
[D]部 門 ロ ー マ 法 学 者 の コ モ ン セ ン ス

國
序 論

第 一 章 『学 説 彙 纂 』 第 五 〇 巻 第 一 六 章 を め ぐ っ て

第 二 章 分 析

序 論

第 一 章 『学 説 彙 纂 』 第 一 六 章 を め ぐ っ て

第 二 章 分 析

は じ め に

(1)第 一 六 章 全 体(「 言 葉 の 意 義 に つ い てDeverborumsignificatio

ne」)の 全 体 の 雰 囲 気 を 代 表 す る よ う な タ イ プ の 法 文 命 題

(2)定 義 の モ デ ル 例

(3)文 法 系 の 法 文 命 題

(4)語 義 系 の 、 各 種 の 法 文 命 題

(a)動 詞 グ ル ー プ の 法 文 命 題

(b)前 置 詞 ・副 詞 グ ル ー プ の 法 文 命 題

(c)計 算 法 ・範 囲 決 定 に か ん す る 法 文 命 題

(d)多 義 的 な 名 詞 に か ん す る 法 文 命 題

(e)人 に か ん す る 法 文 命 題

(f)土 地 ・領 域 に か ん す る 法 文 命 題

(g)財 産 に か ん す る 法 文 命 題

(h)物 権 に か ん す る 法 文 命 題

(i)債 権 に か ん す る 法 文 命 題

(j)相 続 に か ん す る 法 文 命 題

(k)訴 訟 に か ん す る 法 文 命 題

(1)公 法 に か ん す る 法 文 命 題

(5)ト ピ ッ ク 四 題

(a)罰 金 と 刑 罰 の あ い だ

(b)過 失 か ら 故 意 へ

(c)一 二 表 法 の こ と

(d)市 民 法 と 名 誉 法

ま と め

[解 説]

序 論

『コ モ ン セ ン ス 』 と い う 言 葉 は 、す で に い く ら か 日 本 語 化 し て い る 外 来 語

で あ っ て 、 こ れ は 、 「常 識 」・「良 識 」・「人 々 に 共 通 の 了 解 事 項 ・ う け と め か

た ・発 想 」 と い っ た 意 味 に な り 、 こ の さ い 、 あ ら か じ め 特 別 の 概 念 規 定 を
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し て お く 必 要 は あ ま り な か ろ う 。 と こ ろ で 、 本 編 の タ イ トル の な か に こ の

言 葉 と 組 合 わ さ っ て 登 場 し て き て い る 『ロ ー マ 法 学 者 』 と い う の は 、 古 代

ロ ー マ の 共 和 政 時 代 の 中 期 に あ た る 前 三 世 紀 こ ろ 、 あ る 種 の 政 治 的 ・社 会

的 情 況 を 背 景 に 、 社 会 の 上 層 部 に 位 置 を し め る 、 い わ ば 在 野 の 知 的 専 門 技

術 者 と し て 、 ロ ー マ の 歴 史 に 登 場 し 、 そ の 後 、 古 代 ロ ー マ の 法 の 舞 台 に お

い て 一 〇 〇 〇 年 以 上 も の あ い だ 、 程 度 、 影 響 力 の 点 で か な り の 浮 き 沈 み は

あ っ た が 、 活 躍 を し つ づ け た パ ー ソ ナ リ テ ィ ー の こ と で あ る(1)。 本 部 門 に

お い て は 、『ロ ー マ 法 大 全 』(『 市 民 法 大 全 一 コ ル プ ス ・ユ ー リ ス ・キ ー ウ ィ

ー リ ス 〈CorpusJurisCivilis>』)の 中 核 部 分 を 構 成 し て い る 『学 説 彙 纂 』

(デ ィ ー ゲ ス タ 〈Digesta>)と い う 立 法 作 品 だ け が 考 察 の 対 象 と さ れ て い る

関 係 で 、 こ こ で 問 題 と な る の は 、一 当 然 の こ と な が ら一 そ の 大 法 典 が 成 立

し た 紀 元 後 六 世 紀 の 時 点 を 基 準 と し た 場 合 の 「ロ ー マ 法 学 者 」 の こ と だ け

で あ る 。 し か し 、 か つ て の 、 い わ ゆ る 「西 ロ ー マ 帝 国 」 の 領 域 に か ん し て

言 え ば 、 「古 代 」 と い う 時 代 の 枠 組 の な か で い っ た ん そ の 歩 み を 完 結 し た よ

う に 見 え た ロ ー マ 法 学 が 、 あ の 「一 二 世 紀 の ル ネ ッ サ ン ス 」 の 一 翼 を に な

う も の と し て 、 古 代 ロ ー マ の 故 地 で あ る イ タ リ ア の ボ ロ ー ニ ャ に 華 麗 に 再

登 場 し て 以 来(い わ ゆ る 「東 ロ ー マ 帝 国 」 の 領 域 に お い て は 、 こ の 同 じ 一

二 世 紀 こ ろ ま で 、 古 代 ロ ー マ 以 来 の 法 学 の 伝 統 は と だ え る こ と な く う け つ

が れ て い た が)、 こ れ が 、近 世 ・近 代 を へ て 、現 代 に ご く 近 い と こ ろ に ま で 、

姿 や 形 を 変 え な が ら 、 と き に は 表 舞 台 で 、 と き に は 裏 方 と し て 、 し っ か り

と 生 き つ づ け て い た 関 係 で 、 こ の 「ロ ー マ 法 学 者 」 と い う 概 念 は 、 時 と 場

所 の 制 約 を こ え て 、 と て も 広 い も の と な る こ と が で き た 。 そ の 関 係 か ら 、

近 世 ・近 代 の 特 定 の 歴 史 的 環 境 の も と に あ っ て は 、 「ロ ー マ 法 学 者 」 が 、 そ

の 当 時 の 「法 学 者 一 般 」・「法 学 者 の 代 表 」 に も い く ら か 近 い 、 特 別 の ニ ュ

ア ン ス を お び る こ と さ え も あ っ た(以 上 の 点 に つ い て は[F]部 門 「法 学

の 歩 み 」 第 四 章[皿]:p.110ff.に お け る 記 述 を 御 参 照 頂 き た い)。 そ の よ

う な わ け で 、 タ イ トル に 見 え る 「ロ ー マ 法 学 者 の コ モ ン セ ン ス 」 な る も の

は 、 ひ ょ っ と す る と 、 古 代 に 生 ま れ 育 っ た ロ ー マ 法 を い わ ば 「祖 母 法 」 と

し て も っ て い る(つ ま り 、 そ の 古 代 ロ ー マ 法 の 孫 世 代 の 法 に あ た る)わ が

日本 法(具 体 的 に は 、 日 本 の 私 法)の 世 界 で も 、 そ れ な り に ス ム ー ズ に う

け い れ て も ら え る か も し れ な い 。本 部 門 で は 、 「コ モ ン セ ン ス 論 」 の 素 材 と

な る よ う な さ ま ざ ま な 内 容 を も つ 法 文 命 題 そ れ ぞ れ の 意 味 ・意 義 や そ の 位

置 づ け に つ い て は あ ま り コ メ ン ト を つ け な い こ と に し て い る が 、 そ れ は 、

一 つ に は
、 そ の 命 題 を 一 読 す る だ け で 、 そ の 意 味 す る と こ ろ が す ぐ に 了 解

さ れ る ケ ー ス が 多 い 、 と 見 ら れ る か ら で あ る 。 こ こ で は 、 彼 ら ロ ー マ 法 学

者 の コ モ ン セ ン ス を 比 較 的 は っ き り と 見 せ て く れ る よ う な 法 文 命 題 だ け を

意 図 的 に い く つ か と り あ げ る こ と に す る 関 係 で 、 と り わ け 、 ロ ー マ の 法 文

D-2



命 題 の 明 快 さ が 強 く 印 象 づ け ら れ る こ と に も な ろ う(も っ と も 、 ロ ー マ の

法 文 命 題 と い う の は 、 一 般 に は 、 文 体 的(タ テ マ エ 的)に も 内 容 的(ホ ン

ネ 的)に も か な り 難 解 な し ろ も の な の で 、こ う い っ た 明 快 さ を 示 す 命 題 は 、

む し ろ 大 き な 例 外 に 属 す る も の と 見 て お い て 頂 か な け れ ば な ら な い)。

と こ ろ で 、 古 代 ロ ー マ の 歴 代 の 法 学 者 た ち が 、 そ れ ぞ れ の 時 代 の 制 約 を

あ ま り う け な い か た ち で 、た が い に 共 有 し あ う よ う に な っ た と 考 え ら れ る 、

い わ ば 「プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル な 」 コ モ ン セ ン ス と 、 ロ ー マ の 上 流 人 士(あ

る い は 広 く 「世 間 」)が 共 通 し て も つ よ う に な っ た と 考 え ら れ る コ モ ン セ ン

ス と の あ い だ に ど う い っ た 関 係 が な り た つ か 、 と 言 え ば 、 少 な く と も 、 法

学 の 形 成 期 に あ た る 紀 元 前 の 共 和 政 時 代 に か ん す る か ぎ り 、 そ の あ い だ に

は か な り 濃 い 親 和 性 が 存 在 し て い た も の と 見 て よ か ろ う。 そ れ は 、 古 代 ロ

ー マ の 法 学 者 た ち が 、 も と も と 、 在 野 の た ん な る 一 私 人 と し て(こ こ の と

こ ろ が 、 法 そ の も の や 、 そ れ に か ん す る 知 識 を 、 一 種 の 秘 儀 と し て こ と さ

ら に 重 々 し く 宣 示 す る と い う 、 特 殊 な 職 務 を 身 に お び た 、 公 人 と し て の 共

和 政 初 期 の 神 官[法 学 者]た ち の 場 合 と は 根 本 的 に ち が う と こ ろ で あ る)、

し か も 、 無 償 で 知 的 サ ー ヴ ィ ス を 提 供 す る か た ち で 、 日 常 的 に 市 井 の 人 々

か ら の 法 律 相 談 に 気 安 く 応 じ て い た 関 係 で 、 彼 ら 法 学 者 が つ ね に 「世 間 」

と い う も の と 密 接 に か か わ り を も っ て い た か ら で あ る(こ の こ と と の 関 連

で 、 こ の 時 期 の 法 学 者 の 発 想 や 行 動 に は そ れ な り に リ ア リ テ ィ ー が と も な

っ て い た)。 と こ ろ で 、 そ の 法 学 者 グ ル ー プ の な か に は 、 ロ ー マ 国 家 を リ ー

ドす る 役 割 を に な う 各 段 階 の 政 務 官(公 職 者 ・行 政 官 一 政 治 家)の 公 式 ・

非 公 式 の ブ レ ー ン と し て 、 一 年 間 こ の 公 職 に あ る こ れ ら の 人 々 に 、 さ ま ざ

ま な 局 面 で 法 的 な ア ド ヴ ァ イ ス を す る こ と が で き る ほ ど の 高 い 地 位 に つ く

者 も で て き た の で あ る が 、 彼 ら の 見 解 は 、 か な ら ず し も 法 知 識 を 十 分 に も

っ て い な か っ た 政 務 官 に よ っ て そ の ま ま う け い れ ら れ る こ と も 多 か っ た と

考 え ら れ る 。 昔 か ら 、 ロ ー マ 人 に は 権 威 と い う も の に と て も 弱 い と こ ろ が

あ っ た の で 、 有 力 な 法 学 者 が そ の 学 識 に よ っ て 個 人 的 に 身 に つ け る よ う に

な っ た 権 威 は 、 そ れ だ け で 、 さ ま ざ ま な 状 況 下 で 政 務 官 に 対 し て 事 実 上 イ

ン パ ク ト を 与 え る こ と が 多 か っ た が 、 そ れ 以 外 に も 重 要 な フ ァ ク タ ー が あ

る 。 そ れ は こ う で あ る 。 共 和 政 時 代 の 政 務 官 は 、 一 年 ご と の 選 挙 で 当 選 を

は た す こ と に よ り 、 政 務 官 職 の 出 世 コ ー ス を 、 下 級 政 務 官 職 を ス タ ー ト 地

点 と し て 、 下 か ら 一 歩 ず つ 着 実 に 前 進 し て い か な け れ ば な ら な か っ た が 、

彼 ら が 、 現 職 と し て 政 治=行 政 の 実 務 に た ず さ わ る さ い に 法 的 な 問 題 に 決

着 を つ け る 必 要 が 生 じ た と き(た と え ば 、 ナ ン バ ー ・ツ ー の 政 務 官 で あ る

二 名 の 法 務 官 は 一 裁 判 の 枠 組 を 設 定 す る だ け で あ っ て 、判 決 を 下 す 任 務 を

も つ 現 代 流 の 裁 判 官 と は ち が う が 一 司 法 実 務 に タ ッ チ し た)、 ど う し て も 、

数 年 後 の 執 政 官 選 挙 の こ と を 念 頭 に お い て 市 民 む け に 人 気 と り 政 策 を 実 行
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し て い か な け れ ば な ら な い 関 係 で 、 世 論 の 動 向 や 社 会 の ニ ー ズ に と て も 敏

感 に な っ て お り 、 そ の 面 か ら 、 世 間 の こ と を よ く わ き ま え て い る 在 野 の 法

学 者 の 考 え か た に 影 響 さ れ や す い 環 境 が つ く り だ さ れ て い た 。 さ ら に 、 法

学 者 と し て 活 躍 し た 実 績 を も つ 者 が そ の 人 気 を 武 器 と し て 政 務 官 選 挙 に う

っ て で て 、 成 功 し た 場 合 に は 、 法 学 者 と 政 務 官 と い う 、 公 私 二 つ の 人 格 が

合 一 す る の で 、 そ の 法 学 者 の 磨 き あ げ た コ モ ン セ ン ス は い よ い よ 輝 き を 増

し 、 重 味 ・実 効 性 を も つ わ け で あ る 。 こ の よ う に 、 世 間 と い う も の を バ ッ

ク に 活 動 す る ロ ー マ 法 学 者 の コ モ ン セ ン ス は 、 世 間 の 人 々 の 考 え か た の な

か に 深 く 根 を お ろ し 、 そ こ か ら 養 分 を 吸 収 し て 立 派 に 成 長 し 、 そ し て 、 法

学 者 個 人 の 権 威=力 量 そ れ 自 体 や 、有 力 な 法 学 者 に よ っ て 支 え ら れ て い る 、

政 務 官 の 職 務 活 動 な ど を 通 じ て 、 そ の 実 り を 世 の な か に 役 立 て 、 結 果 的 に

は 世 間 を リ ー ド す る ほ ど の 力 を も つ に い た っ た の で あ る 。

余 談 に な る が 、 ロ ー マ 法 系(大 陸 法 系)の 系 譜 に 属 す る 、 し っ か り と し

た 近 代 的 な 成 文 の 法 制 度 を も つ わ が 国 に お い て は 、 法 学 者 を ふ く む 法 律 家

(ジ ュ リ ス ト)と い う 層 の 人 々 の も っ て い る コ モ ン セ ン ス は 、 こ の 平 成 の 時

代 に お い て も 、 日 本 固 有 ・伝 来 ・土 俗 の 法 感 情 ・法 感 覚 ・法 意 識 を な お も

ひ き ず っ て い る 世 間 一 般 の 賢 明 な 人 々 の も っ て い る コ モ ン セ ン ス と は あ ま

り し っ く り と は い か な い と こ ろ が あ る よ う に 見 う け ら れ る 。 と き に は 、 個

々 の 事 例 で の 対 応 を め ぐ っ て 、 「法 律 家 の 常 識 は 世 間 の 非 常 識 で あ る 」 と か

い う 極 論 ま で も も れ 聞 え て く る の で あ る が 、 そ の よ う な こ と で は 、 法 治 国

家 の 基 盤 が 脆 弱 に な っ て し ま う 。 世 間 の 常 識 に よ っ て し っ か り と 支 え ら れ

て い な い よ う な 法 は ど う し て も 上 す べ り し て し ま う か ら で あ る 。 明 治 ・ 大

正 の 時 代 の 話 な ら 、 お 上 か ら の 啓 蒙 活 動 に よ っ て 、 世 間 の 人 々 が 温 存 し て

き た コ モ ン セ ン ス を 「近 代 化 」 し て い く こ と も 可 能 で あ っ た が 、 す で に 近

代 的 自 我 を そ れ な り に 確 立 し て い る 現 代 の 日 本 人 は 、 当 然 の こ と な が ら 、

自 ら の 考 え か た の 軸 を 安 易 に 動 か す こ と も 、心 を 素 直 に 開 く こ と も し な い 。

つ ま り 、 日 本 の 世 間 を 構 成 す る 人 々 は 、 今 も 、 こ れ か ら も 、 法 世 界 に お け

る パ ー ソ ナ リ テ ィ ー と し て は 、な か な か 手 強 い 存 在 な の で あ る 。 こ の さ い 、

法 歴 史 家 に 属 す る 筆 者 と し て は 、 こ の 一 〇 〇 年 あ ま り の 短 い 期 間 に お い て

法 の 近 代 化 を 見 事 に は た し た わ が 国 が 、 こ の ニ ー 世 紀 以 降 に お い て ど う し

て も 解 決 し な け れ ば な ら な い 課 題 の 一 つ と し て 、 「法 世 界(タ テ マ エ の と り

し き る フ ィ ー ル ド)と 世 間(ホ ン ネ の と り し き る フ ィ ー ル ド)と の 融 合 を

は か る 」 と い う テ ー マ を 設 定 し て お き た い と 考 え て い る 。 こ の 流 れ の な か

に 、 『タ テ マ エ の 法 ・ホ ン ネ の 法 』(日 本 評 論 社 ・第 四 版 ・2009)と い う 拙

著 に お い て 展 開 さ れ た 発 想 が 位 置 し て い る 。

第 一 章 『学 説 彙 纂 』 第 五 〇 巻 第 一 六 章 を め ぐ っ て
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〈1>東 ロ ー マ 帝 国 の 中 興 の 英 主 ・ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス 帝 は 、 六 世 紀

の 中 ご ろ に 、 こ こ で と り あ げ る 『学 説 彙 纂(デ ィ ー ゲ ス タ 〈Digesta>)』 と 、

『法 学 提 要(Institutiones)』(法 学 入 門 講 義 用 の 国 定 教 科 書 の 役 割 を 与 え

ら れ た 法 典:四 巻)、 『勅 法 彙 纂(Codex)』(皇 帝 の 発 布 し た 勅 法 の 集 録:

一 二 巻)
、 『新 勅 法(Novellae)』(さ き の 『勅 法 彙 纂 』 が 編 纂 さ れ た あ と の

二 二 年 間 に 、 ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス 帝 に よ っ て 発 布 さ れ て い っ た 勅 法 群

の 総 称:一 五 八 個 の 勅 法 か ら な る)を つ ぎ つ ぎ に 制 定 し て い っ た 。 こ れ ら

四 つ の 部 分 全 体 は 、『市 民 法 大 全(CorpusJurisCivilis)(1コ ー マ 法 大 全)』

と 一 般 に 呼 ば れ て い る も の で あ る が 、 こ れ は 、 も と も と 一 体 と な っ て い た

わ け で は な く て 、 ず っ と 後 の 一 六 世 紀 に な っ て 、 さ き の 三 つ の 法 典 と 、 少

し ず つ 積 み あ げ ら れ て 相 当 な 量 と な っ て い た 新 勅 法 群 と を ま と め て 本 が 刊

行 さ れ た さ い に 便 宜 上 つ け ら れ た 名 称 で あ る 。 さ て 、 紀 元 前 の 共 和 政 か ら

紀 元 前 後 の 時 期 に 帝 政(初 期 帝 政)時 代 へ と き り か わ っ て 以 来 、 既 存 の 法

の 法 典 化 は 何 度 と な く 試 み ら れ た が 、 時 が 熟 さ ず 、 さ ま ざ ま な 理 由 で そ れ

は 失 敗 に 終 わ っ た が 、 し か し 、 ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス 帝 が よ う や く こ れ

に 成 功 す る 。 こ れ は 、 ロ ー マ 法 の 歴 史 の な か で は 、 実 に 、 前 五 世 紀 制 定 の

「一 二 表 法 」 以 来 の 、 第 二 の 本 格 的 な 法 典 と い う こ と に な る 。 そ の 当 時 に お

い て は 、紀 元 前 の 共 和 政 時 代 以 来 の 、何 世 紀 に も わ た る 法 の 自 律 的 展 開(そ

の な か に は 、 停 滞 や 退 化 も も ち ろ ん あ る)の さ な か で 混 乱 し て し ま っ た 法

・法 源 を 統 一 し な け れ ば な ら な い 、 と い う 実 務 上 の 強 い 要 請 が 編 纂 の 主 な

動 機 と な っ た と 考 え て よ い が 、 そ の よ う な 、 い わ ば 「リ ア ル な(ホ ン ネ 的

な)」 側 面 の ほ か に 、 ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス 帝 に は 精 神 的 な(タ テ マ エ 的

な)動 機 が 強 く 存 在 し た 。 そ れ は 一 種 の 「古 典 へ の 回 帰 」 を 目 ざ す 、 特 別

な 、 彼 の 個 人 的 で 個 性 的 な 心 情 で あ る 。 彼 は 、 強 大 な 軍 事 力 を 駆 使 し て 、

数 世 紀 前 の 時 代 に お い て 波 状 的 に 侵 入 し て き た ゲ ル マ ン 人 の い く つ か の 部

族 に よ っ て つ ぎ つ ぎ に 奪 取 さ れ て い た 、 地 中 海 周 辺 の 旧 ロ ー マ 帝 国 領(い

わ ゆ る 「西 ロ ー マ 帝 国 」 の 領 域)の か な り の 部 分 を 、 そ の ゲ ル マ ン 人 の 手

か ら 奪 い か え し て 、 東 西 両 域 に わ た る ロ ー マ を あ わ せ た 大 帝 国 を 再 び 築 き

あ げ る 。 こ こ に お い て は 、 ロ ー マ 史 上 最 大 の 版 図 を 誇 り 、 ま さ に ロ ー マ の

黄 金 時 代 で あ っ た 紀 元 後 の 当 初 の 数 世 紀 の あ い だ の 時 期 に 完 成 さ れ て い

た 、 レ ヴ ェ ル の 高 い 「古 典 法 」 こ そ が 法 の モ デ ル と な る 必 要 が あ っ た 。 『学

説 彙 纂 』 と い う の は 、 そ の 古 典 法 の 中 核 を な す 、 と も 言 え る 学 説 法 文(法

学 者 の 個 々 の 学 説 命 題 が 一 定 の 条 件 の も と で そ の ま ま 法 と な っ た も の)や 、

長 年 に わ た っ て 権 威 を も っ て い る 法 学 説 を 選 び だ し 、 そ の う え で 、 こ れ ら

を 一 種 の 学 説 法 体 系 へ 編 成 し た 立 法 作 品 で あ る が 、 こ れ は 、 も ち ろ ん 、 現

行 法 と し て の 役 割 を 与 え ら れ た 法 典 で も あ っ た 。 し か し 、 実 質 的 に 見 て み

る と 、 明 ら か に 西 方 の ラ テ ン 世 界 の 法 に 属 す る ロ ー マ の 古 典 法 が 、 ギ リ シ
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ア 世 界 の 特 徴 を も つ 東 ロ ー マ 地 域 の 実 情 に マ ッ チ し に く か っ た 、 と い う 事

情 も 作 用 し て 、 こ の 法 典 が 当 時 の 東 ロ ー マ 世 界 の 各 レ ヴ ェ ル の 裁 判 所 で 画

一 的 に そ の ま ま の か た ち で 適 用 さ れ る 実 定 法 規 で あ っ た
、 と は と て も 言 え

ず 、 こ れ が た ん な る 歴 史 的 モ ニ ュ メ ン ト と し て ま と め あ げ ら れ た だ け で あ

る 、 と い う 側 面 も か な り 見 ら れ る 。 公 式 の 説 明 に よ る と 、 『学 説 彙 纂 』 は 、

わ ず か 三 年 の あ い だ に 、 一 五 万 行 に も な る 法 文 を 、 そ の 何 十 倍 も の 学 説 資

料 を 素 材 と し て つ く り だ し た こ と に な っ て い る が(2)、 い く ら 帝 国 の 各 地 に

あ っ た 法 学 校 に お い て 何 世 紀 に も わ た っ て つ み あ げ ら て き た 資 料 研 究 の 実

績 を 参 考 に で き た と し て も 、 こ れ だ け の 量 の 学 説 資 料 を 短 期 間 に 法 文 化 す

る の は 容 易 な わ ざ で は な か っ た 。 も ち ろ ん 、 帝 の 指 示 に よ っ て 、 法 文(法

学 説)相 互 間 の 調 整 や 修 正 も 試 み ら れ た が 、 か ぎ ら れ た 時 間 の 枠 の な か で

は 、 そ れ が 完 全 に 行 な わ れ る ま で に は い た ら ず 、 多 く の 矛 盾 点 が 残 さ れ た

ま ま に な っ て い る 。 そ れ で も 、 こ の 巨 大 な 作 品 に は 、 古 代 ロ ー マ 人 が 何 世

紀 に も わ た る 時 間 の 枠 な か で 編 み だ し た 叡 智 が い わ ば 生 の 姿 で 示 さ れ て お

り 、 現 代 の 私 た ち が そ こ か ら 法 に ま つ わ る 物 事 を 深 く 考 え て い く さ い の 貴

重 な ヒ ン ト を 無 限 に 手 に 入 れ る こ と が で き る 、 と い う 点 で 、 こ の 歴 史 的 立

法 作 品 は 、 ニ ー 世 紀 の 現 代 に お い て も 、 ま ち が い な く 大 き な メ リ ッ ト を も

っ て い る 。 私 た ち ラ テ ィ ニ ス ト(ロ ー マ 法 学 者)に は 、 こ れ ま で 以 上 に 、

そ の 遺 産 を 守 っ て い く 使 命 が 託 さ れ て い る の で あ る 。

〈2>さ て 、 そ の 『学 説 彙 纂 』 は 、 五 三 〇 年 に 公 布 ・施 行 さ れ た 五 〇 巻 の

大 作 で あ る(現 代 の あ の 『六 法 全 書 』 と い う 書 物 に 匹 敵 す る ほ ど の ス ケ ー

ル の も の 、 と ひ と ま ず 考 え て 頂 い て よ い)。 以 下 に そ の 内 容 に つ い て ま と め

を し て お こ う 。

① 自 ら の 学 説 が 、 法 典(学 説 彙 纂)の な か に 引 用 さ れ て 、 公 的 な 法 文 の

扱 い を う け る 、 と い う 栄 誉 と 権 威 を 与 え ら れ た 法 学 者 は 、 お よ そ 八 〇 〇 年

の あ い だ に 活 躍 し た 無 数 の 法 学 者 た ち の う ち の わ ず か 三 八 名 で あ る 。 そ の

う ち 、 三 名 が 法 学 の 生 成 期 で あ る 紀 元 前 の 共 和 政 時 代 の 人 で 、 主 力 の 三 十

数 名 は 、 法 学 の 完 成 期 で あ る 紀 元 後 二 〇 〇 年 間 の 古 典 期 の 人 で 、 数 名 が 、

ロ ー マ の 衰 退 が は じ ま っ た 紀 元 後 の 四 世 紀 に 入 っ て か ら の 人 で あ る 。 さ き

に 示 し た よ う に 、 そ の 古 典 期 と ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス 帝 の 時 代 と の あ い

だ に は 、 実 に 三 ～ 四 〇 〇 年 も の へ だ た り が あ る 。 ち な み に 、 本 編 で 考 察 の

対 象 と し て い る『学 説 彙 纂 』の 第 五 〇 巻 第 一 六 章 だ け に つ い て 見 て み る と 、

そ の ト ッ プ ・ ク ラ ス の 法 学 者 三 八 名 の う ち の 二 七 名 と い う 多 数 の 法 学 者 が

法 文 命 題 を 提 供 し て い る 一 方 、 第 一 六 章 の 姉 妹 編 と も 言 え る そ の 第 一 七 章

で は 、 一 六 名 に し か な ら な い 。 も っ と も 、 第 一 六 章 の 法 文 総 数 は246で あ

る が 、 第 一 七 章 の そ れ は211な の で 、 単 純 な 比 較 は つ つ し ま な け れ ば な ら

な い 。
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② 『学 説 彙 纂 』 の 法 文 総 数 は 九 一 四 二 に な る 。 法 学 者 別 に 見 て み る と 、

ウ ル ピ ア ー ヌ ス(以 下 、 と き に は 〈U>と 略 記 す る こ と も あ る)の 生 み だ し

た 命 題 が 全 体 の 三 分 の 一 、 パ ウ ル ス(以 下 、 と き に は 〈P.〉 と 略 記 す る こ と

も あ る)の 生 み だ し た 命 題 が 六 分 の 一 、 パ ピ ニ ア ー ヌ ス の 生 み だ し た 命 題

が 一 八 分 の 一 と な る が 、 こ れ ら 三 名 の 有 力 な 法 学 者 の 生 み だ し た 命 題 だ け

で 、 実 に 、 全 体 の 半 分 以 上 を 占 め る(3)。

③ 全 五 〇 巻 の う ち 、 第 三 〇 巻 、 第 三 一 巻 、 第 三 二 巻 を の ぞ く 計 四 七 の 巻

で 、 章 別 の 編 成 が と ら れ 、 そ の 章 の 数 は 、 合 計 で 、 四 三 二 に も な る(つ ま

り 、 各 巻 に は 、 平 均 し て 、 主 題 の か な り 異 な る 章 が 九 つ 程 度 お さ め ら れ て

い る こ と に な る(4))。

④ 各 巻 の 内 容 の 特 徴 を ひ ろ い あ げ る と 、 以 下 の よ う に な る 。@第 一 巻 で

は 、 法 の 本 質 ・概 念 ・起 源 ・各 種 の 法 源 の そ れ ぞ れ に つ い て 規 定 す る 四 つ

の 章 が 一 つ の ま と ま り を 形 成 し て い る が 、 し か し 、 そ の 第 五 章 か ら 第 八 章

ま で の 規 定 は 、 い わ ば 「人 の 法 」 の 領 域 に 属 す る も の と な り 、 そ の あ と 、

第 一 〇 章 か ら 第 二 二 章(第 一 巻 の 最 終 章)ま で に お い て は 、 政 務 官 制 度 が

扱 わ れ る 。 ⑮ 第 二 巻 か ら 第 四 八 巻 ま で は 、 私 法 関 連 の 法 文 が つ づ く 。 こ こ

で は 、 だ い た い の と こ ろ 「物 の 法 」 と 「訴 訟 の 法 」 と が 中 心 と な り 、 こ れ

ら が 『学 説 彙 纂 』 の 中 核 を か た ち つ く っ て い る 。 と り わ け 、 民 事 訴 訟 に か

ん す る 規 定 が 多 い の が 注 目 さ れ る(冒 頭 の 第 二 巻 か ら 「訴 訟 の 法 」 が 展 開

さ れ て い る)。 古 代 法 に お い て し ば し ば 見 ら れ る 現 象 で あ る が 、ロ ー マ 法 の

世 界 で も 、 ケ ー ス ・バ イ ・ ケ ー ス の 動 き を 無 数 に つ み あ げ て 法 が で き あ が

っ て き て い る 関 係 で 、 ど う し て も 手 続 法 に 焦 点 が あ て ら れ 、 し か も そ れ に

ウ ェ イ ト が か か っ て く る の で あ る 。 そ の よ う な 背 景 は 『学 説 彙 纂 』 の 構 成

に 大 き な 影 響 を 与 え て い る 。 ◎ 第 四 八 巻 、 第 四 九 巻 は 刑 法 ・刑 事 訴 訟 法 関

連 の 法 文 を 含 む 。(① 最 終 の 第 五 〇 巻 で は 、 公 法 関 連 の 法 文 が 中 心 と な っ て

い る 。 終 わ り の 方 の 第 一 六 章(お よ び 最 終 章 と し て の 第 一 七 章)が 、 本 部

門 で と り あ げ る 対 象 で あ る 。

(3)本 編 の 記 述 の 対 象 と な っ て い る 第 一 六 章 は 、「言 葉 の 意 義 に つ い て 〈D

everborumsignificatione>」 と い う 表 題 を も つ 部 分 で あ り 、 こ れ は 、 『学

説 彙 纂 』 全 体 の 最 終 の 章 と な っ て い る 第 五 〇 巻 第 一 七 章 「古 法 の 各 種 の 法

範 に つ い て 〈Dediversisregulisjurisantiqui>」 と あ わ さ っ て 、 一 種 の

総 括 的 な 部 分 と な っ て い る(5)。 そ れ だ け に 、 こ れ ら は 、 実 は 、 「ロ ー マ 法 学

者 の コ モ ン セ ン ス 」 と い う も の を た ぐ り よ せ る の に も っ と も 適 し た デ ー タ

集 な の で あ る 。 と こ ろ で 、『学 説 彙 纂 』 が 、 文 字 ど お り 、 法 学 説 の 壮 大 な コ

レ ク シ ョ ン で あ る だ け に 、 そ こ に は 、全 般 に わ た っ て 、「法 学 者 の コ モ ン セ

ン ス 」 論 の 素 材 が 無 数 に う め こ ま れ て い る が 、 し か し 、 ロ ー マ 法 学 者 に は

カ ジ ュ イ ス テ ィ ッ ク な 考 察 の し か た を と る 傾 向 が 強 い の で 、 彼 ら の 発 想 の
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背 景 や べ 一 ス に あ る 普 遍 的 ・一 般 的 な コ モ ン セ ン ス の 感 覚 を そ の 表 現 の な

か か ら 的 確 に つ か み だ す の は 、 そ れ ほ ど た や す い わ け で は な い 。 そ れ に 、

彼 ら に は 、 な ぜ か 、 自 身 が 外 部 に む か っ て 示 す 判 断 の 論 拠 一 つ ま り 、 彼 ら

の 発 想 の プ ロ セ ス や ス タ イ ル を あ ま り 外 へ は 見 せ な い よ う に す る 性 質

が あ る の で 、 彼 ら の 心 情 を 探 る 作 業 は い っ そ う む ず か し く な っ て い る 。

(4)こ こ で 、 本 題 の 「分 析 」(第 二 章)に 入 る ま え に 、 こ の 『学 説 彙 纂 』

の 第 五 〇 巻 第 一 六 章 全 体 の 「構 成 」 と い う も の に 焦 点 を あ て て 、 分 析 を い

く つ か 試 み て お こ う 。 と こ ろ で 、 「問 題 の 第 一 六 章 の 計 二 四 六 個 の 法 文 は 、

い っ た い ど の よ う な 配 列 に な っ て い る の か?」 と い う た ぐ い の 形 式 面 ・構

成 面 ・構 造 面 の 問 題 は 、一 結 論 を 先 ど り す る な ら 一 こ の 「コ モ ン セ ン ス 論 」

の 視 点 か ら す れ ば 、 実 は そ れ ほ ど 重 要 で は な い 。 コ モ ン セ ン ス は 、 も ち ろ

ん 、 か な ら ず し も 総 括 的 ・理 論 的 ・一 般 的 ・抽 象 的 に 提 示 さ れ て い る わ け

で は な く て 、 九 〇 〇 〇 以 上 に も お よ ぶ 個 々 の 法 文 命 題 の あ ち こ ち に あ ふ れ

て い た り 、 か く れ た り し て い る だ け だ か ら で あ る 。 そ れ で も 、 御 参 考 ま で

に 、 こ の 機 会 に ロ ー マ 法 法 源 資 料 と い う も の の 実 像 の 一 端 に ふ れ て 頂 く た

め に 、 法 文 命 題 群 の 位 置 関 係 な ど に つ い て あ る 程 度 数 量 的 に 処 理 し た デ ー

タ(「 構 成 表 」)を 以 下 に 記 す こ と に す る 。 そ れ を 取 扱 う 部 分 が か な り の も

の に な っ て し ま う 点 は お 許 し 頂 き た い 。 つ ぎ に 全 体 像 を 示 し て お こ う。

(1)構 成 表

(1)

233

～

238

E

182159

～ ～

197181

A2C

128118

～ ～

153123

BF

78

～

82

G

-⊥

～

7

1

7

A

*1A1とA2の 部 分 に お さ め ら れ て い る 法 文 の 原 典 の タ イ ト ル は

以 下 の と お り で あ る 。<Adedictum>(第1～ 第10法 文 な ど)、

〈Adedictumprovinciale>(11,16,22,24,30,41,44,

51,58,62,196)、 〈Adedictumpraetorisurbani>(4

8)、 〈Adedictumaediliumcurulium>(74)、 〈Brevise

dicti>(55)
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*2

*3

*4

*5

*6

*7

B〈AdlegemJuliametPapiam>

B〈AdSabinum>:Cの 個 所 に も23個 あ る が 、 そ の ほ か

に89と90に 孤 立 し て2個 あ る 。

B〈Digesta>(85～88,93～98,200～203,243)

B〈Adlegemduodecimtabularum>

B〈AdQuintumMucium>

G〈AdPlautium>

(II)対 比 表

第16章 第17章

Ulp. Paul. Ulp. Paul.

「 告 示 註 解 」 48 32 32 34

「サ ビ ー ヌ ス 註 解 」 13 3 20 6

小 計 61 35 52 40

計 96/246 92/211

(III)法 学 者 一 覧

D,50,16 D.50,17

「言葉 の意義について」 「古法の各種の法範について」

法学者 名 採録条文数 採録項目数 採録条文数 採録項目数

ウル ピ ア ー ヌ ス(2～3世 紀)Ulpianus 80 116 62 87

パ ウル ス(2～3世 紀)Paulus 63 78 69 95

ガ ー イ ウ ス(2世 紀)Gaius 23 34 17 19

ポ ン ポ ー ニ ウ ス(2世 紀)Pomponius 17 33 17 17

ヤ ウ ォ レ ー ヌ ス(1～2世 紀)Javolenus 10 15 6 6

モ デ ス テ ィ ー ヌ ス(2～3世 紀)Modestinus 10 13 4 4

ケ ル ス ス(1～2世 紀)Celsus 8 11 9 70

テ レ ン テ ィ ウス ・ク レメ ー ン ス(2世 紀)

TerentiusClemens 4 4 一 一

マ ル ケ ッル ス(2世 紀)Malcellus 3 3 2 3

プ ロ ク ル ス(1世 紀)Proculus 3 3 一 一

ユ ー リア ー ヌ ス(2世 紀)Julianus 3 3 6 6

ア ル フ ェ ー ヌ ス ・ワー ル ス(前1世 紀)

AlfenusVarus 2 2 一 一

ア ー フ リカ ー ヌ ス(2世 紀)Africanus 2 2 一 一

フ ロー レ ン テ ィ ー ヌ ス(2～3世 紀)Florentinu 2 2 一 一
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S

マ ル キ ア ー ヌ ス(3世 紀)Marcianus 2 2 一 一

パ ピニ ア ー ヌ ス(1～2世 紀)Papinianus 2 2 10 10

リキ ン ニ ウ ス ・ル ー フ ィ ー ヌ ス(3世 紀)

LicinniusRufinus 2 2 1 1

カ ッ リス トラ トゥ ス(2～3世 紀)Callistratus 2 5 一 一

ヘ ルモ ゲ ニ アー ヌ ス(3～4世 紀)Hermogenianu 1 1 2 2

S

ウ ェ ヌ レ イ ユ ス(2～3世 紀)Venulejus 1 1 1 1

ト リ ュ ポ ニ ー ヌ ス(2～3世 紀)Tryphoninus 1 1 一 一

ク ィ ー ン ト ゥ ス ・ム ー キ ウ ス ・ス カ エ ウ ォ ラ

(前2～1世 紀)QuintusMuciusscaevola 1 1 1 5

ク ィ ー ン ト ゥス・ケ ル ウ ィデ ィ ウス・ス カ エ ウ ォ ラ

(2～3世 紀)QuintusCervidiusScaevola 1 1 2 2

ラベ オ ー(前1～ 後1世 紀)Labeo 1 1 一 一

ア エ リ ウ ス ・ガ ッル ス(前1世 紀)AeliusGall 1 1 一 一

US

マ ケ ル(2～3世 紀)Macer 1 1 一 一

マ エ キ ア ー ヌ ス(2世 紀)Maecianus 一 一 2 2

計 246 338 211 270

① ま ず 、 第 一 六 章 に 法 文 と し て 採 録 さ れ た 命 題 の 作 り 手 で あ る 法 学 者 に

か ん す る デ ー タ(「 法 学 者 一 覧 」)を 示 し て お い た(つ ぎ の 第 一 七 章 関 係 の

も の は 参 考 資 料 で あ る)。 ウ ル ピ ア ー ヌ ス と パ ウ ル ス が 法 学 界 の 二 巨 頭 で あ

る こ と が す ぐ に 判 明 す る 一 「対 比 表 」参 照)。 こ の 「法 学 者 一 覧 」 の 表 で 「採

録 条 文 数 」 と 「採 録 項 目数 」 と が 異 な っ て い る の は 、 一 人 の 法 学 者 に 由 来

す る 一 つ の 条 文(法 文 命 題)の な か に 、 か な り の 場 合 、 内 容 上 の つ な が り

が そ れ ほ ど な い ま ま に 、い く つ か の 項 目 が ま と め ら れ て い る か ら で あ る(そ

こ に 「前 文 」 と あ る の は 、 「第 一 項 の 前 の 部 分 に お か れ て い る 項 目 」 と ひ と

ま ず 考 え て 頂 い て よ い)。 ウ ル ピ ア ー ヌ ス の 場 合 が 、 八 〇 条 文 ・一 一 六 項 目

と い う こ と で 、 と り わ け 目 立 っ て い る 。

② つ ぎ に 、 ロ ー マ 法 学 者 の ど の よ う な タ イ プ の 著 作 が 『学 説 彙 纂 』 と い

う 法 典 の 法 文 命 題 の 資 料=出 典 ・原 典 と な っ て い る か 、 を 第 一 六 章 に つ い

て 整 理 し て 見 て み る と 、 以 下 の よ う に な る 。

④ 「告 示 註 解 〈Adedictum>」 と い う タ イ プ に 属 す る 法 学 著 作(表 の*1)

か ら と り だ さ れ た 命 題 が 二 四 六 個 中 の 九 三 個 で 、 圧 倒 的 に 多 い(全 体 の 三

七 パ ー セ ン ト を 占 め る)。 ウ ル ピ ア ー ヌ ス 、パ ウ ル ス 、 ガ ー イ ウ ス の 手 に な
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る 、 計 五 つ の 同 じ よ う な タ イ プ の 著 作 が そ の デ ー タ ベ ー ス と な っ て い る

(「対 比 表 」)を 参 照 。 と こ ろ で 、 そ の 「告 示 註 解 」 と い う の は 、 法 学 者 個 人

が 、 法 規 の 一 種 で あ る 個 々 の 告 示 に 対 し て 私 的 に つ け た 学 問 的 コ メ ン ト を

集 録 し た タ イ プ の 著 述 の こ と で あ る が 、 そ の 「告 示 」 と い う の は 、 も と も

と 、 共 和 政 時 代 に お い て 、 政 務 官(と り わ け 法 務 官)が 、 一 年 の 任 期 の 初

め に 広 場 に 公 示 す る 、 ご く 具 体 的 な 法 的 ル ー ル ・枠 組 の こ と で あ る 。 「法 の

国 」 ロ ー マ の 市 民(具 体 的 に は 、そ れ ぞ れ の 家 の 家 長)は 、 こ れ を 見 て(よ

く 判 ら な く て 法 学 者 の 教 え を 求 め る こ と も あ っ た ろ う が)、 法 的 な 行 動(物

事)を は じ め る ま え に 注 意 す る 必 要 の あ る 事 項 を そ こ か ら 読 み と っ た り 、

ま た 、 訴 訟 な ど の ア ク シ ョ ン を お こ す さ い に 必 要 な 情 報 を 入 手 し た り す る

な ど 、 し た は ず で あ る 。 も し 訴 訟 沙 汰 に で も な る と 、 ほ と ん ど の 場 合 、 こ

の 告 示 に し た が っ て 民 事 裁 判 が 運 用 さ れ て い く 。 し か し 、 も し 裁 判 を 指 揮

す る あ る 法 務 官 が 、 一 年 の 任 期 内 に 新 し い 、 社 会 の ニ ー ズ に 即 応 し て 実 体

法 上 な い し は 手 続 法 上 の 暫 定 的 な ル ー ル を 自 身 の 職 責 に お い て 設 定 し(も

ち ろ ん 、専 門 家 で あ る 法 学 者 の 助 言 が 背 後 に あ っ て の こ と で あ ろ う が)、 そ

れ に も と つ い て 裁 判 が 行 な わ れ た と き に 、 そ こ で ア ド ・ホ ッ ク(に)判 断

基 準 と し て 設 定 さ れ る こ と も あ る 。 現 実 に も 援 用 さ れ た 実 績 を も つ そ の ル

ー ル は 、 翌 年 の 法 務 官 に も そ の ま ま う け つ が れ て い き 、 告 示 と し て 固 定 す

る こ と が 多 か っ た 。 こ の よ う に し て 、 こ の ル ー ル ・枠 組 は 一 種 の 法 と も な

っ た 。 告 示 の 文 言 が 、 類 推 ・拡 大 の 手 法 を 用 い て 、 そ の 時 々 の 必 要 に 応 じ

て ゆ る や か に 解 釈 さ れ て い く 余 地 も 多 く あ っ た た め に 、 利 害 関 係 者 間 で 告

示 文 言 の 意 味 が つ ね に 問 題 と さ れ 、争 い も 生 じ て い た は ず で あ る 。 そ こ で 、

法 学 者 が こ れ に つ い て 鑑 定 風 の 見 解 表 明 を し ば し ば 行 な っ た も の と 考 え ら

れ る 。 も ち ろ ん 、 こ れ に は 、 法 的 拘 束 力 は な い 。 法 学 者 の も つ 権 威 が 、 人

々 が そ れ に し た が う よ う に し む け る だ け の こ と で あ る 。 そ う い っ た も の が

堆 積 し た の で 、 そ れ を 、 法 学 者 が 、 さ ま ざ ま な 理 由 か ら 、 書 物 に ま と め あ

げ る こ と に な っ た の で あ ろ う 。 と こ ろ で 、 時 代 は 下 っ て 、 法 学 の 古 典 期 に

あ た る 帝 政 時 代 に な る と 、 共 和 国 制 の ト ッ プ の 一 翼 を に な っ て い た 、 司 法

担 当 の 法 務 官 は 、 そ の よ う な 第 一 線 の 法 規 範 創 造 の 活 動 か ら し り ぞ き 、 も

は や た ん な る 名 誉 職 と な っ て し ま う が 、 法 務 官 の 、 法 創 造 に タ ッ チ す る と

い う 重 要 な 地 位 ・役 割 は 、 実 質 的 に は 、 い ま や 皇 帝(元 首)が ひ き つ ぎ 、

問 題 の 告 示 は 皇 帝 の 発 布 す る 勅 法 の 一 部 を 構 成 す る こ と に な る 。も っ と も 、

法 の 現 状 を 変 え て い く よ う な 告 示 が つ ぎ つ ぎ に 発 布 さ れ る 必 要 を 生 み だ す

ほ ど 流 動 的 な 法 状 況 は 、 ロ ー マ と い う 国 家 が 拡 大 か ら 守 り へ と 移 行 し て い

っ た 紀 元 後 の 時 代 に な る と 、 そ れ ほ ど ひ ん ぱ ん に は 生 じ な か っ た か も し れ

な い 。 後 二 世 紀 に ハ ド リ ア ー ヌ ス と い う 元 首(皇 帝)の 命 に よ り ま と め ら

れ た 「永 久 告 示 録 」(EdictumPerpetuum)は 、 共 和 政 以 来 の 伝 統 的 な 法
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源 で あ っ た 告 示 が ま と め ら れ て 、 最 終 的 な 姿 を と っ た も の で あ る 。

⑥ 「ユ ー リ ウ ス ・パ ピ ウ ス 法 註 解 〈AdlegemJuliametPapiam>」 は 、

紀 元 前 後 に 、 初 代 の 元 首(皇 帝)・ ア ウ グ ス ト ゥ ス が 、 上 流 の ロ ー マ 市 民 の

も と で 出 生 率 や 性 道 徳 の 水 準 が 大 き く 低 下 し て し ま っ た こ と を 憂 慮 し 、 正

式 の 婚 姻 を 奨 励 し よ う と し て 制 定 さ せ た 法 律 で あ る が 、 こ の 単 行 の 法 律 の

制 定 か ら 五 〇 〇 年 以 上 た っ た あ と で も 、 こ の 法 規 の 条 文 の 内 容 に つ い て の

過 去 の 学 者 の 見 解 が 多 数 と り あ げ ら れ て い る 、 と い う の は か な り 目 立 つ 現

象 で あ る 。 ウ ル ピ ア ー ヌ ス 、 パ ウ ル ス 、 テ レ ン テ ィ ウ ス ・ ク レ ー メ ー ン ス

と い う 三 名 の 法 学 者 が 残 し た 同 じ 名 称 を も つ 著 作 か ら 、 計 二 六 個 の 法 文 命

題 が と り だ さ れ て い る 。

◎ 「サ ビ ー ヌ ス 註 解 〈AdSabinum>」 は 、 以 上 の 二 つ が 、 国 家 の 制 定 す

る 法 ・法 規 に 対 す る 私 的 コ メ ン ト と し て の 性 格 を も つ 作 品 で あ る の と は 異

な っ て 、 こ れ は 、 サ ビ ー ヌ ス と い う 一 人 の 法 学 者 の た ん な る 私 的 な 著 作 に

対 し て 後 代 に お い て つ け ら れ た 私 的 コ メ ン ト と し て の 性 格 を も つ 著 作 形 式

で あ る 。 サ ビ ー ヌ ス と い う の は 、 後 一 世 紀 に 出 た 法 学 者 で 、 「サ ビ ー ヌ ス 学

派 」 と 呼 ば れ る 学 者 集 団(い わ ゆ る 「学 派 」)の 塾 頭 と し て 法 学 者 サ ー ク ル

の な か で 勢 力 を も っ た 人 物 で あ る 。 彼 は 、 法 学 の 隆 盛 期 で あ る 古 典 期 の 初

め の こ ろ の 後 一 世 紀 の 時 点 で 、 当 時 の 実 質 的 な 市 民 法(私 法)を 個 人 レ ヴ

ェ ル で 整 理 し て 三 巻 本 に ま と め あ げ て い た が 、 そ の 体 系 ・構 成 や 内 容 が と

て も す ぐ れ て い た の で 、 後 代 の 法 学 者 た ち は 、 個 人 的 に 、 こ の 著 作 の 内 容

そ の も の に 対 し て コ メ ン ト を つ ぎ つ ぎ に く わ え て い く と い う か た ち で 、 そ

の 市 民 法 の 内 容 を 実 質 的 に 豊 か に し て い っ た 。 こ の 第 一 六 章 で は 、 ウ ル ピ

ア ー ヌ ス 、 ポ ン ポ ー ニ ウ ス 、 パ ウ ル ス と い う 三 名 の 法 学 者 の 同 名 の 著 作 か

ら 、 計 二 五 個 の 法 文 命 題 が と り だ さ れ て い る 。

⑪ 「法 学 大 全 〈Digesta>」 は 、 個 人 の 業 績 の 集 録 、 あ る い は 、 特 定 の テ ー

マ に そ く し て 法 学 者 た ち の 学 説 を 集 め た 著 作 の 形 式 の こ と で あ り 、 マ ル ケ

ッ ル ス 、 ケ ル ス ス 、 ユ ー リ ア ー ヌ ス 、 ア ル フ ェ ー ヌ ス ・ワ ー ル ス 、 ケ ル ウ

ィ デ ィ ウ ス ・ ス カ エ ウ ォ ラ と い う五 名 の 同 名 の 著 作 か ら 、 計 一 六 個 の 法 文

が と り だ さ れ て い る 。

③ 「一 二 表 法 註 解 〈Adlegemduodecimtabularum>」 は 、 た ん な る 私

人 と し て(本 編 に 登 場 す る 他 の 法 学 者 の う ち か な り の 人 は 帝 国 中 央 の 高 級

官 職 に つ い て い た)社 会 の 現 場 で 私 的 に と り 行 わ れ る 法 学 教 育 に 大 き な 貢

献 を し た と 思 わ れ る ガ ー イ ウ ス と い う 人 物 の 著 作 で あ る 。 こ こ か ら 六 個 が

採 録 さ れ て い る(な お 、ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス 帝 が 編 纂 さ せ た さ き の 『法

学 提 要 』 は 、 ガ ー イ ウ ス 個 人 の 同 名 の 著 作 か ら 大 き な 影 響 を う け て い る)。

ロ ー マ 初 期 の 一 二 表 法 の 規 定 に 関 連 す る 命 題 に つ い て は 、後 の 第 二 章(5)

の ト ピ ッ ク の と こ ろ で 扱 う 。前 五 世 紀 の 一 二 表 法 の 制 定 か ら『市 民 法 大 全 』
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の 制 定 ま で に 、 実 に 一 〇 〇 〇 年 近 く の 時 が 流 れ て い る の で あ る が 、 こ の 書

物 が 二 つ の 法 典 を 間 接 的 に つ な い で く れ て い る こ と に な る 。

⑪ 「ク ィ ー ン ト ゥ ス ・ム ー キ ウ ス 註 解 〈AdQuintumMucium>」 は 、 さ

き の 「サ ビ ー ヌ ス 註 解 」 の 場 合 と 同 じ よ う に 、 ク ィ ー ン ト ゥ ス ・ ム ー キ ウ

ス ・ ス カ エ ウ ォ ラ(前 一 世 紀 の 法 学 者)の 市 民 法 に か ん す る 著 作 に コ メ ン

トを つ け る タ イ プ の 作 品 で あ る 。 こ れ は 、 法 学 の 歴 史 に つ い て 貴 重 な 記 述

を 残 し た こ と で 大 き な 功 績 の あ る ポ ン ポ ー ニ ウ ス の 著 作 で 、 こ こ か ら 六 個

が 採 録 さ れ て い る 。 一 二 表 法 に つ い て は 、[F]部 門 第 四 章[1](5):p.31f

f.の 記 述 を 参 照 し て 頂 き た い 。

◎ 「プ ラ ウ テ ィ ウ ス 註 解 〈AdPlautium>」 は 、 主 と し て 法 務 官 法(名 誉

法 の 中 核)を 扱 っ た プ ラ ウ テ ィ ウ ス と い う 法 学 者(後 一 世 紀)の 著 作 に 後

代 の 法 学 者 が コ メ ン ト を つ け て い る タ イ プ の 作 品 で あ り 、 こ こ に は パ ウ ル

ス の も の が 五 個 採 録 さ れ て い る 。

以 上 の ④ か ら ◎ ま で の 著 作 か ら の 法 文 命 題 は 、 そ れ ぞ れ に 群 を 形 成 し て

い る が 、 そ の 点 に つ い て 見 て み よ う 。

③ さ き に(2)⑧ に 示 し た 「告 示 註 解 」 系 の こ れ ら 九 三 個 の 法 文 命 題 の 内

訳 は 、 ウ ル ピ ア ー ヌ ス の も の が 四 九 個 、 パ ウ ル ス の も の が 三 二 個 、 ガ ー イ

ウ ス の も の が 一 二 個 と な る 。 つ ぎ に 、 そ れ ら が ど の よ う に 配 置 さ れ て い る

の か を 少 し 細 か く 見 て み よ う 。

④ ウ ル ピ ア ー ヌ ス の 全 八 三 巻 の 巨 大 な 「告 示 註 解 」 か ら と り だ さ れ た 計

四 九 個 の 法 文 命 題 は 、A1群(第 一 ～ 第 七 七 法 文)に お い て も 、 ま た 、 そ れ

か ら ず っ と は な れ た と こ ろ に あ るA2群(第 一 八 二 ～ 第 一 九 七 法 文)に お い

て も 、 各 群 の 内 部 で は 、 そ の 原 典 の 巻 の ナ ン バ ー ど お り に な ら べ ら れ て い

る 。 も っ と も 、 そ の グ ル ー プ(命 題 群)そ れ 自 体 の 位 置 や 配 列 が 問 題 で 、

A1群 の 前 半 部 に あ た る 第 一 法 文 か ら 第 三 八 法 文 ま で の と こ ろ で は 、 原 典 の

第 一 巻 か ら 第 二 五 巻 ま で の 巻 か ら と り だ さ れ た 学 説 命 題 の 各 部 分 が 見 ら れ

て 、 ご く 自 然 な 配 置 に な っ て い る の で あ る が 、 し か し 、 そ の つ づ き は 、 ず

っ と あ と のA2群 の 冒 頭 の 第 一 八 二 法 文 に な り 、 そ し て 、 そ こ か ら 、A2群

末 尾 の 第 一 九 七 法 文 ま で の あ い だ に 、 原 典 の 第 二 七 巻 か ら 第 五 〇 巻 ま で の

巻 か ら と り だ さ れ た 学 説 命 題 が お さ め ら れ 、 そ れ か ら 、 再 び 、 ず っ と ま え

に も ど っ て 、A1群 の 後 半 部 の と こ ろ に あ る 第 四 〇 法 文 に 接 続 し て い き 、 そ

こ か ら 第 七 三 法 文 ま で の あ い だ に 、 原 典 の 第 五 六 巻 か ら 第 八 〇 巻 ま で の 巻

か ら と り だ さ れ た 学 説 命 題 が き て 、 そ れ で 全 体 が ま と ま る 、 と い う よ う に

な っ て い る 。 こ の よ う に 、 ウ ル ピ ア ー ヌ ス の 「告 示 註 解 」 と い う書 物(原

典)と の 関 連 で 問 題 の 第 一 六 章 の 法 文 命 題 の 配 列 を 考 え て み る と 、A1群 の

前 半 部 か ら 、 ず っ と は な れ た と こ ろ に あ るA2群 全 体 に つ な が り 、 そ し て 、

A1群 の 後 半 部 に も ど っ て 全 体 が ま と ま る 、 と い う複 雑 な 構 成 が 見 ら れ る 。
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A1群 とA2群 が こ の よ う に 複 雑 に か ら み あ う こ の ス タ イ ル は 、 姉 妹 篇 で あ

る 「第 一 七 章 」 に お け る 、 二 名 の 法 学 者 の 手 に な る 「告 示 註 解 」 系 の 法 文

命 題 の 配 置 の し か た に も 見 ら れ る 。 な お 、 一 つ の ま と ま り を 構 成 し て い る

A1群 の 前 半 部 と 後 半 部 を 分 け て い る 境 界 線 は 、 ウ ル ピ ア ー ヌ ス の 学 説 命 題

の 場 合 、 第 三 八 法 文 で あ り 、 そ し て 、 パ ウ ル ス の そ れ の 場 合 、 第 三 七 法 文

で あ る 。 ど う し て こ の よ う な 断 絶 が 生 じ て し ま っ た の か は 不 明 で あ る が 、

編 纂 過 程 に お け る 、 か な り 技 術 的 な 、 手 順 面 で の 都 合 に よ る も の と 考 え る

し か な い 。 い ず れ に し て も 、 ウ ル ピ ア ー ヌ ス の 「告 示 註 解 」 と い う タ イ プ

書 物 は 、 第 一 六 章 に お さ め ら れ て い る 法 文 全 体 の 骨 格 の 一 つ の ベ ー ス と な

っ て い る 。

⑥ つ ぎ に 、 パ ウ ル ス の 全 八 〇 巻 の 「告 示 註 解 」 か ら と り だ さ れ た 計 三 二

個 の 法 文 命 題 の 配 列 に つ い て 言 え ば 、A1群 の 前 半 部(第 一 法 文 か ら 第 三 七

法 文 ま で の あ い だ)に お い て 、 原 典 の 第 一 巻 か ら 第 二 六 巻 ま で が 扱 わ れ て

お り 、 そ れ がA2群 の 第 一 八 三 法 文 に つ な が り 、 そ こ か ら 第 一 九 一 法 文 ま で

の あ い だ に 、 原 典 の 第 三 〇 巻 か ら 第 三 五 巻 ま で の 巻 か ら と り だ さ れ た も の

と し て 現 わ れ 、 そ し て 、A1群 の 後 半 部 に あ た る 部 分 に あ る 第 三 九 法 文 に つ

な が り 、 そ こ か ら 第 七 三 法 文 ま で の あ い だ に 、 原 典 の 第 五 三 巻 か ら 第 七 六

巻 ま で の 巻 か ら と り だ さ れ た 学 説 命 題 が き て 、 そ れ で 全 体 が ま と ま る 。 こ

の よ う な ジ グ ザ グ の 構 成 は 、 ウ ル ピ ア ー ヌ ス の 同 名 の 書 物 の 場 合 と よ く 似

て い る と も 言 え る が 、 し か し 、 第 ニ ー 巻 か ら 突 然 第 六 六 巻 へ と び 、 第 二 四

巻 、 第 一 七 巻 、 第 二 六 巻 と な っ た り 、 第 七 六 巻 、 第 五 〇 巻 、 第 五 一 巻 、 第

四 九 巻 と な っ た り す る よ う に 、 流 れ に 乱 れ も 認 め ら れ る の が こ の ケ ー ス の

特 徴 と な っ て い る 。

◎ ガ ー イ ウ ス の 、 「属 州 告 示 註 解 」 か ら と り だ さ れ た 学 説 命 題 は 、原 典 の

巻 の ナ ン バ ー ど お り に な ら ん で い る(一 〇 個 の う ち 九 個 はA1群 に あ り 、残

り の 一 つ だ け がA2群 に あ る)。

⑪ と こ ろ で 、 話 題 は 変 わ る が 、 ガ ー イ ウ ス の 、 「属 州 告 示 註 解 」 に 由 来 す

る 法 文 命 題 の 場 合 、 こ れ ら は あ ち こ ち に 点 在 し て い る だ け で あ り 、 こ れ に

反 し て 、 全 四 九 個 か ら な る 、 ウ ル ピ ア ー ヌ ス の 「告 示 註 解 」 系 の も の の 場

合 は 、 そ の う ち 計 三 〇 個 の 法 文 が 一 一 個 所 で そ れ な り に ま と ま っ て 配 置 さ

れ 、 そ し て 、 全 三 二 個 か ら な る 、 パ ウ ル ス の 「告 示 註 解 」 系 の も の の 場 合 、

こ れ ら は 、 そ の う ち 計 一 四 個 の 法 文 が 六 個 所 で そ れ な り に ま と ま っ て 配 置

さ れ て い る 。

③ そ れ か ら 、 こ の 「告 示 註 解 」 の 場 合 だ け で な く 、 つ ぎ に 述 べ る 「サ ビ

ー ヌ ス 註 解 」 の 場 合 な ど も 含 め て 考 え て み る と 、 こ れ ら 三 名 の 有 力 な 法 学

者 の 法 文 命 題 の 位 置 の か ら み あ い か た に か ん し て 目 に つ く の は 、 第 一 に 、

ウ ル ピ ア ー ヌ ス の 法 文 命 題 と パ ウ ル ス の そ れ と が 、 〔ウ ル ピ ア ー ヌ ス → パ ウ

D-14



ル ス → ウ ル ピ ア ー ヌ ス 〕 か 、 〔パ ウ ル ス → ウ ル ピ ア ー ヌ ス → パ ウ ル ス 〕 か の

か た ち で 交 互 に 現 わ れ て く る ケ ー ス が 実 に 三 七 回 に も な る こ と で あ る 。 も

っ と も 興 味 ぶ か い の は 、G〔 ガ ー イ ウ ス 〕 文(ガ ー イ ウ ス の つ く り あ げ た

命 題)とG文 と の あ い だ に 、U[ウ ル ピ ア ー ヌ ス]文 とP[パ ウ ル ス]文

が つ ぎ の よ う に な ら ぶ 、 第 三 〇 法 文 か ら 第 四 一 法 文 ま で の ラ イ ン ナ ッ プ で

あ る 一GUPUP・PUPUPUG。 こ の よ う に 、 ガ ー イ ウ ス の 法 文 命 題 が 、 ウ ル

ピ ア ー ヌ ス の そ れ あ る い は パ ウ ル ス の そ れ を 前 後 に も つ よ う に し て 一 つ

ま り 、 ガ ー イ ウ ス 法 文 が 両 者 の 作 品 に か ら む よ う に し て 一 一 二 個 所 に 散 ら

ば っ て い る こ と(こ の ス タ イ ル は 、 第 一 七 章 で も 、 一 二 個 所 に あ る)が 注

目 点 で あ る 。 こ う い っ た 現 象 の 発 生 に は 、 あ る い は 編 纂 委 員 会 の 特 別 の 意

図 が か ら ん で い る の か も し れ な い 。

④ 以 上 は 、 「告 示 註 解 」 関 係 の デ ー タ の 解 析 で あ る が 、 そ れ に つ づ い て 、

そ の 「告 示 註 解 」 と な ら ん で 重 要 な 資 料 と な っ て い る さ き の ② ◎ の 「サ ビ

ー ヌ ス 註 解 」 の 場 合 に つ い て 、 原 典 の 巻 と 第 一 六 章 の 法 文 の ナ ン バ ー と の

対 応 関 係 を 見 て み よ う 。 さ き の 「告 示 註 解 」 の 場 合 と 同 じ よ う に 、 ウ ル ピ

ア ー ヌ ス の 学 説 命 題(計 一 四 個)も 、 パ ウ ル ス の 学 説 命 題(計 三 個)も 、

第 一 五 九 法 文 か ら 第 一 八 一 法 文 ま で の ゾ ー ン に 原 典 の 巻 の 配 列 順 に 、 き れ

い に な ら ん で い る(も っ と も 、 例 外 は あ っ て 、 第 九 〇 法 文 は ウ ル ピ ア ー ヌ

ス の も の の 孤 立 例 で あ る)。 つ い で に 言 え ば 、 ポ ン ポ ー ニ ウ ス の 「サ ビ ー ヌ

ス 註 解 」 の 学 説 命 題 は 八 個 で(こ れ は 、 二 五 個 あ る 「サ ビ ー ヌ ス 註 解 」 系

の 法 文 命 題 の か な り の 部 分 に な る)、 原 典 の 巻 の 配 列 順 に き れ い に な ら ん で

い る(も っ と も 、 こ こ に も 例 外 が あ っ て 、 第 八 九 法 文 は 孤 立 例 で あ る)。 こ

れ ら を 総 合 的 に 見 る と 、 「サ ビ ー ヌ ス 註 解 」本 か ら と り だ さ れ た 各 法 文 命 題

は 、 こ の 第 一 六 章 に お い て も 、 ま た 姉 妹 篇 に あ た る 第 一 七 章([E]部 門 に

そ の 全 訳 が お さ め ら れ て い る)に お い て も 、 か な り お さ ま り の よ い か た ち

に な っ て い る の で 、 「告 示 註 解 」 と 今 回 の 「サ ビ ー ヌ ス 註 解 」 と で は 、 そ こ

か ら 選 び だ さ れ た 法 文 命 題 の 配 列 の し か た に ち が い が 見 ら れ る 、 と い う わ

け で あ る 。

⑤ す で に 、 九 三 個 あ る 「告 示 註 解 」 系 列 の 法 文 命 題 配 列 の 状 況 に つ い て

述 べ た が 、 つ ぎ に 、 そ の 補 足 を す る と と も に 、 残 り に つ い て ど の よ う な 配

列 パ タ ー ン が 見 ら れ る か を 検 討 し よ う 。

④ ま ず 、 著 作 の 形 式 に 着 目 し て み る 。 「サ ビ ー ヌ ス 註 解 」(連 続 し て 計 二

三 個)、 「ユ ー リ ウ ス ・パ ピ ウ ス 法 註 解 」(連 続 し て 計 二 六 個)、 「ク ィ ー ン ト

ゥ ス ・ム ー キ ウ ス 註 解 」(連 続 し て 計 六 個:た だ 一 人 の 著 者 ポ ン ポ ー ニ ウ ス

の 作 品)、 「一 二 表 法 註 解 」(連 続 し て 計 六 個:た だ 一 人 の 著 者 ガ ー イ ウ ス の

作 品)が そ れ な り に グ ル ー プ を か た ち つ く っ て い る が 、 こ れ ら の ま と ま り

の あ る も の を 総 計 す る と 、 八 一 個 に も な る 。 一 方 、 さ き の 「告 示 註 解 」 系
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列 の 法 文 命 題 の 場 合 、 主 力 の 「告 示 註 解 」 の 分 の 七 九 個 の あ い だ に 、 「属 州

告 示 註 解 」 の 一 一 個 と 、 他 の 三 っ の 著 作(各 一 個)と を あ わ せ た 一 四 個 が

わ っ て は い る 、 と い う 構 造 に な っ て い る 。 な お 、 五 名 の 法 学 者 の 手 に な る

「法 学 大 全 」 か ら の も の は 四 つ の 個 所 に 散 在 し て い る 。

⑬ つ ぎ に 、 ウ ル ピ ア ー ヌ ス と パ ウ ル ス の 二 名 に か ん し て は あ と で 述 べ る

こ と に し て 、 そ の 他 の 法 学 者 そ の 人 に 着 目 し て み る 。 三 個 以 上 の 命 題 を 連

続 す る か た ち で 法 文 と し て 収 録 さ れ て い る 法 学 者 は 、モ デ ス テ ィ ー ヌ ス(第

一 〇 一 法 文 か ら 第 一 一 〇 法 文 ま で の 計 一 〇 個:六 タ イ プ の 著 作 形 式 が 混 在

し て い る)、 ヤ ウ ォ レ ー ヌ ス(第 一 一 一 法 文 か ら 第 一 一 七 法 文 ま で の 計 七 個

ニ タ イ プ の 著 作 形 式 が 混 在 し て い る)、 ポ ン ポ ー ニ ウ ス(第 一 一 八 法 文 か

ら 第 一 二 三 法 文 ま で の 計 六 個:さ き の 「ク ィ ー ン ト ゥ ス ・ ム ー キ ウ ス 法 註

解 」 の 部 分)、 ガ ー イ ウ ス(第 二 三 二 法 文 か ら 第 二 三 八 法 文 ま で の 計 七 個

一 さ き の 「一 二 表 法 註 解 」(六 個 分)を 含 む 一 、 第 一 四 八 法 文 か ら 第 一 五

〇 法 文 ま で の 計 三 個 さ き の 「ユ ー リ ウ ス ・パ ピ ウ ス 法 註 解 」 の 部 分)、

ケ ル ス ス(第 九 六 法 文 か ら 第 九 八 法 文 ま で の 計 三 個)、 プ ロ ク ル ス(第 一 二

四 法 文 か ら 第 一 二 六 法 文 ま で の 計 三 個)で あ る 。 も し 、 計 二 個 の ま と め か

た ま で も 考 慮 に 入 れ る な ら 、 ケ ル ス ス(第 九 三 ～ 第 九 四 法 文)、 テ レ ン テ ィ

ウ ス ・ク レ ー メ ー ン ス(第 一 四 六 ～ 第 一 四 七 法 文)、 リ キ ン ニ ウ ス ・ル ー フ

ィ ー ヌ ス(第 一 五 五 ～ 第 一 五 六 法 文)、 ユ ー リ ア ー ヌ ス(第 二 〇 〇 ～ 第 二 〇

一 法 文)
、 ア ル フ ェ ー ヌ ス ・ ワ ー ル ス(第 二 〇 二 ～ 第 二 〇 三 法 文)、 ア ー フ

リ カ ー ヌ ス(第 二 〇 七 ～ 第 二 〇 八 法 文)、 パ ピ ニ ア ー ヌ ス(第 ニ ー 八 ～ 第 ニ

ー 九 法 文)
、 ポ ン ポ ー ニ ウ ス(第 一 六 五 一 第 一 六 六 法 文:第 一 八 〇 ～ 第 一 八

一 法 文:第 二 四 五 ～ 第 二 四 六 法 文)な ど の ケ ー ス も 対 象 に 入 る
。

◎ そ こ で 、 ロ ー マ の 法 学 者 の 両 巨 頭 で あ る ウ ル ピ ア ー ヌ ス と パ ウ ル ス に

つ い て 見 て み る と 、 ま ず 、 ウ ル ピ ア ー ヌ ス に つ い て は 、 三 個 以 上 の 法 文 命

題 が ま と め ら れ て い る の は 、 著 作 別 の 合 計 七 つ の 個 所 で 、 第 六 五 法 文 か ら

第 六 九 法 文 ま で の 計 五 個 、 第 一 五 九 法 文 か ら 第 一 六 一 法 文 ま で の 計 三 個 、

第 一 七 二 法 文 か ら 第 一 七 四 法 文 ま で の 計 三 個 、 第 一 七 六 法 文 か ら 第 一 七 九

法 文 ま で の 計 四 個 、 第 一 八 五 法 文 か ら 第 一 八 七 法 文 ま で の 計 三 個 、 第 一 九

二 法 文 か ら 第 一 九 五 法 文 ま で の 計 四 個 、 第 一 九 七 法 文 か ら 第 一 九 九 法 文 ま

で の 計 三 個 と な っ て い る 。 な お 、 第 一 五 九 法 文 か ら 第 一 九 九 法 文 ま で の 四

一 個 所 に は
、 ウ ル ピ ア ー ヌ ス の も の が 計 二 〇 個 も あ っ て 、 そ の 比 率 が と て

も 高 く な っ て い る 。

つ ぎ に 、 パ ウ ル ス に つ い て は 、 合 計 二 つ の 個 所 で 、 第 七 四 法 文 か ら 第 八

二 法 文 ま で の 計 九 個 、第 二 二 六 法 文 か ら 第 二 三 一 法 文 ま で の 計 六 個 と な る 。

ウ ル ピ ア ー ヌ ス は 全 体 で 八 〇 個 、 パ ウ ル ス は 全 体 で 六 三 個 の 法 文 を 、 そ れ

ぞ れ の 著 作 か ら 、 総 計 二 四 六 個 の 法 文 か ら な る こ の 第 一 六 章 に 採 録 さ れ て
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い る が 、 三 つ 以 上 の ま と ま り を も っ た 法 文 が 、 前 者 で は 、 七 個 所 で 計 二 五

個 、 後 者 で は わ ず か 二 個 所 で 、 計 一 五 個 し か な い こ と を 考 え あ わ せ る と 、

第 一 六 章 全 体 に つ い て 、 ウ ル ピ ア ー ヌ ス の 法 文 と パ ウ ル ス の 法 文 が い か に

散 在 し て い る か が 明 ら か と な る 。 他 方 で 、 こ れ に 、 二 個 で ワ ン ・セ ッ ト に

な っ て い る ケ ー ス(ウ ル ピ ア ー ヌ ス の 場 合 、 一 三 個 所 、 パ ウ ル ス の 場 合 、

九 個 所)の デ ー タ を 加 え て 考 え る と 、 そ の 「散 在 」 と い う も の が 、 そ れ な

り に 組 に な っ て 発 生 し て い る こ と も 判 明 す る 。

(5)さ て 、 一 般 的 に 言 っ て 、 「言 葉 の 意 義 に つ い て 」 と い っ た 特 別 の テ

ー マ 設 定 の も と に 、 法 学 者 の さ ま ざ ま な 学 説 を ひ ろ い あ げ 、 そ こ か ら 法 規

定 と な る べ き も の を え ら び だ そ う 、 と い う 作 業 が な さ れ る と い う と き 、 い

ろ い ろ な 配 列 の 方 法 が あ る 。 ④ 内 容 別 に カ テ ゴ リ ー を た て 、 理 論 的 に 法 規

定 を き ち ん と 配 置 し て い く と い う手 法 は 、 た と え ば 、 ド イ ツ の 法 学 の 影 響

を 強 く う け た 日 本 の 法 学 者 の 定 石 で あ ろ う が 、 プ ラ グ マ テ ィ ス ト と し て の

特 徴 を 強 く 示 す ロ ー マ 法 学 者 に は そ の よ う な 手 法 に は そ れ ほ ど 興 味 を い だ

か な か っ た 。今 回 は 、一 残 念 な が ら 一 第 一 六 章 の 全 訳 は 試 み て い な い の で 、

こ の 章 の 配 列 が 実 際 に 内 容 別 と な っ て い な い 点 に つ い て は 、 こ こ で 明 ら か

に す る こ と は で き な い が 、 結 論 と し て は だ い た い の と こ ろ そ の よ う に な っ

て い る(6)。 ⑥ 法 学 者 と い う 、 命 題 の 作 り 手 に 着 目 し て 、 た と え ば 、 彼 ら の

活 躍 し た 時 代 の 順 序 で な ら べ て い く と か 、 氏 名 を ア ル フ ァ ベ ッ ト順 に す る

と か し て 彼 ら の 業 績 を 整 理 し て い く の も 一 つ の 方 法 で あ る が 、 そ れ で は あ

ま り に も 機 械 的 す ぎ て 、 風 情 が な く 、 一 方 で 、 権 威 の あ る 順 番 に 法 学 者 を

な ら べ て い く 、 と い う の も 角 が た つ 、 と ロ ー マ 人 に 考 え ら れ る の か も し れ

な い 。 そ れ で も 、 さ き の ⑤ の ⑬ の と こ ろ で 少 し整 理 し て お い た 点 か ら も 判

明 す る よ う に 、 少 な く と も 人 の 名 で 法 文 命 題 を ま と め て お く 、 と い う 処 理

が ほ ど こ さ れ て い る 部 分 も あ る 。 他 方 で 、 と に か く 、 ウ ル ピ ア ー ヌ ス と パ

ウ ル ス と い う 二 人 の 法 学 者 の 手 に な る 学 説 命 題 を 中 軸 に お い て こ れ ら を 法

規 化 し て い こ う 、 と い う と こ ろ に 立 法 作 業 の 重 点 が お か れ た ふ し も あ る 。

彼 ら は ロ ー マ 古 典 法 学 が 成 熟 期 に 達 し た あ と の 紀 元 後 三 世 紀 初 め の ほ と ん

ど 同 時 期 に 活 躍 し た 人 物 で あ る が 、 彼 ら が そ れ ま で の 数 世 紀 問 の 法 学 を 集

大 成 し た 点 で 共 通 の 特 徴 を も っ て い る の で 、 ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス 帝 の

法 典 編 纂 の さ い 、 彼 ら の 業 績 が と り わ け 重 視 さ れ る こ と に な っ た の で あ ろ

う。 も ち ろ ん 、 各 地 の 法 学 校 な ど に 大 切 に 保 存 さ れ て い た 法 学 説 資 料 と し

て ど う い う も の が 実 際 に 利 用 で き る か 、 と い う技 術 的 な 要 素 も 、 現 実 問 題

と し て は 、 大 き な 決 め 手 と な っ て い た で あ ろ う。 な お 、 ガ ー イ ウ ス と ポ ン

ポ ー ニ ウ ス は 、 と も に 、 さ き の 二 人 よ り 一 世 代 ほ ど 前 の 古 典 期 盛 期 に 位 置

す る 法 学 者 で あ る が 、 学 風 に そ れ ぞ れ 特 色 が 見 ら れ た せ い か 、 こ の 第 一 六

章 で は 彼 ら の 業 績 が か な り と り い れ ら れ て い る 。 第 一 六 章 と 第 一 七 章 を あ
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わ せ て 見 て み る と 、 「メ イ ン の 登 場 人 物 が ウ ル ピ ア ー ヌ ス と パ ウ ル ス で 、サ

ブ の そ れ が ガ ー イ ウ ス と ポ ン ポ ー ニ ウ ス 」 と い う 図 式 が な り た つ 。 前 者 の

グ ル ー プ が 司 法 官 僚 と し て は ト ッ プ に 登 り つ め た の に 対 し 、 後 者 の グ ル ー

プ が ど ち ら か と 言 え ば 学 者=教 育 者 風 の 人 生 を す ご し た こ と も 、 彼 ら を 処

遇 す る さ い の 方 法 に 影 響 を お よ ぼ し て い る の か も し れ な い ω 。 ◎ 法 文 命 題

の 出 典 に あ た る 著 作 の パ タ ー ン に 着 目 し て 法 文 を な ら べ て い く 方 法 は 、8

頁 の 「構 成 表 」、 お よ び 、 註(7)② の 解 説 か ら も 判 明 す る よ う に 、 必 ず し

も 一 貫 し て 用 い ら れ て は い な い 。 結 局 の と こ ろ 、 ど の よ う に 分 析 を 試 み て

も 、 法 典 の 編 纂 委 員 会(部 会)が 法 的 な 言 葉 の 「意 義 」 に か ん す る 学 説 命

題 を 法 規 用 に 整 理 し て 選 び だ す さ い に 採 用 し た 手 法 の ほ ん と う の 正 体 は 、

う ま く 読 み と れ な い の で あ る 。

第 二 章 分 析

は じ め に

① 法 文 命 題 を 邦 訳 の か た ち で 引 用 す る さ い に は 、 そ の 冒 頭 の と こ ろ に 、

法 学 者 名 ・ 出 典 ・巻 号 の 順 序 で デ ー タ を 示 す 。

② 邦 訳 の な か に あ る[]記 号 は 、文 意 を 明 確 に す る た め の 補 足 語 と し て 、

ま た 、()記 号 は 、 説 明 語 と し て 、 そ れ ぞ れ 筆 者 の 手 で つ け ら れ た も の で

あ る 。

③ 『学 説 彙 纂 』 の テ キ ス ト に は 、 原 則 と し て 、T.Mommsen,P.Krueg

er版 を 用 い た が 、 そ れ は 、A.Watson,TheDigestofJustinian(vol.1

～IV)(1985)と い う ラ テ ン 語 原 文 の 英 訳 の さ い に ベ ー ス と な っ て い る も

の で あ る 。 な お 、 独 訳 と し て 、C.E.Otto,B.Schilling,C.F.F.Sinte

nis,DasCorpusJurisCivilis,VierterBand,1892が 、仏 訳 と し て 、H.

Hulot,Corpsdedroitcivilromainenlatinetenfrangais,Tom.7,

1879が あ る 。 そ の ほ か に も 、 現 在 進 行 中 の も の も 含 め て い ろ い ろ な 各 国

語 の 業 績 が あ る 。 そ れ ら の 文 献 情 報 に つ い て は 、 京 都 大 学 ロ ー マ 法 研 究 会

「学 説 彙 纂 第 五 〇 巻 第 一 章 邦 訳(一)」(法 学 論 叢163巻6号 ,2008)の 「は

し が き 」 の と こ ろ に 指 示 が あ る 。

④ 本 章 で こ れ か ら ピ ッ ク ア ッ プ し て い く 法 文 命 題 の 邦 訳 の 配 列 の し か た

に つ い て で あ る が 、 ま っ た く 便 宜 的 な ス タ イ ル に よ る こ と に す る 。 結 論 か

ら 言 え ば 、こ の 第 一 六 章 で は 内 容 に そ く し て 法 文 命 題 が な ら べ ら れ て い る 、

と い う わ け で は な い の で 、 原 本 ど お り に 邦 訳 を 配 置 し て い く や り か た が こ

こ で そ れ ほ ど 意 味 を も つ も の と は 思 わ れ な い う え に 、 「コ モ ン セ ン ス 論 」 の

視 点 か ら す れ ば 、 あ る 程 度 は 筆 者 な り に 整 理 を ほ ど こ し て お く 必 要 も 生 じ

て く る か ら で あ る 。 と こ ろ で 、 そ も そ も 法 文 を そ れ な り に き ち ん と 配 置 し

て 法 典 を 編 成 す る 、 と い う 点 に か ん し て は 、 ロ ー マ 人 に は 、 昔 か ら 、 な に
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や ら 無 頓 着 な と こ ろ が 見 ら れ る の で 、 な に も 、 こ の 第 一 六 章 だ け が 目 立 っ

て 雑 然 と し て い る 、 と い う ほ ど の こ と で も な い 。 た し か に 、 そ の 「無 頓 着

さ 」 は 「ル ー ス さ 」 に も つ な が る 、 と い う 評 価 を う け て も や む を え な い と

も 言 え る 。 実 際 の と こ ろ 、 ロ ー マ 人 は 、 同 じ 西 洋 古 典 古 代 人 と し て の ギ リ

シ ア 人 と も 、 ま た 、 論 理 性 ・概 念 性 ・体 系 的 整 合 性 を 重 視 す る 近 代 人(た

と え ば ド イ ツ 人)と も 異 な っ て 、 具 体 ・具 象 を そ の ま ま 読 み 手 ・聞 き 手 に

ぶ つ け る 、 と い う 学 問 ス タ イ ル や プ ラ グ マ テ ィ ッ ク な 思 考 形 式 を も っ て い

る た め に 、 近 代 に な っ て ド イ ツ や フ ラ ン ス の 学 問 形 式 に な じ ん だ 私 た ち 日

本 の 法 学 者 に は 、 彼 ら ロ ー マ 人 の 言 辞 や 発 想 や 彼 ら の 業 績 の あ り か た に な

に か 異 質 な も の が 感 じ と ら れ て し ま う こ と で あ ろ う(た だ 、 世 間 一 般 の 日

本 人 の メ ン タ リ テ ィ ー の な か に は 、一 不 思 議 な こ と に 一 遠 い 異 国 の ロ ー マ

人 の 発 想 法 に な に や ら 近 い と こ ろ が あ る よ う に も 思 わ れ る の で 、 全 体 ・普

遍 に か か わ る よ う な こ と は と り あ え ず あ ま り 気 に せ ず に 、 個 々 の 事 柄 に い

わ ば 現 場 で 誠 実 に 対 処 し て い く 、 と い う ロ ー マ 法 学 者 の 手 法 が 私 た ち に 体

質 的 に う け い れ ら れ や す い と い う 、 好 都 合 な 要 素 も あ る よ う に 見 う け ら れ

る)。 筆 者 と し て は 、 こ の さ い 、 彼 ら ロ ー マ 人 の や り か た に さ か ら わ ず に 、

い わ ば ア ッ ト ・ラ ン ダ ム(に)、 法 文 命 題 を 分 析 し て み る こ と に し た い 。 な

お 、 学 説 法 の 集 大 成 と し て の 性 格 を 強 く 示 す 『学 説 彙 纂 』 全 体 で は 、 そ れ

な り に 編 別 の 作 業 が 行 な わ れ て い る け れ ど も 、 そ れ ぞ れ の 巻 や 章 に お け る

法 文 命 題 の 配 置 の し か た に は 、 や は り ロ ー マ 的 な 、 い わ ば ル ー ス な 取 扱 い

ス タ イ ル が 見 え て い て 、 大 陸 法 系 の 近 代 法 典 に 接 し て い る 現 代 日 本 の 法 学

者 層 に は も う ひ と つ 満 足 が い か な い と こ ろ も あ る だ ろ う 。 も っ と も 、逆 に 、

英 米 法 系 の 法 に な じ ん で い る 現 代 日 本 の 法 学 者 の 層 に は 、 あ る い は 、 ロ ー

マ 法 の ス タ イ ル が む し ろ 身 近 に 感 じ と ら れ る の で は な い か 、 と も 推 測 さ れ

る 。

〈1>第 一 六 章(「 言 葉 の 意 義 に つ い て 」)の 内 容 全 体 の 雰 囲 気 を 代 表 す る

よ う な タ イ プ の 法 文 命 題

① ポ ン ポ ー ニ ウ ス 「法 学 通 論 単 巻 書 」 一 「『被 後 見 未 成 熟 者 〈pupillus>』

と い う の は 、 自 身 が 未 成 熟 者[の 状 態]に あ る と き に 、 あ る い は[自 身 の

父(家 長)の]死 亡 に よ っ て 、 あ る い は[自 身 に 対 す る]家 長 権 免 除 手 続

[の 実 行]に よ っ て 、[自 身 の]父(家 長)の 権 力(家 長 権)の も と に あ る

こ と を や め[て 、 自 権 者 と な る に い た っ]た[人]の こ と で あ る 。(`Pubil

lus'est,qui,cumimpubesest,desiitinpatrispotestateesseaut

morteautemancipatione.)」(第 二 三 九 法 文 前 文)… … ロ ー マ の 身 分 法 や

財 産 法 の 分 野 で 重 要 な<pupillus>と い う テ ク ニ カ ル ・ タ ー ム に つ い て か な

り 詳 細 な 説 明 を ほ ど こ し て い る 個 所 で あ る 。 「未 成 熟 者 」 と い う の は 、 こ こ
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で は 、 家 長 権 に 服 し て い な い 状 態 の 一 っ ま り 、 孤 立 ・独 立 し た 一 、 一 四 才

未 満 の 男 子 、 一 二 才 未 満 の 女 子 の こ と で あ る 。 平 均 的 な 人 の 死 亡 年 令 は か

な り 低 い 数 値 に な っ て い る の で 、 未 成 熟 者 が 突 然 に 家 長 権 の 傘 の な か か ら

投 げ だ さ れ る ケ ー ス は か な り 多 か っ た に ち が い な い 。

② 「『奴 隷 〈servus>』 と い う 呼 称 は 、 わ が 軍 司 令 官 た ち が 、[敵 の]捕 虜

た ち を 売 却 し 、 し か も 、 こ の こ と に よ り 、 命 を 助 け て や っ て(〈servare>)、

殺 害 す る よ う な こ と[ま で]は し な い の を な ら わ し と す る こ と に 由 来 し た

も の で あ る 。CServorum'appellatioexeofluxit,quodimperatoresno

stricaptivosvendereacperhocservarenecoccideresolent.)」(同

法 文 第 一 項)… … 古 代 の 学 者 が 好 ん で 試 み 、 そ し て こ の 章 に も よ く 登 場 す

る 語 源 論 の 一 例 が こ こ に 見 え る 。 も っ と も 、 こ の 手 の 説 明 が 言 語 学 的 に 見

て 真 に 正 し い か ど う か に つ い て は 、 つ ね に 厳 密 な 検 討 が 必 要 と な っ て く る

が 。

③ 『居 留 者 〈incola>』 、『公 的 負 担 〈munuspublicum>』 、『外 来 者 〈advena>』 、

『市 参 事 会 議 員 〈decuriones>』 、 『市 〈urbs>』 、 『町 〈oppidum>』 、 『領 域 〈territ

orium>』(同 法 文 第 二 ～ 第 八 項 の テ ー マ)… … 『公 的 負 担 』 の と こ ろ で は 、

そ の 概 念 内 容 に つ い て 説 明 が あ り 、 そ の 他 の 項 目 で は 、 ど ち ら か と 言 え ば 、

語 源 論 が 展 開 さ れ て い る 。

④ 「『そ の 者 自 身 の 〈SUUS>』 と い う 言 葉 が 全 体 の[こ と]を 指 し 示 し て

い る の か 、 そ れ と も 、[そ の]部 分 の こ と を[指 し 示 し て い る]の か は 、 あ

い ま い で あ る 。 そ し て 、 そ の た め に 、[問 題 の 物 が]自 身 の も の で は な い 、

と 誓 っ て 保 証 す る[人 は]、 自 身 が[そ の 物 に つ い て あ る 他 人 と の]共 有 状

態 に あ る の で な い こ と も 付 加 す る 必 要 が あ る 。(Verbum`suum'ambiguu

mest,utrumdetotoandepartesignificat.Etideoquijuretsuum

nonesse,adiceredebetnequesibicommunemesse.)」(同 法 文 第 九

項)… … こ こ で は 、 言 葉 が 、 多 義 的 で あ る た め に 、 あ い ま い な か た ち で 用

い ら れ て し ま う よ う な 場 合 も あ る 点 が 指 摘 さ れ 、 ま た 、 同 時 に 、 ト ラ ブ ル

が 生 じ て こ な い よ う に 、 問 題 の 文 言 の 意 味 を 明 確 に し て お く こ と が す す め

ら れ て い る 。

そ の よ う な わ け で 、 こ の 第 二 三 九 法 文 は 、 た だ 一 っ の 法 文 の な か に 一 〇

も の 項 目 を 設 け て 、 さ ま ざ ま な タ イ プ の 「言 葉 の 意 義 」 を 簡 潔 に 説 明 す る

も の と な っ て い る が 、 こ れ は 、 こ の 章 の な か で は 最 長 の 条 文 で あ る 。 し か

し 、 こ れ ら 一 〇 項 目 は 、 相 互 に あ ま り 関 連 が な く て 、 雑 多 な も の に す ぎ ず 、

学 問 的 見 地 か ら は か な ら ず し も 興 味 深 い も の と は 言 え な い が 、 し か し 、 こ

う い っ た 現 象 は 、『学 説 彙 纂 』全 体 に つ い て し ば し ば 認 め ら れ る も の な の で 、

私 た ち と し て は 、 そ れ は そ れ と し て 、 素 直 に う け と め て い く ほ か は な い 。
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〈2>定 義 の モ デ ル 例

ガ ー イ ウ ス 「属 州 告 示 註 解 」 第 六 巻 一 「『相 続 〈hereditas>』 は 、 死 者 が

も っ て い た 権 利 全 体 の 承 継 以 外 の な に も の で も な い 。(Nihilestaliud`he

reditas'quamsuccessioinuniversumjusquoddefunctushabui

t.)」(第 二 四 法 文)… … こ れ と ほ と ん ど 同 じ 構 文 の 命 題 が っ ぎ の 第 一 七 章(六

二 法 文:cf.第 五 九 法 文;[E]部 門:p.11)に あ る の も 珍 し い 現 象 で あ る

が 、 こ ち ら の 方 が 文 体 の う え で お さ ま り が よ い 。 と こ ろ で 、 こ の 第 一 六 章

に は 、 そ の 性 質 上 、 英 語 の い わ ゆ る 〈be>動 詞(繋 辞 一 コ ー プ ラ)を 用 い た

「～ は ～ で あ る 」 と い う 、 す っ き り と し た ス タ イ ル の 命 題 が 多 い が(こ の ほ

か に 、 同 じ 繋 辞 の グ ル ー プ に 属 す る 「～ と 見 ら れ る 」、 「～ と 呼 ば れ る 」、 「～

と う け と ら れ る 」、 「～ と 理 解 さ れ る 」 な ど の 表 現 も よ く 用 い ら れ る)、 こ の

第 二 四 法 文 に 見 え る 定 義 的 規 定 ほ ど メ リ ハ リ の き い た も の は 、 ま ず ほ か に

は な か ろ う 。 言 葉 や 概 念 の 意 味 を 教 え て く れ る も の と し て は 、 が っ ち り と

し た 構 文 を 備 え て い る 定 義 と い う も の は 、 各 種 の 命 題 の う ち で は も っ と も

位 が 高 い か ら で あ る 。

〈3>文 法 系 の 法 文 命 題

① ウ ル ピ ア ー ヌ ス 「告 示 註 解 」 第 一 巻 「『も し あ る 人 が 〈siquis>』 と

い う こ の 言 葉 は 、 男 性[の 人]た ち も 女 性[の 人]た ち も 含 む 。(Verbum

hoc`siquis,tammasculosquamfeminascomplectitur.)」(第 一 法

文)… … 〈quis>は 「あ る 人 」 を 意 味 す る 不 定 代 名 詞 で 、 〈aliquis>[あ る 人]

に か わ る も の で あ る(「 羅 和 辞 典 」 の 説 明 か ら そ の こ と を つ き と め る の は 、

少 し む ず か し い が)。 〈si>[な ら ば]な ど の あ と に 〈aliquis>が く る と 、 こ

の よ う に 短 縮 形 に な る の で あ る 。 こ の 〈aliquis>の 形 は 、 単 数 男 性 の 変 化 形

と 単 数 女 性 の 変 化 形 に 共 通 の 形 で あ る が 、 問 題 と な っ て い る の は 、 た だ 一

人 で は な く 、 複 数 の 、 男 性 や 女 性 が か ら ん で き た さ い 、 は た し て こ の 単 数

形 の 法 文 命 題 の 構 成 要 件 に こ れ ら の 複 数 の 人 間 が マ ッ チ す る か 、 と い う 点

で あ る 。 法 規 が 単 数 形 で 起 草 さ れ て い る と き 、 多 く の 場 合 、 単 複 を 問 わ な

い 一 般 的 な 言 い ま わ し と 了 解 さ れ る の は 、 あ る 意 味 で は ご く 自 然 な こ と で

あ る(こ れ と は 逆 に 、 〈liberi>(子 供)と い う複 数 形(複 数 形 し か 存 在 し

な い)で 法 文 が 起 草 さ れ て い た と し て も 、 こ の 法 文 は 、 た だ 一 人 の 男 子 や

女 子 に も 適 用 さ れ る 第 一 四 八 法 文 の 趣 旨)。 さ ら に 話 題 を 拡 げ る と 、 男

性(名 詞)に そ く し て 法 文 が 起 草 さ れ て い て も 、 女 性 に 法 規 が 適 用 さ れ る

ケ ー ス も 生 じ て く る(第 一 〇 一 法 文 第 三 項 お よ び 第 一 九 五 法 文 前 文 の 趣

旨)。 た だ 、 「人 」 と あ る と こ ろ に 「奴 隷(物)」 を 含 ま せ る と な れ ば 、 こ の

手 法 は 、 ど ち ら か と 言 え ば 、 類 推 解 釈 な い し は 拡 張 解 釈 の ゾ ー ン に 入 っ て

き て 、 言 葉 の 本 来 の 意 味 を た だ 操 作 す る だ け の 方 法 で は 、 ふ つ う は し の げ
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な い で あ ろ う 。

② パ ウ ル ス 「告 示 註 解 」 第 三 巻 一 「『要 す る で あ ろ う 〈oportebit>』 と い

う 言 葉 は 、 現 在 時 称 も 未 来 時 称 も 意 味 す る 。(Verbum`oportebit'tampr

aesensquamfuturumtempussignificat.)」(第 八 法 文)… … 法 規 の 動 詞

部 分 が こ の よ う に 未 来 時 称 で 表 示 さ れ て い て も 、 そ れ は 現 在 時 称 を 含 む 、

と い う 解 釈 が こ の 法 文 に よ っ て い わ ば 公 定 さ れ た の で あ る 。 な お 、 第 一 二

三 法 文 に は 、 〈erit>(で あ ろ う)と い う 動 詞 が 、 未 来 時 称 だ け で な く 、 過

去 時 称 も 示 す こ と が あ る 、 と 述 べ ら れ て い る 。

③ ガ ー イ ウ ス 「一 二 表 法 註 解 」 第 五 巻 「法 律(法)は 、 二 つ の 否 定 語

[を 用 い る こ と]に よ っ て 、[な に か あ る こ と を]禁 止 し た と い う よ り も 、

む し ろ 、 い わ ば[そ れ を]許 し て い る[と い う 状 況 に あ る]。(Duobusne

gativisverbisquasipermittitlexmagisquamprohibuit.)」(第 二 三

七 法 文)… … 多 く の 場 合 、 動 詞 と 結 び つ い て 出 て く る 二 重 否 定 が 肯 定 と な

る 、 と い う の は 常 識 と も 言 え る が 、 重 ね て 否 定 す る こ と で 否 定 の 意 味 が い

っ そ う 強 め ら れ る 、 と い う 構 え を も つ 近 代 の 言 語 も 現 に 存 在 す る(フ ラ ン

ス 語 な ど の 「虚 辞 」 の 用 法 に 見 え る よ う に 、 肯 定 と 否 定 の あ い だ に は と き

に は 微 妙 な と こ ろ も あ る 一 日 本 の 古 い 流 行 歌 の 一 節 に 「雪 に か わ り が な い

じ ゃ な し 」 と い う の が あ る が 、 こ れ は 「あ る じ ゃ な し 」 の 意 味 で あ る)。 二

世 紀 に 生 き た ガ ー イ ウ ス が 、 一 二 表 法 と い う 大 昔 の 法 規 の 法 条 に か ら め て

こ の よ う に わ ざ わ ざ コ メ ン ト を し た 命 題 が 、 後 の 六 世 紀 の 法 典 に 採 録 さ れ

て い る と こ ろ を 見 る と 、 そ の 当 時 、 肯 定 論 か 否 定 論 か 、 と い う 重 大 な 点 に

つ い て 、 法 学 者 や 当 局 の 解 釈 が ま だ 割 れ て い た 可 能 性 も 推 測 で き る 。

④ パ ウ ル ス 「告 示 註 解 」 第 六 六 巻 「実 際 、 結 合[的 表 現]が 、 と き に

は 、分 離[的 表 現]と う け と ら れ る 、 と ラ ベ オ ー は 言 う 。 た と え ば 、『私(に)

な ら び に 私 の 相 続 人 に 、 君(を)な ら び に 君 の 相 続 人 を 〈mihiheredique

meoteheredemquetuum>』 と い う 、 あ の 問 答 契 約[の 文 言]の な か に[見

え て い る]よ う に で あ る 。(Conjunctionemenimnonnumquamprodi

sjunctioneaccipiLabeoait:utinillastipulatione`mihiherediq

uemeoteheredemquetuum'.)」(第 二 九 法 文)… … 「私 」 と 「私 の 相

続 人 」、 ま た 、 「君 」 と 「君 の 相 続 人 」 と は 、 そ の 性 質 上 、 法 的 に 同 じ 時 点

で な ら ん で 存 在 す る こ と は あ り え な い の で(「 私 」 が 死 亡 し た と き に 、 は じ

め て 、 「私 の 相 続 人 」 が 登 場 す る か ら で あ る)、 こ こ は 、 「な ら び に 〈-que>」

の と こ ろ を 、 分 離 的 に う け と め て 、 「も し く は 〈-ve>」 と 読 み か え な け れ

ば な ら な い こ と を 示 し た も の で あ る 。 他 方 で 、窃 盗 と い う 行 動 に か ん し て 、

〈opeconsilio>と い う 、 法 規 の 構 成 要 件 が あ る と き 、 「助 力(ops)お よ び

助 言(consilium)に よ っ て 」 と 読 む べ き な の か 、 「助 力 あ る い は 助 言 に よ

っ て 」 と 読 む べ き な の か に つ い て 法 学 者 の 見 解 の 対 立 が あ り 、 こ の 第 一 六
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章 の 第 五 三 法 文 第 二 項 で は 、 「も し く は 〈-ve>」 説 が 是 認 さ れ て い る 。 な

お 、 第 二 八 法 文 第 一 項 で は 、 一 般 的 に 、 そ の 手 の 文 言 を 生 み だ し た 人 の 心

情 に も と つ い て 、こ の 種 の 問 題 へ の 対 応 の し か た が 判 断 さ れ る べ き で あ る 、

と い う 趣 旨 の こ と が 述 べ ら れ て い る 。 こ の よ う な う け と め か た は 、 一 つ の

常 識 論 の あ ら わ れ で あ る 。

〈4>語 義 系 の 、 各 種 の 法 文 命 題

(a)動 詞 グ ル ー プ の 法 文 命 題

① パ ピ ニ ア ー ヌ ス 「質 疑 録 」 第 二 七 巻 「『な す こ と 〈facere>』 と い う

言 葉 は 、 ま っ た く の と こ ろ 、 与 え る こ と 、 弁 済 す る こ と 、 支 払 う こ と 、 判

決 す る こ と 、 動 き ま わ る こ と 、 と い っ た 、 な す こ と の す べ て の 状 況 を 含 む 。

(Verbum`facere,omnemomninofaciendicausamcomplectiturda

ndi,solvendi,numerandi,judicandi,ambulandi.)」(第 ニ ー 八 法 文)

「な す 」 と い う 系 統 の 動 詞 が 多 義 的 で あ る の は 、 ラ テ ン 語 の 場 合 に か

ぎ ら ず 、 ど の 言 語 に お い て も 共 通 に 認 め ら れ る 現 象 で あ る 。

② パ ウ ル ス 「告 示 註 解 」 第 三 三 巻 一 「『な す こ と を 要 す る こ と 〈facereo

portere>』 は 、 あ る 人 が 、[も し 行 な わ れ れ ば]合 意 に 反 し て し ま う よ う な

た ぐ い の 行 為 を さ し ひ か え る 、 と い っ た 意 味 も 、 ま た 、 そ う い う こ と が 生

じ な い よ う に 配 慮 す る[行 動 を と る]、 と い っ た 意 味 も 、[あ わ せ て]も っ 。

(`Facereoportere,ethancsignificationemhabet,utabstineatqui

sabeofacto,quodcontraconventionemfieret,etcuraretnefia

t.)」(第 一 八 九 法 文)… … 「行 な わ な い こ と も 『行 な う こ と 』 と い う 概 念 に

包 摂 さ れ る 」 こ と が あ る 点 を 宣 明 し た 、 興 味 ぶ か い 命 題 で あ る 。 ち な み に 、

立 法 上 の 不 作 為 に も と つ い て 国 家 の 責 任 が 問 わ れ る よ う な 事 案 も 一 部 は あ

り え る 点 は 、 最 近 に な っ て 、 よ く 知 ら れ る よ う に な っ た と こ ろ で あ る 。

③ ウ ル ピ ア ー ヌ ス 「ユ ー リ ウ ス ・ パ ピ ウ ス 法 註 解 」 第 九 巻 一 「あ る 人 が

あ る[物]に か ん し て 訴 権 を も つ と い う と き 、 そ の 人 は そ の[物]を 『手

も と に も つ も の と 〈apudsehabere>』 見 ら れ る 。 な ぜ な ら ば 、 訴 求 さ れ る

こ と が で き る[も の は]も た れ る こ と に な る か ら で あ る 。(Id`apudse'qu

is`habere'videtur,dequohabetactionem:habeturenimquodpetipot

est.)」(第 一 四 三 法 文)… … ロ ー マ 人 が 手 続 法 的 な 思 考 の 面 で か な り の レ

ヴ ェ ル に ま で 達 し て い た こ と を う か が わ せ る 命 題 で あ る(ロ ー マ 法 は 、 多

く の 古 代 法 の 場 合 と 同 じ よ う に 、は じ め か ら 手 続 法 中 心 の 法 で あ っ た の で 、

こ れ ぐ ら い の こ と は な に も 驚 く に あ た ら な い が)。 も っ と も 、 こ れ は 、 タ テ

マ エ 論 上 の 話 で あ っ て 、 ホ ン ネ 論 上 の 話 と し て は 、 訴 権 が あ っ て 勝 訴 し て

も 、 そ の 中 味 が 予 定 ど お り 実 現 さ れ る か ど う か は わ か ら な い 。 も し 債 務 者

に 資 力 が な け れ ば 、 勝 訴 は た ん な る タ テ マ エ に 終 わ る か ら で あ る 。
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④ ウ ル ピ ア ー ヌ ス 「告 示 註 解 」 第 五 巻 一 「マ ル ケ ッ ル ス は 、 ユ ー リ ア ー

ヌ ス[の 著 書 中 の 見 解]に そ く し て 、 『滅 失 し た 〈perisse>』 と い う 言 葉 に 、

ひ き さ か れ た[場 合]も 、 く だ か れ た[場 合]も 、 強 奪 さ れ た[場 合]も

含 ま れ る 、 と 註 記 し て い る 。(MarcellusapudJulianumnotatverbo`p

erisse'etscissumetfractumcontinerietviraptum.)」(第 九 法 文)…

・こ れ は 一 ロ ー マ 法 で よ く 見 ら れ る 現 象 な の で あ る が 一 、構 成 要 件 の 中 身

が 必 要 に 応 じ て 拡 充 さ れ て い っ た 例 の 一 つ と も 考 え ら れ る 。

⑤ ウ ル ピ ア ー ヌ ス 「サ ビ ー ヌ ス 註 解 」 第 四 九 巻 一 「『[あ る 人 が]負 っ た

〈debuit>』 と い う こ の 言 葉 は 、 訴 権 が 、 市 民 法 上 の[も の で あ っ た]と し

て も 、 あ る い は 名 誉 法 上 の[も の で あ っ た]と し て も 、 あ る い は そ れ が[た

と え ば]信 託 遺 贈 の[特 別]請 求 権[で あ っ た]と し て も 、 と も か く 、 す

べ て の 訴 権 を 包 含 す る も の と 理 解 さ れ る 。(Hocverbum`debuit'omnem

omninoactionemcomprehendereintellegitur,sivecivilissivehono

rariasivefideicommissifuitpersecutio.)」(第 一 七 八 法 文 第 三 項)… …

「[債 務 を]負 う 」 と い う の は 、 も と も と は ロ ー マ 市 民 法 上 の 概 念 で あ っ た

が 、 時 代 が 下 る に つ れ て 、 市 民 法 の 外 側 に 、 判 例 法 な い し は 一 種 の 裁 判 慣

習 法 と し て 生 成 し て き た 名 誉 法 に よ っ て 支 え ら れ た 訴 権 や 、 さ ら に 、 後 代

に な っ て 特 別 審 理 手 続 と い う 、 ロ ー マ で 第 三 ・最 後 の 裁 判 手 続 に お い て 認

め ら れ る に い た っ た 、 訴 え で る 資 格(請 求 権 保 有)ま で も が 、 そ の 市 民 法

上 の 概 念 に 包 摂 さ れ る よ う に な っ た 。 こ の 法 文 命 題 は 、 こ の 点 で 、 ロ ー マ

法 の 発 展 段 階 の 最 終 的 な 局 面 を 示 す も の と な っ て い る 。

⑥ ウ ル ピ ア ー ヌ ス 「告 示 註 解 」 第 七 巻 一 「(サ ビ ー ヌ ス が 言 明 し 、 そ し

て 、 ペ デ ィ ウ ス が 是 認 し て い る よ う に 、)そ の 実 質 は 残 存 し て い る が 、[し

か し 、]そ の 形 状 の 方 は 変 わ っ て し ま っ て い る こ の 物 さ え も 、 『消 滅 し て い

る も の と 〈abesse>』 見 ら れ る 。(Res`abesse'videntur(utSabinusait

etPediusprobat)etiamhae,quarumcorpusmanet,formamutatae

st.)」(第 一 三 法 文 第 一 項)

⑦ パ ウ ル ス 「告 示 註 解 」 第 七 巻 「誰 に 対 し て も あ る 物 を 追 求 す る 訴 権

を も っ て い な い[人 は]、 『[そ の]物 を 喪 失 し た も の と 〈remamississe>』

見 ら れ る 。(`Remamisisse'videtur,quiadversusnullumejusperseq

uendaeactionemhabet.)」(第 一 四 法 文 第 一 項)… … ロ ー マ 法 で 、 訴 権 と

い う も の が 実 体 的 に も 重 要 な 地 位 を 占 め て い る こ と を 示 す 一 つ の 命 題 例 で

あ る 。

⑧ ウ ル ピ ア ー ヌ ス 「告 示 註 解 」 第 七 九 巻 一 「『入 手 す る こ と 〈capere>』

と 『 う け と る こ と 〈accipere>』 と は 、 べ つ で あ る 。 効 果 を と も な っ た か た

ち で[あ る 物 が]う け と ら れ る[と き]は 、 入 手 す る こ と(capere)[に

な る]が 、 他 方 で 、 あ る 人 が 、[あ る 物 を]保 有 す る よ う な か た ち で は う け
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と ら な か っ た 場 合 に お い て も 、 う け と る こ と(accipere)[に は な る か ら

で あ る]」 。(Aliudest`capere',aliud`accipere'.Caperecumeffectua

ccipitur:accipere,etsiquisnonsicaccepit,uthabeat.)」(第 七 一 法

文)

(b)前 置 詞 ・ 副 詞 グ ル ー プ の 法 文 命 題

① フ ロ ー レ ン テ ィ ー ヌ ス 「法 学 提 要 」 第 一 〇 巻 一 「『テ ィ テ ィ ウ ス の 面

前 で 〈coramTitio>』 あ る こ と を な す よ う に 命 じ ら れ た[人 は]、 そ の 人(テ

ィ テ ィ ウ ス)が[そ の あ る こ と の 意 味 を]理 解 し て い る の で な い か ぎ り は 、

そ の 人(テ ィ テ ィ ウ ス)の 在 席 し て い る と こ ろ で[そ れ を]な し た も の と

は 見 ら れ な い 。 し か し 、 そ の 人(テ ィ テ ィ ウ ス)は 、 知 っ て い る 〈scire>

必 要 は あ る け れ ど も 、 望 む こ と 〈velle>ま で す る 必 要 は な い 。 な ぜ な ら ば 、

命 じ ら れ た[こ と は]、 そ の[人 の]意 向 に 反 し て で も 、[そ の 人 の 面 前 で]

正 当 に 生 ず る か ら で あ る 。(`CoramTitio'aliquidfacerejussusnonvid

eturpraesenteeofecisse,nisiisintellegat.Scireautem,nonetia

mvelleisdebet:nametinvitoeorectefitquodjussumest.)」(第 二

〇 九 法 文)。

② ウ ル ピ ア ー ヌ ス 「告 示 註 解 」 第 三 巻 一 「『諸 法 律(法)に も と つ い て 〈e

xlegibus>』 と い う 言 葉 は 、[諸 法 律(法)の]文 言[そ れ 自 体]に も と つ

い て と 同 じ よ う に 、 諸 法 律(法)の 趣 旨 に も と つ い て 、 と い う よ う に う け

と ら れ る べ き で あ る 。(Verbum`exlegibus'sicaccipiendumest:ta

mexlegumsententiaquamexverbis.)」(第 六 法 文 第 一 項)… … 第 ニ

ー 九 法 文(パ ピ ニ ア ー ヌ ス 文)に は
、 「契 約 を 締 結 す る[人]た ち の 合 意 に

お い て は 、 文 言 よ り も む し ろ 意 図 が 考 慮 さ れ る 、 と い う の が 通 説 で あ る 。

(Inconventionibuscontrahentiumvoluntatempotiusquamverbas

pectariplacuit.)」 と い う よ う に 、 意 図(合 意 し た 人 た ち の 意 思)の 方 に

ウ ェ イ ト の か か っ た 解 釈 法 が 優 位 に 立 つ も の と 記 さ れ て い る 。 公 け の 法 で

あ る 法 律(法)〈lex>と 、 い わ ば 私 の 法 で あ る 合 意 〈conventio>と で 、 言 葉

の 拘 束 力 の う け と め か た に ち が い が 生 じ て き て い る の で あ ろ う 。 ま た 、 日

本 の 現 行 法 に も と つ い た 理 論 的 分 類 法 に よ る な ら ば 、 こ の 法 文 命 題 は 、 「解

釈 論 に か ん す る 法 文 命 題 」 と い う 、 総 論 的 な 部 門 に 位 置 づ け ら れ る の が 適

切 で あ ろ う が 、 こ こ で は 、 い わ ば ロ ー マ 人 流 に 、 前 置 詞 に か ら め て 、 こ の

個 所 に お さ め る こ と に し た 。 と こ ろ で 、 文 言(タ テ マ エ)に こ だ わ ら ず に 、

そ れ を 作 成 し た 人 の 意 思(ホ ン ネ)を 重 視 し よ う と い う 姿 勢 は 、 ロ ー マ も

後 期 に な っ て よ う や く か た ま っ て き た 発 想 で あ っ て 、 ご く 古 い 時 代 で は 、

形 式 主 義 の し ば り が 強 か っ た た め に 、 文 言 そ れ 自 体 に 絶 対 的 な カ が 認 め ら

れ て い た 。 そ の 意 味 か ら 言 う と 、 後 代 に な っ て 、 解 釈 論 に か ん す る コ モ ン

セ ン ス が 大 き く 転 回 し た こ と に な る 。
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③ モ デ ス テ ィ ー ヌ ス 「法 範 」 第 七 巻 一 「[法 律(法)に つ い て は 、]『 部

分 的 に 廃 止 さ れ る 〈derogatur>』 か 、 あ る い は 『全 面 的 に 廃 止 さ れ る 〈abro

gatur>』 か の ど ち ら か[の 処 理 が 、]な さ れ る 。('Derogatur',legiaut`

abrogatur'.)」(第 一 〇 二 法 文)… … 接 頭 語 と し て の 〈de>と 〈ab>と が も つ 語

感 の ち が い を う ま く 示 し た 命 題 例 で あ る 。

④ ウ ル ピ ア ー ヌ ス 「告 示 註 解 」 第 ニ ー 巻 一 「『公 然 と 〈palam>』 と い う の

は 、 か な り の 数 の[人 々 の]面 前 に お い て 、 と い う こ と で あ る 。(`Palam'

estcorampluribus.)」(第 三 三 法 文)

⑤ ウ ル ピ ア ー ヌ ス 「告 示 註 解 」 第 八 〇 巻 「『そ の[問 題 の]物 が 適 切

に 原 状 に 回 復 さ れ る こ と 〈eamremrecterestitui>』 と い う 、 問 答 契 約 の

な か に お か れ た こ れ ら の 文 言 は 、 果 実 を 含 む 。 実 際 に 、 『適 切 に 〈recte>』

と い う 言 葉 は 、 有 能 な 人 の 裁 量 に も と つ い て<proviriboniarbitrio>と い

う[意 味 の も の]で あ る 。(Haecverbainstipulationeposita`eamre

mrecterestitui'fructuscontinent:`recte,enimverbumproviribo

niarbitrioest.)」(第 七 三 法 文)… … 〈boni>の も と と な る 〈bonus>に は 、

「(し か る べ き)能 力 を も っ た 一 標 準 的 な 一 モ デ ル 的 な 」 と い う 意 味 も あ る

が 、 こ こ は 、 い わ ば 本 来 の 、 「よ く で き た 」 と い う 方 の 意 味 で あ る 、 と ひ と

ま ず 理 解 し て お き た い 。 ち な み に 、 言 う ま で も な い こ と で あ る が 、 善 く な

い 輩 で も 十 分 に 才 能 を も つ つ ま り 、 良 い こ と(た と え ば 、 無 免 許 運

転 を 長 年 つ づ け て い る 人 物 が 、 車 を あ や つ る 能 力 を 立 派 に も っ て い る ケ ー

ス)が あ る の で 、 「良 い 」 と 「善 い 」 と は つ ね に 重 な り あ う わ け で は な い 。

そ の 点 か ら す る と 、<bonuspaterfamilias>に 対 し て ふ つ う あ て ら れ る 、

「善 良 な 家 長 」 と い う 日 本 語 の 法 術 語 に は 、 問 題 も あ る 。

(c)計 算 法 ・ 範 囲 決 定 に か ん す る 法 文 命 題

① パ ウ ル ス 「告 示 註 解 」 第 一 巻 一 「『 お の お の の 日 の 大 部 分 〈cujusque

dieimajorpars>』 と い う の は 、[問 題 の]日 の 前 の 方 の 六 時 間 の こ と で あ

っ て 、 後 の 方 の[六 時 間 の]こ と で は な い 。(`Cujusquedieimajorpars'

esthorarumseptemprimarumdiei,nonsupremarum.)」(第 二 法 文

第 一 項)… … ロ ー マ 人 が 社 会 的 に 活 動 す る 時 間 は 夜 明 け か ら 日 没 ま で の 一

二 の 単 位 の 時 間 と い う こ と に な っ て い る が(そ う い う わ け で 、 一 単 位 は 一

時 間(60分)と は か ぎ ら ず 、 シ ー ズ ン に よ っ て か な り 幅 が 異 な る)、 実 際

に は 朝 の 六 単 位 の 時 間 が メ イ ン の 時 間 帯 で あ る 。 そ の 意 味 で 、 こ の 朝 の 時

間 を 確 保 す れ ば 、 一 日 の 大 部 分 を 抑 え る こ と に な る 、 と い う 扱 い に し た も

の で あ ろ う 。 こ れ は 、 正 午 以 降 に お い て は プ ラ イ ヴ ェ イ ト な 生 活 が 中 心 と

な っ て い る 、 ロ ー マ 人 の 日 常 生 活 の リ ズ ム に 、 マ ッ チ し て い る 。

② リ キ ン ニ ウ ス ・ル ー フ ィ ー ヌ ス 「法 範 」 第 一 〇 巻 一 「た と え あ る 人 が

[一 年 の う ち]ニ カ 月 間[し か]占 有 し て い な か っ た と し て も 、 も し 、 た ま
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た ま 、 そ の 人 の[訴 訟 に お け る]相 手 方 が 、[そ の ニ カ 月 分 の 日]よ り 少 な

い 日 々 し か 占 有 し て い な か っ た か 、 あ る い は 一[日]も 占 有 し て い な か っ

た 場 合 に は 、 そ の あ る 人 が 『一 年 の 大 部 分 に お い て<majoreparteanni>』

占 有 し た も の と 理 解 さ れ る 。CMajoreparteanni'possedissequisintell

egitur,etiamsiduobusmensibuspossederit,simodoadversariuseju

sautpaucioribusdiebusautnullispossederit,)」(第 一 五 六 法 文)…

・こ れ は 、 相 対 的 な 計 算 方 法 と し て 、 そ れ な り に 合 理 的 な 意 味 を も っ て い

る 。 お そ ら く 、 対 立 す る 両 当 事 者 の ど ち ら を 勝 訴 さ せ る の か が 第 一 の 課 題

と な っ た と き に 個 別 的 に 生 み だ さ れ た 取 扱 い 方 法 で あ ろ う 。

③ ウ ル ピ ア ー ヌ ス 「ユ ー リ ウ ス ・ パ ピ ウ ス 法 註 解 」 第 二 巻 一 「も し あ る

人 が 『そ の 人[自 身 の]死 亡 の 日 ま で に あ る こ と が な さ れ る よ う 〈utintra

diemmortisejusaliquidfiat>』 と 言 明 し た 場 合 に は 、 あ る 人 自 身 が 死 亡

し た[当]日 自 体 も[そ の 日 と し て]算 え ら れ る 。(Siquissicdixerit,

`utintradiemmortisejusaliquidfiat'
,ipsequoquedies,quoqu

ismortuusest,numeratur.)」(第 一 三 三 法 文)… … 日 の 計 算 の ル ー ル を

示 し た も の で あ る 。

④ ウ ル ピ ア ー ヌ ス 「告 示 註 解 」 第 六 巻 一 「や や お く れ て 弁 済 し た[人 は]

『少 な く 弁 済 し た の で あ る 〈minussolvit>。 』 な ぜ な ら ば 、 時 間[と い う 点

で も]い っ そ う 少 な く 弁 済 が な さ れ る[こ と が あ る]か ら で あ る 。('Minu

ssolvit',quitardiussolvit:namettemporeminussolvitur.)」(第 一

二 法 文 第 一 項)… … こ れ は 、 一 つ の 見 方 に よ る な ら 、 「少 な く 弁 済 す る 」 と

い う 概 念 の 中 身 を 拡 充 し た も の で あ る 。

⑤ パ ウ ル ス 「告 示 註 解 」 第 二 四 巻 「な ん ら 弁 済 さ れ な か っ た よ う な 場

合 で さ え も 、 『少 な く 弁 済 さ れ た 〈minussolutum>[も の と]』 理 解 さ れ る 。

(`Minussolutum,intellegituretiamsinihilessetsolutum.)」(第 三 二

法 文)… … こ れ も 、 ④ の 場 合 と 同 じ よ う に 、 概 念 の 中 身 を 拡 充 し た か た ち

の も の で あ ろ う 。

⑥ パ ウ ル ス 「告 示 録 」 第 七 六 巻 「『物 〈res>』 と い う 呼 称 の な か に は 、

[そ の]部 分 さ え も 含 ま れ る 。(Appellatione`rei'parsetiamcontinetu

r.)」(第 七 二 法 文)… … 「物 の 一 部 は 物 そ の も の で あ る か?」 と い う 争 い が

存 在 し た た め に 、 こ の よ う な 命 題 が 立 て ら れ た の か も し れ な い 。

⑦ マ ル ケ ッ ル ス 「法 学 大 全 」 第 一 四 巻 「『残 り[の 人 々]〈reliqui>』

と い う 呼 称 は 全 体 の[人 々 さ え]も 意 味 す る こ と が で き る 。」(Potest`rel

iquorum'appellatioetuniversossignificare.)」(第 九 五 法 文)… … こ れ

は 、 あ る 意 味 で は 、 常 識 論 か ら 導 き だ さ れ る 結 論 で あ る 。

(d)多 義 的 な 名 詞 に か ん す る 法 文 命 題

① パ ウ ル ス 「フ ー フ ィ ウ ス ・ カ ニ ー ニ ウ ス 法 註 解 単 巻 書 」 「『ポ テ ス
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タ ー ス 〈potestas>』 と い う 言 葉 に よ っ て 、 か な り 多 く の[こ と]が 示 さ れ

る 。 つ ま り 、 政 務 官 と い う 人 に あ っ て は 命 令 権 〈imperium>が 、 子 と い う

人 に あ っ て は 家 長 権<patriapotestas>が 、奴 隷 と い う 人 に あ っ て は 所 有 権

〈dominium>が 、[そ れ ぞ れ][示 さ れ る]、 と い う よ う に で あ る 。](`Potest

atis'verboplurasignificantur:inpersonamagistratuumimperium:

inpersonaliberorumpatriapotestas:inpersonaservidominiu

m,)」(第 ニ ー 五 法 文)… … こ れ は 、 オ ー ソ ド ッ ク ス な 意 味 説 明 で あ る が 、

実 は 、<potestas>に は 、 ほ か に も 、 さ ま ざ ま な 意 味 が あ る 。

② パ ウ ル ス 「告 示 註 解 」 第 九 巻 「『ム ー ヌ ス 〈munus>』 と い う[言 葉]

は 三 つ の 態 様 で 言 わ れ る 。 第 一 に 、 「贈 り 物 〈donum>」[と い う 意 味 と し て]

で あ り 、 そ し て 、 そ の こ と か ら 、 〈muneradarimittive>[贈 り 物 が 与 え

ら れ も し く は 送 ら れ る こ と]と 言 わ れ る[こ と に な っ て い る の で あ る]。 第

二 に 、 「負 担 〈onus>」[と い う 意 味 と し て]で あ り 、 そ し て 、 こ の 負 担 が 解

か れ る と 、 こ れ は 軍 務 な ら び に[公 的]負 担 の 免 除 を 生 じ さ せ る こ と と な

り 、 そ の こ と か ら 、 そ れ は 〈immunitas>[免 除[特]権]と 呼 ば れ る[こ

と に な っ て い る の で あ る]。 第 三 に 、 「義 務 〈officium>」[と い う 意 味 と し て]

で あ り 、 そ し て 、 そ の た め に 、 〈muneramilitaria>[軍 務]と い う 言 葉 が

用 い ら れ 、 ま た 、 あ る 種 の 兵 士 た ち が 〈munifici>[軍 務 負 担 者]と 呼 ば れ

る[こ と に な っ て い る の で あ る]。(`Munus'tribusmodisdicitur:uno

donum,etindemuneradicidarimittive.Alteroonus,quodcumre

mittatur,vacationemmilitiaemunerisquepraestat,indeimmunitat

emappellari.Tertioofficium,undemuneramilitariaetquosdamm

ilitesmunificosvocari.)」(第 一 ノ㌧法 文)… … 〈munus>は 実 に 多 義 的 な 名

詞 で 、 こ れ と 関 連 し て 、 多 く の テ ク ニ カ ル ・ タ ー ム が 存 在 す る 。

(e)人 に か ん す る 法 文 命 題

① ウ ル ピ ア ー ヌ ス 「サ ビ ー ヌ ス 註 解 」 第 六 巻 一 「[ま だ]母 胎 内 に あ る

[者 は]『 被 後 見 未 成 熟 者 〈pupillus>』 で は な い 。(Nonest`pupillus',qu

iinuteroest.)」(第 一 六 一 法 文)… … 第 二 三 一 法 文(パ ウ ル ス の 命 題 に

由 来 す る も の)に は 、 「[ま も な く]生 ま れ る こ と を 期 待 さ れ て い る 者(胎

児)を 生 き て い る[人]と し て 扱 う 、 と 私 た ち が 言 う さ い 、 そ の 者 自 身 の

権 利 に か ん し て 問 題 と さ れ る と き に[か ぎ っ て]、 そ れ は 正 し い 。 一 方 、 そ

れ 以 外 の[こ と]に は 、 そ の 者 は 、 生 ま れ る の で な い か ぎ り は 、 役 立 た な

い 。」 と い う 趣 旨 の 規 定 が あ る が 、 問 題 の 法 文 で は 、 胎 児 が 、 後 見 の も と に

お か れ る 未 成 熟 者 、 と い う 一 人 前 の 扱 い を う け る こ と は な い 、 と 述 べ ら れ

て い る 。

② パ ウ ル ス 「ユ ー リ ウ ス ・ パ ピ ウ ス 法 註 解 」 第 二 巻 一 「三 つ 子 を 出 産 し

た[女 性]さ え も 、 『三 回 出 産 し た[女 性]〈terenixa>[で あ る と]』 見 ら

D-28



れ る 。(`Terenixa'videturetiamquaetrigeminospepererit.)」(第 一

三 七 法 文)… … 三 人 の 子 を 出 産 し た 女 子 に は 、 こ の 法 律 の 規 定 に よ っ て 、

二 〇 歳 か ら 五 〇 歳 ま で の 女 子 に 課 せ ら れ て い る 婚 姻 義 務 が と く に 免 除 さ れ

る 、 と い う 法 律 の ル ー ル と 関 係 が あ る 表 現 で あ る 。 こ の 法 律 は 、 正 統 の 上

流 ロ ー マ 人 が 、 独 身 を 貫 い た り 、 正 式 の 婚 姻 を し な か っ た り 、 無 子 の 状 態

に な っ た り す る ケ ー ス が あ ま り に も 増 加 し た こ と を 憂 慮 し た ア ウ グ ス ト ゥ

ス(初 代 の 元 首)が 、 人 口 政 策 や 社 会 政 策 の 一 環 と し て 制 定 さ せ た 、 か な

り 過 激 な も の で あ る 。 な お 、 「三 」 と い う 数 は 、 多 く も 少 な く も な く 、 お さ

ま り が よ い せ い か 、 ロ ー マ 世 界 で も 特 別 の ニ ュ ア ン ス を 帯 び た 数 と な っ て

い て 、 い く つ も の 興 味 ぶ か い 制 度 に か か わ っ て い る 。 後 出 ⑦ 、 お よ び 、[B]

部 門 〈3600>を 参 照 。

③ ガ ー イ ウ ス 「属 州 告 示 註 解 」 第 二 三 巻 一 「『親 〈parens>』 と い う 呼 称

に は 、 た ん に 父 だ け で は な く 、 祖 父 お よ び 曾 祖 父 さ え も 、 ま た 、 つ づ い て 、

そ れ よ り 上 の[人 々]す べ て さ え も 、 含 ま れ る 。 ま た 、 母 お よ び 祖 母 お よ

び 曾 祖 母 も[含 ま れ る]。(Appellatione`parentis'nontantumpater,

sedetiamavusetproavusetdeincepsomnessuperiorescontine

ntur:sedetmateretaviaetproavia.)」(第 五 一 法 文)… … 〈parens>

(男 性 ・女 性 同 形)は 、 日 本 語 の 「尊 属 」 の 場 合 と 同 じ よ う に 、 二 世 代 以 上

に ま た が る 意 味 を も っ て い る 。

④ ウ ル ピ ア ー ヌ ス 「告 示 註 解 」 第 六 二 巻 一 「『子 〈liberi>』 と い う 呼 称 に

は 、[家 長]権 の も と に あ る[人(他 権 者)]だ け で は な く 、 自 権[者]で

あ る[人]す べ て も 含 ま れ る 。 そ の 人 が 男 性 で あ っ て も 女 性 で あ っ て も 、

も し く は 、 女 性 の 系 統 の[人 々]た ち で あ っ て も 、 さ し つ か え な い 。(`Lib

erorum'apPellationecontinenturnontantumquisuntinpotestat

e,sedomnesquisuijurissunt,sivevirilissivefemininisexussu

ntexvefemininisexusdescendentes.)」(第 五 六 法 文 第 一 項)… … 〈libe

ri>は 複 数 形 し か な い 特 別 の 名 詞 な の で 、 こ こ で は 、 べ つ に 、 単 数 の 人 物 を

め ぐ っ て 意 味 が 広 げ ら れ て い る 、 と い う わ け で は な い 。

⑤ パ ウ ル ス 「ア ル フ ェ ー ヌ ス 抜 葦 」 第 二 巻 一 「〈puer>と い う 呼 称 は 三 つ

の 意 味 を も つ 。 一 つ 目 は 、 私 た ち が す べ て の 奴 隷 を 〈pueri>と 呼 ぶ よ う な

と き の[意 味 で]、 二 つ 目 は 、<puella>(女 の 子)と 対 比 さ れ る[男 の 子 の]

名 称 と し て 〈puer>と 言 う よ う な と き の[意 味 で]、 三 つ 目 は 、 私 た ち が 子

供 の 年 令 を[そ れ に よ っ て]示 す よ う な と き の[意 味 で あ る]。

(`Pueri,appellatiotressignificationeshabet:unam,cumomnesser

vospuerosapPellaremus:alteram,cumpuerumcontrarionominep

uellaediceremus:tertiam,cumaetatempuerilemdemonstraremu

s.)」(第 二 〇 四 法 文)

D-29



⑥ ガ ー イ ウ ス 「属 州 告 示 註 解 」 第 一 六 巻 一 「『家 族 〈familia>』 と い う 名

称 の な か に は 、 家 族 の 長 自 身 も 含 ま れ る 。(Familiaeappellationeetips

eprincepsfamiliaecontinetur.)」(第 一 九 六 法 文 前 文)… … 家 長 と 、 そ

れ に よ っ て ひ き い ら れ 、 ま と め ら れ て い る 家 は 、 法 的 に は 一 体 と な っ た 存

在 で あ る 。 家 長 こ そ が ロ ー マ 法 上 実 質 的 に も っ と も 意 味 の あ る 「人 」(パ ー

ソ ナ リ テ ィ ー)な の で あ る 。

⑦ マ ル ケ ッ ル ス 「法 学 大 全 」 第 一 巻 一 「ネ ラ ー テ ィ ウ ス ・ プ リ ー ス ク ス

は 、 三 名 が 『団 体<collegium>』 を つ く る と 考 え る 。 そ し て 、 こ の[見 解]

に む し ろ し た が う べ き で あ る 。(NeratiusPriscustresfacereexistimat

`collegium'
,ethocmagissequendumest.)」(第 八 五 法 文)… … ロ ー マ に

は 、 古 く か ら さ ま ざ ま な 名 称 を も つ 団 体 が あ っ た が 、 そ の 団 体 が 、 そ れ を

構 成 し て い る 個 々 の 人 間 一 人 格 か ら は な れ て 、 い わ ば 独 立 の 権 利 ・ 義 務 の

担 い 手 と な る 、 と い っ た 考 え か た は ま だ 十 分 に は と ら れ て い な い(こ れ は 、

一 説 に よ る と
、一 九 世 紀 に な っ て よ う や く 確 立 し た も の で あ る)。 そ れ で も 、

ロ ー マ 人 は 、 ロ ー マ 人 な り に 、 団 体 を そ れ と し て 制 度 上 認 め て い た 。

⑧ ポ ン ポ ー ニ ウ ス 「ク ィ ー ン ト ゥ ス ・ ム ー キ ウ ス 註 解 」 第 二 巻 一 「『敵 〈h

ostes>』 と い う の は 、 私 た ち[1コ ー マ 人]に 戦 争 を 宣 告 し た 人 々 、 あ る い

は 私 た ち が 公 け に 戦 争 を 宣 告 し た 相 手 方 で あ る 。 そ の よ う な わ け で 、 そ の

他 の 人 々 は 、 『賊 〈latrones>』 あ る い は 『略 奪 者 〈praedones>』 で あ る 。(`H

ostes'hisunt,quinobisautquibusnospublicebellumdecrevi

mus:ceteri`latrones'aut`praedones'sunt,)」(第 一 一 八 法 文)… …

国 際 法 的 な テ ー マ に つ い て の 規 定 で あ る 。 ち な み に 、 以 上 に 示 し た 「人 」

に 関 係 す る 法 文 命 題 は 、 こ の 第 一 六 章 の 法 文 全 体 の 一 〇 パ ー セ ン ト を こ え

る 。 法 の 主 体 を め ぐ る 定 義 の 問 題 が 、 法 の 適 用 や 解 釈 に お い て 相 当 に 重 要

な テ ー マ で あ っ た こ と が 、 こ の こ と か ら も 判 明 す る 。

(f)土 地 ・領 域 に か ん す る 法 文 命 題

① ケ ル ス ス 「法 学 大 全 」 第 二 五 巻 「『海 岸 〈litus>』 と い う の は 、 海 か

ら 最 大 の 流 れ が 到 達 す る だ け の[個 所]の こ と で あ る 。(`Litus'est,quou

squemaximusfluctusamaripervenit.)」(第 九 六 法 文 前 文)… … こ の

後 の 個 所 に は 、 弁 論 家 ・ 政 治 家 ・ 思 想 家 の マ ー ル ク ス ・ ト ゥ ッ リ ウ ス ・ キ

ケ ロ ー(前 一 世 紀 の 人)が 、 裁 定 人 と し て な ん ら か の ト ラ ブ ル の 解 決 を 委

ね ら れ た と き 、 は じ め て こ の よ う な 定 義 づ け を し た こ と が 記 さ れ て い る 。

な お 、 第 一 一 二 法 文 に は 、 海 岸 の 場 合 と 同 じ よ う に 、 湖 岸 に つ い て も 、 湖

が 完 全 に 私 有 財 産 に 属 し て い る の で な い か ぎ り は 、 波 の 最 大 到 達 線 を 境 界

線 の 判 定 基 準 に す る 、 と い う 規 定 が お か れ て い る 。

② ウ ル ピ ア ー ヌ ス 「告 示 註 解 」 第 一 八 巻 一 「『畑<pratum>』 と い う の は 、

収 穫 物 を 収 取 す る の に 鎌 だ け が 必 要 と さ れ る[土 地]の こ と で あ る 。[そ の
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よ う な]言 い ま わ し は 、 収 穫 物 を と り い れ る 用 意 が で き て い る よ う な 〈par

atumsit>と い う こ と に[由 来 す る]。(`Pratum'est,inquoadfructum

percipiendumfalcedumtaxatopusest:exeodictum,quodparatum

sitadfructumcapiendum.)」(第 三 一 法 文)… … 第 一 六 章 に は 、 語 源 論

と か ら ま せ て 、 そ の 手 の 定 義 が あ ち こ ち に 数 多 く 見 ら れ る 。 た と え ば 、 す

ぐ 前 の 第 三 〇 法 文 に は 、 つ ぎ の 六 つ の 概 念 に つ い て の 説 明 が あ る 。 〈silva

caedua>(伐 採 林)、 〈stipulaillecta>(ま だ 集 め ら れ な い ま ま に な っ て い

る 茎)、<novalis>(休 閑 地)、<integra>(ま だ 手 つ か ず に な っ て い る 牧 草

地)、 〈glans>(落 下 し た 実)、 〈pascuasilva>(牧 養 林)。 な お 、 土 地 、 お

よ び 、 そ れ と 密 接 に 結 び つ い て い る 農 業 を め ぐ っ て 、 こ の 章 は 多 く の 規 定

を 用 意 し て い る 。 ど の 時 代 、 ど の 国 に お い て も そ う で あ ろ う が 、 こ れ ら は 、

ロ ー マ で も 農 事 関 連 の 紛 争 が 多 発 し た た め に と ら れ た 予 防 的 な 規 制 措 置 な

の で あ ろ う 。

③ フ ロ ー レ ン テ ィ ー ヌ ス 「法 学 提 要 」 第 八 巻 「〈fundus>と い う 呼 称 に

は 、 す べ て の 建 築 物 、 お よ び 、 す べ て の 土 地 が 含 ま れ る 。 し か し 、 慣 用[的

な 語 法]に お い て は 、 都 市 の 建 築 物 は 〈aedes>と 、 地 方 の[建 築 物]は 〈vi

llae>と 言 わ れ る 。 一 方 、 建 築 物 つ き で は な い 土 地 〈locus>は 、 都 市 で は 、<a

rea>と 、 そ れ に 対 し て 、 地 方 で は 、 〈ager>と 呼 ば れ 、 そ し て 、 建 築 物 つ き

の そ の 土 地 は 、 〈fundus>と 言 わ れ る 。(`Fundi'appellationeomneaedifi

ciumetomnisagercontinetur.Sedinusuurbanaaedificia`aedes',

rustica`villae'dicuntur.Locusverosineaedificioinurbe`area',r

ureautem`ager,appellatur.Idemqueagercumaedificio`fundus,di

citur.)」(第 ニ ー 一 法 文)… … こ の よ う な 概 念 や 呼 称 の 区 別 は か な ら ず し も

絶 対 的 ・ 一 般 的 な も の と も 思 わ れ な い が 、 法 規 定 を と く に 設 け る こ と に よ

っ て 一 つ の 基 準 を 示 し た も の と し て 、 そ れ な り に 意 味 が あ っ た の だ ろ う 。

も っ と も 、 こ こ に 見 え る 〈ager>と い う 概 念 に か ん し て は 、 は っ き り し な い

と こ ろ が あ る 。

(g)財 産 に か ん す る 法 文 命 題

① ウ ル ピ ア ー ヌ ス 「告 示 註 解 」 第 一 四 巻 一 「『〈res>(物)』 と い う 呼 称

の な か に 、 状 況 〈causa>も 権 利 〈jus>も 含 ま れ る 。(`Rei'appellationeetc

ausaeetjuracontinentur.)」(第 二 三 法 文)… … 〈res>は 実 に 多 義 的 な 術

語 で 、 日 本 語 の 「物 ・ も の ・ こ と 」 く ら い で は と て も と ら え き れ な い 幅 と

深 み と 奥 行 き を も つ が 、 つ い で に 言 え ば 、 そ の 説 明 の と こ ろ に 見 え る 〈cau

sa>も 、 こ れ と 同 程 度 に 多 義 的 で 難 解 な 言 葉 で あ る 。

② パ ウ ル ス 「プ ラ ウ テ ィ ウ ス 註 解 」 第 三 巻 一 「と き に は 、 『〈possessio>

(占 有)』 と い う 言 葉 は 、 所 有 権 〈proprietas>も 意 味 す る 。(Interdumpro

prietatemquoqueverbum`possessionis'significat.)」(第 七 八 法 文)…
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・市 民 法 の 伝 統 的 な 理 解 に よ る と 、 所 有 権 と 占 有 は 峻 別 さ れ て い た が 、 時

代 が 下 る に つ れ て 、 両 者 の 区 別 が あ い ま い に な っ て き て い る 。 こ れ は そ う

い っ た 、 法 の 卑 俗 化 の 情 況 を 示 す 一 つ の 資 料 と も な っ て い る 。

③ パ ウ ル ス 「告 示 註 解 」 第 五 三 巻 「債 務 を 控 除 し た の ち に 残 存 し て い

る[も の が]各 人 の 『資 産 〈bona>』[で あ る と]理 解 さ れ る 。(`Bona'inte

llegunturcujusquequaedeductoaerealienosupersunt.)」(第 三 九 法

文 第 一 項)… … ポ ン ポ ー ニ ウ ス 「サ ビ ー ヌ ス 註 解 」 第 五 巻 か ら と り だ さ れ

た 、 「債 務 を 控 除 し た の ち で な け れ ば 、 な ん ら 相 続 人 の も と へ 到 来 し た も の

と は 理 解 さ れ な い 。」(第 一 六 五 法 文)と い う 命 題 も 、 こ れ と 関 連 す る 趣 旨

の も の で あ る 。

④ ヤ ウ ォ レ ー ヌ ス 「プ ラ ウ テ ィ ウ ス 抜 葦 」 第 五 巻 一 「利 益 よ り も 不 利 益

の 方 を い っ そ う 多 く も つ[も の は]、 本 来 は 『〈bona>(資 産)』 と 言 わ れ る

こ と は で き な い 。(Proprie`bona'dicinonpossunt,quaeplusincomm

odiquamcommodihabent.)」(第 八 三 法 文)… … ③ と こ の ④ で 示 さ れ て

い る よ う に 、 こ こ に 見 え る 〈bona>は 「債 務 を 処 理 し た の ち の 積 極 財 産 」 と

い っ た 狭 い 意 味 に な っ て い る が 、 広 義 で は 、 債 務 を か か え た 状 態 で 、 総 体

と し て 「財 産 」 と と ら え る 用 法 も ほ か に あ る 。 結 局 の と こ ろ 、 「定 義 」 と い

っ て も 、 か な ら ず し も 絶 対 的 な も の で は な い わ け で あ る 。

⑤ ウ ル ピ ア ー ヌ ス 「告 示 註 解 」 第 二 七 巻 一 「自 由 身 分 を 保 有 し て い る 家

長 は 、 ち ょ う ど 奴 隷 ま で も が 『資 産 〈bona>』 を[も つ こ と が で き]な い の

と 同 じ よ う に し て 、 『特 有 財 産 〈peculium>』 は も つ こ と が で き な い 。(Pate

rfamiliasliber`peculium,nonpotesthabere,quemadmodumn

ecservus`bona'.)」(第 一 八 二 法 文)… … 「特 有 財 産 」 と い う の は 、 奴 隷

な ど だ け が 事 実 上 も つ こ と を 許 さ れ て い る 「ヘ ソ ク リ 」 の よ う な も の で あ

る 。 本 来 は 、 家 長 は 特 有 財 産 を 分 け 与 え る 側 の 人 物 で あ る に も か か わ ら ず 、

こ の よ う な 家 長 が ら み の 規 定 が お か れ る の に は 、 背 後 に な に か 深 い わ け で

も あ る の だ ろ う 。 こ こ で は 、 〈peculium>と 〈bona>が 対 比 さ れ て い る 。

(h)物 権 に か ん す る 法 文 命 題

パ ウ ル ス 「告 示 註 解 」 第 三 巻 一 「あ る い は 人 に よ っ て 担 保 が 提 供 さ れ た

の で あ れ 、 あ る い は 物 に よ っ て 担 保 が 提 供 さ れ た の で あ れ 、[い ず れ に し て

も]『 担 保 が 提 供 さ れ た<cautus>[も の と]』 理 解 さ れ る 。(`Cautum'intel

legitur,sivepersonissiverebuscautumsit.)」(第 一 八 八 法 文 第 一 項)

・人 的 担 保 と 物 的 担 保 と の ど ち ら が 債 権 法 の 分 野 で 重 要 で あ っ た か に つ

い て は 、 時 代 に よ っ て 状 況 が 異 な る 。 一 応 の と こ ろ 、 人 的 保 証 か ら 物 的 保

証 へ の 時 代 的 流 れ が あ る こ と を 認 め て お い て よ い で あ ろ う 。 こ の 流 れ は 現

代 に ま で つ づ い て い る 。

(i)債 権 に か ん す る 法 文 命 題
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① ウ ル ピ ア ー ヌ ス 「告 示 註 解 」 第 六 巻 一 「以 下 の よ う な 人 々 が 『債 権 者

〈creditores>』 で あ る と う け と ら れ る べ き で あ る こ と は 、 確 定 し て い る 。

つ ま り 、 そ れ は 、 あ る い は 、 永 久 的 な 抗 弁 に よ っ て 妨 げ ら れ な い よ う に し

て 、 市 民 法 に も と つ い て 、 あ る い は 、 名 誉[法]に も と つ い て 、 あ る い は 、

特 別 の[法]に も と つ い て 、[し か も 、]あ る い は 、 無 条 件 に で あ れ 、 あ る

い は 、 期 限 つ き も し く は 条 件 つ き に で あ れ 、[い ず れ に し て も]な ん ら か の

[正 規 の]訴 権 あ る い は[例 外 的 な]追 求[権]に も と つ い て[あ る も の が

そ の 人 に]負 わ れ て い る そ の 人 の こ と で あ る 。 し か し 、 も し 自 然 に よ っ て 〈n

atura>[の み][あ る も の が あ る 人 々 に]負 わ れ て い る よ う な 場 合 に は 、

彼 ら は 〈creditores>の 部 類 に は 入 ら な い 。(`Creditores'accipiendosess

econstateos,quibusdebeturexquaqumqueactionevelpersec

utione,veljurecivilisineullaexceptionisperpetuaeremotione

velhonorariovelextraordinariosivepuresiveindiemvelsubc

onditione.Quodsinaturadebeatur,nonsuntlococreditorum.)]

(第 一 〇 法 文)… … か な り て い ね い な 解 説 で あ る 。 い わ ゆ る 「自 然 債 務 」 の

こ と が 述 べ ら れ て い る の は 、 と て も 興 味 深 い 。

② モ デ ス テ ィ ー ヌ ス 「法 学 大 全 」 第 四 巻 一 「そ の 意 に 反 し て[も]金 銭

が 請 求 さ れ る こ と が で き る 相 手 方 が 、 『債 務 者 〈debitor>』 で あ る と 理 解 さ

れ る 。(`Debitor'intellegituris,aquoinvitoexigipecuniapotes

t.)」(第 一 〇 八 法 文)… … こ れ は き れ い な 定 義 的 な 規 定 で あ る 。

③ モ デ ス テ ィ ー ヌ ス 「総 覧 」 第 五 巻 一 「そ の[問 題 の]物 が 他 人 の も の

で あ る こ と を 知 ら な か っ た か 、 あ る い は 、[そ の 物 を 自 身 に]売 却 し た 人 が 、

売 却 権 を 保 有 し て い る 、 た と え ば[そ の 人 が]委 託 事 務 管 理 人 あ る い は 後

見 人 で あ る 、 と 考 え て し ま っ た[人 は]、 『善 意 の 買 主 〈bonaefideiempto

r>』 で あ る と 見 ら れ る 。(`Bonaefideiemptor'essevidetur,quiignora

viteamremalienamesse,autputaviteumquivendiditjusvenden

dihabere,putaprocuratoremauttutoremesse.)」(第 一 〇 九 法 文)…

… 〈bonaefidei>(善 意 の)と い う 限 定 語 の つ い た 述 語 と し て は 、 〈bonae

fideipossessor>(善 意 の 占 有 者)が さ ら に 重 要 で あ る 。

④ ヤ ウ ォ レ ー ヌ ス 「カ ッ シ ウ ス 抜 葦 」 第 五 巻 一 「全 額 を 弁 済 す る こ と が

で き る[人]以 外 に は 、 誰 も 、 『弁 済 能 力 を も つ も の 〈solvendoesse>』 と

は 理 解 さ れ な い 。(Solvendoesse'nemointellegitur,nisiquisolidum

potestsolvere.)」(第 一 一 四 法 文)

(j)相 続 に か ん す る 法 文 命 題

① ポ ン ポ ー ニ ウ ス 「ク ィ ー ン ト ゥ ス ・ ム ー キ ウ ス 註 解 」 第 三 巻 一 「『相

続<hereditas>』 と い う 呼 称 は 、 疑 い も な く 、[債 務 過 多 の た め に]不 利 益

を 生 じ さ せ る 相 続 も 含 む 。 な ぜ な ら ば 、 そ れ は 、 遺 産 占 有 くbonorumposs
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essio>と 同 じ よ う に 、 法 上 の 名 称 だ か ら で あ る 。(`Hereditatis'appellati

osinedubiocontinetetiamdamnosamhereditatem:jurisenim

nomenestsicutibonorumpossessio.)」(第 一 一 九 法 文)

② ウ ル ピ ア ー ヌ ス 「告 示 註 解 」 第 二 巻 「敵 の も と で[捕 虜 状 態 で]死

亡 し た 人 に っ い て は 、 彼 が 奴 隷 と し て 死 亡 し て し ま っ た の で 、 『相 続 〈here

ditas>』[が 生 ず る]と 言 わ れ る こ と は で き な い 。(Ejus,quiapudhoste

sdecessit,dicihereditasnonpotest,quiaservusdecessit,)」(第 三

法 文 第 一 項)… … こ れ は 、 ロ ー マ 法 の 大 原 則 が こ の 時 代 に な っ て も な お 生

き て い る こ と を 意 味 す る 。

③ ウ ル ピ ア ー ヌ ス 「告 示 註 解 」 第 七 二 巻 一 「『相 続 人 〈heres>』 と い う 呼

称 は 、 た ん に 直 近 の 相 続 人 に だ け で は な く 、 そ れ 以 下 の[人 々]に も 関 係

づ け ら れ る 。 実 際 の と こ ろ 、 相 続 人 の 相 続 人 、 お よ び 、 そ れ に つ づ く[人

々]も 、 相 続 人 と い う 呼 称 に 含 ま れ る 。(`Heredis'appellationonsolu

madproximumheredem,sedetadulterioresrefertur:ethered

isheresetdeincepsheredisappellationecontinetur.)」(第 六 五 法

文)… … 第 一 七 〇 法 文 に も 同 じ よ う な 趣 旨 の 規 定 が あ る が 、 そ こ に は 、 「た

と え 相 続 人[の 地 位]を 承 継 す る 人[の こ と]が 言 葉 で 大 き く 示 さ れ て い

な か っ た と し て も 、」 と い う よ う に て い ね い な 表 現 が 見 ら れ る 。

④ ウ ル ピ ア ー ヌ ス 「ユ ー リ ウ ス ・ パ ピ ウ ス 法 註 解 」 第 一 〇 巻 一 「『頭 割

の 持 分 の 〈virilis>』 と い う 呼 称 に は 、 と き に は 、 相 続 財 産 全 体 さ え も 含 ま

れ る 、 と 言 わ れ る べ き で あ る 。(`Virilis'appellationeinterdumetiamt

otamhereditatemcontineridicendumest.)」(第 一 四 五 法 文)

⑤ パ ウ ル ス 「告 示 註 解 」 第 六 七 巻 「『無 遺 言[者]〈intestatus>』 と い

う の は 、 た ん に 遺 言 書 を[ま っ た く]作 成 し な か っ た[人]だ け が そ う で

あ る の で は な く 、 自 身 の 相 続 が 遺 言 に も と つ い て は 承 認 さ れ る こ と が な か

っ た[人]さ え も 、 そ う で あ る 。(`Intestatus'estnontantumquites

tamentumnonfecit,sedetiamcujusextestamentohereditasadi

tanonest.)」(第 六 四 法 文)… … ロ ー マ が あ る 程 度 発 展 し た 時 期 に は 、 遺

言 を す る 習 慣 が 社 会 的 に 固 ま っ て き た の で 、 資 料 面 で は 、 後 者 の ケ ー ス が

圧 倒 的 に 多 く な っ て い る 。 と こ ろ で 、 相 続 問 題 は 、 相 続 と い う も の が 、 人

(家 長)の 死 と 直 接 に 関 連 し て 、財 貨 の 大 が か り な 移 動 を 生 じ さ せ る 関 係 で 、

身 分 法 上 で も 財 産 法 上 で も 重 要 な テ ー マ で あ っ た 。 こ こ に と り あ げ た も の

以 外 に も 多 数 の 法 文 命 題 が あ る 。 な お 、 相 続 の 定 義 は(2)に す で に 示 し

て あ る 。

(k)訴 訟 に か ん す る 法 文 命 題

① パ ウ ル ス 「告 示 註 解 」 第 三 巻 一 「『訴 権 〈actio>』 と い う 言 葉 に は 、 抗

弁 〈exceptio>は 含 ま れ な い 。(`Actionis'verbononcontineturexcepti
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o.)」(第 八 法 文 第 一 項)

② ウ ル ピ ア ー ヌ ス 「告 示 註 解 」 第 二 三 巻 一 「『争 訟 〈lis>』 と い う 呼 称 は 、

[訴 権 が]対 物 の[も の]で あ れ 、 対 人 の[も の]で あ れ 、 す べ て の 訴 権 を

意 味 す る 。(Litis'nomenomnemactionemsignificat,siveinremsive

inpersonamsit.)」(第 三 六 法 文)

③ パ ウ ル ス 「信 託 遺 贈 論 」 第 二 巻 一 「『私 の も ろ も ろ の[も の]〈mea>』

お よ び 『君 の も ろ も ろ の[も の]〈tua>』 と い う 呼 称 に 訴 権 も 含 ま れ る も の

と 、 言 わ れ る べ き で あ る 。(`Meorum'et`tuorum'appellationeactione

squoquecontineridicendumest.)」(第 九 一 法 文)

④ ウ ル ピ ア ー ヌ ス 「サ ビ ー ヌ ス 註 解 」 第 一 巻 一 「『そ の[問 題 の]物 が

あ る で あ ろ う だ け の 額 に つ い て 〈quantieareserit>』 と い う 言 葉 と 、 『そ

の[問 題 の]物 が[現 実 に]あ る こ と が 明 ら か と な る だ け の 額 に つ い て 〈q

uantieamremesseparet>』 と い う 、 こ れ ら の 言 葉 の あ い だ に は 、 な ん

ら の 相 違 も な い 。 な ぜ な ら ば 、 ど ち ら の 条 項 に お い て も 、[そ の 問 題 の]物

の 、 真 正 な[価 値]評 価 が な さ れ る も の と す る 、 と い う 見 解 が 存 在 す る か

ら で あ る 。」(Interhaecverba`quantieareserit'vel`quantieam

remesseparet,nihilinterest:inutraqueenimclausulaplacetv

eramreiaestimationemfieri.)」(第 一 七 九 法 文)… … こ れ は 、 ロ ー マ の

民 事 訴 訟 法 に お い て 重 要 な 意 味 を も つ 方 式 書 の 文 言 の 一 部 で あ る 。 こ の 方

式 書 は 、 具 体 的 な 事 件 に お い て は 、 法 規 の よ う な 位 置 に お か れ て 、 判 断 の

基 準 と な る の で 、 そ の 文 言 の 解 釈 が 重 要 に な っ て く る の で あ る 。

⑤ ウ ル ピ ア ー ヌ ス 「告 示 註 解 」 第 三 八 巻 一 「『そ の[問 題 の]物 が[現

実 に]あ る こ と が 明 ら か と な る だ け の 額 に つ い て 〈quantieamremparetes

se>』 と い う こ の 言 葉 は 、 利 益[の あ る と こ ろ]に で は な く て 、 物 の[真

正 な][価 値]評 価 額 に 関 係 づ け ら れ る 。(Haecverba`quantieamrem

paretesse,nonadquodinterest,sedadreiaestimationemrefe

runtur.)」(第 一 九 三 法 文)

(1)公 法 に か ん す る 法 文 命 題

ウ ル ピ ア ー ヌ ス 「告 示 註 解 」 第 一 〇 巻 一 「都 市 の 財 産 が 『公 け の も の 〈p

ublicus>』[で あ る]と 言 わ れ た が 、 こ れ は[言 葉 の]濫 用 で あ る 。 な ぜ な

ら ば 、 ロ ー マ 国 民 に 属 す る そ の[財 産]だ け が 公 け の も の で あ る か ら で あ

る 。(Bonacivitatisabusive`publica'dictasunt:solaenimeapu

blicasunt,quaepopuliRomanisunt.)」(第 一 五 法 文)… … 「公 け の 」

と い う 形 容 詞 を 本 来 の 用 法 に 限 定 し て 用 い る べ き で あ る 、 と い う 見 解 が う

ち だ さ れ て い る 。な お 、つ ぎ の 第 一 六 法 文 に は 、 「都 市 は 私 人 と 扱 わ れ る 。」

と い う 趣 旨 の 規 定 が あ る 。
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〈5>ト ピ ッ ク 四 題

(a)罰 金 と 刑 罰 の あ い だ

ウ ル ピ ア ー ヌ ス 「ユ ー リ ウ ス ・ パ ピ ウ ス 法 註 解 」 第 三 巻 「と こ ろ で 、

『〈multa>(罰 金)』 と 『〈poena>(刑 罰)』 と の あ い だ に は 大 き な ち が い が

あ る 。 そ の 理 由 は 、 刑 罰 〈poena>と い う も の が 、 す べ て の 不 法 行 為 〈delict

um>へ の 罰 、 と い う[趣 旨 で]、 一 般 的 な 名 称 で あ る[の に 対 し て]、 〈mul

ta>と い う も の が 、 今 日 で は 、 そ の 処 罰 が 金 銭 的 な も の と な っ て い る 不 正 行

為 〈peccatum>へ の[罰]、 と い う[趣 旨 で]、 特 殊 な[名 称 で あ る]点 に

あ る 。 と こ ろ で 、 刑 罰 〈poena>と 言 え ば 、 た ん に 金 銭 的 な も の だ け で な く 、

頭 格 お よ び 社 会 的 名 声 に か か わ る[も の]も 科 せ ら れ る の が な ら わ し で あ

る 。 そ し て 、 罰 金 〈multa>は 、 た し か に 、 罰 金 を 宣 告 す る 者 の 裁 量 に も と

つ い て 生 ず る 。 一 方 、 刑 罰 と い う の は 、 そ れ ぞ れ の 法 律 〈lex>あ る い は あ る

他 の 法<jUS>に よ っ て と く に こ の[問 題 の]不 法 行 為 の た め に[あ ら か じ め]

定 め ら れ て い た[も の]以 外 は 、 科 せ ら れ な い 。[そ れ に 反 し て 、]罰 金 は 、

特 別 の 刑 罰 が[あ ら か じ め]定 め ら れ て い な か っ た と こ ろ で[さ え も]、 た

し か に 宣 告 さ れ る 。 同 様 に 、 裁 判 権 を 付 与 さ れ た 人 は 罰 金 を 宣 告 す る こ と

が[で き る]。 つ ま り 、[地 方 都 市 の]政 務 官 お よ び 属 州 の 長 官 だ け が 罰 金

を 宣 告 す る こ と が で き る 、 と い う 許 可 が 、 委 任 を 根 拠 と し て 与 え ら れ た 。

一 方
、 刑 罰 は 、 こ の[問 題 の]犯 罪 あ る い は 不 正 行 為 の 追 及 権 が 帰 属 す る

各 人 が 科 す こ と が で き る 。(Inter`multam'autemet`poenam'multumi

nterest,cumpoenageneralesitnomenomniumdelictorumcoerciti

o,multaspecialispeccati,cujusanimadversiohodiepecuniariaest:

poenaautemnontantumpecuniaria,verumcapitisetexistimationi

sirrogarisolet.Etmultaquidemexarbitrioejusvenit,quimultam

dicit:poenanonirrogatur,nisiquaequaquelegevelquoaliojures

pecialiterhuicdelictoimpositaest:quinimmomultaibidicitur,ub

ispecialispoenanonestimposita.Itemmultamisdicerepotest,c

uijudicatiodataest:magistratussolosetpraesidesprovinciaru

mpossemultamdiceremandatispermissumest.Poenamautemun

usquisqueirrogarepotest,cuihujuscriminissivedelictiexsecutio

competit.)」(第 一 三 一 法 文 第 一 項)… …<poena>も 〈multa>も 、 古 い 由 来

を も つ 法 的 概 念 で あ る 。 こ の 法 文 命 題 は 、 め ず ら し く 、 か な り 長 い が 、 そ

の な か に 、 近 代 の 「(罪)刑 法 定 主 義 」 の 考 え か た の 端 緒 と も な る よ う な 発

想 が 見 え て い て 、 と て も 興 味 ぶ か い 。

(b)過 失 か ら 故 意 へ

① ウ ル ピ ア ー ヌ ス 「法 範 」 第 一 巻 「『重 過 失 〈lataculpa>』 は 極 度 の 解

怠 〈nimianeglegentia>で あ る 。 つ ま り 、 す べ て の[人 々]が 理 解 し て い
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る[こ と を]理 解 し な い こ と で あ る 。(`Lataculpa'estnimianeglegent

ia,idestnonintellegerequodomnesintellegunt,)」(第 ニ ー 三 法 文

第 二 項)

② パ ウ ル ス 「断 案 録 」 第 二 巻 「『重 過 失 〈lataculpa>』 の[判 定]基 準

は 、 す べ て の[人 々]が 理 解 し て い る こ と を 理 解 し な い 、 と い う こ と で あ

る 。(`Lataeculpae'finisestnonintellegereidquodomnesintellegu

nt.)」(第 二 二 三 法 文 前 文)

③ パ ウ ル ス 「便 覧 」 第 一 巻 一 「『大 き な 「解 怠 〈magnaneglegentia>』 は 過

失 〈culpa>で あ る 。 そ し て 、 『大 き な 過 失 〈magnaculpa>』 は 悪 意 〈dolus>

で あ る 。(`Magnaneglegentia'culpaest:`magnaculpa'dolusest.)」

(第 二 二 六 法 文)… … こ れ ら 三 つ の 法 文 は 比 較 的 近 い と こ ろ に お か れ て い

て 、 こ れ ら を 綜 合 す る と 、 「大 き な 解 怠 は 過 失 で あ り 、 極 度 の 解 怠 は 重 過 失

で あ り 、 大 き な 過 失 は 悪 意 で あ る 。」 と い う よ う に も 理 解 で き る が 、 重 過 失

が 、 問 題 の 大 き な 過 失 で あ っ て 、 悪 意 と な る の か ど う か は 、 こ れ ら の 表 現

だ け か ら は か な ら ず し も 明 ら か で は な い 。 な お 、 こ の 「悪 意 」 を 近 代 法 に

お け る 「故 意 」 と 同 じ も の と う け と っ て よ い の か 、 そ れ か ら 、 〈culpa>が

近 代 法 に お け る 「過 失 」 と ぴ た り と 重 な り あ う の か 、 に つ い て も 学 者 の 解

釈 は わ か れ て い る 。 い ず れ に し て も 、 「ク ル パ 」 論 が 時 代 に よ っ て ニ ュ ア ン

ス を さ ま ざ ま に か え る こ と は 、 た し か で あ る 。

(c)一 二 表 法 の こ と

① ガ ー イ ウ ス 「一 二 表 法 註 解 」 第 六 巻 一 「『平 民 〈plebs>』 は 、 元 老 院 議

員 を の ぞ い た 、 そ の 他 の 市 民 で あ る 。(`Plebs'estcetericivessinesenato

ribus.)」(第 二 三 八 法 文 前 文)… … こ の よ う な 、 ロ ー マ 市 民 の 身 分 に か ん

す る 定 義 的 な 規 定 が 六 世 紀 に な っ て お か れ た の は 、興 味 ぶ か い 。 も と も と 、

「平 民 」 と い う の は 、 紀 元 前 の 、 共 和 政 も ず っ と 初 期 の こ ろ に 、 「貴 族 」 と

対 立 す る 身 分 と し て 社 会 的 に 意 味 を も っ て い た か ら で あ る 。 な お 、 帝 政 期

に は 、 人 の 身 分 に つ い て 共 和 政 以 来 の 区 分 法 と は ち が う や り か た も い く つ

か 現 わ れ る 。

② ガ ー イ ウ ス 「一 二 表 法 註 解 」 第 六 巻 一 「『質 〈pignus>』 は 、 こ ぶ し 〈p

ugnus>に ち な ん で 名 づ け ら れ た も の[で あ る]。 そ の 理 由 は 、 質 と し て 与

え ら れ る 物 が 手 で 渡 さ れ る 、 と い う 点 に あ る 。 そ の こ と か ら で も 、 質 が 本

来 は 動 産 に つ い て[だ け]設 定 さ れ る と い う 、 あ る[法 学 者 た ち]の 見 解

が あ る の は 正 し い も の と 見 ら れ る こ と が で き る 。(`Pignus'appellatuma

pugno,quiares,quaepignoridantur,manutraduntur.Undeetia

mvideripotestverumesse,quodquidamputant,pignusproprie

reimobilisconstitui.)」(第 二 三 八 法 文 第 二 項)… … 一 二 表 法 〈lexduo

decimtabularum>と い う の は 、 ロ ー マ も 初 期 の 前 四 五 〇 年 こ ろ に 、 貴 族
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と 、 法 の 公 開 ・ 公 定 を 要 求 す る 平 民 と の あ い だ の 、 何 十 年 に も わ た る 身 分

闘 争 の 一 つ の 成 果 と し て 生 ま れ た ロ ー マ 最 初 の 実 定 法 で あ り 、 し か も 、 こ

れ は 、 法 典 と し て の 体 裁 を そ れ な り に し っ か り と も っ て い た 。 そ の と き か

ら 実 に 一 〇 〇 〇 年 近 く も た っ た 六 世 紀 に 、 問 題 の 『学 説 彙 纂 』 を 中 核 的 な

部 分 と す る 、 い わ ゆ る 『市 民 法 大 全(コ ル プ ス ・ ユ ー リ ス ・ キ ー ウ ィ ー リ

ス)』 が 編 纂 さ れ た の で あ る が 、 そ れ ま で は 一 二 表 法 ク ラ ス の 法 典 が 生 ま れ

る こ と は な か っ た 。 し か し 、 よ く 考 え て み れ ば 、 こ の よ う に 比 較 的 初 期 の

時 代 に 妥 当 し て い た 法 規 が 、 ロ ー マ 法 が ひ と ま ず 完 成 し た 六 世 紀 に も な お

法 文 命 題 の な か に と り こ ま れ る 、 と い う こ と は 、 そ れ 自 体 、 不 思 議 な 現 象

で あ る 。 た し か に 、 『市 民 法 大 全 』 は あ る 種 の 懐 古 趣 味 の 産 物 で も あ っ た が 、

そ の こ と の 一 端 は 、 一 二 表 法 関 連 の 法 文 命 題 中 に と り あ げ ら れ て い る 項 目

の 中 身 か ら も う か が い 知 る こ と が で き る 。 一 二 表 法 関 連 の 第 二 三 三 法 文 か

ら 第 二 三 八 法 文 で 、 語 義 を と き あ か す 作 業 の 対 象 と な っ て い る 項 目 の 主 な

も の は 以 下 の と お り で あ る 。 〈sicalvitur>(も し そ の 者 が 欺 く な ら ば)、 〈t

elum>(矢)、 〈perduelles>(敵)、 〈locuples>(資 力 を も っ)、 〈vivere>(生

活 す る こ と)、 〈ferri>(も ち は こ ば れ る こ と)、 〈portari>(荷 と し て は こ

ば れ る こ と)、 〈agi>(追 い た て て 移 動 さ せ ら れ る こ と)、 〈fabertignarius>

(大 工)、 〈venenum>(薬)、 〈glans>(木 の 実)、 〈detestatum>(証 言 に よ

っ て 追 及 し た こ と)、 〈noxia>(不 法)。 こ れ ら の な か に は 、 こ の 法 典 の 制

定 当 時 の 六 世 紀 に お い て も 、 一 〇 〇 〇 年 ま え の 一 二 表 法 の 文 言 に か ん す る

定 義 づ け の 作 業 に 実 際 上 ま だ 意 味 が あ っ た よ う な ケ ー ス も 、 い く つ か は 含

ま れ て い る の で は な か ろ う か 。

③ ポ ン ポ ー ニ ウ ス 「ク ィ ー ン ト ゥ ス ・ ム ー キ ウ ス 註 解 」 第 五 巻 「一 二

表 法 の 、 『[あ る 者 が]自 身 の 物 に 対 し て 終 意 処 分 し た よ う に 、 そ の よ う に

法 が あ る よ う 。 〈utilegassetsuaerei,itajusesto.〉 』 と い う 、 こ れ ら の

文 言 に よ っ て 、 相 続 人 を 指 定 し 、 遺 贈 お よ び 自 由 を 付 与 し 、 後 見 も 設 定 す

る と い う 、 き わ め て 広 汎 な 権 能 が 与 え ら れ た[も の と]見 ら れ る 。 し か し 、

そ れ は 、 あ る い は 諸 法 を 解 釈 す る こ と に よ っ て 、 あ る い は 諸 法 律(法)を

定 め る 人 た ち の 権 威 に よ っ て 、 狭 め ら れ た 。(Verbislegisduodecimta

bularumhis`utilegassitsuaerei,itajusesto'latissimapotesta

stributavideturetheredisinstituendietlegataetlibertatesda

ndi,tutelasquoqueconstituendi.Sedidinterpretationecoangus

tatUmeStVellegUmVelaUCtOritatejUraCOnStitUentiUm.)」(第 一 二

〇 法 文)

(d)〈 市 民 法 と 名 誉 法 〉

パ ウ ル ス 「ユ ー リ ウ ス ・ パ ピ ウ ス 法 註 解 」 第 四 巻 一 「『相 続 〈hereditas>』

と い う 呼 称 の な か に 、 遺 産 占 有 〈bonorumpossessio>も 含 ま れ る 。(`Here
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ditatis'appellationebonorumquoquepossessiocontinetur.)」(第

一 三 八 法 文)… … 相 続 は 市 民 法 上 の 正 規 の 制 度 で あ る が
、 そ の か た わ ら に

生 成 し て き た 名 誉 法(そ の 実 体 は 法 務 官 法)に お い て 、 所 有 で は な く 、 占

有 を 内 容 と す る 「遺 産 占 有 」 と い う 、 使 い 勝 手 の よ い シ ス テ ム が 考 案 さ れ

た 。 両 者 が ぶ っ か っ て 混 線 が 生 ず る と き に は 、訴 訟 を 司 っ て い た 法 務 官 が 、

遺 産 占 有 の 方 を む し ろ 優 先 さ せ る こ と も あ っ た 。 以 上 は 紀 元 前 の 共 和 政 時

代 の 話 で あ る が 、 帝 政 時 代 に 入 る と 、 こ れ ら の 制 度 は 融 合 し て し ま う 。 こ

の 法 文 命 題 は そ の あ た り の こ と を 示 し て い る 。

ま と め

〈1>『 学 説 彙 纂 』 の 第 五 〇 巻 第 一 六 章 と い う 部 分 は 、 以 上 に と り あ げ た

と こ ろ か ら も 一 部 判 明 す る よ う に 、 き わ め て 雑 多 な 内 容 を も つ 章 で あ り 、

一 率 直 に 表 現 す れ ば 一 ど の よ う に こ れ を 整 理 す る こ と を 試 み て も う ま く

整 理 さ せ て く れ な い よ う な 手 強 い 素 材 の よ う で あ る 。 正 直 な と こ ろ 、 本 章

に お け る 筆 者 の 試 み も 成 功 し た と は と て も 思 わ れ な い 。 た し か に 、 そ の 章

に つ づ き 、 し か も 、 こ の 五 〇 巻 も の の 『学 説 彙 纂 』 と い う 大 作 の 最 終 章 と

な っ て い る 第 一 七 章 「古 法 の 各 種 の 法 範 に つ い て 」 も 同 じ よ う に 手 強 い 素

材 で あ る が 、な ん と 言 っ て も 、 こ ち ら の 方 に は 、 法 範 〈regula>(一 種 の 「法

準 則 」 の よ う な も の)の か た ち を と っ た ロ ー マ 法 学 の エ ッ セ ン ス が か な り

多 く 収 め ら れ て お り 、 学 問 的 な 興 味 を そ そ ら れ る 、 と い う 点 で は 、 こ ち ら

の 方 が は る か に 位 が 上 で あ る 。 そ の よ う な わ け で 、 本 部 門 は 、 『学 説 彙 纂 』

の な か で お そ ら く は も っ と も 面 白 く な い 部 門 の 分 析 に と り く ん だ 作 品 で あ

ろ う が 、 そ れ で も 、 私 た ち 現 代 人 が 、 そ の 昔 ロ ー マ の 法 学 者 が 一 般 的 に も

っ て い た 考 え か た ・発 想 や コ モ ン セ ン ス の 一 端 を こ こ か ら の ぞ き 見 る こ と

が で き る 、 と い う 意 味 で は 、 こ の 第 一 六 章 は そ れ な り に 貴 重 な 歴 史 的 情 報

を 私 た ち に 提 供 し て く れ て い る も の と 言 え る の で は な か ろ う か 。 な お 、 本

編 で 独 立 項 目 の か た ち で と り あ げ た 項 目 の 数(法 文 の 数 で は な い)は 計 七

〇 個 以 上 に な る が 、 こ れ は 、 全 体 の 三 三 八 個 の 二 〇 パ ー セ ン ト を こ え る も

の で し か な い 。 な お 、 こ こ で は と り あ げ ら れ な か っ た が 、 そ の 残 り の 部 分

に も 、 面 白 い 規 定 が 多 数 お か れ て い る 。

現 代 の 法 学 者 の 眼 か ら す れ ば 、 「言 葉 の 意 義 に つ い て 」 と 題 し た 第 一 六 章

を 構 成 す る の に も っ と も ふ さ わ し い の は 、 「～ は ～ で あ る 」 ス タ イ ル の 、す

っ き り し た 定 義 で あ ろ う が 、 ロ ー マ の 法 学 者 た ち は 、 ど う や ら 、 こ の た ぐ

い の 固 苦 し い 概 念 規 定 の ス タ イ ル を 体 質 的 に あ ま り 好 ん で い な か っ た よ う

に 見 う け ら れ る 。 有 名 な 法 文 命 題 と し て 、 「市 民 法 に お い て は 、 定 義 と い う

も の は 、 す べ て 、 危 険 で あ る 。 な ぜ な ら ば 、 そ れ が 覆 え さ れ る こ と が で き

な い[ほ ど 安 定 し た 地 位 を も つ]こ と な ど 、め っ た に 生 じ な い か ら で あ る 。」
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(第 一 七 章 第 二 〇 二 法 文 一 ヤ ウ ォ レ ー ヌ ス 「書 簡 録 」 第 一 一 巻 か ら と り だ

さ れ た 命 題)と い う も の が あ る が 、 こ れ が 、 第 一 六 章 そ の も の と こ ろ に で

は な く 、 「法 範 」 を 扱 う 第 一 七 章 の 末 尾 あ た り に さ り げ な く お か れ て い る の

は 、 な に や ら 興 味 深 い こ と で あ る 。 動 き の な か で 法 や そ の 展 開 を と ら え る

こ と を 得 意 と し て い た ロ ー マ 法 学 者 は 、 物 事 に 枠 を は め る よ う な 性 質 を 本

来 備 え て い る 定 義 と い う も の を 重 視 す る こ と は む し ろ マ イ ナ ス に 作 用 す る

こ と を 覚 っ て い た の で は な か ろ う か 。 さ て 、法 典 編 纂 委 員 会 に お い て 、『学

説 彙 纂 』を 編 成 す る さ い 参 考 に さ れ た 多 数 の 法 学 文 献 の な か で 、「定 義 集 〈D

efinitiones>」 と い う タ イ トル を も っ た 作 品 は 、 パ ピ ニ ア ー ヌ ス の 二 巻 本

と ク ィ ー ン ト ゥ ス ・ ム ー キ ウ ス ・ス カ エ ウ ォ ラ の 単 巻 書 し か 存 在 し な い 。

も っ と も 、 「定 義 」 と い う も の と い く ら か 近 い 位 置 に あ る 「法 範 〈regula>」

を 集 め た 法 学 著 作 は 、 八 名 分 で 、 計 一 一 本 も 存 在 す る の で 、 ロ ー マ 法 学 者

が 、 個 別 的 な テ ー マ を 取 扱 う 法 的 命 題 の な か か ら 理 論 的 な 部 分 の エ ッ セ ン

ス を 抽 出 す る 、 と い っ た 作 業 を ま っ た く 不 得 手 と し て い た 、 と い う わ け で

は 決 し て な い 。 と こ ろ で 、 こ の 法 範 に つ い て は 、 第 一 七 章 の 冒 頭 に 定 義 が

あ る 。 「法 範 と い う の は 、[現 に]存 在 す る 事 柄[の 法 的 実 体]を 簡 潔 に 描

写 す る[も の]で あ る 。」(第 一 法 文)が こ れ で あ る 。 こ の 第 一 七 章 の 全 容

は つ ぎ の 部 門 で あ る[E]部 門 に お い て 示 す こ と に し よ う 。

〈2>こ れ ま で に 、 ロ ー マ 法 学 者 が 、 そ れ ぞ れ の 時 代 に お い て 、 そ れ ぞ れ

独 自 に 作 り だ し 、 結 果 的 に 法 文 と し て 採 録 さ れ る こ と に な っ た 命 題 の な か

で 、 彼 ら な り の コ モ ン セ ン ス を 比 較 的 明 瞭 に 表 に 出 し て い る と 思 わ れ る タ

イ プ の も の を い く つ か と り あ げ て 分 析 し て き た が 、 そ れ で は 、 そ う い っ た

コ モ ン セ ン ス の 背 景 や 基 礎 に あ る の は 一 体 ど の よ う な 考 え か た な の で あ ろ

う か 。 こ の 問 題 を 考 察 す る ま え に 、 こ こ で 、一 般 論 と し て 、「コ モ ン セ ン ス 」

な る も の の 多 様 性 に つ い て ふ れ て お こ う。

(a)人 が 社 会 と い っ た も の を 構 成 す る よ う に な っ て 以 来 、 ど の 時 代 に お

い て も 、 ま た 、 ど の 場 所 に お い て も 、す で に あ る 法 を 発 見 し て 宣 示 し た り 、

あ ら た に 法 を わ ざ わ ざ 作 り だ し た り 、 必 要 な ら ば 法 を 改 廃 し た り 、 法 を 日

常 的 に 運 用 し て い っ た り す る 任 務 を も つ 層 の 人 々 が か な ら ず 存 在 し た 。 個

人(た と え ば 、 予 言 者 、 立 法 家 、 国 王 、 皇 帝)が そ の 分 野 で 突 出 し た 役 割

を 演 じ た ケ ー ス も た し か に 存 在 す る が 、 し か し 、 法 を 現 実 に 動 か し て い く

の は 、や は り 、多 く の 層 の 人 々 の 地 味 な 日 常 活 動 そ の も の で あ っ た 。 神 官 、

法 学 者(在 野 法 曹)、 政 務 官(公 職 者)、 官 僚 ・官 吏 と か の さ ま ざ ま な 集 団

の 営 為 が 、 法 を 、 上 下 ・前 後 お よ び 横 か ら 、 し っ か り と 支 え て い た の で あ

る 。 そ れ で 、 以 上 の よ う な 、 法 に た ず さ わ る の を 日 常 の 職 務 と し て い る 層

の 人 々 が 法 と い う も の に 対 し て ど の よ う な コ モ ン セ ン ス を も っ て い た の

か 、 と 言 え ば 、 そ れ は 、 そ れ ぞ れ の 状 況 に よ っ て か な り異 な る 。 つ ま り 、
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法 と い う も の が 、特 定 の 時 代 、特 定 の 場 所 一 要 す る に 特 定 の 情 況 一 に お い

て ど の よ う に イ メ ー ジ さ れ て い る か に よ っ て 、 そ の 情 況 下 の コ モ ン セ ン ス

の 内 容 が か な り ち が っ て く る の で あ る 。 た と え ば 、 国 家 を 頂 点 と す る 共 同

体 の 秩 序 を し っ か り と 維 持 す る た め の 社 会 装 置 と し て 法(制 定 法)が 鋭 く

位 置 づ け ら れ て い る と こ ろ で は 、 「公 」 を 旗 印 に し た 公 法 が 前 面 に せ り で て

き て 、 「私 」 と い う も の を 圧 迫 す る 。 こ こ で は 、 私 益(民 の 利 害 関 係)や 構

成 員 の 人 権 な ど は 、 第 二 次 的 な も の と さ れ 、 十 分 に 保 護 さ れ る と い う よ う
カ ミ

な こ と は 、 ま ず な い 。 そ こ で の コ モ ン セ ン ス は 、 い わ ば 「お 上 の コ モ ン セ
カ ミ

ン ス 」 と し て 現 わ れ る の で あ る が 、 こ の 「コ モ ン セ ン ス 」 は 「お 上 の 論 理
カミ カ ミ

・ お 上 の 指 導 要 領 ・ お 上 の タ テ マ エ 」 と 換 言 し て も よ い ほ ど 、 し っ か り し
カ ミ

た も の で あ る 。 お 上 は 教 育 ・情 宣 活 動 に よ っ て こ の タ イ プ の コ モ ン ・セ ン

ス を 構 成 員 に お し つ け て く る が 、 そ れ で も 、 こ れ が 彼 ら 構 成 員 の 物 の 考 え

か た を 完 全 に 圧 倒 す る ま で に な る の は 困 難 で(未 来 社 会 に お い て は ひ ょ っ

と す る と そ れ が 可 能 に な る か も し れ な い が)、 構 成 員 つ ま り 、 国 家 に よ

っ て と り し き ら れ て い る 側 の 人 々 一 は 、 彼 ら の 側 で 、 彼 ら な り の コ モ ン セ

ン ス を 本 能 的 ・直 観 的 に 形 成 し 、 そ れ を ひ そ か に も ち つ づ け る 。 そ こ に は 、

原 始 的 ・土 俗 的 ・伝 統 的 な コ モ ン セ ン ス も ま ぎ れ こ む 。 と こ ろ で 、 「法 の 常

識 は 世 間 の 非 常 識 」 と し て 、 あ る 具 体 的 な 問 題 に か ら ん で 、 世 間 と い う も

の が 法 の 動 き を 冷 や や か に 見 る 、 と い う 事 態 は 、 よ く 生 ず る こ と な の で あ

る が 、 こ れ は あ る 意 味 で は ご く 健 全 な 現 象 と も 言 え よ う。 こ の よ う な ギ ャ

ッ プ は 、 こ う い う と こ ろ で は 、 程 度 の 差 は あ れ 、 か な ら ず 生 ず る も の で あ

る 。

他 方 に お い て 、 法 と い う も の を 、 い わ ば 上 下 の 権 力 関 係 を 具 体 化 す る た

め の 装 置 と し て 設 定 す る の で は な く て 、 む し ろ 、 水 平 面 に お け る 利 害 調 整

の た め の 一 つ の 道 具 ・装 置 、 と い う よ う に 、 軽 く 、 い わ ば 控 え 目 に 低 く 位

置 づ け て い る と こ ろ で は 、 「私(民)」 の ウ ェ イ トが 高 ま り 、 「公 」 の ウ ェ イ

ト が 相 対 的 に 低 下 す る(も ち ろ ん 、 刑 法 で 代 表 さ れ る よ う な 、 尖 鋭 な 公 法

の 領 域 で は 「公 」 の カ は 温 存 さ れ る の で 、 分 野 別 で か な り 話 は ち が っ て く

る が)。 こ こ で は 、 「私 の コ モ ン セ ン ス 」 が 有 力 な 地 位 を 確 保 す る こ と が で

き る 。 つ ま り 、 世 間 の 常 識 だ け を た よ り に 動 い て い っ て も 、 あ る 程 度 は 展
カ ミ

望 が 開 け る 、と い う わ け で あ る 。少 な く と も 、「お 上 の コ モ ン セ ン ス ー 論 理 」

が 「私 の コ モ ン セ ン ス=論 理 」 を 圧 倒 し て し ま う よ う な こ と は な く 、 そ れ

な り に 対 等 の 勝 負 に な っ て く る 。

と こ ろ で 、 以 上 の よ う に 「公 」 と 「私 」 を は っ き り 分 け て 考 え る の は 一

つ の モ デ ル に す ぎ ず 、 歴 史 的 に 見 て 、 人 間 の 社 会 で は 、 「公 」 と 「私 」 の 相

互 関 係 や 、 そ こ に 存 在 す る 「公 」 と 「私 」 の 力 関 係 は 実 に 多 種 多 様 で あ っ

て 、 そ れ と も 関 連 し な が ら 、 コ モ ン セ ン ス な る も の も さ ま ざ ま な か た ち を
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と っ て 固 め ら れ て く る 。 こ の よ う な 特 定 の 国 家 ・社 会 に 特 有 の コ モ ン セ ン

ス は 、 民 族 性 ・国 民 性 と 深 く か か わ っ て い る こ と も あ っ て 、 か な り し た た

か な と こ ろ を も っ て お り 、 そ の 国 家 ・社 会 に 特 有 の 法 文 化 の 基 層 の 一 つ と

な っ て い る の で あ る 。 筆 者 は 、 近 年 に な っ て 、 「日 本 人 の 法 意 識 ・法 感 情 ・

法 感 覚 ・法 行 動 ・法 へ の ス タ ン ス ・法 的 セ ン ス を 深 い と こ ろ で 支 え て い る

も の は い っ た い な に か?」 と い う 点 に 興 味 を も ち は じ め 、 具 象 的 な 関 連 デ

ー タ の 収 集 に 日 々 努 め て い る が 、 「日 本 人 固 有 の 法 的 な コ モ ン セ ン ス 」論 も

学 問 的 な 研 究 対 象 と し て と て も 重 要 で あ る 、 と 考 え て い る 。 こ の 近 い 時 期

に 刊 行 し た 連 作 の 「タ テ マ エ の 法 ・ホ ン ネ の 法 」(第 四 版 ・ 日 本 評 論 社 ・2

009年)は 、 そ の よ う な 問 題 意 識 に 啓 発 も さ れ て 生 ま れ た 作 品 で あ る 。

(b)そ れ で は 、 以 上 の ポ イ ン ト と も か ら め る か た ち で 、 ロ ー マ 法 学 者 の

も っ て い た コ モ ン セ ン ス の 位 置 を た め し に 定 め て み る こ と に し よ う 。ま ず 、

「公 」 と 「私 」 と い う概 念 基 準 で 読 み 解 く と 、 ロ ー マ と い う 国 で は 、 古 来 、

「私 」 が 「公 」 に 対 し て か な り 強 い 位 置 に あ っ た こ と を 指 摘 し て お か な け れ

ば な ら な い 。 さ す が に 、 皇 帝 の 実 力 が か な り の 程 度 に ま で 露 骨 に 全 体 に わ

た っ て 発 揮 さ れ る 紀 元 後 の 帝 政 時 代 に お い て は 、 「公 」 が し だ い に 「私 」 に

優 越 し て い く 傾 向 が 見 ら れ る が 、 紀 元 前 の 共 和 政 時 代 に か ん す る か ぎ り 、

「私 」 を 一 つ の 軸 と し て 国 家 が 動 い て い っ た 、 と ひ と ま ず 総 括 し て よ い で あ

ろ う 。 つ ぎ に 、 ロ ー マ 法 学 者 に つ い て 絞 っ て 考 え て み る と 、 彼 ら は 、 私 法

(実 体 法 お よ び 手 続 法)し か 扱 わ な い の で 、 「私 」 の 世 界 に お け る コ モ ン セ

ン ス を 世 に 示 し て い る だ け で あ る 。 ロ ー マ 法 学 が 生 成 す る 場 と な っ た 共 和

政 の 場 合 、 公 法(国 家 組 織 法 や 刑 事 法)と い う も の は 、 政 治 の 影 響 を 強 く

う け て 、 時 代 の 激 流 に 流 さ れ る こ と が 多 く 、 法 学 者 が 扱 い き れ な い や っ か

い な 存 在 で あ っ た 。 さ ら に 言 う な ら 、 扱 い た が ら な い 存 在 で あ っ た 。 そ の

た め に 、 公 法 に か ん す る 彼 ら の コ モ ン セ ン ス は 明 確 な か た ち で は と り だ す

こ と が で き な い 。 し か も 、 そ の 時 代 の 法 学 者 は 基 本 的 に は 「在 野 の 人 」 で

あ り 、 彼 ら の 発 想 は 、 「私 」 的 で あ り 、 自 由 で あ っ た 。 た し か に 、 紀 元 後 の

帝 政 時 代 に 入 る と 、 法 学 者 の う ち で と く に 有 力 な 人 物 は 、 官 僚 化 し 、 文 官

と し て 皇 帝 の 側 近 の 地 位 に つ く が(た と え ば 、 本 章 中 に と り わ け よ く 登 場

す る ウ ル ピ ア ー ヌ ス と パ ウ ル ス の 場 合)、 し か し 、 彼 ら は 、 全 面 的 に 皇 帝 に

隷 属 し て い る 、 と い う わ け で は な く 、 伝 統 的 な 在 野 的 心 情 を 強 く も ち つ づ

け て い る 。 こ う い っ た 状 況 は 、 法 学 の 古 典 期 に あ た る 紀 元 後 三 世 紀 間 の 元

首 政 時 代(初 期 帝 政 期)に つ い て よ く あ て は ま る 。 『学 説 彙 纂 』 の デ ー タ ベ

ー ス と な る の が そ の 古 典 期 の 法 学 著 作 群 で あ る 以 上 、 彼 ら の コ モ ン セ ン ス

は 、 国 家 権 力 に は と ら わ れ な い 、 自 由 で 、 の び や か で 、 柔 軟 な 発 想 の 産 物

で あ っ た 。そ の た め に 、こ れ は 、時 代 を 超 え て 、「公 」 と い う も の 以 上 に 「私 」

と い う も の を 大 切 に す る 、 現 代 の 私 た ち の 心 情 に 訴 え か け て く る と こ ろ を
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多 く も つ の で あ る 。

(c)そ れ で は 、 本 題 の 、 ロ ー マ 法 学 者 の コ モ ン セ ン ス の 実 体 が ど の よ う

な も の か を 探 る 作 業 を 少 し 試 み て み よ う 。

① 『学 説 彙 纂 』 第 一 巻 第 一 章 に は 、 「正 義 お よ び 法 に つ い て 」 と い う 表 題

の も と に 計 一 二 の 法 文 命 題 が 収 め ら れ て い る が(8)、 そ の 冒 頭 に 、 ウ ル ピ ア

ー ヌ ス の 伝 え る 、 ケ ル ス ス の 有 名 な 定 義 が あ る 。 「法 は 善 お よ び 衡 平 の 術 で

あ る 。(Jusestarsbonietaequi.)」(第 一 法 文 前 文:ウ ル ピ ア ー ヌ ス

「法 学 提 要 」 第 一 巻 か ら と り だ さ れ た 命 題)。 こ こ で 「術 」 と い う 訳 を つ け

た 言 葉 の 原 語 は 〈ars>で あ る 。 そ の 〈ars>と い う の は 、 た ん な る 「わ ざ ・ す

べ 」 で は な く 、 も っ と 固 い 意 味 内 容 を も つ 「技 術 体 系 」 一 や わ ら か い 表 現

を と れ ば 、 「作 法 」 一 の こ と を 指 す の で あ ろ う が 、 こ こ に は 、 以 下 の 命 題

の 場 合 と 同 じ よ う に 、 ギ リ シ ア 哲 学 の 教 え の 影 響 が に じ み で て い る 。

② 「法 の 掟 と は 、 正 直 に 生 き る こ と 、 他[人]を 害 し な い こ と 、 各[人]

に 彼 自 身 の[も の]を 配 分 す る こ と 、 こ れ ら で あ る 。(Jurispraeceptas

unthaec:honestevivere,alterumnonlaedere,suumcuiquetr

ibuere,)」(第 一 巻 第 一 章 第 一 〇 法 文 第 一 項:ウ ル ピ ア ー ヌ ス 「法 範 」 第 一

巻 か ら と り だ さ れ た 命 題)。 こ の 三 分 法 に よ っ て 明 示 さ れ た 法 の 掟(教 え 、

指 導 理 念)は 、 法 と 道 徳 と の 接 点 の 存 在 、 不 法 行 為 や 犯 罪 へ の 戒 め 、 広 い

意 味 に お け る 財 の 配 分 方 法 を 、 そ れ ぞ れ 教 え て く れ る 。

③ 「正 義 と は 、 各[人]に 彼 自 身 の[も の]を 配 分 す る こ と の 、 恒 常 的

で 永 続 的 な 意 思 で あ る 。(Justitiaestconstansetperpetuavoluntasj

ussuumcuiquetribuendi.)」(第 一 巻 第 一 章 第 一 法 文 前 文:ウ ル ピ ア ー

ヌ ス 「法 学 提 要 」 第 一 巻 か ら と り だ さ れ た 命 題)。 ロ ー マ 人 は 、 ギ リ シ ア 人

の 場 合 ほ ど 、 「正 義 」を 言 い た て は し な か っ た よ う に 思 わ れ る が(ち な み に 、

現 代 で も っ と も 正 義 を 言 い つ の る 国 は 、 ア メ リ カ で あ る)、 そ れ で も 、 プ ラ

グ マ テ ィ ッ ク な 発 想 と 行 動 を 特 徴 と し て い た ロ ー マ 法 学 者 に は 、 ギ リ シ ア

人 が 理 論 的 ・ 理 念 的 に 定 立 し た 「各 人 に 彼 自 身 の も の を 配 分 す る こ と 」 と

い う く だ り は 、 お そ ら く 、 民 事 的 な 問 題 を ど う 処 理 す る か 、 を 考 え る さ い

に た し か な 指 針 と な っ て い た こ と で あ ろ う 。 し か し 、 実 を 言 え ば 、 「彼 自 身

に 所 属 す べ き も の 」 を 正 し く 探 り あ て る の は か な り の 難 事 で あ り 、 お そ ら

く 、 法 学 者 は 直 感 と か イ ン ス ピ レ ー シ ョ ン と か を 働 か せ て 、 そ の 場 そ の 場

で 、 ア ド ・ ホ ッ ク(に)彼 ら な り の コ モ ン セ ン ス に も マ ッ チ し た 答 を 見 い

だ し て い た に ち が い な い 。 こ こ は 、 も は や 、 職 人 芸 の 世 界 な の で あ る 。

④ 「法 学 と は 、 神 事 お よ び 人 事 を 知 る こ と で あ り 、 正 し い[も の]お よ

び 不 正 な[も の]に 通 暁 す る こ と で あ る 。(Jurisprudentiaestdivinar

umatquehumanarumrerumnotitia,justiatqueinjustiscientia.)」

(第 一 巻 第 一 章 第 一 〇 法 文 第 二 項:ウ ル ピ ア ー ヌ ス 「法 範 」 第 一 四 巻 か ら と
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り だ さ れ た 命 題)。 〈jurisprudentia>の と こ ろ は 、ふ つ う 、こ の よ う に 、「法

学 ・法 律 学 」 と 訳 し だ さ れ て い る が 、 こ の 命 題 を 立 て た ウ ル ピ ア ー ヌ ス は 、

「法 学 ・法 律 学 」 と い っ た 、 い か に も 固 く 立 派 で モ ダ ン な 概 念 を 思 い 浮 か べ

て い た の で は な く て 、 も っ と 即 物 的 に 、 「法 に 精 通 す る 、 と い う の は 、 神 事

の こ と も 人 事 の こ と も 知 り ぬ き 、 そ し て 、 そ れ を 基 礎 と し て 、 正 し い も の

と 正 し く な い も の と を 識 別 す る だ け の 力 量 を 備 え る こ と で あ る 」 と い う よ

う に 、 さ ら り と 言 っ て い た だ け の こ と か も し れ な い 。 そ う 読 め ば 、 「正 し い

も の 一 正 」 を 見 分 け る 技 術 こ そ が 法 学 者 の 使 命 、 と い う こ と に な っ て く る 。

以 上 の 、 ま と ま っ て 配 置 さ れ て い る 四 つ の 法 文 資 料 は 、 ロ ー マ 法 学 者 た

ち が 自 身 の 判 断 基 準 と し て ど う い う も の を 共 通 に も っ て い た か 、 を 示 唆 す

る も の と し て 重 要 で あ る 。 「善 」、 「衡 平(公 平)」 、 「正 義 」、 「正 」 と い う 価

値 は 、 そ れ 自 体 と し て は 、 万 人 共 通 の す ば ら し い も の で あ ろ う。 し か し 、

具 体 的 な 局 面 に お い て は 、 事 は そ う か ん た ん で は な い 。 実 際 、 あ る 人 が 善

で 、 衡 平 で 、 正 義 に か な っ て い て 、 正 し い と 考 え て い る こ と は 、 実 は き わ

め て 主 観 的 な も の に す ぎ ず 、 他 の 側 に 、 そ れ を 、 悪 で 、 不 衡 平 で 、 不 正 義

で 、 不 正 で あ る 、 と 見 る 人 が 存 在 す る こ と は 決 し て ま れ で は な い か ら で あ

る 。 そ れ で も 、 法 の プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル と し て の 彼 ら 法 学 者 が 、 共 和 政 時

代 以 降 一 〇 〇 〇 年 も の あ い だ 、 何 十 世 代 に も わ た り 、 こ う い っ た 価 値 基 準

に 対 し て 正 し く 良 心 的 に 対 処 す る た め に 、 つ み あ げ 、 磨 き あ げ て き た 法 感

覚 は 、 そ の 長 さ と 幅 と 奥 行 き と 深 さ と に よ り 、 多 く の 人 々 に よ っ て う け い

れ ら れ る コ モ ン セ ン ス の 域 に ま で 到 達 し て 、 こ の 『学 説 彙 纂 』 の な か に 結

実 し て い る 。 古 代 ロ ー マ と い う 国 か ら 時 間 的 に も 場 所 的 に も 遠 く か け は な

れ た 私 た ち 日 本 人 が か つ て の ロ ー マ 法 の 法 文 命 題 に 接 す る と き 、 そ こ に 一

つ の 解 決 法 の 芽 や ヒ ン ト が 提 示 さ れ て い る こ と を 読 み と っ て 、 そ れ な り の

共 感 を お ぼ え る こ と も あ る の は 、 き っ と 、 そ こ に 蓄 積 さ れ た ロ ー マ 法 学 の

叡 智 の 豊 か さ 、 コ モ ン セ ン ス の 「セ ン ス 」 の よ さ の せ い で あ ろ う 。

(1)ロ ー マ 法 学 者 に よ っ て 編 み あ げ ら れ た ロ ー マ 法 学 の 歴 史 全 般 に つ い

て は 、 と り あ え ず 、[F]部 門 「ロ ー マ 法 学 の 歩 み 」 を 参 照 し て 頂 け れ ば 、

幸 い で あ る 。

(2)計 三 八 名 の 法 学 者 の 計 二 〇 六 点 の 法 学 作 品 の 行 数 を 総 計 す る と 、 三

〇 〇 万 行 に も な る 、 と い う こ と で あ る 。 そ の な か で 、 皇 帝 直 属 の 法 典 編 纂

委 員 会 が 法 規 の 素 材 を 探 す さ い に 参 照 し た 、 と 考 え ら れ る パ ウ ル ス の 作 品

は 七 一 点 に な り 、 そ の 数 は 群 を ぬ く 。 そ れ に つ づ く の は ウ ル ピ ア ー ヌ ス の

も の で 、 二 三 点 で あ る 。

(3)田 中 周 友 「ロ ー マ 法 学 」(『 法 哲 学 講 座 第 二 巻 』-〇 六 頁 以 下;有 斐

閣 ・一 九 五 六 年)。 こ の コ ン パ ク ト な 論 文 は ロ ー マ 法 学 に か ん す る も っ と も
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優 れ た 作 品 で あ る 。 な お 、 詳 細 さ と い う 点 で は 、 船 田 享 二 著 『ロ ー マ 法 ・

第 一 巻 』(岩 波 書 店 、 一 九 六 八 年)の 各 所 に 散 在 す る 「法 学 」 関 係 の 記 述 が

ぬ き ん で て い る 。 本 編 の[F]部 門 「法 学 の 歩 み 」 は 、 こ れ ら の 業 績 を べ

一 ス に し な が ら 、 い く ら か 異 な っ た 視 角 か ら 筆 者 な り に 分 析 を 試 み た も の

で あ る 。

(4)『 学 説 彙 纂 』 の 各 章 の タ イ トル の 一 覧 は 、 柴 田 光 蔵 ・西 村 重 雄 編 「学

説 彙 纂 第 四 八 巻 邦 訳(1)(2)」(法 学 論 叢 八 七 巻 四 ～ 五 号 ・一 九 七 〇 年)

に 掲 載 さ れ て い る 。

(5)こ の 第 一 七 章 に つ い て は 、[F]部 門 に 試 訳 を 収 録 し て お い た 。

(6)編 纂 委 員 に は 、 彼 ら な り の 視 点 ・ス タ イ ル で 、 法 学 者 の 著 述 の 形 式

と い う も の に 着 目 し て 法 文 命 題 の 配 列 を 試 み た と こ ろ も 見 え る が 、こ こ で 、

そ の ほ か に 、 内 容 別 に 法 文 命 題 を 集 め た よ う に 見 え る 部 分 も た し か に 存 在

す る こ と も 指 摘 し て お か な け れ ば な ら な い 。 た と え ば 、 ① 動 詞 の 定 義 を す

る 法 文 命 題 の 群 〈agantur>(そ れ ら が な さ れ る よ う)、 〈gerantur>(そ

れ ら が 実 行 さ れ る よ う)、 〈contrahantur>(そ れ ら が 締 結 さ れ る よ う)、 〈c

ontraxerunt>(彼 ら は 締 結 し た)、 〈gesserunt>(彼 ら は 実 行 し た)、 〈exh

ibere>(提 示 す る こ と)、 〈restituere>(原 状 に 回 復 す る こ と)一 が 第 一 九

法 文 か ら 第 二 二 法 文 に か け て 現 わ れ 、 ② 場 所 関 係 の 言 葉 の 定 義 を す る 法 文

命 題 の 群 一 〈portus>(港)、 〈angiportum>(路 地)、 〈locus>(場 所)、 〈f

undus>(地 所)一 が 第 五 九 法 文 と 第 六 〇 法 文 で 現 わ れ る 、 と い う ぐ あ い

で あ る 。 し か し 、 内 容 別 の 資 料 の く く り か た は 不 徹 底 で 、 印 象 と し て は 、

同 種 ・同 類 の も の が 、 と き に は 重 複 し た り し な が ら 、 あ ち こ ち に 無 雑 作 に

お か れ て い る 、 と い う と こ ろ に 見 方 が 落 着 く 。 古 代 ギ リ シ ア 人 な ら 、 も っ

と 気 の き い た 配 列 に す る こ と は ま ち が い な い が 、 そ の あ た り を 、 彼 ら 編 纂

委 員 た ち は 、 い わ ば ロ ー マ ン ・ス タ イ ル で 堂 々 と お し き っ て し ま っ た の で

あ る 。 考 え て み れ ば 、 古 典 期 を 中 心 と す る 法 学 の 最 盛 期 に 大 部 の 書 物 を 著

わ し た 個 々 の 法 学 者 た ち も 、 と き に は 、 そ の よ う に 、 ア ド ・ホ ッ ク(に)、

ア ッ ト ・ ラ ン ダ ム(に)、 さ ら に 言 う な ら ル ー ス に 、 法 の 素 材 を な ら

べ て い た こ と も あ っ た の で 、 こ の よ う な こ と は か な ら ず し も 編 纂 委 員 の 責

任 で は な い 。 後 代 の 私 た ち と し て は 、 雑 然 と し た 、 叡 智 の 玉 手 箱 か ら 、 必

要 に 応 じ て 気 に 入 っ た も の を と り だ し て 、 私 た ち 読 み 手 の そ れ ぞ れ に 固 有

の 視 点 か ら 、 じ っ く り と 賞 味 す れ ば よ い の で は な か ろ う か 。

(7)第 一 六 章 と 第 一 七 章 は 、 そ れ ぞ れ に 取 扱 っ て い る 対 象 が ち が う が 、

た が い に 重 な り あ う と こ ろ を も っ て い る 姉 妹 章 で あ る 。 法 典 を 編 纂 し た 委

員 会 は 、 こ れ ら 二 章 分 を ま と め て 法 文 化 し て い く 作 業 に 取 り 組 ん だ と 推 測

さ れ る 。 つ ぎ に 、 ご 参 考 ま で に 、 法 文 命 題 の 配 列 方 法 な ど に つ い て 少 し 対

比 を し て み よ う 。
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① ウ ル ピ ア ー ヌ ス の 「告 示 註 解 」(全 八 三 巻)お よ び 「サ ビ ー ヌ ス 註 解 」

(全 五 一 巻)と 、 パ ウ ル ス の 「告 示 註 解 」(全 八 〇 巻)お よ び 「サ ビ ー ヌ ス

註 解 」(全 一 六 巻)と い う 計 四 つ の 「註 解 」 系 の 巨 大 な 個 人 的 著 作 が 、 法 規

の 立 案 の さ い 、 一 種 の デ ー タ ベ ー ス と し て 、 利 用 さ れ て い る よ う で あ る 。

そ の 内 訳 は 下 の 表 の と お り で あ る 。 二 つ の 章 の 総 法 文 数 は 、 二 四 六 個 と ニ

ー 一 個 と い う よ う に 異 な る が
、 こ の 表 に 見 え る 二 人 の 法 学 者 の 手 に な る 命

題 の 合 計 数 で あ る 九 六 個 と 九 二 個 は 、 そ れ ぞ れ 、 当 該 章 の 法 文 全 体(二 四

六 個 と ニ ー 一 個)の 四 〇 パ ー セ ン ト程 度 の 、 高 い 割 合 を 占 め る 。

② こ れ ら 二 つ の タ イ プ(「 告 示 註 解 」 と 、 「サ ビ ー ヌ ス 註 解 」)と い う重 要

著 作 か ら と り だ さ れ た 法 文 命 題 の 出 典 グ ル ー プ 別 の 配 列 が ま っ た く 異 な る

の が 注 目 さ れ る 。 つ ま り 、 つ ぎ の よ う に で あ る 。 問 題 の 第 一 六 章 で は 、 「告

示 註 解 」 系 の も の(E)が 冒 頭 に お か れ(第 一 ～ 第 七 七 法 文:A1群)、 そ の

あ と 、ち が っ た タ イ プ お よ び よ く 似 た タ イ プ の 著 作 か ら の も の を は さ ん で 、

「サ ビ ー ヌ ス 註 解 」 系 の も の(S)が き て(第 一 五 九 ～ 第 一 八 一 法 文:C群) 、

つ づ い て 、 「告 示 註 解 」 系 の も の(E)が 再 び 現 わ れ る(第 一 八 二 ～ 第 一 九

七 法 文:A2群)。 っ ま り 、E-SEの 順 と な る 。 一 方 、 姉 妹 篇 の 第 一 七 章 で

は 、 「サ ビ ー ヌ ス 註 解 」 か ら 採 録 さ れ た も の(S)が 冒 頭 に お か れ(第 二 ～

第 四 〇 法 文:C群)、 そ の あ と 、 「告 示 註 解 」 系 の も の(E)が す ぐ つ づ き

(第 四 一 ～ 第 五 七 法 文:A1群)、 そ れ か ら 、 ち が っ た タ イ プ の 著 作 か ら の も

の を は さ ん で 、 「告 示 註 解 」 系 の も の(S)が 再 び 現 わ れ る(第 一 〇 二 ～ 第

一 六 七 法 文:A
2群)。 っ ま り 、SE-Eの 順 と な る 。 二 つ の グ ル ー プ 計 三 つ

の 部 門 を か み あ わ せ る と い う 構 成 は 同 じ で あ る が 、 三 つ の 部 門 の 配 列 が ち

が っ て い る の で あ る 。 な ぜ こ の よ う に な っ て い る か に つ い て は い く つ も の

仮 説 が あ り え よ う が 、 一 つ に は 、 第 一 七 章 に お い て 、 「法 範regula)」 と い

う も の を 抽 出 す る さ い の 素 材 と し て は 、 内 容 の 点 で 「サ ビ ー ヌ ス 註 解 」 の

方 が い く ら か 好 都 合 で あ っ た た め に 、「サ ビ ー ヌ ス 註 解 」 に 由 来 す る 学 説 命

題(S)を 前 の と こ ろ へ も っ て き た の か も し れ な い 。 つ い で に 示 す と 、 二

人 の 法 学 者 の 「告 示 註 解 」 分 を 合 算 し た 数 と 、 「サ ビ ー ヌ ス 註 解 」 分 を 合 算

し た 数 と を 対 比 し て み た 場 合 、 「法 範 」 を 扱 う 第 一 七 章 で は 、前 者 が 六 六 個

で 、 後 者 が 二 六 個 で 、 そ の 比 が 五 対 二 と な っ て い る の に 対 し て 、 「定 義 」 を

扱 う 第 一 六 章 で は 、 前 者 が 八 〇 個 で 、 後 者 が 一 六 個 で 、 そ の 比 が 五 対 一 と

な っ て い る 。 も っ と も 、 ど の 章 で も 「告 示 註 解 」 系 の も の の 優 位 は 動 か な

い の で 、 こ の デ ー タ は そ れ ほ ど 意 味 を も つ も の で は な い 。

(8)千 賀 鶴 太 郎 「ユ 帝 欽 定 羅 馬 法 学 説 彙 纂 第 一 巻 」(京 都 帝 国 大 学 蔵 版

・一 九 二 二 年) 、 春 木 一 郎 「ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス 帝 学 説 彙 纂 プ ロ ー タ 」

(有 斐 閣 ・一 九 三 八 年)。
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[解 説]

1° ここ で 、 第 一 六 章 の 姉 妹 章 で あ る 第 一 七 章(「 古 法 の 各 種 の 法 範 に つ

い て 」)に つ い て 、補 足 的 に 、 い く つ か の 分 析 を 試 み て お こ う。 「regula(法

範)」 と い う の は 、 第 一 七 章 第 一 法 文 の 規 定 か ら す れ ば 、 ① 「存 在 す る(提

示 さ れ た)事 柄 を 簡 潔 に 述 べ る も の 」 で あ り 、 ② 「こ の 法 範 か ら 法 と い う

も の が と り だ さ れ る 構 造 に な っ て い る 、 と い う の で は な く て 、 逆 に 、 存 在

す る(既 存 の)法 範 か ら 法 と い う も の が と り だ さ れ る 構 造 に な っ て い る 」

と い う 上 下 ・前 後 の 関 係 に あ り 、 ③ 「こ の 法 範 を 通 じ て[法 律 的 な]事 柄

の 簡 潔 な 略 述 が 伝 え ら れ る 」 と い う 上 下 ・前 後 の 関 係 に あ り 、④ 「こ の[い

く ら か 一 般 的 ・抽 象 的 な]略 述 に 欠 陥 が 生 じ て き た り す る と 、 そ の 効 力 が

失 な わ れ る 」 と い う 比 較 的 、 弱 い 性 質 の も の 、 と い う こ と に な る 。 と こ ろ

で 、 こ こ で い う 「事 柄 」・「略 述 」 と い う の は 、 事 実 問 題 に で は な く 、 法 律

問 題 に 関 連 す る 概 念 で あ る 。 そ も そ も ロ ー マ の 法 学 者 は 法 律 問 題 し か 議 論

の 対 象 に し て こ な か っ た こ と も 、 こ の よ う な 理 解 の し か た の 背 景 と な る 。

以 上 の よ う な 法 文 の 規 定 の し か た を 考 え て み れ ば 、 〈regula>に 対 し て 、 ス

ト レ ー ト に 「法 原 則 」 と か 「法 格 言 」 と か の 固 い 概 念 や 訳 を あ て る の は か

な り 問 題 で あ る が 、 そ れ で も 、<regula>が そ う い っ た も の の 母 胎 と な っ て

い る 考 え か た で あ る 、 と い う ほ ど の や わ ら か い う け と め か た を す る の は 許

さ れ る で あ ろ う 。 あ る い は 、 こ の さ い 、 「法 準 則 」 く ら い の あ い ま い な 意 味

を も た せ た 訳 ぐ ら い に し て お く こ と が 無 難 か も し れ な い 。

2° 〈jusantiquum>と い う の は 、 「古 い 法 」 を 意 味 す る が 、 こ の 「古 い 」

と い う 言 葉 は 、 六 世 紀 の 法 典 編 纂 の 時 点 か ら 起 算 し て み れ ば 、 第 一 に 、 紀

元 後 三 世 紀 間 の 「古 典 期 」 に 生 み だ さ れ た 法 の こ と を 指 す 形 容 詞 で あ る 。

第 二 に 、 そ れ よ り も 何 世 紀 も 前 の 共 和 政 時 代 の 法(と り わ け 「一 二 表 法 」)

の こ と も 指 す 。 一 般 に 「古 い 」 と 言 う と 、 レ ヴ ェ ル の 低 い 、 大 昔 の 歴 史 的

伝 承 と い う ニ ュ ア ン ス が つ き ま と う が 、ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス 帝 個 人 が 、

懐 古 趣 味 も あ っ て 、古 典 を 重 視 し た 、と い う 特 別 の 事 情 を 考 え れ ば 、「古 い 」

に は 、 独 特 の ポ ジ テ ィ ブ な ニ ュ ア ン ス も ま つ わ り つ い て い る 。

3° 第一 六 章 の 法 文 に つ い て は そ の 一 部 し か 紹 介 で き な か っ た の に 対 し

て 、 第 一 七 章 に つ い て は 、 原 テ キ ス ト と 邦 訳 だ け で あ る が 、 こ の[D]部

門 に つ づ く[E]部 門 の と こ ろ で 、 い ち お う そ の 全 容 を 紹 介 す る こ と が で き

た 。 全 五 〇 巻 か ら な る 『学 説 彙 纂 』 の 構 成 ・ 内 容 と こ の 第 一 七 章 の そ れ と

で は 、 根 本 的 に 異 な る と こ ろ は 少 な い 、 と 総 括 し て お い て よ い で あ ろ う 。

つ ま り 、 ど ち ら に お い て も 、 著 者 、 原 典 と な っ て い る そ の 各 法 学 者 の 著 作

の ス タ イ ル 、 法 文 命 題 の 内 容 の 三 点 が 複 雑 に か ら み あ っ た 配 列 に な っ て い

る か ら で あ る 。 も ち ろ ん 、 第 一 七 章 は 、 な ん と 言 っ て も 「法 範 」 を 収 録 し

た も の で あ る 関 係 で 、 文 章 と し て の 明 晰 さ 、 内 容 の 純 度 ・精 度 の 高 さ 、 と
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い う 点 で は 、 他 の 各 章 の 場 合 と く ら べ て 、 レ ヴ ェ ル が 高 い が 、 そ れ で も 、

ロ ー マ 法 学 特 有 の も や も や し た 発 想 や 表 現 ス タ イ ル は 法 学 者 た ち の 癖 と し

て 色 濃 く 残 っ て い る 。 そ れ は ロ ー マ 法 の 味 と か 匂 い と か 香 り と い っ た も の

な の で あ る 。 も し 現 代 の 日 本 の 法 学 者 が 現 行 法 全 般 に か ん す る 法 格 言 を ま

と め あ げ た 場 合 に は 、 き っ と 、 ロ ー マ 産 の も の と は か な り ち が っ た 趣 き に

な っ て く る こ と で あ ろ う。 そ れ は 、 正 確 ・明 快 で は あ る が 、 冷 た く 、 硬 い

作 品 と い う あ た り に な る の で は な か ろ う か 。

4° 第一 七 章 に か ん す る デ ー タ は 、 第 一 章 〈3>(1)の 表 お よ び そ こ で の

説 明 、 と さ き の 註(7)で の 説 明 に も 示 さ れ て い る 。

5° 法 文 の 配 列 お よ び 構 成 に つ い て 、第 一 七 章 と 第 一 六 章 の 内 容 の 対 比 を

少 し 試 み て お こ う。

④ そ の(3)(e)と 関 連 さ せ て 、 第 一 七 章 に か ん す る デ ー タ を 示 せ ば 、 以

下 の よ う に な る 。

@ウ ル ピ ア ー ヌ ス の 法 文 と パ ウ ル ス の 法 文 が 交 互 に 現 わ れ て く る ケ ー ス

は 三 〇 回 に も な る 。

⑮ と く に 、 第 一 四 八 法 文 か ら 、 巨 大 な 、U(ウ ル ピ ア ー ヌ ス の 分)とP

(パ ウ ル ス の 分)の 「鎖 」 が 現 れ て く る 。PUPUPUPUUPUUPUPUP(こ の

第 一 六 六 法 文 か ら 実 に 一 七 個 も の パ ウ ル ス 法 文 が つ づ く)

◎ ポ ン ポ ー ニ ウ ス の 法 文 が 、 ウ ル ピ ア ー ヌ ス の 法 文 あ る い は パ ウ ル ス の

法 文 を 前 か 後 に も つ よ う に し て 一 つ ま り 、ポ ン ポ ー ニ ウ ス の 法 文 が 両 者 の

一 っ に か ら む よ う に し て 一 一 一 個 所 に 散 ら ば っ て い る 。 最 後 の 一 個(第 二

の 三 ～ 第 二 〇 六 法 文)以 外 の 一 〇 個 は 、 第 四 〇 法 文 ま で の 章 の 冒 頭 の と こ

ろ に 集 ま っ て い る 。 他 方 で 、 ガ ー イ ウ ス の 法 文 に つ い て こ の 点 を 見 て み る

と 、 一 四 個 に な る(こ れ は 、 ポ ン ポ ー ニ ウ ス の ケ ー ス と は ち が っ て 、 散 在

し て い る)。

⑮ そ の(5)の(a)(b)と 関 連 さ せ て さ ら に デ ー タ を 示 せ ば 、 以 下 の よ

う に な る 。

@同 一 の 著 作 か ら 採 録 さ れ た 法 文 を 連 続 し て 多 数 配 置 し て い る 個 所 は 、

以 下 の と お り で あ る 。

「サ ビ ー ヌ ス 註 解 」 系 … 第 二 法 文 か ら 第 四 〇 法 文 ま で の 三 九 個;「 告 示 註

解 」 系 … 第 四 一 法 文 か ら 第 五 七 法 文 ま で の 一 七 個 、 第 一 〇 二 法 文 か ら 第 一

六 七 法 文 ま で の 六 六 個;「 法 学 大 全 」系 … 第 六 二 法 文 か ら 第 六 七 法 文 ま で の

六 個 、 第 一 八 三 法 文 か ら 第 一 九 三 法 文 ま で の 一 一 個;「 質 疑 録(Quaestio

nes)」(講 義 な ど に お け る 、 事 例 に か ん す る 、 法 律 問 題 を め ぐ る 質 疑 の や

り と り を ま と め た も の)系 … 第 七 四 法 文 か ら 第 八 三 法 文 ま で の 一 八 個;「 信

託 遺 贈 論(Fideicommissa)」(遺 贈 の 一 種 で あ る 信 託 遺 贈 に か ん す る 作 品)

系 … 第 九 三 法 文 か ら 第 九 六 法 文 ま で の 四 個;「 プ ラ ウ テ ィ ウ ス 註 解 」系 … 第
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一 六 八 法 文 か ら 第 一 八 〇 法 文 ま で の 一 三 個;「 討 論 録(Disputationes)」

系(講 義 な ど に お け る 事 例 討 論 の 成 果 を ま と め た も の)」 … 第 五 八 法 文 か ら

第 六 〇 法 文 ま で の 三 個;「 書 簡 録(Epistulae)」 系(法 学 者 が 、 各 方 面 か

ら の 求 め に 応 じ て い く か た ち で 、 書 簡 の 形 式 で 見 解 を 述 べ た 例 を ま と め た

も の)… 第 一 九 九 法 文 か ら 第 二 〇 二 法 文 ま で の 三 個;「 ク ィ ー ン ト ゥ ス ・ム

ー キ ウ ス 註 解 」系 … 第 二 〇 三 法 文 か ら 第 二 〇 五 法 文 ま で の 三 個;「 ユ ー リ ウ

ス ・パ ピ ウ ス 法 註 解 」 系 … 第 二 〇 七 法 文 か ら 第 二 〇 九 法 文 ま で の 三 個 。
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