ け て い た 。 こ こ に は 、 「ロ ー マ 法 継 受 」 と い っ た

大 が か り な こ と が 生 ず る 素 地 は 、 そ の 必 要 が な い た め も あ っ て 、 も と も と

な か っ た の で あ る 。 も っ と も 、 こ の 成 文 法 地 域 に お い て も 、 ロ ー マ 法 は 、

一 般 法 に す ぎ ず
、 補 充 的 な 地 位 に お か れ て い た 。 は や く も 一 三 世 紀 に 、 モ

ン ペ リ エ や ト ゥ ー ル ー ズ に ロ ー マ 法 を 教 え る 大 学 が 成 立 し た の も 、 そ の よ

う な ロ ー マ 法 の 伝 統 の 存 在 と 関 連 が あ る 。 他 方 で 、 北 部 で は 、 ロ ー マ 法 の

勢 力 は そ れ ほ ど 大 き く は な れ な か っ た 。 そ れ は 、 こ の 北 部 地 域 で は 、 ゲ ル

マ ン 人 の 伝 統 に も と つ く 慣 習 法 が 一 六 世 紀 ま で に し っ か り と し た か た ち を

と る よ う に な っ て 、 ロ ー マ 法 を よ せ つ け な か っ た か ら で あ る 。 と り わ け 北

部 の 標 準 的 ・モ デ ル 的 ・典 型 的 な 慣 習 法 と し て 法 典 化 さ れ た パ リ 慣 習 法 が

そ の 地 域 で 勢 力 を も っ て い た 。 そ の よ う な わ け で 、 イ タ リ ア な ど で ロ ー マ

法 を 学 ん だ 学 識 法 曹 が 活 躍 す る 場 は 、フ ラ ン ス で は そ れ ほ ど 大 き く な い(パ

リ 大 学 で ロ ー マ 法 が 教 え ら れ る こ と に な っ た の は 、 一 ニ ー 九 年 に ロ ー マ 法

教 育 が 禁 止 さ れ て か ら 四 六 〇 年 も た っ て か ら の こ と で あ る)。 も っ と も 、 カ

ノ ン 法(教 会 法)と 融 合 し た ロ ー マ 法 は 、 フ ラ ン ス に お い て も 、 裁 判 実 務

の な か で 重 要 な 役 割 を 演 じ る よ う に な っ て い る 。 こ の 領 域 に お い て は ロ ー

マ 法 の 実 務 面 で の 継 受 も 見 ら れ る わ け で あ る 。 そ れ 以 外 に も 、 慣 習 法 が 整

備 さ れ る さ い に 、 ロ ー マ 法 が 参 照 さ れ て い る の で 、 ロ ー マ 法 の 影 響 は こ こ

に も た し か に 存 在 す る 。

最 後 に 、 イ ン グ ラ ン ド と い う 地 域(国)は 、 ロ ー マ 法 の 継 受 も 、 概 念 に

よ っ て き ち ん と 理 論 的 に 構 成 さ れ た 法 学 も 、 き っ ぱ り と し た 法 典 編 纂 も 知

ら な い と い う よ り 、 そ う い っ た も の の う け い れ を し な か っ た 、 し よ う

と は し な か っ た と こ ろ で あ る 。 こ こ は 、 判 例 法 の 展 開 に よ っ て か た ち

つ く ら れ た 英(米)法 の 国 で あ り 、 な に か に つ け て 大 陸 の 成 文 法 を 中 軸 に

も つ 大 陸 法 系 の 国 々 と は 一 線 を 画 し て い る(現 在 の 政 治 状 況 に お い て も 、

そ の 伝 統 は う け つ が れ て い る)。 筆 者 独 自 の 表 現 に よ る な ら ば 、イ ン グ ラ ン

ド は 、 ホ ン ネ 系 に 属 す る 英(米)法 を も ち 、 大 陸 諸 国 は 、 タ テ マ エ 系 に 属

す る 大 陸 法 を も つ 、 と い う こ と に な る 。 た だ 、 ブ リ テ ン 島 の 北 部 に 位 置 す

る ス コ ッ ト ラ ン ド は 、 面 白 い こ と に 、 イ ン グ ラ ン ドの 場 合 と は 異 な っ て 、
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大 陸 法 と 縁 が 深 い(た と え ば 、 そ の 地 位 の エ リ ー ト候 補 生 の 留 学 先 は フ ラ

ン ス 、 の ち に は オ ラ ン ダ 、 と い う よ う に 、 大 陸 と の つ な が り が あ っ た し 、

大 学 で は 、 ロ ー マ 法 と 教 会 法 が 教 え ら れ 、 大 陸 の 普 通 法(ユ ー ス ・ コ ン ム

ー ネ)が 必 要 に 応 じ て 補 充 的 に 適 用 さ れ る 、と い う よ う に で あ る)。 一 方 で 、

イ ギ リ ス 中 世 の 法 慣 習 を 母 胎 と し て 成 立 し た 、 イ ン グ ラ ン ドの コ モ ン ロ ー

(commonlaw)は 、 ボ ロ ー ニ ャ に 註 釈 学 派 が 興 る 一 二 世 紀 こ ろ か ら す で に

整 備 の プ ロ セ ス が は じ ま っ て い る の で 、 そ の 起 源 は と て も 古 い 。 コ モ ン ロ

ー は 、 当 然 、 浮 き 沈 み も 硬 直 化 も 経 験 す る が 、 一 四 ・一 五 世 紀 に 制 度 と し

て 定 着 し た エ ク ィ テ ィ ー(equity)=衡 平 法 の 登 場 に よ り 刺 激 を う け て 、

息 を ふ き か え し 、 現 代 で は 、 両 者 の 並 列 に よ り 、 全 体 と し て バ ラ ン ス の と

れ た 法 制 に な っ て い る 。 ち な み に 、 エ ク ィ テ ィ ー を て こ に し て 法 を 動 か す

や り か た に は 、 ロ ー マ 人 の 法 展 開 の 手 法 と 似 た と こ ろ が 一 部 あ る し 、 そ の

ほ か に も 、 エ ク ィ テ ィ ー そ の も の が ロ ー マ 法 の 資 料 を 参 考 に し て 運 用 さ れ

た 面 も い く ら か あ る 。 エ ク ィ テ ィ ー に つ い て は 、[B]部 門 〈126>に 解 説 が

あ る 。

と こ ろ で 、 一 般 論 と し て 言 え ば 、 ロ ー マ 法 が 、 広 く 、 は る か 後 代 の 他 の

地 域 で 尊 重 さ れ 、 有 用 視 さ れ た の は 、 そ れ が 合 理 性 を 高 め る よ う に な っ た

高 水 準 の 法 で あ る 、 と い う 内 部 要 因 と 、 法 に よ る 中 央 権 力(国 王 な ど)の

統 一 的 支 配 の 道 具 と し て 便 利 で あ る 、 と い う 外 部 要 因 に よ る と 思 わ れ る 。

こ こ イ ン グ ラ ン ド で は 、 法 を 運 用 す る 技 術 は 法 曹(法 律 家)が す で に 大 学

以 外 の と こ ろ で 十 分 に 磨 い て い た こ と 、 コ モ ン ロ ー が 法 の 統 一 を 達 成 す る

た め の 手 段 と し て ロ ー マ 法 を 利 用 す る 必 要 を 感 じ な か っ た こ と 、 現 場 で 法

を 動 か し て い く た め に は エ ク ィ テ ィ ー と い う 身 近 な 武 器 が 十 分 に 役 立 っ た

こ と な ど の 事 情 が 、ロ ー マ 法 の 総 体 的 な 導 入 を 生 じ さ せ な か っ た の で あ る 。

し か し 、 イ ン グ ラ ン ド に ロ ー マ 法 が ま っ た く 入 る こ と が で き な か っ た 、 と

い う わ け で も な い 。 ボ ロ ー ニ ャ に 学 ん だ ワ カ リ ウ ス は 、 イ ギ リ ス の 大 学 で

ロ ー マ 法 を 教 え て い る し 、 オ ッ ク ス フ ォ ー ドや ケ ン ブ リ ッ ジ で は 、 す で に

一 二 世 紀 に ロ ー マ 法 教 育 が ち ゃ ん と 行 な わ れ て い る か ら で あ る
。 ま た 、 普

通 法(ユ ー ス ・ コ ン ム ー ネ)を ロ ー マ 法 と と も に 構 成 す る カ ノ ン 法(教 会

法)は 、 ロ ー マ 法 よ り も 深 く 静 か に イ ン グ ラ ン ド に 浸 透 し て い た 。 と こ ろ

で 、 「法 学 の 歩 み 」 と い う 本 部 門 の テ ー マ か ら 言 え ば 、 英 米 法 と い う 法 シ ス

テ ム が 、裁 判 官 と 弁 護 士 と い う 法 実 務 家 に よ っ て 編 み あ げ ら れ た 「法 曹 法 」

の 特 色 を 強 く 示 し て い る こ と か ら も わ か る よ う に 、 法 学 な い し は 学 説 は 、

大 陸 法 の 場 合 ほ ど 大 き な ウ ェ イ ト は も っ て い な い 。 つ ま り 、 こ こ で は 、 大

陸 法 系 の 個 々 の 国 々 の 場 合 と は ち が っ て 、 「法 学 の 歩 み 」を フ ォ ロ ー し て い

く だ け で は 、 「法 の 歩 み 」 は 解 明 で き な い の で あ る 。 そ の 解 明 の た め に は 、

判 例 法 や 法 実 務 の 流 れ を 克 明 に 追 う こ と が 必 要 と な ろ う 。
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(1)「 パ ン デ ク テ ン の 現 代 的 慣 用 」

「パ ン デ ク テ ン の 現 代 的 慣 用 」 と い う 学 問 上 有 名 な 概 念 の う ち 、 「パ ン デ

ク テ ン 」 と い う の は 、 古 代 ロ ー マ 法 の 中 核 的 立 法 作 品 の 地 位 を 占 め 、 法 学

説 を 法 文 と し て 収 録 し た 、 あ の 『学 説 彙 纂(Digesta)』 の ギ リ シ ア 語 系 の

異 称 〈Pandectae>に 由 来 す る 。 ド イ ツ に お い て は 、 古 代 ロ ー マ と 中 世 イ タ

リ ア の 両 時 代 に お い て 輝 か し い 歴 史 を 誇 り 、 圧 倒 的 に 優 位 に た っ て い る ロ

ー マ 法 を た だ そ の ま ま 普 通 法 と し て う け い れ る だ け の 時 代 は 終 わ り 、 そ し

て 、ゲ ル マ ン 人 に 属 す る ド イ ツ 人 が 、領 邦 国 家 や 絶 対 主 義 国 家 を 形 成 し て 、

国 家 体 制 を 整 え は じ め る の に と も な っ て 、 彼 ら が 土 着 ・土 俗 の 伝 統 的 な 慣

習 法 つ ま り 、 そ れ ぞ れ の 地 域 が も っ て い る 地 域 固 有 法(ユ ー ス ・プ ロ

プ リ ウ ム)に も 主 体 的 に 眼 を む け る 時 代 が や っ て き た 。 技 術 法 と し て

も 完 成 の 域 に 達 し て い た ロ ー マ 法 で あ っ て も 、そ れ を 、実 務 上 の 要 請 か ら 、

部 分 的 に 利 用 さ れ る だ け に し た り 、 そ の 内 容 に 変 更 を く わ え た り し て 、 そ

の 姿 を 少 し ず つ 変 え て い く こ と に よ り 、 地 域 固 有 法 と し て の ゲ ル マ ン 法 と

の 融 合 を は か る 試 み が ド イ ツ の 法 学 者 た ち に よ っ て な さ れ る こ と に な る 。

そ れ だ け ドイ ツ 法 学 が 成 長 し て き た 、 と 総 括 し て も よ い で あ ろ う 。 「ロ ー マ

法 が 相 対 化 さ れ た 」 と も 言 え る 。 一 方 で 、 地 域 固 有 法 の 方 も 整 備 さ れ 、 学

識 に よ っ て 磨 か れ 、 裁 判 に 対 応 す る だ け の 水 準 の も の へ と 成 長 し た 。 こ の

よ う に し て 、 外 来 の ロ ー マ 法 と 土 着 の 地 域 慣 習 法 は よ うや く 対 等 の 位 置 に

お か れ る 。 こ れ を 推 進 す る 過 程 で 固 有 の ドイ ツ 法 学 が よ う や く 成 立 す る 。

さ て 、 問 題 の 「パ ン デ ク テ ン の 現 代 的 慣 用 」 と い う の は 、 シ ュ ト リ ュ ク が

一 七 世 紀 末 に 出 版 さ れ た 主 著 に お い て 提 唱 し た<ususmodernus

Pandectarum>と い う 概 念 の こ と で あ る 。 こ の 法 学 方 法 論 の 潮 流 は 一 七 世

紀 か ら 一 八 世 紀 中 ご ろ ま で ドイ ツ で 支 配 的 で あ っ た に す ぎ な い が 、 古 代 の

産 物 で あ る ロ ー マ 法 の シ ス テ ム が 、 そ っ く り そ の ま ま ス ム ー ズ に 他 国 に う

け い れ ら れ る の に 、 ず い ぶ ん と 時 間 が か か っ た の で あ る 。 そ の 流 れ は 一 九

世 紀 の 歴 史 法 学 に ま で つ づ い て い る 。 ロ ー マ 法 の 継 受(実 務 上 の 継 受)が

ま ず あ り 、 こ の 継 受 法 の シ ス テ ム や 制 度 が 成 長 す る と と も に 、 こ れ が い わ

ば ドイ ツ 流 に 変 化 し た の が こ の 「慣 用(利 用)」 で あ る 、 と ひ と ま ず 考 え て

も さ し つ か え な か ろ う 。 比 喩 的 に 表 現 す れ ば 、 ドイ ツ 法 と ロ ー マ 法 の 「中

間 の 道 」 が さ が し も と め ら れ た の で あ る 。 ま た 、 「現 代 的 」 と い う の は 「そ

の 当 時 の ドイ ツ に ふ さ わ し い か た ち で 」 と い う あ た り の 意 味 で あ ろ う 。 と

こ ろ で 、 こ の よ う に し て 生 ま れ た 新 し い 意 味 に お け る 「ドイ ツ 法 」 と ロ ー

マ 法 と の あ い だ で む ず か し い 問 題 が 生 ず る の は 、 さ け ら れ な い 。 ど ち ら が

優 先 的 に 適 用 さ れ る の か 、 と い っ た 技 術 的 な 問 題 点 が 、 こ れ で あ る 。 「ロ ー

マ 法 が 普 通 法 で あ り 、 ド イ ツ 法 が 特 別 法 で あ る 」 と い っ た 上 下 関 係 は も は

や な り た た な く な っ て し ま っ た か ら で あ る 。 全 体 の 方 向 と し て は 、 ロ ー マ
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法 が 、 ロ ー マ 法 で あ る と い う 理 由 だ け で は 優 位 に た つ こ と が で き ず 、 自 国

(ド イ ツ)の 法 の 適 用 の 方 に ウ ェ イ ト が か か っ て い く 動 き に な っ て い く 。 こ

れ は 法 の 継 受 の プ ロ セ ス と し て は あ る 意 味 で は 自 然 の 流 れ で も あ ろ う。 古

代 ロ ー マ と い う 独 特 の 社 会 で 生 ま れ 育 っ た ロ ー マ 法 が 、 民 族 的 に も 時 代 環

境 的 に も ま っ た く 異 な る 他 国 に し み と お っ て い っ た り 、 事 実 上 う け つ が れ

た り 、 正 式 に 継 受 さ れ た り す る に は 当 然 の こ と な が ら 多 く の 困 難 が あ っ た

が 、 ロ ー マ 法 は 、 さ ま ざ ま な ル ー ト か ら の 働 き か け に よ っ て 、 よ う や く 土

着 ・固 有 の 地 域 法 と も お り あ い を つ け る こ と が で き る よ う に な っ て 、 「現 地

化 」 し 、 そ の 結 果 、 む し ろ そ の 実 用 性 は 高 ま っ て い っ た 。 筆 者 の 用 語 で 表

現 す る と 、 ロ ー マ 法 は 、 中 世 に お け る 観 念 的 な 普 遍 的 帝 国 を と り し き る タ

テ マ エ の 世 界 の 産 物 か ら 、 個 別 的 な 主 権 国 家 を と り し き る ホ ン ネ の 世 界 へ

の 産 物 へ と 軸 足 を う つ し た の で あ る 。 こ の よ う な ロ ー マ 法 は 、 時 間 を か け

て 消 化 さ れ 、 手 ざ わ り の よ い も の と な っ て い る け れ ど も 、 そ の 一 方 で 、 ル

ー ス な も の 、 あ い ま い な も の 、 不 透 明 な も の 、 中 途 は ん ぱ な も の へ と 変 質

し て し ま う 。 メ リ ハ リ の き い た 、 タ テ マ エ を 大 き く う ち だ す 要 素 を 強 く も

つ 近 代 の 法 典 編 纂 に お い て は 、 そ の 性 格 上 、 幾 何 学 的 と も 形 容 で き る 体 系

と か 理 性 論 と か を 法 の 現 実 へ と 投 影 し て い く こ と が 求 め ら れ る の で あ る

が 、 法 の 形 成 の 最 終 的 到 達 点 で あ る 法 典 づ く り の 過 程 で は 、 さ き の 「慣 用 」

の よ う な た ぐ い の も の は 少 な く と も 、 タ テ マ エ 上 は 不 純 な も の と

し て 排 除 さ れ る 運 命 を た ど る の が な ら わ し で あ る 。 現 に 、 ドイ ツ の 法 典 編

纂 の べ 一 ス を か た ち つ く っ た 、 後 代 の パ ン デ ク テ ン 法 学 は 、 折 衷 的 な 手 法

を す て 、 慣 習 一 利 用 に よ っ て は い り こ ん で き た 混 入 物 を と り さ り 、 ロ ー マ

法 の 純 化 を め ざ し て 、 そ れ な り に 成 功 を お さ め る こ と に な る 。

(J)法 典 編 纂 の 時 代

も ち ろ ん 筆 者 の 関 心 領 域 内 で の 話 で あ っ て 、 こ こ で 一 般 論 を 展 開 す る わ

け で は な い が 、 ヨ ー ロ ッ パ の 各 時 代 の 法 典 編 纂 に は 、 大 ざ っ ぱ に 見 て 、 ロ

ー マ 法 と の 距 離 を 大 き く と っ て い く 方 向 で の も の と 、 奇 妙 な こ と に 、 古 代

由 来 の ロ ー マ 法 に ふ た た び 接 近 す る も の と の 二 つ が あ る 。 ま ず 、 大 陸 法 系

の 国 々 に つ い て 見 て み よ う 、 法 典 編 纂(『 一 二 表 法 』 の 制 定)に は じ ま り 、

一 〇 〇 〇 年 の 時 を へ た あ と で
、 法 典 編 纂(『 市 民 法 大 全 』 の 編 纂)に 終 わ っ

た ロ ー マ で の 歴 史 的 な 例 に つ い て は 、 す で に 述 べ た が 、 こ う い っ た 推 移 ・

経 過 は か な り 特 異 な ケ ー ス で あ っ て 、ふ つ う は 、 ま ず 、 習 俗 ・習 慣 ・慣 習 ・

慣 行 に よ っ て 、 社 会 規 範 が 、 ゆ っ く り 、 じ っ く り と で き あ が っ て い き 、 そ

れ が 人 々 か ら 法 規 範 と い う も の と し て 意 識 さ れ る 段 階 に う つ る 。 そ の 何 重

も の つ み か さ ね の う え に 、 広 さ と 深 み と 幅 を そ な え た 慣 習 法 が 成 立 し 、 そ

し て 、 こ れ が 、 特 定 の 状 況 の も と で 、 後 発 組 で あ り な が ら 一 気 に 法 と し て

定 立 さ れ る よ う に な っ た 、鋭 い 存 在 と し て の 「成 文 法 ・制 定 法 の グ ル ー プ 」
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と 肩 を な ら べ る よ う に な る が 、 そ れ も 長 く は つ づ か ず 、 最 後 は 、 成 文 法 ・

制 定 法 が 有 力 と な り 、 こ れ が 法 典 に ま と め あ げ ら れ て 、 先 行 組 の 慣 習 法 を

背 後 へ お し や る 。 こ こ で 、 慣 習 法 は 裏 方 に ま わ る わ け で あ る 。 こ れ が 、 大

陸 法 系 の 世 界 の お お よ そ の 流 れ の あ り よ う で あ る 。 つ ぎ に 、 判 例 法 系 の 世

界 で は 、 慣 行 と り わ け 、 裁 判 慣 行 の な か に 法 の 発 展 ・進 化 が 凝 縮

さ れ る だ け で 、法 典 の よ う な 構 造 物 は と く に 必 要 と は さ れ な い 。た し か に 、

法 典 に は 使 い 勝 手 の よ く な い と こ ろ も ま つ わ り つ い て い る か ら で あ る 。 現

代 で は 二 つ の 法 系 を も っ た ヨ ー ロ ッ パ の 国 々 に お け る 法 の ス タ イ ル は 多 少

と も 融 合 し は じ め て い る が 、 こ れ ら が 、 い ず れ も 国 情 に も し っ か り と 根 ざ

し た 長 い 歴 史 的 背 景 を も っ て い る だ け に 、 両 者 を 統 合 す る よ う な 第 三 の 道

も 、 両 者 が か み あ っ て 合 体 す る 可 能 性 も 、 あ ま り 期 待 で き な い よ う に 思 わ

れ る 。 「ヨ ー ロ ッ パ は 一 つ 」 と い う ス ロ ー ガ ン は 、 か つ て ロ ー マ 帝 国 が ま が

り な り に も 達 成 し た も の で あ る が 、 フ ラ ン ス も ドイ ツ も 軍 事 力 を 背 景 と し

て も 過 去 に は た せ な か っ た 目 標 で あ る だ け に 、 ヨ ー ロ ッ パ ー 体 化 へ の 道 は

け わ し い 。 と り わ け 、 法 や 法 文 化 一 般 の 領 域 で そ の こ と が 言 え る 。

と こ ろ で 、 古 代 に 生 ま れ た ロ ー マ 法 が 、 は る か 後 代 の 法 典 編 纂 に 、 は る

か 遠 く か ら あ る い は 近 く か ら 、 ま た 、 強 く あ る い は 弱 く 影 響 を 与 え た 、 と

い う こ と は 全 般 的 に 言 え る と し て も 、 し か し 、 そ の ロ ー マ 法 が 、 抽 象 性 ・

概 念 性 ・観 念 性 ・理 論 性 ・普 遍 性 ・体 系 性 ・一 貫 性 ・技 術 性 を き ち ん と 備

え る 、 法 典 編 纂 む き の 法 シ ス テ ム で あ っ た こ と は 、 ほ と ん ど な い 。 ロ ー マ

法 の 主 力 が 、 法 学 の 、 多 様 な 、 た い て い は 具 象 的 な 成 果 を そ の ま ま 法 文 化

し て い る 『学 説 彙 纂 』 の な か に あ っ た こ と が 現 実 的 に 作 用 し て 、 ロ ー マ 法

の 流 れ を く む 後 代 の 法 は 、 ロ ー マ 流 の ケ ー ス ・バ イ ・ケ ー ス の 解 釈 の し か

た(カ ズ イ ス テ ィ ク ・例 解 方 式)を っ み か さ ね 、 あ る い は こ れ を 修 正 す る

こ と に よ っ て 組 み あ げ ら れ て い る 。 そ の 意 味 で 、 ロ ー マ 法 に は 近 代 の 法 典

編 纂 の と は し っ く り い か な い 要 素 が あ っ た 関 係 で 、近 代 の 法 典 編 纂 の さ い 、

各 国 に お い て 歴 史 的 に 展 開 し て い る ロ ー マ 法 の 存 在 は 尊 重 さ れ た け れ ど

も 、 そ の 尊 重 に も 限 度 が あ っ た 。 た だ 、 例 外 的 に 、 ド イ ツ の 法 典 編 纂 の さ

い に は ロ ー マ 法 が 最 大 限 評 価 さ れ 利 用 さ れ て い る こ と に は 注 目 し て お く 必

要 が あ る 。

さ て 、 あ る 時 代 、 あ る 場 所 で 、 法 典 と い う 、 巨 大 で つ く る の が 容 易 で な

い も の を 人 々 に 生 み だ さ せ る 要 因 と し て は 、 い く つ か あ げ ら れ る 。 一 方 の

旗 頭 は 、 一 二 表 法 の 制 定 の ケ ー ス の よ う に 、 な に が な ん で も 法 典 を つ く っ

て し ま お う 、 と い う 特 別 の カ そ れ も 政 治 的 な 力 が は た ら い た 場 合

で あ る 。 近 代 の 法 典 編 纂 の 場 合 に は 、 一 二 表 法 の 場 合 に 見 ら れ る よ う な が

む し ゃ ら さ は さ す が に な い が 、 そ れ で も 、 国 王 ・皇 帝 が 自 身 の 権 力 基 盤 を

強 化 す る た め 、 あ る い は 自 身 の 地 位 ・役 割 を 誇 示 す る た め 、 と い う フ ァ ク
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タ ー が 重 要 な 動 機 と し て 存 在 す る 。 ロ ー マ の 『市 民 法 大 全 』 の ケ ー ス は 後

者 の 地 位 誇 示 の 一 つ の 例 で あ る 。 そ の 一 方 で 、 さ ま ざ ま な 要 因 に よ っ て 生

じ て し ま っ た 法 の 不 統 一 ・不 均 一 な 状 態 、 さ ら に は 矛 盾 が 、 社 会 ・経 済 ・

政 治 の 発 展 に と も な っ て 耐 え ら れ な い も の と う け と め ら れ る よ う に な り 、

法 典 編 纂 と い う 荒 業 に よ っ て 一 気 に 事 態 を 打 開 し よ う 、 と い う 意 欲 が と り

わ け 法 実 務 の 側 か ら わ き お こ っ て く る こ と が あ る 。 「必 要 は 発 明 の 母 」 な の

で あ る 。 歴 史 的 に は 、 ロ ー マ の 『市 民 法 大 全 』 の 編 纂 の ケ ー ス が こ れ に 属

す る(こ の よ う に 、 ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス 帝 の 大 立 法 事 業 は 、 複 合 的 な

契 機 を も っ て い る)。 と こ ろ で 、法 典 を つ く り あ げ る と き に 素 材 と な る も の

と し て は 、 大 別 し て の 純 国 産 の も の と 外 来 の も の の 二 種 が あ る が 、 歴 史 的

に 見 た 場 合 、 外 来 種 の な か で 歴 史 上 最 強 の も の は ロ ー マ 法 で あ ろ う 。 し か

も 、 こ の 外 来 種 は 、 在 来 種 と ま じ り あ っ て そ れ に 影 響 を 深 く き ざ み つ け る

能 力 を も っ て い る の で 、 そ の 勢 力 は あ な ど り が た い 。 生 態 系 の シ ス テ ム の

な か で 、 外 来 種 が 在 来 種 よ り も な ぜ か 強 力 で こ れ を 圧 倒 し て し ま う ケ ー ス

が よ く あ る が(と り わ け 、魚 、植 物 の 場 合)、 人 間 界 に あ る 法 生 態 系 で も そ

れ に 近 い よ う な 現 象 が お こ っ て い る の で は な か ろ う か 。 現 代 日 本 に つ い て

こ れ を あ て は め て み る と 、 中 国 法 、 い く つ か の ヨ ー ロ ッ パ 法 、 ア メ リ カ 法

と い う 外 来 種 の 法 は 、 そ れ ぞ れ に 日 本 の 法 を 圧 迫 し 、 と き に は 圧 倒 も し た

が 、 現 在 の と こ ろ 、 劣 勢 に あ っ た 日 本 の 固 有 法 は 、 外 来 の も の の 何 回 も の

攻 勢 に 耐 え て 、 十 分 し た た か に 健 闘 し て い る 。 筆 者 の 用 語 で 表 現 す れ ば 、

日本 の 固 有 法 は 、 タ テ マ エ の う え で は 分 が わ る い が 、 広 い 意 味 に お け る 法

文 化 と し て さ ま ざ ま に 展 開 さ れ る ホ ン ネ の 部 分 で は 、 外 来 の も の と け っ こ

う 対 等 の 勝 負 に な っ て い る 。 明 治 時 代 か ら 一 世 紀 以 上 も へ て 、 な お こ の よ

う な 、 あ る 意 味 に お い て は 「も ち あ い 」 の 状 態 が あ る の な ら 、 こ れ ま で の

時 代 に お け る 日 本 の 法 史 の 展 開 が 教 え て い る よ う に 、 こ れ か ら は 日 本 固 有

法 が だ ん だ ん と 力 を も り か え し て い く の で は な か ろ う か 。 法 歴 史 家 と し て

の 筆 者 の 仕 事 は そ の 行 末 を 少 し で も 長 く 見 と ど け る こ と で あ る 、 と 考 え て

い る の で あ る が 、 「タ テ マ エ ・ホ ン ネ ニ 元 論 」 に よ る 日 本 の 法 社 会 の 試 論 的

分 析 は 、 そ の 営 み へ の 、 さ さ や か な 、 筆 者 な り の 理 論 的 ア プ ロ ー チ な の で

あ る 。 タ テ マ エ と ホ ン ネ の 微 妙 な 相 互 関 係 に つ い て は 、 拙 著 『タ テ マ エ の

法 ・ ホ ン ネ の 法 』(第 四 版 ・2009)の 分 析 を 御 参 照 頂 け れ ば 幸 い で あ る 。

つ ぎ に 、 各 国 の 法 典 編 纂 の 動 向 の 問 題 に 入 る ま え に 、 全 般 的 に 一 八 世 紀

後 半 の 法 典 編 纂 前 後 の 状 況 を 見 て み よ う。 裁 判 慣 行 の 面 で は 、 長 い 時 間 を

か け て 、 ロ ー マ 法 は 、 法 生 活 の 奥 深 く へ 入 り こ み 、 慣 習 法 と ミ ッ ク ス さ れ

た 状 況 に あ っ た 。 さ ら に は 、 ロ ー マ 法 そ の も の が 慣 習 法 化 し た と こ ろ も な

い わ け で は な い 。他 方 で 、法 世 界 の 重 要 な 一 角 を 占 め る 大 学 の 法 学 部 で は 、

ロ ー マ 法 が 依 然 と し て 教 え ら れ 、 研 究 さ れ て い る 場 合 が 多 く 、 ま た 、 ロ ー
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マ 法 の 研 究 ・教 育 が 大 学 か ら 追 放 さ れ る こ と が あ ま り 多 く な か っ た こ と が

指 摘 で き る 。 ロ ー マ 法 と 地 域 慣 習 法 を 統 合 す る 眞 の 意 味 に お け る 「国 民 法 」

は 、 一 七 世 紀 オ ラ ン ダ の 「1コー マ ー オ ラ ン ダ(Roman-Dutch)法 」 の ケ

ー ス 以 外 に は 誕 生 す る こ と が な か っ た よ う に 思 わ れ る 。

そ れ で は 本 論 に 入 ろ う。 あ る 意 味 で は 進 化 の 必 然 性 に も の っ と っ た 法 典

編 纂 に む か う 流 れ の な か で は 、 古 代 産 の ロ ー マ 法 は 、 ど れ ほ ど 、 後 の 時 代

に 見 事 に 復 興 し 、 大 切 に さ れ 、 威 容 を ほ こ っ て い た と し て も 、 も は や 時 と

場 所 を 見 事 に 超 越 し た 普 通 法(普 遍 法)で も 、 自 然 法 を 体 現 す る も の で も

な く て 、 ロ ー マ と い う 西 洋 古 典 古 代 に 生 ま れ た 一 つ の 個 性 の 強 い 法 体 系 に

す ぎ な い 、 と い う 考 え が 支 配 的 に な っ て き た 。 こ れ は ご く 自 然 な こ と で あ

っ て 、 ロ ー マ 法 に は な ん ら 不 名 誉 な こ と で は な い 。 し か し 、 そ の 生 命 力 は

お ど ろ く べ き も の で 、 し ば ら く あ と に 、 ドイ ツ と い う 特 別 の 国 に お い て 、

ロ ー マ 法 は 、 そ れ ま で 以 上 に 華 麗 に ス ポ ッ ト ・ラ イ ト を 再 び あ び る こ と に

な る の で あ る 。 こ れ こ そ 不 思 議 な 現 象 で あ り 、ニ ー 世 紀 の 私 た ち 日 本 人 も 、

そ の 情 景 の な か で 、 ロ ー マ 法 の 間 接 的 継 受 を 通 し て 、 そ の 輝 き の 残 像 の な

か に な お 生 き て い る 。 さ て 、 一 八 世 紀 も 終 わ り こ ろ か ら 本 格 化 し た 法 典 編

纂 作 業 の さ い 立 法 の 素 材 と な っ た の は な に か 、 と 言 え ば 、 さ き に の べ た よ

う に 、 こ れ は 、 ロ ー マ 法 で は な く 、 一 七 世 紀 に お い て 展 開 さ れ た 自 然 法 的

な 思 惟 で あ っ た 。 「自 然 法 的 法 典 編 纂 」 と い う 名 称 が そ の こ と を 端 的 に 示 し

て い る 。 自 然 法 と い う の は 、 幾 何 学 的 な 手 法 に も 似 た か た ち で つ む ぎ だ さ

れ る 、 人 間 理 性 の 体 系 で あ る 。 た だ 、 さ き に の べ た 「パ ン デ ク テ ン の 現 代

的 慣 用 」 と い う 、 ロ ー マ 法 と 固 有 法 と の 地 道 な 融 合 作 業 に よ っ て 生 み だ さ

れ た 実 務 上 の 成 果 が 自 然 法 と い う か た ち で 実 を む す ん だ 、 と い う 見 方 も あ

る の で 、 自 然 法 を あ ま り に も 抽 象 的 ・観 念 的 、 ま た 、 固 定 的 ・定 型 的 に と

ら え る こ と は さ け る 必 要 が あ ろ う。 そ の 意 味 で は 、 ロ ー マ 法 に は 自 然 法 と

も 深 い と こ ろ で つ な が っ て い る 部 分 も あ る 。 現 に 、 ロ ー マ 法 の な か に も 自

然 法(jusnaturale)と い う 発 想 は 、 そ れ な り の 位 置 を 占 め て い る 。 と こ

ろ で 、 一 八 世 紀 に 法 典 編 纂 と い う大 事 業 へ と 人 々 を か り た て た 要 因 と し て

は 、 と り わ け 、 啓 蒙 的 な 絶 対 君 主(皇 帝)が そ れ を 実 行 す る の に 十 分 な 力

量 を も つ よ う に な っ た こ と と 、 君 主 の 側 に 法 典 編 纂 の メ リ ッ ト が い く つ も

あ っ た 点 が 、 重 要 で あ る 。 そ の メ リ ッ ト と い う の は 、 古 く か ら 伝 わ っ て い

る 外 来 の ロ ー マ 法 的 な 要 素 と 土 着 ・土 俗 の 慣 習 法 と の 乱 雑 な 混 合 形 態 を す

っ き り と し た も の に す る こ と が 、 君 主 の 力 量 を 世 に 示 す も の と な る と と も

に 、 国 家 を 統 一 的 に 支 配 す る の に 法 典 編 纂 が 有 用 で あ る と い う 点 と 、 立 法

に よ っ て 司 法 を 制 御 す る こ と が 容 易 に な る 点 と 、 商 業 の 発 展 を う な が す た

め に 法 整 備 が 必 須 の 課 題 と な っ た 点 で あ る 。 こ の よ う な 状 況 下 で は 、 旧 来

の 法 を 整 理 し 、 整 備 し 、 い わ ば 「後 ろ む き の 」 法 典 化 に む か う よ り も 、 旧
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法 に か え て 新 し い 法 を 設 定 す る 「前 む き の 」 ス タ イ ル の 方 が 理 に か な っ て

い た 。 そ れ は 、 法 を 、 多 方 面 に わ た っ て 、 合 理 的 に 法 を 創 出 す る カ を も つ

自 然 法 学 の 業 績 の つ み あ げ が あ っ て は じ め て 可 能 に な る こ と で あ っ た の で

あ る 。 プ ロ イ セ ン の フ リ ー ド リ ッ ヒ 大 王 と オ ー ス ト リ ア の ヨ ー ゼ フ ニ 世 が

推 進 者 と な り 、 モ ン テ ス キ ュ ー と ヴ ォ ル フ が 、 そ れ ぞ れ べ つ の か た ち で 、

学 問 上 貢 献 を し て い る 。 つ ぎ に 、 編 纂 さ れ た 法 典 の そ れ ぞ れ に つ い て 見 て

み よ う 。

(a)『 プ ロ イ セ ン ー 般 ラ ン ト 法 典(AllgemeinesLandrechtfUrdie

PreusischenStaaten)』 は 、 一 八 世 紀 も 終 わ り の 一 七 九 四 年 に 成 立 す る 。

自 然 法 論 を 、 神 学 か ら と き は な っ て 、 世 俗 性 を お び た も の と し 、 同 時 に 、

こ れ を 体 系 化 す る こ と に 学 問 的 功 績 の あ っ た プ ー フ ェ ン ドル フ の 影 響 の も

と に つ く ら れ た 。 自 然 法 体 系 が べ 一 ス に な っ て い る の が 特 徴 で あ る 。 そ の

条 文 数 は 二 万 近 く に も な り 、 公 法 、 私 法 、 教 会 法 も カ ヴ ァ ー す る 。 こ の 法

典 は ドイ ツ 民 法 典 が 登 場 す る ま で の 一 世 紀 の あ い だ 効 力 を も ち つ づ け た 。

こ こ に は ロ ー マ 法 の 影 響 は そ れ ほ ど 認 め ら れ な い 。

(b)『 オ ー ス ト リア ー 般 民 法 典(AllgemeinesBUrgerlichesGesetzbuch)』

は 、 啓 蒙 絶 対 君 主 ・ レ オ ポ ル トニ 世 の リ ー ド の も と に 、 「テ レ ジ ア 法 典 」 草

案(一 七 六 六 年)や 「ヨ ー ゼ フ 法 典 」 草 案(一 七 八 七 年)と い っ た 予 備 的

段 階 の 成 果 を へ て 、 最 終 的 に は 一 八 一 一 年 に 成 立 す る 。 こ こ に は 、 ロ ー マ

法 的 な 要 素 が 、 自 然 法 の よ そ お い の も と に う め こ ま れ て い る 。 法 典 編 纂 の

動 き が あ っ た 時 代 の 初 期 の こ ろ に そ の 指 導 理 念 を う ち た て た マ ル テ ィ ー 二

は 、 自 然 法 論 者 で あ る が 、 「ロ ー マ 市 民 法 は 大 部 分 が 自 然 法 で あ る が 、 そ の

ロ ー マ 法 の 欠 陥 を 是 正 す る の は 自 然 法 で あ る 。」 と い う 彼 の 断 定 的 な 主 張

は 、 ロ ー マ 法 と 自 然 法 と の 微 妙 な 間 柄 を 暗 示 し て い る 。 た し か に 、 ロ ー マ

法 に は 、 不 変 の 理 性 的 原 理 の 表 現 の よ う な 部 分 も あ る の で 、 自 然 法 的 な 発

想 に 親 し む と こ ろ が あ る 、 と 考 え ら れ た の で あ ろ う 。 一 五 〇 〇 条 ほ ど の 抽

象 的 な 規 定 か ら な る こ の 法 典 は 、 現 在 で も 、 修 正 を へ て 、 オ ー ス ト リ ア に

お い て 現 行 法 と し て 用 い ら れ て い る 。

(c)「 ナ ポ レ オ ン 法 典 」の 中 核 で あ る 『フ ラ ン ス 民 法 典(Codecivil)』 は 、

一 八 〇 四 年 に 施 行 さ れ た
。 こ の 立 法 作 品 に あ っ て で は 、 上 の 三 つ の 場 合 と

は 異 な っ て 、 自 然 法 理 論 の ウ ェ イ トは 小 さ い 。 法 典 の 中 核 は 、 北 部 フ ラ ン

ス の リ ア ル な 共 通 慣 習 法 だ っ た か ら で あ る 。 さ て 、 こ の 法 典 は 、 体 系 性 を

そ な え た 初 の 近 代 的 法 典 と し て 、 現 在 も 含 め て 二 〇 〇 年 以 上 効 力 を も ち っ

づ け て お り 、 し か も 、 ベ ル ギ ー 、 ル ク セ ン ブ ル グ 、 オ ラ ン ダ 、 イ タ リ ア 、

ス ペ イ ン 、 ポ ル ト ガ ル 、 ル ー マ ニ ア 、 エ ジ プ ト、 レ バ ノ ン 、 南 ア メ リ カ 諸

国(ブ ラ ジ ル 、 ペ ル ー を 除 く)、 カ ナ ダ の ケ ベ ッ ク 州 、 ア メ リ カ の ル イ ジ ア

ナ 州 へ と 継 受 さ れ て い っ た こ と か ら 、 世 界 で も っ と も 息 の 長 い 、 し か も ひ
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う が り の あ る 法 典 と し て 有 名 で あ る 。 な お 、 ド イ ツ に 対 し て は 、 サ ヴ ィ ニ

ー と テ ィ ボ ー の 「法 典 論 争 」 を 生 み だ す き っ か け を つ く り だ す 、 と い う か

た ち で 大 き な 刺 激 を 与 え て い る 。 ま た 、 日 本 の 旧 民 法 典 も そ の な り た ち の

は じ め の 段 階 に お い て フ ラ ン ス 民 法 典 の 影 響 下 に あ っ た 。 フ ラ ン ス 革 命 の

自 由 ・平 等 ・友 愛 の 理 念 を う つ し だ し 、 国 民 を 一 体 化 す る 、 と い っ た 前 む

き の 姿 勢 が は っ き り と う ち だ さ れ て い る の が 特 徴 で あ る 。 そ の 編 別 は 、 ロ

ー マ 法 の 教 科 書 や 法 典 に お い て 用 い ら れ て い た 『法 学 提 要(Institutiones)

(イ ー ン ス テ ィ ト ゥ ー テ ィ オ ー ネ ー ス)』 の ス タ イ ル に な ら っ て 、 人 、 物 、

物 の 取 得 の 三 部 門 制 に な っ て い た(こ の 『法 学 提 要 』 方 式 は オ ー ス ト リ ア

ー 般 民 法 典 に お い て も 採 用 さ れ て い る)
。 内 容 的 に 見 た 場 合 、物 権 法 と 債 権

法 と い っ た 取 引 分 野 の 法 の 領 域 に お い て 、 ロ ー マ 法 の 影 響 が 濃 い 。 ち な み

に 、 フ ラ ン ス 民 法 典 の 各 法 文 が い か に も フ ラ ン ス 語 ら し い 明 晰 な 文 体 で 表

現 さ れ て い る こ と が よ く 知 ら れ て い る 。 こ れ は 、 言 葉 や 論 理 を 大 切 に す る

フ ラ ン ス ら し い 特 質 で あ る 。 一 般 市 民 に も な じ み や す い 、 三 部 制 の 編 成 方

式 、 お よ び 、 法 規 の 文 体 の わ か り や す さ と い う 点 で 、 法 典 と し て は 第 一 級

の 作 品 と な っ て い る 。 さ て 、 皇 帝 ・ナ ポ レ オ ン は 、 北 部 の ゲ ル マ ン 慣 習 法

地 域 の 人 か ら 二 名 、 南 部 の ロ ー マ 法 成 文 法 地 域 の 人 か ら 二 名 、 と い う よ う

に 担 当 者 の あ い だ の バ ラ ン ス を と り な が ら 、 彼 ら に 立 法 の 準 備 に と り か か

る よ う 命 ず る 。 こ の よ う な 北 部 と 南 部 を わ け る 線 は 、 ジ ュ ネ ー ヴ と ボ ル ド

ー を 結 ぶ あ た り に ひ か れ て い る が 、 こ れ は は る か 昔 の 一 三 世 紀 に 慣 例 と し

て 生 ま れ た も の で あ る(も ち ろ ん 、 紀 元 前 の ロ ー マ 時 代 の ロ ー マ の ガ ッ リ

ア(フ ラ ン ス)支 配 に 起 源 が あ る)。 北 部 で は 、 何 層 も の ゲ ル マ ン 慣 習 法 が

地 域 ご と に ち が っ た か た ち で 存 在 し て い た が 、 当 時 で は 、 一 五 一 〇 年 に 成

文 化 さ れ る に い た っ た パ リ 慣 習 法 を 中 核 と し て 、 共 通 の 慣 習 法 が 形 成 さ れ

る 水 準 に ま で 到 達 し て い る 。 一 方 、 南 部 で は 、 ロ ー マ 法 系 列 の 成 文 法(ロ

ー マ 人 法 な ど)を ベ ー ス に し た 慣 習 法 が あ っ た の で 、 組 成 の 異 な る 二 つ の

異 な る タ イ プ の 慣 習 法 を 接 合 ・融 合 さ せ る こ と が 立 法 の 重 要 な 課 題 と な っ

た 。 結 果 的 に は 、 フ ラ ン ス の 主 力 部 で あ る 北 部 の 共 通 慣 習 法 が フ ラ ン ス 法

の 中 核 と な っ た の で 、ロ ー マ 法 の 影 は う す い と 思 わ れ が ち で あ る が 、実 は 、

「フ ラ ン ス 民 法 典 の 父 」 と よ ば れ 、法 典 が 生 ま れ る さ い に 学 問 的 に 大 き な 貢

献 し た ポ テ ィ エ は 、 自 然 法 学 者 で あ り 、 慣 習 法 研 究 の 大 家 で あ っ た が 、 彼

は 、古 代 の ロ ー マ 法 の 研 究 者 と し て も 一 流 の 人 物 で あ る 。彼 の 三 巻 本 の 『新

編 ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス 学 説 彙 纂 』(一 七 四 八 ～ 一 七 五 二 年)は と り わ け

名 高 い(も ち ろ ん こ れ は ラ テ ン 語 で 記 さ れ て い る)。 と く に 、 本 書 の[E]

部 門 で 扱 っ た 『学 説 彙 纂 』第 五 〇 巻 第 一 七 章 に 収 録 さ れ て い る 法 範(regula)

ニ ー 一 個 を 実 に 九 六 〇 個 に ま で 増 や し て 法 範(法 準 則)を 豊 か に す る の と

同 時 に 、 理 論 的 な 加 工 も な さ れ て い る 『法 学 提 要 』 の 構 成 に な ら っ て 、『学
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説 彙 纂 』 に 集 め ら れ て い る ロ ー マ 法 の 素 材 を 、 一 般 的 規 則 、 人 に か ん す る

規 則 、 物 に か ん す る 規 則 、 訴 訟 に か ん す る 規 則 、 公 法 の 五 分 類 の も と に 整

理 し て い る 。 全 体 と し て 、 彼 は 、 ロ ー マ 法 的 要 素 と ゲ ル マ ン 系 の 固 有 慣 習

法 を お り ま ぜ る 技 術 に す ぐ れ て い た が 、 彼 の 著 書 で は 、 前 者 の 方 に 重 点 が

お か れ る よ う に な っ て い る 。 と こ ろ で 、 フ ラ ン ス 民 法 典 の 制 定 作 業 は 彼 の

死 後 に は じ ま っ た の で あ る が 、 長 い 歴 史 を 誇 る 南 部 の ロ ー マ 法 文 化 と 北 部

の ゲ ル マ ン 法 文 化 の 双 方 を 接 合 し よ う と す る フ ラ ン ス 民 法 の 方 向 づ け は す

で に こ の ポ テ ィ エ に よ っ て 十 分 に は た さ れ て お り 、 彼 の 著 作 を 通 じ て ロ ー

マ 法(そ れ も 古 代 ロ ー マ 法)の エ ッ セ ン ス は フ ラ ン ス 民 法 典 の 奥 深 い と こ

ろ へ も し み こ ん で い っ た の で あ る 。 な お 、 フ ラ ン ス に は 、 ドイ ツ の 場 合 と

は ま っ た く 異 な っ て 、 ロ ー マ 法 の 「継 受 」 と い う 現 象 は な い 。 ロ ー マ 法 そ

れ 自 体 や ロ ー マ 法 的 な も の の 考 え か た が 、 か な り 早 い 時 期 か ら 、 フ ラ ン ス

と い う 地 域 に 根 付 い て い た こ と が 、 そ の 一 つ の 要 因 と な っ て い る 。 ロ ー マ

法 を い ろ い ろ な 意 味 に お い て 「特 別 の も の 」 と ま で う け と る 必 要 が な か っ

た の で あ る 。 な お 、 ナ ポ レ オ ン の 立 法 意 欲 は と て も 強 く 、 彼 の リ ー ド の も

と に こ の 民 法 典 の あ と に 、 民 事 訴 訟 法 典 、 商 法 典 、 治 罪 法 典 、 刑 法 典 が つ

ぎ つ ぎ に 成 立 し て い る 。 そ の 立 法 事 業 の 期 間 は わ ず か 六 年 で あ っ た 。

(K)歴 史 法 学

自 然 法 と い う概 念 性 ・理 論 性 ・体 系 性 の 強 い 法 ・法 理 念 が 有 力 と な っ て

い た 一 八 世 紀 も 末 に な る と 、 た ん な る 歴 史 法 と し て の ロ ー マ 法 の 残 像 は し

だ い に う す れ て い き 、 ヨ ー ロ ッ パ の 法 思 想 に 対 す る そ の イ ン パ ク ト も 弱 ま

り 、 ロ ー マ 法 は 、 も は や リ ア リ テ ィ ー の あ る 学 問 対 象 で は な く な っ て き た 。

極 論 す れ ば 、 わ ず か に 、 古 い も の を い つ く し む 古 事 学 的 な 興 味 の 対 象 と し

て だ け 生 き の こ っ た の で あ る 。 一 二 世 紀 の イ タ リ ア に 、 純 粋 な も の 、 完 壁

な も の 、 高 踏 的 な も の と し て 再 生 し た ロ ー マ 法 は 、 時 代 の う つ り か わ り の

な か で 、 ル ー ス で 、 ア バ ウ トで 、 手 ざ わ り も 口 あ た り も よ い 、 包 容 力 の あ

る 、や わ ら か い 、使 い 勝 手 の よ い 法 へ と ご く 自 然 な か た ち で 変 質 し て い く 。

こ れ は 、 か つ て 、 三 世 紀 以 降 に 、 ロ ー マ 「古 典 法 」 に 対 し て 「卑 俗 法 」 が

お か れ て い た 位 置 関 係 と パ ラ レ ル な と こ ろ も あ る 。 と こ ろ が 、 一 九 世 紀 の

は じ め 、 ドイ ツ に 「歴 史 法 学 派 」 と い う個 性 の 明 確 な 学 派 が い わ ば 劇 的 に

登 場 し て 、 歴 史 的 ロ ー マ 法 が 、 は る か 昔 の 一 二 世 紀 イ タ リ ア の 場 合 に つ づ

い て 、 七 〇 〇 年 の 時 を へ て 、 ふ た た び 現 代 的 意 義 を 鋭 く お び な が ら 再 生 す

る こ と に な る(イ ギ リ ス に も 歴 史 法 学 の 系 列 に 属 す る 学 派 が ロ ー マ 法 学 者

で あ る メ イ ン の リ ー ドの も と に 有 力 と な っ た が 、 ロ ー マ 法 が は た し た 役 割

は ドイ ツ の ケ ー ス に く ら べ て そ れ ほ ど 強 力 で は な い の で 、 こ こ で は ふ れ な

い こ と に す る)。 こ の プ ロ セ ス に は 、卑 俗 化 し た ロ ー マ 法 を 克 服 す る か た ち

で 、 法 ・法 学 の 最 高 峰 を か た ち つ く っ て い た 古 典 法 を 四 〇 〇 年 後 に 再 生 さ
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せ た 、 ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス 帝 の 立 法 作 業 と も 、 一 部 似 て い る と こ ろ も

あ る 。 歴 史 法 学 派 の 開 祖 は サ ヴ ィ ニ ー で あ っ た が 、 フ ー ゴ ー(一 七 六 四 ～

一 八 四 四 年)が そ の 先 駆 者 と 位 置 づ け ら れ て い る
。 と こ ろ で 、 一 九 世 紀 初

頭 で は 、 ドイ ツ で は 、 民 法 部 門 で 、 普 通 法 、 プ ロ イ セ ン ー 般 ラ ン ト 法 、 ザ

ク セ ン 民 法 典 、 オ ー ス ト リ ア 民 法 典 、 さ ら に は フ ラ ン ス 民 法 典 や デ ン マ ー

ク の 法 な ど が 国 内 各 地 域 で 効 力 を も っ て お り 、 こ の ば ら ば ら な 状 況 を 打 開

す る た め の 法 典 編 纂 へ の 動 き が 活 発 で あ っ た 。 法 の 統 一 を 法 典 編 纂 と い う

究 極 の ド ラ ス テ ィ ッ ク な 手 段 で 行 な う 必 要 に 迫 ら れ て い た か ら で あ る 。 つ

ま り 、 巨 大 な 神 聖 ロ ー マ 帝 国 が 一 八 〇 六 年 に 解 体 し て し ま う と 、 そ の 旧 領

に は 実 に 四 〇 も の 主 権 国 家 が 一 挙 に 誕 生 す る こ と に な り 、 中 核 と な る よ う

な 帝 国 法 を 欠 い た 状 況 で 、 各 種 の 法 典 、 普 通 法 や 、 各 地 域 固 有 の 慣 習 法 が

乱 立 し て お り 、 法 の 統 一 が 国 家 の 急 務 と な っ た 。 そ れ に 、 一 八 一 四 年 の 対

ナ ポ レ オ ン 戦 争 に 勝 利 し た ドイ ツ に は 、 国 の 統 一 を め ざ す ド イ ツ 人 の 一 体

感 が 芽 ば え て い た 。 他 方 で 、 同 じ ゲ ル マ ン 人 国 家 で あ る プ ロ イ セ ン 、 フ ラ

ン ス 、 オ ー ス ト リ ア が す で に 立 派 な 法 典 を 完 成 さ せ て お り 、 後 発 組 の 統 一

ド イ ツ が 法 典 保 有 国 の 仲 間 い り を す る こ と が 急 が れ た の で あ る 。 テ ィ ボ ー

(一 七 七 二 ～ 一 八 四 〇 年)が そ の 法 典 編 纂 プ ロ ジ ェ ク ト の 強 力 な 提 唱 者 で あ

る 。 彼 は 、 ドイ ツ 最 初 の パ ン デ ク テ ン 教 科 書 の 一 つ で あ る 『パ ン デ ク テ ン

法 体 系 』(一 八 〇 三 年)と い う 教 科 書 を 叙 述 す る ほ ど ま で に ロ ー マ 法 に 精 通

し て い た が 、 し か し 、 本 来 の ロ ー マ 法 も 、 そ れ ぞ れ の 時 代 の ニ ー ズ に あ わ

せ て つ く ら れ た ロ ー マ 法 系 の 普 通 法 も 、 法 典 に は な じ ま な い も の で 、 む し

ろ 、 自 然 法 な い し は 理 性 法 を 土 台 と し 、 体 系 性 を 重 ん ず る よ う な 法 が ドイ

ツ 全 体 に 通 用 す る 一 般 民 法 典 の 中 味 と な る べ き で あ る 、 と 説 い た 。 こ れ は

プ ロ イ セ ン 、 オ ー ス ト リ ア の 法 典 編 纂 の さ い に 見 ら れ る 状 況 と ほ ぼ 同 じ で

あ る 。 彼 の 念 頭 に は 法 の 統 一 を な し と げ た フ ラ ン ス 民 法 典 の 成 功 が あ っ た

に ち が い な い 。 一 八 一 四 年 の テ ィ ボ ー の 綱 要 論 文 の 発 表 が あ っ た と き 、 た

だ ち に 、 そ の テ ィ ボ ー 以 上 に ロ ー マ 法 学 者 で あ っ た サ ヴ ィ ニ ー(一 七 七 九

～ 一 八 六 一 年)は 、法 統 一 の 目 標 を か か げ る テ ィ ボ ー の 主 張 は 支 持 し た が 、

し か し 、 そ の 一 方 で 、 法 典 を 編 纂 す る や り か た で こ の 目 標 を 達 成 す る 手 法

に は 強 く 異 論 を と な え た 。 こ れ が 一 八 一 四 年 に 生 じ た 「法 典 論 争 」 の 中 心

的 な テ ー マ で あ り 、 か た ち と し て は 、 こ こ に は 、 そ の 当 時 ま で ヨ ー ロ ッ パ

各 地 で 有 力 で あ っ た 自 然 法 論 に 対 し て 、 新 興 の 歴 史 法 学 が 法 典 編 纂 を め ぐ

っ て 対 決 す る 、 と い う 図 式 が な り た つ 。 つ ま り 、 歴 史 法 学 は 、 自 然 法 に の

っ と っ た 理 性 法 典 で は な く て 、 ド イ ツ 民 族 の 感 情 に マ ッ チ し た 、 ド イ ツ の

歴 史 を ふ ま え た 法 典 を つ く り だ す こ と を 求 め た の で あ る 。 こ の あ た り を 、

ロ ー マ 法 が よ う や く 自 然 法 へ の 反 撃 を 試 み た 例 と 形 容 し て も よ い 。 と こ ろ

で 、 サ ヴ ィ ニ ー の 学 問 的 路 線 は 、 以 下 の よ う な 、 あ る 学 者 の す ぐ れ た 要 約
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に 示 さ れ る と お り で あ る が 、 そ れ に は 、 彼 よ り 少 し ま え に で 出 た フ ー ゴ ー

の 考 え か た が 投 影 さ れ て い る 、 と 言 わ れ る 。 こ の フ ー ゴ ー は 、 法 の 発 展 を

リ ー ド し て き た の は 、 立 法(制 定 法)で は な く て 、 法 学 者 の 活 動 で あ り 、

そ の モ デ ル な い し は 理 想 像 は 、 紀 元 後 の 二 〇 〇 年 ほ ど の あ い だ に 見 ら れ る

ロ ー マ 古 典 期 の 法 学 の あ り か た で あ る 、 と 断 定 し 、 壮 大 な タ テ マ エ と し て

の ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス の 大 立 法 事 業 の 価 値 へ の 評 価 を 総 体 的 に 低 い も

の と す る 。 さ て 、 そ の 問 題 の サ ヴ ィ ニ ー の 発 想 に つ い て で あ る が 、 こ こ で

は 、 ス タ イ ン の 要 約 を か り る こ と に さ せ て 頂 こ う(傍 点 は 筆 者 が つ け た も

の で あ る)。 「法 と は 自 然 法 学 者 が 示 し た よ う な 純 粋 な 理 性 の 構 築 物 で は な

く 、 現 実 社 会 の 伝 統 と エ ー ト ス の 産 物 で あ る 。 言 語 や 法 と い っ た 各 国 民 の

制 度 は 、 国 民 性 を 反 映 し て お り 、 社 会 が 変 化 す る に つ れ て 変 わ る べ き も の

で あ る 。 法 発 展 の 道 具 と し て 、 立 法 で は 鈍 感 す ぎ る 。 法 発 展 は 、 社 会 の 初

期 段 階 で は 慣 行 や 慣 行 、 よ り 発 展 し た 社 会 で は 、 法 律 家 の 議 論 に よ る べ き

で あ る 。 法 は 『立 法 者 の 恣 意 に よ っ て で は な く 、 内 部 で ひ そ か に 働 く 諸 力

に よ っ て 』 成 長 す る 。 社 会 の 初 期 段 階 で は 、 法 は 法 典 に ま と め ら れ る ほ ど

技 術 的 で は な い 。 社 会 の 衰 退 期 に は 、 法 典 編 纂 に 必 要 な 専 門 的 知 識 が 欠 け

て い る 。 立 法 に 達 す る の は 中 期 だ け で 、 こ の 時 期 に 国 民 は 最 も 高 い 水 準 の

技 術 専 門 知 識 を 持 つ こ と に な る 。 し か し 、 そ れ は 、 立 法 者 で は な く 法 学 者

を 通 じ て で あ り 、 ま さ に そ の ゆ え に 、 こ の よ う な 時 期 は 法 典 編 纂 を 要 し な

い の で あ る 。」(ス タ イ ン 著:屋 敷 二 郎 監 訳 『ロ ー マ 法 と ヨ ー ロ ッ パ 』・150

頁)

こ こ で 話 は 突 然 か わ る が 、 総 合 的 に 見 て 、 か つ て 法 学 と い う 学 問 が 独 立

の も の と し て 栄 え た 場 所=国=拠 点 と し て ど う い う と こ ろ が あ る か 、 を 歴

史 的 に あ げ て み よ う 。 古 代 ギ リ シ ア に は 、 法 学 が 独 自 の 学 問 分 野 を 確 立 す

る と こ ろ ま で は い た ら な か っ た の で(法 的 な 問 題 を 論 ず る 弁 論 術 は 、 ギ リ

シ ア 哲 学 と と も に 、 立 派 な 学 問 で あ っ た が)、 そ う い う も の は 、 独 自 の も の

と し て は 、 生 ま れ て い な い 。 そ れ よ り は る か 昔 の 、 文 化 先 進 圏 で あ っ た メ

ソ ポ タ ミ ア 地 域 に も 存 在 し な か っ た よ う に 思 わ れ る 。 そ れ で 、 最 初 に 登 場

す る の は 、 先 進 的 な ギ リ シ ア 文 化 の 影 響 に よ っ て 触 発 さ れ 、 そ の 後 、 独 自

の も の へ と 発 展 を と げ た ロ ー マ の 法 学 で あ る 。 そ の あ と 、 西 ヨ ー ロ ッ パ 世

界 で は 、 長 い 空 白 が あ り(東 ヨ ー ロ ッ パ の 世 界 に は 東 ロ ー マ 帝 国 の 法 学 が

ち ゃ ん と 存 在 し て い た)、 一 二 世 紀 の イ タ リ ア に 登 場 し た 、ス ケ ー ル の 大 き

な っ ま り 、 全 ヨ ー ロ ッ パ 規 模 の イ タ リ ア 法 学 が 時 代 の 寵 児 と な

る 。 そ れ が つ く り あ げ た 法 学 の 「市 場(?)」 は 、 そ の 当 時 と し て は グ ロ ー

バ ル な も の で あ っ た 。栄 え る も の も か な ら ず 衰 退 す る の は 世 の つ ね で あ り 、

イ タ リ ア 法 学 は 、 各 地 に 自 身 の 学 風 の 痕 跡 を の こ し な が ら 、 本 家 に お い て

は 、 開 祖 の 註 釈 学 派 は 註 解 学 派 へ と 発 展 的 に 変 化 を と げ 、 そ れ で 一 つ の サ
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イ ク ル を 完 結 さ せ る こ と に よ り 、 そ の 生 命 力 を 弱 め る 。 し か し 、 そ の 実 績

が あ ま り に も す ば ら し く 、 な に よ り も 実 用 性 に 豊 ん で い た の で 、 こ れ は 、

一 二 世 紀 以 降 何 世 紀 問 に も わ た っ て 陰 然 た る 勢 力 を も ち つ づ け た
。第 三 に 、

一 五 世 紀 に は
、 フ ラ ン ス の 法 学 が 、 人 文 主 義(復 古 主 義)を か か げ て 、 註

釈 学 派 ・註 解 学 派 に 批 判 的 に た ち む か う 。 〈mosGallicus(ガ ッ リ ア=フ

ラ ン ス 風)〉 が そ の 旗 印 で 、 意 識 し て 〈mosItalicus(イ タ リ ア 風)〉 の 対 極

に た と う と す る も の で あ っ た 。 政 治 的 な ア ク シ デ ン ト が あ っ た せ い も あ っ

て 、 一 七 世 紀 に は オ ラ ン ダ が そ の 人 文 主 義 の 流 れ に 属 す る 法 学 研 究 の 中 心

と な る 。 こ れ が オ ラ ン ダ 学 派 で あ る 。 そ の 学 風 の な か に は 、 自 然 法 と い う

魅 力 的 な イ メ ー ジ が 色 こ く 投 影 さ れ て い る 。 最 後 に 、 一 九 世 紀 に 入 っ て 、

ド イ ツ の 歴 史 法 学 が 、 法 学 研 究 の 分 野 に お い て 、 時 代 の 寵 児 と な っ た 。 そ

れ よ り 前 に 生 ま れ た フ ラ ン ス 民 法 典 は 、 法 典 の 完 成 度 ・思 想 性 と い う 点 で

は 、 の ち に 歴 史 法 学 の 力 に よ っ て 生 み だ さ れ る こ と に な る ド イ ツ 民 法 典 よ

り も 上 位 に ラ ン ク さ れ る が 、 し か し 、 そ れ を 支 え る 法 学 研 究 の 厚 味 と い う

点 で は 、 フ ラ ン ス は ドイ ツ に 一 歩 遅 れ を と る の で は な か ろ う か(こ れ に は

異 論 も あ る)。 法 学 の 流 行 や 有 用 性(つ ま り 、 立 身 出 世 へ の メ リ ッ ト)に 敏

感 な ヨ ー ロ ッ パ 各 地 の 若 い エ リ ー ト(貴 族 だ け で は な く 、 ふ つ う の 身 分 の

出 身 者 も)は 、そ れ ぞ れ の 時 代 の 法 学 研 究 の 中 心 に 位 置 し て い る 場 所(国)

へ と 遊 学 し 、学 問 修 行 を つ む 。 海 の む こ う の 、イ ギ リ ス と い う 島 国 か ら も 、

学 び の た め に 人 々 が ドイ ツ へ と や っ て き た の で あ る 。 現 代 で は ど う か 、 と

言 え ば 、 日 本 の 場 合 な ら 、 明 治 時 代 に は 、 日 本 の エ リ ー ト法 学 生 は ド イ ツ

ま た は フ ラ ン ス に 派 遣 さ れ 、 昭 和 の 時 代 に は 、 ま ず 、 ド イ ツ 留 学 が ご く ふ

つ う の コ ー ス と な り(も ち ろ ん 法 学 の 専 門 分 野 に よ っ て 程 度 は か な り ち が

う が)、 そ し て 、 第 二 次 大 戦 後 に は 、 大 陸 法 に 属 す る 日 本 か ら 、 英 米 法(判

例 法 中 心 の 法 体 制)国 の ト ッ プ ・ リ ー ダ ー で あ る ア メ リ カ へ と 、 日 本 の 法

学 研 究 者 が お も む く 。 こ の 傾 向 は 平 成 の 現 代 で も あ ま り か わ っ て は い な い

で あ ろ う。

つ ぎ に 、 話 題 を さ ら に 展 開 さ せ て 頂 こ う 、 外 来 法 や そ の 法 文 化 全 般 を 数

次 に わ た っ て 継 受 し 、 受 容 し て き た 日 本 は 、 も う こ れ ぐ ら い で 、 う け い れ

を 通 じ た 学 び を 卒 業 し て 、 独 自 の 「日 本 法 学 」 を 編 み だ す べ き 時 期 に さ し

か か っ て い る の で は な か ろ う か 。 た し か に 比 較 法 研 究 な い し は 法 比 較 ・文

化 比 較 の 手 段 と し て 日 本 固 有 の 法 思 想 ・法 制 度 を 研 究 す る 外 国 の 学 者 ・学

生 は 第 二 次 大 戦 後 増 加 し て い る が 、 彼 ら に 対 し て 日 本 法 の 眞 の 姿(と り わ

け 、 タ テ マ エ の 影 に ひ そ ん で い る ホ ン ネ の 部 分)を 理 論 的 に 説 き あ か す だ

け の 力 量 を も っ た 法 学 者 が 近 い 将 来 に お い て 現 わ れ る こ と を 期 待 し た い 。

た し か に 、 日 本 に は 、 明 治 期 以 前 に は 、 ヨ ー ロ ッ パ 的 な 物 指 し で は か っ て

み た 場 合 、 日 本 固 有 の 法 学 と い う よ う な も の は 、 は っ き り と し た か た ち で
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は 見 出 す こ と は で き な い 。 し か し 、 有 史 以 来 少 な く と も 一 六 〇 〇 年 以 上 の

文 化 そ れ も 、 他 国 の 侵 略 を う け な か っ た 関 係 で 、 一 直 線 に 展 開 し て き

た 文 化 を 誇 る 日 本 が 、 広 い 意 味 で の 法 的 な も の を ま っ た く 無 視 し て 野

放 図 に 動 い て き た は ず は な い 。 そ こ に は 、 純 日 本 的 基 準 に よ る 独 特 の 「法 」

が た し か に 存 在 し て い た 。 筆 者 の 理 解 に よ れ ば 、 一 流 の 成 文 法 ・制 定 法 の

国 家 と な っ た 現 在 で も 、 こ の 「日 本 法 な る も の 」 は 私 た ち の 社 会 生 活 の 底

流 に い わ ば 地 下 水 の よ う に し て つ ね に 流 れ て い る 。 日 本 の 法 学 は 、 明 治 期

以 来 ず っ と 、 外(外 国)を 見 る こ と に 専 念 し て き た け れ ど も 、 法 の 欧 米 化

に 成 功 し て か ら 一 世 紀 も た っ た 今 、 内 な る も の 、 奥 に 秘 め ら れ た も の 、 ま

た 、 語 り つ が れ 、 う け つ が れ て 、 守 り そ だ て ら れ て き た も の を 、 し っ か り

と つ き と め る こ と が 必 要 な の で は な い だ ろ う か 。 基 礎 法 学 の 一 翼 を な す 法

(制)史 学 は 、 日 本 、東 洋 、西 洋 の 三 者 を 研 究 対 象 と す る 学 問 分 野 で あ る が 、

こ の 学 問 は 、 歴 史 と い う 縦 軸 と 地 域 と い う 横 軸 の 交 錯 す る 広 い 法 世 界 の 研

究 を 担 当 す る 、 法 学 の 一 分 野 と し て 、 「日 本 に お い て 法 と は な に か?」 と い

う 単 純 ・素 朴 な 問 い か け に 、 し っ か り と 答 え を 用 意 し て い く 責 務 が あ る 。

と こ ろ で 、 「法 の 進 化 と 運 用 を リ ー ド し て い く も の は な に か?」 と い う 素

朴 な 問 題 提 起 を し て み た 場 合 、大 別 し て 二 つ の 流 れ の 答 え の 可 能 性 が あ る 。

一 つ 目 は
、 で き れ ば 法 典 、 そ う で は け れ ば 個 別 の 無 数 の 制 定 法 、 を た え ず

修 正 し た り 、 ニ ー ズ に 対 応 で き る よ う組 み か え た り し て 、 実 定 法 規 を 中 心

に こ ま や か に 法 生 活 を 運 用 し て い く 、 オ ー ソ ド ッ ク ス な 、 い わ ば タ テ マ エ

(カ タ チ)優 位 の 手 法 で あ る 。 立 法 に た ず さ わ る の は 、 政 治 家 、 行 政 官 、 裁

判 官 な ど の 法 曹 三 者 、 大 学 教 授 、 有 識 者 一 般 な ど さ ま ざ ま で あ る が 、 こ こ

で は 、 法 の プ ロ(法 曹 三 者 お よ び 大 学 教 授)の ウ ェ イ ト は か な ら ず し も 圧

倒 的 と は 言 え な い 。 皇 帝 や 国 王 な ど 絶 対 的 な 権 力 者 が 立 法 を 推 進 す る 態 勢

に あ る と き に は 、 政 治 そ の も の の カ も あ な ど れ な い だ ろ う 。 立 法 分 野 に お

い て も 、 現 状 変 革 型 の 前 む き の も の と 、 現 状 固 定 型 の 後 む き の も の が 区 別

さ れ る 。 前 者 は タ テ マ エ 型 で 、 後 者 は ホ ン ネ 型 で あ る 。 も ち ろ ん 、 立 法 の

あ と に は 、 法 の 運 用 が つ づ く 。 法 の 運 用 に タ ッ チ す る の は 裁 判 官 を 中 核 と

す る 法 曹 三 者 や 行 政 当 局 で あ り 、 一 般 に 大 学 を 拠 点 と す る 法 学 者 の 出 番 は

少 な い(も っ と も 、 こ れ は 表 舞 台 で の 話 で 、 舞 台 裏 で は 法 学 者 の 力 や 権 威

は あ な ど り が た い)。 一 方 、二 つ 目 は 、 成 文 の 法 典 や 個 別 の 法 規 に は た よ ら

ず 、 法 の 運 用 を 裁 判 官 の 判 決 に ほ ぼ 全 面 的 に ま か せ る 手 法 で あ る(こ こ で

も 、 法 学 者 が 背 後 に ひ か え て い る)。 こ れ は い わ ば ホ ン ネ(現 実)型 の も の

で あ る 。 そ の 裁 判 官 に は 、 日 本 の 場 合 の よ う に 純 粋 培 養 さ れ た 人 物 だ け で

な く 、 さ ま ざ ま な 知 的 エ リ ー ト層 出 身 の 人 が 参 入 し て く る こ と が の ぞ ま し

い 。 大 学 教 授 は 、 司 法 の 第 一 線 に 出 て 、 裁 判 官 職 に つ く こ と も あ る が 、 そ

れ よ り も 、 ア ウ ト サ イ ダ ー と し て 、 裁 判 官 か ら の 助 言(鑑 定)依 頼 に 対 応
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す る 方 が 、公 正 ・中 立 を た も っ こ と が で き る 。 こ の よ う に し て 、法 学 者(大

学 教 授 や 法 学 識 の 保 有 者)が 学 識 法 曹 と し て 裁 判 へ の 主 体 的 参 加 を 確 保 し

て い る か ぎ り 、 法 の 運 用 は コ ン ス タ ン ト に 、 し か も リ ー ズ ナ ブ ル に 行 な え

る こ と に な る 。 実 は 、 こ れ は 理 想 論 で あ っ て 、 法 学 者 相 互 間 に は 、 ロ ー マ

の 昔 か ら 、 体 質 的 に 意 見 の 対 立 と き に は 根 本 的 な 対 立 が あ っ て 、

彼 ら の 活 動 が 法 的 安 定 性 を み だ す も の に な り か ね な い こ と は 、 法 学 の 歴 史

が 示 し て い る 。 も し ど う し て も 混 乱 を さ け よ う と す れ ば 、 特 定 の 法 学 者 の

学 説 に 大 き な 権 威 を 与 え る と か 、 通 説 に ま で 到 達 し た 見 解 に は そ の ま ま 、

少 な く と も ホ ン ネ 的 に 、 法 律 な い し は 法 の 地 位 を 認 め る と か 、 さ ま ざ ま な

工 夫 が 必 要 で あ る が 、 こ れ は 批 判 的 精 神 に み ち あ ふ れ た 法 学 を 停 滞 ・劣 化

さ せ る も の で あ り 、 現 代 で は と て も う け い れ ら れ な い こ と で あ る 。 過 去 に

も そ の よ う な 例 は 見 ら れ る 。

そ れ で 、 こ の よ う な 一 般 的 考 察 と か ら め て 見 て み る と 、 サ ヴ ィ ニ ー は 、

さ き の 主 張 を う ち だ す さ い 、 ロ ー マ 法 の 発 展 段 階 を 念 頭 に お い て い る 。 つ

ま り 、 共 和 政 時 代 に は 、 そ の 当 初 に 一 二 表 法 と い う 法 典 が 存 在 し た が 、 法

そ の も の は 未 発 達 な 状 況 に あ り 、 ロ ー マ の 末 期 に あ た る 東 ロ ー マ 帝 国 に お

い て 大 法 典 が 出 現 し た の も 法 の 衰 退 を 象 徴 す る 出 来 事 で あ っ て 、 帝 政 初 期

の 二 世 紀 間 に わ た る 古 典 期 こ そ が 法 の 成 熟 期 で あ る 、 と 彼 は 見 た 。 こ の 時

期 の 法 を し き っ て い た の は 法 曹 法(法 学 者 主 導 の 法)で あ る が 、 サ ヴ ィ ニ

ー は 、 こ れ に な ら い な が ら 、 法 学 者(学 識 法 曹)が 、 法 統 一 を め ざ し て 、

時 間 を か け て 法 を 整 理 し 、 調 整 し 、 修 正 し 、 融 合 さ せ 、 統 一 の 方 向 に も っ

て い く こ と を め ざ す こ と が ベ ス ト だ 、 と 考 え た の で あ る 。

歴 史 法 学 派 と い う の は 、 し ば し ば つ ぎ の よ う な 主 張 を 特 徴 と し て も つ 法

学 派 で あ る 、 と 後 代 で う け と め ら れ て い る 。 そ れ を 順 不 同 で 羅 列 し て み よ

う。

「ロ ー マ 法 は 国 民 を 超 え た 法 で あ る 。」 ロ ー マ 法 の 進 化 の 図 式 や パ

タ ー ン は 、 法 の あ り か た を シ ス テ ム 論 の 枠 内 で 考 え る う え で 参 考 に な る 。

ロ ー マ 法 が 、 総 体 と し て 、 後 代 の ロ ー マ と は 異 質 な 国 家 へ と 継 受 さ れ て い

く の は 、 当 然 で あ る 。

「ロ ー マ 法 の 法 進 化 の 図 式 が あ て は ま る の は 『高 貴 な 種 族 』の 場 合 だ け で

あ る 。」 ゲ ル マ ン 人 の 国 、 つ ま り ドイ ツ に 、 そ の 資 格 が あ る 。(以 下

の カ ッ コ 内 の 表 現 は 筆 者 の 註 で あ る こ の よ う な 彼 の 言 い ま わ し の 裏

に は 、 ド イ ツ 人 が 、 他 の ゲ ル マ ン 人 の つ く っ た い く つ か の 国 家 と は 異 な っ

て 、 ゲ ル マ ン 人 だ け の 純 粋 な 国 で あ る こ と へ の 誇 り が か い ま 見 え る 。 こ れ

を 極 度 に お し す す め る と 、 ナ チ ス の 国 粋 主 義 的 ・排 他 的 傾 向 に ま で ゆ き つ

く 。 皮 肉 な 見 方 を す る な ら 、 こ こ に 、 ド イ ツ 人 の 、 広 い 意 味 に お け る 「コ

ン プ レ ッ ク ス 」 が 顔 を の ぞ か せ て い る 。)
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「法 は 民 族 精 神 の 発 露 で あ る 。 法 は 、 習 俗 や 言 語 の 場 合 と 同 じ よ う に 、 民

族 の 生 活 の な か か ら 、 民 族 の 共 通 の 確 信 に よ っ て 生 ま れ 、 慣 習 法 と な る 。」

(こ れ を 素 直 に 読 め ば 、 歴 史 法 学 の 研 究 は ゲ ル マ ン 固 有 法 を 対 象 と

し て 展 開 さ れ る は ず で あ る が 、 し か し 、 現 実 に は ロ ー マ 法 研 究 の 方 が が そ

の 中 核 と な っ た 。 ゲ ル マ ニ ス テ ン(ド イ ツ の 固 有 法 で あ る ゲ ル マ ン 法 の 研

究 者 た ち)は 、 こ れ に 反 発 し て 、 ロ ー マ 法 を 外 国 法 と 位 置 づ け る と と も に 、

そ れ が 純 粋 な ゲ ル マ ン 法 に と り つ い て そ の 成 長 を と め た ウ ィ ル ス の よ う な

も の と し 、 ゲ ル マ ン 固 有 法 の 歴 史 的 研 究 に む か う 。)

「法 は 立 法 者 の 恣 意 に よ っ て つ く り だ さ れ る も の で は な く て 、内 な る 暗 黙

の 力 に よ っ て 生 ず る も の で あ る 。」 法 は 立 法 作 業 に よ っ て 一 挙 に つ く

り だ さ れ る も の で は な く て 、 時 間 を か け て 自 然 に で き あ が っ て い く も の で

あ る 。 要 す る に 、 つ く ら れ る の で は な く て 、 成 る も の な の で あ る 。(こ れ は

素 直 に 認 め て よ い 考 え か た で あ る 。 し か し 、 時 と 場 合 に よ っ て は 、 拙 速 と

判 断 さ れ て も 、 立 法 と い う 手 段 を 用 い な け れ ば な ら な い と き も あ る 。)

「ロ ー マ 法 は 、 歴 史 の な か で も ま れ る う ち に 、 卑 俗 化 し 、 堕 落 し 、 非 ロ ー

マ 的 な 要 素 で お お わ れ て し ま っ た 。 ロ ー マ の 本 来 の 法 の テ キ ス ト(正 文)

を 中 心 と し て 、 純 粋 な ロ ー マ 法 を 発 見 し 、 そ こ に 存 在 す る 普 遍 的 な 原 理 を

見 出 す こ と が 必 要 で あ る 。 こ れ を 現 代 に 生 か さ な け れ ば な ら な い 。」 ・・…

・(こ れ は 壮 大 な 歴 史 研 究 に よ っ て は じ め て 可 能 に な る こ と で あ っ た 。 ま っ

た く 偶 然 に 生 じ た こ と で あ る が 、 彼 が 学 派 を た ち あ げ た の と 同 じ 時 期 の 一

八 一 六 年 に 、歴 史 家 ニ ー ブ ー ル が イ タ リ ア の ヴ ェ ロ ー ナ の 大 聖 堂 の 回 廊 で 、

正 眞 正 銘 の 古 典 期(二 世 紀)の 佳 作 で あ る 、 ガ ー イ ウ ス の 『法 学 提 要 』 の

原 文 を 発 見 し た 。 こ れ ま で 、 私 た ち は 、 六 世 紀 の 『市 民 法 大 全 』 を 経 由 し

て し か 古 典 期 の 法 文 献 に ふ れ る こ と が で き な か っ た が 、 こ の ガ ー イ ウ ス 本

の 発 見 に よ っ て 古 典 期 の 姿 を 直 視 で き る よ う に な っ た 。 な お 、 サ ヴ ィ ニ ー

の 念 頭 に は 古 典 法 の 純 化 が あ っ た が 、 そ の ほ か に も 、 歴 史 法 学 の 登 場 の ま

え に は 、 「パ ン デ ク テ ン の 現 代 的 慣 用 」 と い う 、 あ い ま い で 、 妥 協 的 な ロ ー

マ 法 の 取 扱 い 方 法 が 支 配 的 で あ っ た の で 、 こ れ へ の 反 動 と し て 、 純 粋 な 、

ま じ り け の な い も の を 求 め る 、 と い う ス タ ン ス が と ら れ た と も 考 え ら れ

る 。)

「法 学 が 十 分 に 成 熟 し て い な い と こ ろ で の 、 性 急 な 法 典 編 纂 は 危 険 で あ

る 。」(サ ヴ ィ ニ ー が 生 き て い た 時 代 に お い て は 、 ド イ ツ 民 族 の な か

で 時 代 と と も に 成 長 し て い る 法 は ま だ 学 問 的 に マ ス タ ー さ れ る 状 況 に い た

っ て い な い 、 と い う わ け で あ る 。 ち な み に 、 歴 史 法 学 派 が も っ て い る こ の

よ う な 基 本 的 姿 勢 は 、 一 九 世 紀 中 ご ろ の ア メ リ カ で の 法 典 編 纂 運 動 を お さ

え こ む の に 一 役 か っ た 。 日 本 に お い て も 、 一 九 世 紀 末 に 、 イ ギ リ ス 学 派 の

法 学 者 が 明 治 期 の 法 典 編 纂 の 動 き に 反 対 の 立 場 を 示 し た こ と が あ る 。)
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と こ ろ で 、 歴 史 法 学 が 勢 力 を も つ よ う に な っ た 時 代 の ドイ ツ の ロ マ ニ ス

トた ち(サ ヴ ィ ニ ー 、 そ の 後 継 者 プ フ タ 、 ヴ ィ ン ト シ ャ イ ト、 イ エ ー リ ン

グ な ど)は 、 イ タ リ ア の 註 解 学 派(註 釈 学 派 で は な い)で 代 表 さ れ る よ う

な ロ ー マ 法 の 叡 智 を 実 務 に 投 影 す る 手 法 を と ら ず 、 ロ ー マ 法(し か も 、 古

典 法)を 学 理 的 に つ き つ め て 研 究 す る 手 法 を と っ た 。 こ れ は 、 言 っ て み れ

ば 、 ち ょ う ど 、 註 解 学 派 へ の 対 立 軸 と し て 登 場 し て き た フ ラ ン ス ・オ ラ ン

ダ の 人 文 主 義 法 学 の 再 来 物 の よ う な 位 置 に あ る 。 な お 、 歴 史 法 学 は 、 判 例

法 の 国 で あ る イ ギ リ ス で も 新 し い 学 問 潮 流 と な っ て い る 。 も っ と も 、 こ こ

で は 、 ロ ー マ 法 と の 関 連 性 は 弱 い 。

(L)パ ン デ ク テ ン 法 学

こ れ は 、 サ ヴ ィ ニ ー の ひ き い る ロ マ ニ ス テ ン(ロ ー マ 法 研 究 者 一 ロ ー マ

法 重 視 論 者)が 、 パ ン デ ク テ ン(『 学 説 彙 纂(Digesta)』 の ギ リ シ ア 語 系 の

表 現 で あ る<Pandectae>に 由 来 す る 名 称)の 各 法 文 を 、 あ る 意 味 に お い て

は 現 代 的 に つ ま り 、 現 代 に 投 影 し て 完 壁 に 読 み き る こ と を め ざ

す 、 と い う法 学 研 究 方 法 を と る 法 学 の こ と で あ り 、 こ の 法 学 は 、 さ き の 歴

史 法 学 派 の は っ き り と 見 え る 実 績 と し て 、 後 代 に 大 き な 影 響 を 与 え た 。 一

九 世 紀 後 半 は こ の 流 派 の 全 盛 期 で あ る 。 そ の 影 響 は 大 陸 の 各 法 系 に も お よ

ぶ 。 歴 史 法 学 派 の ス タ ー ト は 、 か つ て の 人 文 主 義 学 派 に 見 ら れ た 、 ロ ー マ

法 へ の 歴 史 的 ア プ ロ ー チ に あ っ た が 、 最 終 的 に は 、 こ の パ ン デ ク テ ン 法 学

は 、『学 説 彙 纂 』 か ら 抽 出 さ れ た 科 学 的 な(数 学 的 な)概 念 を さ ま ざ ま な テ

ク ニ ッ ク の も と に 駆 使 し て 、 最 終 的 に は 法 体 系 を と き に は 創 造 的 に

構 築 す る こ と が 目 標 と す る よ う に な っ た 。 こ れ は 理 性 的 な 実 定 法 を 研

究 す る こ と を 意 味 す る 。 ひ と 昔 ま え の 自 然 法 学 が 、 理 性 と い う い わ ば タ テ

マ エ(虚)の 側 か ら 法 体 系 を 編 み あ げ る こ と を 中 心 と し て い た の に 対 し 、

こ の 歴 史 法 学 は 、 中 世 以 来 何 世 紀 に も わ た っ て つ み あ げ ら れ て き た 、 広 い

意 味 に お け る ロ ー マ 法 学 者 の 歴 史 的 実 績 と い う 、 い わ ば ホ ン ネ(実)の 側

か ら 法 体 系 を 抽 出 し て い く こ と を 目 標 と し た と こ ろ に 、 重 大 な 相 違 点 が あ

る 。 そ の 成 果 は い く つ か の 種 類 の 「パ ン デ ク テ ン 法 教 科 書 」 に 示 さ れ て い

る 。 こ れ は ロ ー マ 法 的 な 色 彩 の 強 い 内 容 を も り こ ん だ テ キ ス ト(教 科 書)

な の で あ る が 、 し か し 、 国 の 全 域 を カ ヴ ァ ー す る だ け の 法 典 を も 生 み だ す

ほ ど の 態 勢 も 、 判 例 を し っ か り と つ み か さ ね る ほ ど 強 力 な 裁 判 所 も ま だ 存

在 し な か っ た ド イ ツ に お い て は 、 こ れ は 、 ま っ た く 独 特 の か た ち で

私 人 の 著 わ し た 書 物 で あ り な が ら 、 法 律 の よ う な も の で あ り 、 ま た 実 務 の

指 針 と も な る 、 と い う よ う な 高 い 地 位 と 権 威 を 獲 得 し た 。 そ の 手 の 教 科 書

の な か で も 、 サ ヴ ィ ニ ー の 孫 弟 子 ク ラ ス の 世 代 の ヴ ィ ン ト シ ャ イ ト(一 八

一 七 ～ 一 八 九 二 年)が 一 八 六 二 年 以 降 七 回 も の 改 訂 を ほ ど こ し て つ く り あ

げ た こ の 教 科 書 で は 、 も は や ロ ー マ 法 の 歴 史 的 由 来 は 消 し さ ら れ 、 実 務 に
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即 応 で き る よ う な 、 概 念 性 も 抽 象 性 も そ な え た 体 系 的 秩 序 が 編 み 上 げ ら れ

て い た 。 こ れ は 、 中 世 イ タ リ ア の 註 釈 学 派 の 業 績 を 総 括 す る 偉 大 な 功 績 の

あ っ た ア ッ ク ル シ ウ ス の 『標 準 註 解 』 と も く ら べ ら れ る ほ ど の 大 作 で あ る 。

最 高 の で き ば え を 誇 っ て い た ヴ ィ ン トシ ャ イ ト の 教 科 書 は 、 一 八 九 六 年 に

編 纂 さ れ 一 九 〇 〇 年 か ら 施 行 さ れ た ドイ ツ 民 法 典 の 第 一 草 案(一 八 八 八 年

公 表 の も の で 、 こ れ が あ ま り に も ヴ ィ ン ト シ ャ イ トの 影 響 を う け た 産 物 だ

っ た の で 、 「小 ヴ ィ ン ト シ ャ イ ト 」 と も よ ば れ る)の な か に 結 実 し た 。 こ の

草 案 は 各 方 面(ギ ー ル ケ な ど の ゲ ル マ ニ ス テ ン ー ゲ ル マ ン 法 研 究 者 一 ゲ ル

マ ン 法 重 視 論 者 、 お よ び 、 社 会 主 義 的 な 立 場 の 論 者)か ら 批 判 を う け て 、

第 二 草 案(一 八 九 五 年 公 表)へ と 移 行 し た が 、 修 正 が く わ え ら れ て も 、 第

一 草 案 の ヴ ィ ン ト シ ャ イ ト に よ っ て 設 定 さ れ た 基 本 構 造 は や は り 維 持 さ れ

る 。 こ の よ う に し て 、 ド イ ツ 民 法 典(DeutschesBtlrgerliches

Gesetzbuch)は 、1コ ー マ 法 の 、 普 通 法(GemeinesRecht)と し て の 多 年

に わ た る 実 績 を 下 敷 き に し て 一 九 〇 〇 年 に 施 行 さ れ る に い た っ た の で あ

る 。 こ れ は 、 あ の サ ヴ ィ ニ ー の 描 い た 構 想 が よ うや く 実 を む す ん だ も の と

見 る こ と も で き よ う 。 法 典 の 成 立 に よ り 、 プ ロ イ セ ン ー 般 ラ ン ト法 、 ザ ク

セ ン 民 法 典 、 バ ー デ ン ・ラ ン ト 法(フ ラ ン ス 民 法 系)な ど の 旧 法 典 、 お よ

び 、 普 通 法 の 適 用 力 は 、 ド イ ツ で は 失 な わ れ る 。 ち な み に 、 ド イ ツ 民 法 典

は 、 ハ ン ガ リ ー 、 ギ リ シ ア 、 ス イ ス(ト ル コ 、 リ ヒ テ ン シ ュ タ イ ン)、 旧 ソ

ヴ ィ エ ト 、 タ イ 、 ブ ラ ジ ル 、 メ キ シ コ 、 ペ ル ー 、 日 本 、 中 国 へ と 継 受 さ れ

て い る 。 ドイ ツ 民 法 典 は 、 フ ラ ン ス 民 法 典 と は ち が っ て 、『市 民 法 大 全 』 中

の 『法 学 提 要 』 の 編 別 方 式 を 採 用 せ ず 、 総 則 と い う 一 般 論 か ら 、 債 務 法 ・

物 権 法 ・家 族 法 ・相 続 法 と い う 個 別 論 へ と 進 む 方 式(パ ン デ ク テ ン 方 式)

に よ っ た 。 こ の よ う に 、 ド イ ツ 民 法 典 の 外 見 は ロ ー マ 法 風 で は な い が 、 中

味 の 方 は 、 カ テ ゴ リ ー の 点 で も 、 ル ー ル の 点 で も 、 か な り ロ ー マ 法 風 の も

の で あ っ た 。 比 喩 的 に 言 え ば 、 古 代 の ロ ー マ 私 法 は 、 学 問 の 面 で も 、 法 実

務 の 面 で も 、 十 分 な 実 績 が つ み か さ ね ら れ て よ う や く ド イ ツ 民 法 典 の な か

に い わ ば す っ ぽ り と お さ ま っ た の で あ る 。こ れ は 奇 跡 的 な 出 来 事 で あ ろ う 。

日本 民 法 典 も 、 こ う い う 特 徴 を も つ ドイ ツ 民 法 典 の 仕 組 み を 部 分 的 に う け

い れ て い る の で 、 ロ ー マ 法 の 流 れ を く む も の と な っ て い る わ け で あ る 。 と

こ ろ で 、一 九 世 紀 後 半 の も っ と も 偉 大 な ドイ ツ の ロ ー マ 法 研 究 者 と し て は 、

パ ン デ ク テ ン 法 学 派 の 同 時 代 の 代 表 者 で あ る さ き の ヴ ィ ン ト シ ャ イ ト(一

八 一 七 一 一 八 九 二 年)と 、 イ ェ ー リ ン グ(一 八 一 八 一 一 八 九 二 年)が い る 。

イ ェ ー リ ン グ を は じ め と す る 、 批 判 的 精 神 に 富 ん だ 学 者 た ち は 、 そ の 当 時

支 配 的 で あ っ た 、 法 シ ス テ ム の 概 念 化 ・体 系 化 を 極 限 に ま で お し す す め る

パ ン デ ク テ ン 法 学 が 、 現 実 の 社 会 事 象 と は 無 関 係 に 概 念 を も て あ そ び 、 概

念 偏 重 の 傾 向 に は し り が ち に な る こ と を 批 判 し て 、 ヴ ィ ン ト シ ャ イ トに よ
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っ て 代 表 さ れ る よ う な こ の 派 の 人 々 の 学 問 的 な 特 徴 を 「概 念 法 学 」 と い う 、

マ イ ナ ス イ メ ー ジ の 濃 い 表 現 で も っ て 示 し た(概 念 法 学 的 思 考 の 先 駆 者 は

プ フ タ(一 七 九 八 一 一 八 四 六 年)で あ る と 言 わ れ る)。 ま た 、 ド イ ツ に ロ ー

マ 的 概 念 が と り い れ ら れ た 事 実 は 「民 族 精 神 」 な る も の と は あ い い れ な い 、

と し て 、 歴 史 法 学 派 の テ ー ゼ の 一 つ を 基 本 の と こ ろ で 疑 問 視 す る 。 実 際 の

と こ ろ 、 「ロ ー マ 法 を 通 じ て 、 し か し ロ ー マ 法 を 超 え て 」 と い う 、 イ ェ ー リ

ン グ 作 の 有 名 な ス ロ ー ガ ン は 、 深 い 意 味 を も っ て い る 。 彼 は 、 歴 史 法 学 派

と そ の 延 長 線 上 に あ る パ ン デ ク テ ン 法 学 の 成 果 を 現 代 的 な 視 点 で 展 開 し て

い っ た 点 で 重 要 な 業 績 を の こ し た の で あ る が 、 彼 の 仕 事 は 、 そ の 後 に 生 み

だ さ れ た 、 い く つ か の 法 学 の 新 し い 流 れ(た と え ば 、 法 社 会 学)へ の 橋 わ

た し 役 と な っ た 。『そ の さ ま ざ ま な 発 展 殺 階 に お け る ロ ー マ 法 の 精 神 』 と い

う 有 名 な 書 物 は 、一 八 五 二 年 に 第 一 巻 が 出 版 さ れ た あ と 、一 八 六 五 年 に 「第

三 の 体 系 」 を 展 開 す る 第 三 巻 の 第 一 部 ま で し か 出 版 さ れ な か っ た の で あ る

が 、 そ の 書 き 出 し の と こ ろ に 、 「ロ ー マ は 三 た び 世 界 に 掟 を 与 え 、三 た び 諸

民 族 を 結 び つ け て 一 体 と し た(一 度 目 は 国 家 の 統 一 に よ っ て 、 二 度 目 は 教

会 の 統 一 に よ っ て 、 三 度 目 は 法 の 統 一 に よ っ て)。」 と 記 し 、 そ し て 、 ロ ー

マ の 世 界 史 的 意 義 と 使 命 は 、 「普 遍 性 の 思 想 に よ る 民 族 性 原 理 の 克 服 」 で あ

る 、 と 総 括 し て い る 。 ち な み に 、 ドイ ツ の 高 名 な 法(制)史 学 者 で あ る ヴ

ィ ア ッ カ ー は 、 「二 〇 世 紀 初 頭 の 世 界 の 諸 法 文 化 は 、 四 つ の 精 神 的 根 源

つ ま り 、 『市 民 法 大 全 』 の 中 世 的 解 釈 、 法 律 学 的 人 文 主 義 、 理 性 法 論 、

お よ び パ ン デ ク テ ン 法 学 を も つ と こ ろ の ヨ ー ロ ッ パ 大 陸 的 法 律 学 の

遺 産 で あ る 。」 と い う よ う に 総 括 し て い る が 、 古 代 ロ ー マ 産 の ロ ー マ 法 は 、

そ の う ち 、 理 性 法 論 以 外 の 三 つ に 深 く か か わ り を も っ て い る の で あ る 。 民

法 典 の 編 纂 時 代 が 完 全 に 終 わ り を つ げ た ニ ー 世 紀 で は 、「ロ ー マ 法 は 遠 く な

り に け り 」 で あ る が 、 人 々 が 、 ロ ー マ 法 を 、 法 典 編 纂 と い う リ ア ル な 作 業

過 程 で と ら え る の で は な く 、 法 学 的 思 惟 ・思 考 を め ぐ ら せ 、 法 の 構 想 を 描

く さ い に 、 過 去 の ロ ー マ 法 的 な 形 ・や 姿 や た た ず ま い が 一 つ の た し か な 具

象 と し て 、 こ れ か ら も 人 々 に 想 起 さ れ る こ と で あ ろ う 。そ の よ う な わ け で 、

私 た ち ニ ー 世 紀 の ロ マ ニ ス ト は 、 そ れ ぞ れ に ロ ー マ 法 の 「語 り 部 」 と し て 、

古 代 産 の ロ ー マ 法 と そ の 文 化 を 次 代 へ と 伝 え 、 つ な い で い く 役 割 と 使 命 を

お び て い る 。 も っ と も 、 「語 り 部 」 と い う 表 現 は 、 特 別 の 想 い も こ め た 筆 者

好 み の も の で あ る の で 、 「次 代 へ と 橋 渡 し す る 人 」 と 言 い か え る の が 正 し い

や り か た で あ ろ う が 。 も し 、 個 々 の 国 家 を 超 え た フ ィ ー ル ドで 、 地 球 法 、

世 界 法 が 編 み だ さ れ る よ う な 時 期 が 何 世 紀 か の ち に 到 来 す る よ う な こ と が

あ れ ば 、 そ の 形 成 過 程 に お い て 、 そ の 時 代 に も 健 在 な ロ マ ニ ス ト に も 見 解

を 述 べ る チ ャ ン ス が 与 え ら れ る か も し れ な い 。 そ の よ う な 時 の く る こ と を

筆 者 は 心 か ら 期 待 し て い る 。 そ の よ う な と き に は 、 イ ェ ー リ ン グ の さ き の
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言 葉(ス ロ ー ガ ン)を ぜ ひ 想 起 し て 頂 き た い も の で あ る 。

(M)日 本 民 法 典 と ロ ー マ 法

明 治 政 府 は 、 ヨ ー ロ ッ パ の 近 代 法 を 導 入 す る こ と に よ っ て 、 諸 外 国 と の

不 平 等 条 約 を 改 正 し 、 法 制 の 面 で 海 外 列 強 の 水 準 に 可 能 な か ぎ り 早 く た ど

り っ く こ と を め ざ し た 。 富 国 強 兵 も 法 制 の 裏 打 ち が な け れ ば 諸 外 国 か ら は

認 め て も ら え な い か ら で あ る 。 そ の た め に 、 日本 固 有 の 法 の 考 え か た や 、

国 を な り た た せ て き た も ろ も ろ の 社 会 秩 序 を か え り み る ゆ と り は な く 、 と

に か く 形(タ テ マ エ)だ け で も 手 ば や く 欧 化 し よ う と し た 。 歴 史 的 に 見 れ

ば 、 こ の 政 策 は あ る 程 度 成 功 を お さ め て い る 。 現 に 、 日本 は 、 植 民 地 支 配

政 策 を 推 進 し て い た 諸 列 強 の 植 民 地 と な っ た り 、 国 土 を き り き ざ ま れ た り

す る こ と な く 、 今 日 ま で 独 立 国 と し て そ れ な り に き ち ん と 生 き の び て き た

の で あ る 。 さ て 、 私 た ち ロ マ ニ ス ト の 関 心 か ら す れ ば 、 ロ ー マ 法 は 、 民 法

典 と だ け 関 連 を も つ 。 そ れ も 、 直 接 的 に で は な く て 、 フ ラ ン ス 法 と ド イ ツ

法 を 媒 体 と し て 間 接 的 に で あ る 。 現 行 民 法 典 は 、 ボ ア ソ ナ ー ド と い う 外 国

人 学 者 が 、 フ ラ ン ス 民 法 典 を べ 一 ス と し な が ら 、 ベ ル ギ ー 法 や イ タ リ ア 法

な ど を 参 考 に し て 生 み だ し た 旧 民 法 典 を 経 由 し て 、 さ き の ヴ ィ ン ト シ ャ イ

ト 系 列 の ドイ ツ 法 を ベ ー ス に 、 一 八 九 六 年(明 治 二 九 年)に 、 本 家 の ド イ

ツ 民 法 典 の 施 行(一 九 〇 〇 年)よ り ま え に 誕 生 し た も の で あ る が 、 そ の 両

者 に 色 こ く 投 影 さ れ て い た ロ ー マ 法 的 な 要 素 は 、 フ ラ ン ス 民 法 典 や 、 ド イ

ツ 民 法 典 の 二 つ の 草 案 か ら 流 れ こ ん で き た も の で あ る 。 現 在 の 日 本 の 民 法

学 者 は 、 も は や 、 民 法 規 定 に ま つ わ り つ く ロ ー マ 法 的 由 来 に は ほ と ん ど 関

心 を 示 さ な い が 、筆 者 と し て は 、中 世 イ タ リ ア の 「両 法 博 士(doctorutrius

juris)」(ロ ー マ 法 と 教 会 法 の 双 方 に 通 じ た 人 物)の よ う に 、 民 法 と ロ ー マ

法 の 双 方 に 精 通 し た 、 懐 の 深 い 研 究 者 が も っ と 多 く 現 わ れ る こ と を 切 願 し

て い る 。 明 治 期 に は 、 こ の よ う な 、 知 性 の 豊 か な 学 者 が 立 派 な 業 績 を 残 し

て い る が 、 そ の 後 、 学 問 研 究 の 細 分 化 の せ い も あ っ て 、 こ の タ イ プ の 「両

法 学 者 」 は 少 な く な り 、 昭 和 期 に は わ ず か に な っ た 。 そ れ で も 、 平 成 期 に

は 少 し 期 待 が も て る よ う に な っ て き て い る 。 民 法 研 究 は こ の 一 〇 〇 年 ほ ど

の あ い だ に ほ と ん ど 頂 点 に た っ し て い る よ う に 思 わ れ る の で あ る が 、 こ の

と き 、 民 法 を 基 礎 法 的 な 視 角 私 た ち ロ マ ニ ス ト の 視 点 か ら す れ ば 、 法

史 的 視 野 か ら 見 き わ め る 作 業 が 前 む き で 実 り の 多 い も の と な る の で

は な か ろ う か 。 そ の と き 、 ヨ ー ロ ッ パ 法 つ ま り 、 ロ ー マ 法 の 伝 統

を う け つ ぐ も の と し て の 日 本 民 法 を 、 日 本 固 有 の 法 概 念 ・法 意 識 ・法 感 覚 ・

法 感 情 と の か か わ り の な か で 観 察 す る 、 や わ ら か い 姿 勢 も 生 ま れ て く る こ

と で あ ろ う 。 私 見 に よ れ ば 、 現 場 の 民 事 担 当 の 裁 判 官 た ち に は 、 私 た ち 法

学 者 の 場 合 よ り も こ の 点 に お い て 、 い く ら か 進 ん で い る と こ ろ も 、 た し か

に あ る 。
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