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第 一 部 ラ テ ン 語 の ア ウ トラ イ ン

1ラ テ ン 語 の イ メ ー ジ

わ が ラ テ ン 語 は 、 紀 元 前 三 〇 〇 〇 年 こ ろ(?)の 段 階 で 、 ヨ ー ロ ッ パ の 東

北 部 一 帯(東 欧 ・ ウ ク ラ イ ナ 方 面)に 居 住 し て い た 人 々 の 用 い て い た 言 語

に 相 当 す る 原 始 印 欧 語(イ ン ド ・ヨ ー ロ ッ パ 語)一 印 欧 語 祖 語 の 下 位 グ ル ー

プ に 所 属 す る 言 語 で あ る 。 ヨ ー ロ ッ パ お よ び そ れ に 隣 接 す る 地 域 に は 、 こ

の 印 欧 語 族 の ほ か に 、 セ ム 語 族(ア ラ ブ 語 、 ヘ ブ ラ イ 語 な ど)や ウ ラ ル ・

ア ル タ イ 語 族(フ ィ ン ラ ン ド 語 、 ハ ン ガ リ ー 語 グ ル ー プ と 、 トル コ 語 、 モ

ン ゴ ル 語 グ ル ー プ)な ど が あ る 。 さ て 、 そ の 巨 大 な 印 欧 語 族 の 言 語 グ ル ー

プ は 、 イ ン ド ・イ ラ ン 語(サ ン ス ク リ ッ ト(梵 語)、 ペ ル シ ア 語 な ど)、 ト

カ ラ 語 、 ア ナ ト リ ア 語(ヒ ッ タ イ ト語 な ど)、 ギ リ シ ア 語 、 ゲ ル マ ン 語(英

語 ・独 語 ・ オ ラ ン ダ 語 、 デ ン マ ー ク 語 、 ス ウ ェ ー デ ン 語 、 ノ ル ウ ェ ー 語 、

ア イ ス ラ ン ド語)、 イ タ リ ッ ク 語 、 ケ ル ト語(ア イ ル ラ ン ド語 な ど)、 バ ル

ト語(リ ト ア ニ ア 語 な ど)、 ス ラ ヴ 語(露 語=ロ シ ア 語 ・チ ェ コ 語 、 ポ ー ラ

ン ド 語 、 セ ル ポ ・ ク ロ ア チ ア 語 、 ブ ル ガ リ ア 語 な ど)な ど の 一 〇 以 上 も の

語 派 に 細 分 さ れ る の で あ る が 、 問 題 の ラ テ ン 語 は 、 オ ス ク 語 、 ウ ン ブ リ ア

語 と あ わ さ っ て 、 上 記 の イ タ リ ッ ク 語 の 派 を か た ち つ く っ て い た(し た が

っ て 、 ラ テ ン 語 は 、 系 統 上 、英 語 ・独 語 と は 兄 弟 姉 妹 の よ う な 間 柄 に あ り 、

ラ テ ン 語 と こ れ ら の 言 語 と の あ い だ に は 、 親 子 関 係 の よ う な 上 下 の 関 係 は

な り た っ て い な い)。 彼 ら 原 始 印 欧 語 人 の 一 派 は 、 前 二 五 〇 〇 年 よ り ま え の

時 期 に 、 な ん ら か の 理 由 に よ り(お そ ら く 気 象 上 の 大 変 動 の せ い で)、 各 方

面 へ と 枝 わ か れ の 大 移 動 を 開 始 し 、 最 終 的 に は ヨ ー ロ ッ パ 各 地 に 定 住 の 地

を 見 出 し た の で あ る が 、 ギ リ シ ア 方 面 に 入 っ て い っ た グ ル ー プ か ら 一 〇 〇

〇 年 ほ ど お く れ る か た ち で 、 前 一 〇 〇 〇 年 こ ろ に イ タ リ ア 半 島 の 中 部 に ま

で 進 出 し て き た 一 群 の 人 々(ラ テ ィ ー ニ ー)の 用 い て い た 言 語 こ そ が 、 ラ

テ ン 語 な の で あ る 。 そ し て 、 こ れ は 、 も と も と は 、 現 在 の 京 阪 奈 地 域 ほ ど

の 、 イ タ リ ア 半 島 中 西 部 の 一 部 を 占 め る 平 野 に ひ ろ が る ラ テ ィ ウ ム 地 方 の

一 方 言 に す ぎ な か っ た
。 し か し 、 そ の う ち の い く つ か の 小 さ な 人 的 集 団 が

ま と ま っ て 形 成 し た 共 同 体 で あ る ロ ー マ が 、 そ れ ほ ど 大 き く な い 、 た だ の

都 市 型 の 国 家 か ら ス タ ー ト し て 、 紀 元 前 後 の 時 代 に 世 界 帝 国 へ と 大 成 長 を

と げ て い く に つ れ て 、 す で に ロ ー マ 共 和 政 の 末 期 に あ た る 前 一 世 紀 の 段 階

で 、 言 語 と し て そ れ な り に 洗 練 さ れ 、 ひ と ま ず 完 成 の 域 に 達 し て い た 、 こ

の ロ ー マ 人 の 言 葉 で あ る 「ラ テ ン 語 」(こ の よ う な ラ テ ン 語 の 初 期 の 進 化 に

は 、 そ の 当 時 の 先 進 文 明 国 で あ っ た エ トル ー リ ア や ギ リ シ ア の 文 化 の 影 響

が か な り 強 く 見 ら れ る)は 、 今 や 、 支 配 者 ・統 治 者 の 側 に 立 つ 人 々 の 操 る

言 葉 と し て 、 当 然 の こ と な が ら そ の 勢 力 を 周 辺 世 界 へ 伸 ば し 、 現 在 の ラ イ
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ン 川 以 西 の ヨ ー ロ ッ パ の 領 域 を は る か に こ え て 、小 ア ジ ア(現 在 の トル コ)、

ア フ リカ 北 部 ま で も 包 摂 す る 巨 大 な ロ ー マ 世 界 に 通 用 す る 共 通 語 と な っ た 。

イ タ リ ア 半 島 に あ っ た 、 先 住 者 の 言 語 は 、 エ トル ー リ ア 語 、 ケ ル ト語 、 ヴ

ェ ネ ト語 、 メ ッ サ ピ ア 語 、 ギ リ シ ア 語 な ど 、 多 彩 で あ る が 、 こ れ ら は や が

て ラ テ ン 語 の 下 位 に お か れ る よ う に な る(も ち ろ ん 、 そ れ ら の 言 語 が か ん

た ん に 死 に た え る よ う な こ と は 、 な か っ た)。 ロ ー マ の 出 先 官 憲 は も ち ろ ん

の こ と 、 外 地 に あ る 兵 士 や ロ ー マ 商 人 が ラ テ ン 語 の 広 め 手 と な っ た の で あ

る 。 こ の 共 通 語 は 、 と り わ け 、 帝 国 の 西 部 地 域 に お い て は 、 日 常 語 に ま で

な っ た 。 し か し 、 俗 に 「ビ ザ ン チ ン 世 界 」 と 名 づ け ら れ る 東 方 の ロ ー マ 世

界(首 都:コ ー ン ス タ ン テ ィ ー ノ ポ リ ス)に お い て は 、 東 部 に ロ ー マ 帝 国

の 政 治 的 中 心 が 移 さ れ る の に と も な い 、 ギ リ シ ア 語 が 、 昔 か ら そ の 地 に し

っ か り と 根 づ い て い た ヘ レ ニ ズ ム 時 代 以 来 の 文 化 的 伝 統 の 力 も あ っ て 、 中

心 的 な 公 用 語 の 地 位 を 占 め る こ と に な っ た た め に 、 ラ テ ン 語 の 帝 国 言 語 と

し て の 地 位 は 大 き く 下 落 し て し ま う 。 そ れ で も 、 西 方 の ロ ー マ の 領 域(後

の 西 南 ヨ ー ロ ッ パ 地 域)で は 、 七 世 紀 こ ろ に 本 来 の ラ テ ン 語 と い う も の が

も は や 死 語 と 化 し て し ま っ た 後 に も 、 土 着 の 言 語 と 融 合 し た 、 話 し 言 葉 と

し て の 各 地 方 の 方 言 ラ テ ン 語 は 、 さ ま ざ ま な 形 態 を と っ て 、 そ れ ぞ れ の 地

で 立 派 に 生 き っ づ け る こ と に な っ た 。 現 代 の イ タ リ ア 語(伊 語)、 フ ラ ン ス

語(仏 語)、 ス ペ イ ン 語(西 語)、 ポ ル ト ガ ル 語 、 ル ー マ ニ ア 語 、 カ タ ロ ニ

ア 語(ス ペ イ ン 東 部 海 岸 地 域 の 言 語)、 オ ッ ク 語(南 仏 の 言 語)、 レ ト ・ ロ

マ ン 語(ス イ ス ・イ タ リ ア の 言 語)な ど(こ れ ら は 、 「ロ マ ン ス 語 一 ロ ー マ

ン 語=ロ ー マ(人)の 言 語 」 と 総 称 さ れ る ほ か 、 率 直 に 「ネ オ ・ラ テ ン 語 」

と 呼 ば れ る こ と も あ る)が そ の 末 喬 で あ る 。 そ の こ と は 、 ラ テ ン 語 と こ れ

ら 現 代 語 と の あ い だ で 文 法 構 造 が よ く 似 て い る 点 や 、 と く に 知 的 ・学 問 的

な 表 現 分 野 に お い て ラ テ ン 語 系 の 語 彙 が こ れ ら の 言 語 の な か で か な り の ウ

ェ イ ト を 占 め て い る 点 な ど に 現 わ れ て い る 。 ち な み に 、 「ラ テ ン 」 と い う 言

葉 は 、 ラ テ ン 語 の 子 孫 で あ る ス ペ イ ン 語 と ポ ル トガ ル 語 の 通 用 す る 「ラ テ

ン ・ア メ リ カ 」 と い う 地 理 的 名 称 な ど の な か に 、昔 の 由 来 を と ど め て い る 。

と こ ろ で 、 こ れ と は ま っ た く 別 系 統 で 、 純 粋 の ラ テ ン 語(紀 元 前 後 の 時 期

の 古 典 ラ テ ン 語)に 近 い ラ テ ン 語 そ れ 自 体 が 、 広 く ヨ ー ロ ッ パ 世 界 に お い

て 、 い わ ば 、 昔 の 日 本 人 に と っ て の 漢 語(漢 文)風 の 文 語 ・雅 語 の よ う に

し て 、 そ の ま ま の 姿 で 、 文 学 を は じ め と す る 学 芸 や 、 芸 術 一 般 、 宗 教(キ

リ ス ト教)、 文 系 ・理 系 を と わ ず 学 術 一 般 、 と く に 、 法 律 や 政 治 に か か わ る

事 柄 な ど に つ い て の 、 外 来 語 系 の 学 術 専 門 語 ・共 通 語(書 き 言 葉 ・話 し 言

葉)と し て 、 中 世 以 後 、今 日 ま で ず っ と そ の 権 威 は 少 し ず つ 衰 え て き て

は い る が 用 い ら れ て き て い る 点 が 、 と て も 重 要 で あ る 。 ち な み に 、 遠 く

古 代 ロ ー マ に 源 を も ち 、 古 く か ら ロ ー マ の 地 に 本 拠 を お い て い る カ ト リ ッ
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ク 教 会 の 世 界 で は 、 伊 語 な ま り が ま じ っ た と こ ろ も あ る ラ テ ン 語 が 今 で も

立 派 に ふ つ う の 言 語 と し て 通 用 し て い る 。実 際 の と こ ろ 、「旧 約 聖 書 」 も 「新

約 聖 書 」 も 、 も と は ヘ ブ ラ イ 語 や ギ リ シ ア 語 な ど で 記 さ れ て い た が 、 四 世

紀 末 に 、 聖 ヒ ー エ ロ ニ ュ ム ス が 二 〇 年 も か か っ て つ く っ た こ の ラ テ ン 語 訳

(〈Vulgata>[ウ ル ガ ー タ])が 現 代 の 「聖 書 」 と な っ て い る 。 そ の 意 味 で も 、

ラ テ ン 語 は 決 し て ヒ ッ タ イ ト語 の よ う な 「死 語 」 な ど で は な い そ れ ど こ

ろ か 、 今 で も 、 北 国 の フ ィ ン ラ ン ド か ら は 、 音 声 放 送 を 通 し て 、 現 代 風 の

ラ テ ン 語 を 駆 使 し た ニ ュ ー ス が つ ね に 流 さ れ て い る 。 と こ ろ で 、 ラ テ ン 語

(LinguaLatina)と 総 称 さ れ て い る 言 語 に は 、 そ の 中 核 に 「古 典 ラ テ ン 語

(CZαss∫cαZ五 飢fη)」 が あ り 、 現 代 の 、 ラ テ ン 語 の 文 法 書 は 最 古 レ ヴ ェ ル の

こ の ラ テ ン 語 を 取 扱 っ て い る の で あ る が 、 幸 い な こ と に 、 ロ ー マ 法 の 法 文

や 法 学 識 は 、 こ の 古 典 ラ テ ン 語 の 知 識 に よ っ て 、 だ い た い の と こ ろ 読 み 解

く こ と が で き る 。 こ の ほ か 、 ラ テ ン 語 に は 、 広 大 な ロ ー マ 世 界 を 構 成 す る

各 地 域 の 日 常 語 と し て の 「俗 ラ テ ン 語(V昭gαr五 侃 仇)」、 そ し て 、 時 代 を 下

る と 、 中 世 の ラ テ ン 語(ハ4θdfeひ αz一乙α撹η)、 近 世 以 降 の ラ テ ン 語(Modθrη

L侃 硫)が あ る が 、 近 世 の ラ テ ン 語 は 、 時 代 を と び こ え て 、 む し ろ 古 典 ラ テ

ン 語 に 近 い も の と な っ て い る 。 西 ヨ ー ロ ッ パ 全 体 に 通 用 す る 文 書 用 の 言 葉

と し て 、 古 代 産 の ラ テ ン 語 は 、 実 に 一 八 世 紀 ま で カ を も っ て い た(話 し 言

葉 と し て の ラ テ ン 語 の 方 は 、 も う 少 し ま え に 消 え さ っ た が)。 そ れ に 、 ラ テ

ン 語 が ね り あ げ た 文 法 上 の 論 理 や 表 現 ス タ イ ル は 、後 代 の 知 識 人 と り わ

け 、学 者 の 知 的 な 表 現 の 営 み に 深 い と こ ろ で 影 響 を お よ ぼ し て い る 。 こ

れ は い わ ば 内 面 的 な か か わ り(ホ ン ネ)で あ る が 、 そ れ だ け に 、 言 葉=文

法 の レ ヴ ェ ル に お け る 外 面 的 な か か わ り(タ テ マ エ)よ り も 強 い イ ン パ ク

ト を 後 代 の 人 々 に 与 え た の で は な か ろ う か 。 私 た ち 現 代 日 本 人 の 目 に 日 常

的 に ふ れ る の は 、 む し ろ 、 こ ち ら の 、 知 性 一 学 問 の 系 列 の 専 門 ラ テ ン 語 で

あ る 。 そ れ か ら 、 英 語 の 単 語 の な か に 、 ラ テ ン 語 が ス ト レ ー ト に 入 っ て き

て い た り 、 ラ テ ン 語 直 系 の 仏 語 の 単 語 を 経 由 し て 間 接 的 に 入 っ て き て い た

り す る 場 合 が か な り 多 い の で 、 印 象 と し て は 、 本 来 は ラ テ ン 語 と は い わ ば

同 格 の 英 語 も 、 お 隣 の ラ テ ン 語 か ら 文 法 体 系 や 表 現 の し か た を ち ゃ っ か り

と 借 用 し て き て い る 関 係 も あ っ て 、 語 彙 の 点 で も 、 文 法 構 造 の 点 で も 、 ラ

テ ン 語 の 影 響 下 に あ る 言 語 の よ う に 見 ら れ て し ま う か も し れ な い 。 い ず れ

に し て も 、 以 上 の よ う な 状 況 を 反 映 し て 、 ラ テ ン 語 の イ メ ー ジ は 、 同 じ 西

洋 古 典 古 代 語 で あ り 、 姉 妹 語 と し て 、 気 む ず か し い(?)姉 の 雰 囲 気 を た だ

よ わ せ て い る ギ リ シ ア 語 の 場 合 と は か な り 異 な り 、 す で に ロ ー マ 字 を 知 っ

て い る 私 た ち 現 代 日 本 人 に も そ れ な り に 親 し い も の と な っ て い る 。 現 に 、

日 常 な に げ な く 使 わ れ て い る カ ナ 表 記 の 外 来 語 の な か に も 、 こ の ラ テ ン 語

が ま ぎ れ こ ん で い る 。発 音 ま で 見 事 に ラ テ ン 語 風 の も の の 好 例 と し て は 、「ウ
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イ ル ス(virus)」(本 来 な ら 、 「ウ ィ ー ル ス 」 も し く は 長 音 ぬ き の 「ウ ィ ル

ス 」:か つ て の 「ビ ー ル ス 」)と い う 語 が あ る 。 そ れ か ら 、 発 音 は 英 語 風 に

な っ て い る の で 、 ラ テ ン 語 と は す ぐ に 覚 ら れ な い も の の 好 例 と し て は 、 「レ

シ ピ(recipe)」 が あ る 。 ラ テ ン 語 の 発 音 な ら 、 「レ キ ペ 」 と な る が 、 こ れ は 、

〈recipi6>(レ キ ビ オ ー)と い う 動 詞 が 、 「君 は う け と れ 。」 と い う 意 味 の 、

命 令 法 現 在 二 人 称 単 数 用 に 展 開 し た と き の 動 詞 の 形 で あ る 。日 本 語 と し て 、

こ の 言 葉 は 、 「つ く り か た 」 や 「処 方 」 を 表 わ す 。 そ の ほ か 、 「デ ー タ(dat

a)」、 「メ モ ラ ン ダ ム(memorandum)」 や 、 近 年 に な っ て 登 場 し た 「ア ジ ェ

ン ダ(agenda)」 な ど も 、 ラ テ ン 語 起 源 の 言 葉 で あ る が 、 そ の 正 体 は す で に

か な り 知 ら れ て い る の で は な か ろ う か 。

2ラ テ ン 語 の 構 造

英 語 の 格 は 、 主 格 、 所 有 格 、 目 的 格 の 三 つ で あ り(こ う い っ た 格 の 姿 と

い う も の は 、 英 語 の 名 詞 に つ い て 見 て み た 場 合 、 格 が 十 分 に 健 在 で あ っ た

一 一 世 紀 こ ろ ま で の 古 代 英 語 の 場 合 を の ぞ い て は
、所 有 格 の ぐs>の 部 分 以 外

で は 、 ほ と ん ど 目 立 た な い が 、 そ れ で も 、 代 名 詞 の と こ ろ た と え ば 〈1

-(my)-me>な ど に は
、 は っ き り と 見 て と れ る)、 ま た 、 独 語 の 名 詞 ・

形 容 詞 な ど に は 、 一 格 か ら 四 格 ま で の 四 つ の 格 が あ る が 、 ラ テ ン 語 の 格 は

六 つ も あ る(こ の 数 は 、 ギ リ シ ア 語 の 場 合 の 五 つ よ り も 少 し 多 い だ け で あ

る が 、 サ ン ス ク リ ッ ト の 場 合 の 八 つ に は 、 と て も か な わ な い)。 も っ と も 、

共 格 、 具 格 は 奪 格 に 吸 収 さ れ て し ま っ て い る の で 、 も と も と は 六 つ 以 上 も

格 が あ っ た わ け で あ る 。 そ の ほ か 、 露 語 に 代 表 さ れ る ス ラ ヴ 語 の 名 詞 に も

格 変 化 が あ っ て 、 多 く の 格 が そ ろ っ て い る 。 し か し 、 ラ テ ン 語 の 直 系 の 子

孫 で あ る 上 記 の ロ マ ン ス 語 の 場 合 に は 、ル ー マ ニ ア 語 な ど の 場 合 以 外 で は 、

格 変 化 と い う 現 象 は す で に ほ と ん ど 消 え て し ま っ て い る 。 と こ ろ で 、 名 詞

や 、 そ の 仲 間 で あ る 代 名 詞 や 形 容 詞 な ど の 変 化 パ タ ー ン に つ い て 言 え ば 、

単 数 と 複 数 、 男 性 と 女 性 と 中 性 の 区 別(独 語 ・露 語 の 場 合 と 同 じ よ う に 、

ラ テ ン 語 名 詞 の 性 は そ れ ぞ れ に き ち ん と 決 ま っ て い る)に 、 こ の 格 の 変 化

ま で も が 加 わ っ て く る の で 、 変 化 の か た ち は と て も ヴ ァ ラ エ テ ィ ー に 富 む

(も し 、 ギ リ シ ア 語 や 近 代 欧 米 語 の 場 合 の よ う に 、 わ が ラ テ ン 語 に も 冠 詞 と

い う も の が あ っ て 、 こ れ が 、 後 に つ づ い て 出 て く る 名 詞 の 性 と 、 そ の 文 中

で の 役 割 ・機 能 と を 、 あ わ せ て さ っ と 明 示 し て く れ る の な ら 、 読 み 手 は 大

い に 助 か る の で あ る が 、 し か し 、 ラ テ ン 語 に は こ の よ う な 冠 詞 類 は な い の

で 、 「名 詞 か 、 そ れ と も 形 容 詞 か 」 と い う 言 葉 の グ ル ー プ 分 け の 初 期 作 業 に

は 、 手 間 が か か っ て し よ う が な い)。 事 実 、 形 容 詞 や 代 名 詞 な ど は 、 性(男

性 ・女 性 ・ 中 性)× 数(単 数 ・複 数)× 格(呼 格 ぬ き で 、 五 つ)で 、 何 と 、

三 〇 通 り に も 化 け る こ と が で き る 。 し か も 、 語 形 が た ま た ま 同 じ に な っ て

い る の に 、 文 法 的 役 割 が ま っ た く 異 な る も の ま で も 現 わ れ て く る の で 、 文
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章 の 解 析 の さ い に は 、 つ ね に い く つ も の 読 み の 可 能 性 を 検 討 し て い か な け

れ ば な ら ず 、 い っ そ う 細 心 の 注 意 と 手 間 と が 要 求 さ れ る 。 も っ と も 、 こ の

手 の 現 象 は 、 す で に 独 語 や 露 語 を マ ス タ ー し て し ま っ て い る 人 に は そ れ ほ

ど 耐 え が た い 代 物 と い う わ け で も な か ろ う(し か し 、 名 詞 の 格 を な く し て

し ま っ た 仏 語 ・伊 語 ・西 語 な ど の ロ マ ン ス 語 の 方 を マ ス タ ー し て い る 人 に

は 、 こ う い っ た 格 の う る さ い 動 き は 、 全 体 と し て あ ま り 親 し め な い テ ー マ

な の か も し れ な い)。 そ の 意 味 か ら 、 感 覚 的 に は 、 「ラ テ ン 語 の 名 詞 グ ル ー

プ(名 詞 ・代 名 詞 お よ び 形 容 詞)は 独 語 型 の 変 化 パ タ ー ン を も つ 」 と 大 ざ

っ ぱ に 形 容 し て お い て よ い だ ろ う(た し か に 、 独 語 は 、 同 じ 印 欧 語 族 に 属

し て い る と い っ て も 、 ラ テ ン 語 と は 少 し 別 系 統 の 語 派 に 属 し て い る が 、 独

語 の 文 法 の な り た ち や 構 想 に は ラ テ ン 文 法 の 影 響 も 見 ら れ る の で 、 こ れ ら

は 骨 格 に お い て は 仲 間 の よ う な も の で あ る)。 そ れ か ら 、 独 語 の 場 合 と 同 じ

よ う に 、 ラ テ ン 語 の 名 詞 な ど の 格 変 化 の ス タ イ ル は 、 一 種 類 で は な い 。 五

種 類 も あ る 。

と こ ろ で 、 私 た ち の 日 本 語 で は 、 名 詞 に 「は 」・「を 」 ・「の 」・「に 」 な ど

の 、 独 立 し た 品 詞 と し て の 助 詞 を 名 詞 に 膠 で く っ つ け る よ う に し て 、 言 葉

の 意 味 や 機 能 を 具 体 的 に 示 す こ と に な っ て い る が 、 語(名 詞 、 動 詞 な ど)

そ れ 自 体 が さ ま ざ ま に 屈 折 す る つ ま り 、 語 形 や 語 尾 が 自 在 に 変 化 す る

「屈 折 語 」系 の 、こ の ラ テ ン 語 の 方 式 と 、さ き に 示 し た よ う な 「膠 着 語 」

系 の 日 本 語(ト ル コ 語 や 朝 鮮 語 も こ れ に 属 す る)の 方 式 と は 、 複 雑 さ と い

う 点 に お い て は と て も い い 勝 負 で あ る(ち な み に 、 助 詞 さ え も な い 、 「孤 立

語 」 系 の 中 国 語 で は 、 ま た ち が っ た 状 況 に な っ て い る)。 な お 、 英 語 は 、 も

と も と 屈 折 語 系 の 言 語 で あ っ た が 、 進 化(?)し て 、 今 や ほ と ん ど 無 格 の よ

う な 言 語 と 化 し て し ま っ て い る 。 こ の よ う に 、 と も に 無 格 系 で あ る と い う

点 で 、 印 欧 語 の 一 つ で あ る 英 語 と 、 日 本 語 ・ 中 国 語 と で 、 結 果 的 に 似 通 っ

た 事 情 が 少 し 見 ら れ る こ と に な っ て い る の は 、 と て も 興 味 ぶ か い 。

一 方
、 動 詞 の 方 は ど う か 、 と 言 え ば 、 直 説 法 、 接 続 法 、 命 令 法 な ど の 法

の 区 別 が あ る う え に 、 能 動 相(能 動 態)と 受 動 相(受 動 態)(お ま け に 、 意

味 は 能 動 型 な の に 、 変 化 の 方 は 受 動 型 、 と い う 両 棲 類 み た い な も の ま で あ

る こ れ は 法 律 用 語 に 意 外 に 多 い:[K]部 門(XI)①:p.116f.を 参 照)

の 区 別 、 人 称(一 人 称 、 二 人 称 、 三 人 称)の 区 別 、 数(単 数 、 複 数)の 区

別 、 そ し て 、 現 在 、 未 来 、 未 完 了 過 去 と い う 、 未 完 了 系 の 三 つ と 、 完 了 、

過 去 完 了 、 未 来 完 了 と い う 、 完 了 系 の 三 つ 、 と い う 時 称 の 区 別 が あ る 。 こ

の こ れ ら 六 つ の 時 称 は 、実 は 、よ く お 目 に か か る 直 説 法 関 係 の も の で あ り 、

一 方 で
、 接 続 法 に は 四 つ 、 命 令 法 に は 二 つ 、 不 定 法 に は 三 つ し か 時 称 は な

い 。 た し か に 、 英 語 の 動 詞 変 化 の 貧 弱 さ つ ま り 、 ス マ ー ト さ と 比 べ

る と 、 ラ テ ン 語 の 動 詞 の 動 き は 、 泥 く さ く ネ バ ネ バ し て い て 、 扱 い に く い
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が 、 し か し 、 仏 語(お よ び 伊 語 ・西 語)、 さ ら に は 露 語 の も っ と 複 雑 な 時 称

変 化 と り わ け 、過 去 系 時 称 の そ れ を マ ス タ ー し た 人 に は 、た し か に 、

ラ テ ン 語 の 一 つ の 動 詞 に な ん と 一 四 〇 も の 変 化 の 形 が あ る と し て も 、 こ の

ラ テ ン 語 動 詞 の 姿 態 の 方 が む し ろ と っ つ き や す い は ず で あ る 。 そ の 意 味 か

ら 、 感 覚 的 に は 、 「ラ テ ン 語 の 動 詞 は 仏 語 型 の 変 化 パ タ ー ン を も つ 」 と 形 容

で き る か も し れ な い(そ れ に 、 仏 語 は 、 と き に 、 「変 化 を と げ た ラ テ ン 語 」

と ま で 形 容 さ れ て い る く ら い な の で 、 と に か く 仏 語 読 み の 感 触 で も っ て ラ

テ ン 語 に タ ッ チ し て 頂 け れ ば 、 ラ テ ン 語 そ れ 自 体 や 文 法 の 仕 組 み は い っ そ

う 親 し み や す い も の と な っ て く る は ず で あ る)。 た だ 、 と り わ け 法 律 ラ テ ン

語 の 記 述 的 な 文 章 の 分 野 で 接 続 法 が ひ ん ぱ ん に 登 場 し て く る 点 が 、 近 代 欧

米 語 の 場 合 に あ ま り 見 ら れ な い 現 象 で あ る 、 と ひ と ま ず 考 え て お い て 頂 い

た 方 が よ か ろ う 。

し た が っ て 、 以 上 の 諸 点 を 考 慮 す る と 、 英 語 の 、 な ん と も も や も や と し

た イ メ ー ジ へ の 対 応 を 長 年 の 修 練 に も と つ い て し っ か り と体 感 で き て お り 、

し か も 、 独 語 や 仏 語 ・西 語 な ど の 細 か な 文 法 体 系 に か ん す る 知 識 を が っ ち

り マ ス タ ー し た 語 学 猛 者 の ジ ュ リ ス トの 方 々 な ら 、 き っ と 、 ラ テ ン 語 な ど

お そ れ る に た り な い 、 と 感 じ ら れ る こ と で あ ろ う 。 も し 、 も う 一 つ 、 伊 語

ま で マ ス タ ー し た 方 が あ れ ば 、 ま さ に 「鬼 に 金 棒 」 で あ る 。 な に し ろ 、 伊

語 の 単 語 は ほ と ん ど ラ テ ン 語 系 で あ る う え に 、 伊 語 は 仏 語 に 似 た 文 法 構 造

を も っ て い る の で 、 伊 ・仏 の 両 言 語 に か ん す る 知 的 財 産 を あ わ せ る と 、 読

み 手 の 文 法 知 識 が 倍 以 上 に な っ て く る か ら で あ る 。 こ こ で 、 つ い で に 、 私

た ち が な れ 親 し ん で い る 英 語(米 語)と わ が ラ テ ン 語 と の 間 柄 に つ い て ふ

れ て お こ う 。 語 彙(単 語)の 面 で は 、 一 一 世 紀 に 、 イ ン グ ラ ン ド が 、 フ ラ

ン ス(ノ ル マ ン デ ィ ー)か ら 海 を こ え て や っ て き た ノ ル マ ン 人(ゲ ル マ ン

系)に よ っ て 支 配 さ れ た こ と を 通 じ て 、 そ の 支 配 者 が 用 い る よ う に な っ て

い た 仏 語 が 英 語 の な か に 侵 入 し て き た 、 と い う 現 象 が 介 在 す る た め に 、 ラ

テ ン 語 の 語 彙 が 、 ラ テ ン 語 系 の こ の 仏 語 を 媒 体 と し て 、 間 接 的 な 形 で か な

り 多 く 英 語 に 入 っ て き て い る し(一 説 に よ る と 、 英 語 の 語 彙 の 約 二 分 の 一

が ラ テ ン 語 直 系 の も の と の こ と で あ る)、 そ の ほ か 、 ス ト レ ー ト に ラ テ ン 語

か ら 英 語 に と り い れ ら れ た 語 彙 も あ る 。 し か し 、 そ れ は 、 言 っ て み れ ば 、

表 面 だ け の ラ テ ン 語 の 影 響 で あ っ て 、 文 法 構 造 と い う 、 言 語 の 骨 格 に あ た

る 部 分 で は 、 英 語 は 、 独 語 と も 似 て 、 古 い ゲ ル マ ン 語 の 伝 統 を 今 も 保 ち つ

づ け て い る 。 た だ 、 英 語 が 、 簡 略 化 ・簡 素 化 を 通 じ て 表 面 上 ど ん ど ん 変 化 ・

進 化 し て い っ た た め に 、 も と も と 仲 間 で あ っ た 独 語 と の あ い だ に か な り の

距 離 が で き て し ま っ た だ け の こ と で あ る(一 例 を あ げ る と 、 名 詞 に つ い て

言 え ば 、 所 有 格 の ぐs>だ け が 目 立 ち 、 主 格 と 目 的 格 と は 同 形 と な っ て い る

も っ と も 、 代 名 詞 で は 、 た と え ば 〈1-(my)-me>と い う よ う に 、 三 っ が
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き れ い に 分 か れ て く る が)。 も し 、 い く ら か 不 正 確 で 、 誇 張 た っ ぷ り の 言 い

か た を 許 し て 頂 け る な ら 、 英 語 が 今 か ら 一 〇 〇 〇 年 以 上 も 前 に あ っ た 状 況

に 独 語 が 今 な お あ る 、 と い う こ と に も な っ て こ よ う。 言 葉 は 、 こ の よ う に 、

流 れ 動 き 、 と き に は 還 流 さ え も す る の で あ る 。 そ の よ う な わ け で 、 以 上 の

説 明 か ら お 判 り 頂 け る と お り 、 ラ テ ン 語 と い う も の は 、 そ れ ほ ど 奇 怪 な 言

葉 で も な い 。 奇 怪 さ と い う 点 か ら す る と 、 現 代 の 露 語 の 方 が は る か に 上 を

い く(こ れ は 筆 者 の ま っ た く 個 人 的 な 感 想 に す ぎ な い が)。

さ き の 構 造 の 問 題 か ら は 少 し は な れ た 話 し に う つ る と 、 各 単 語 が 、 使 わ

れ て い る 環 境 に 対 応 し て 、 そ れ ぞ れ に 語 形 変 化 を し た か た ち で 現 わ れ て く

る こ と が ふ つ う で あ る 点 が 、 ラ テ ン 語 の 大 き な 特 徴 で あ り 、 こ う い っ た 事

情 が 、 初 学 者 の 方 々 に 「ラ テ ン 語 は 、 動 き が あ り す ぎ て 、 む ず か し い 」 と

い う 印 象 を 与 え る 要 素 と な っ て い る 。 そ の 感 じ は 、 語 形 変 化 が 極 端 に 少 な

く な っ て い る 英 語 を マ ス タ ー し た 人 が 、 た と え ば 仏 語 に と り つ く さ い に 最

初 に 感 じ ら れ る 「め ん ど う さ 」 や 「う る さ さ 」 や 「や っ か い さ 」 を か な り

増 幅 し た よ う な レ ヴ ェ ル の も の で あ ろ う 。 そ れ で も 、 仏 語 を 習 得 し よ う と

す る 人 は 、 こ れ く ら い の こ と は ふ み こ え て い く 。 「必 要 は 学 習 の 母 」 な の で

あ る 。 現 代 に お い て は 、 ラ テ ン 語 に は 必 要 性 が 少 な い が 、 昨 今 の ラ テ ン 語

ブ ー ム(?)が 示 し て い る よ う に 、 古 め か し い ラ テ ン 語 へ の 日 本 人 の 愛 着 や

興 味 に は 、 な か な か の も の が あ る 。 こ の こ と は 、 一 流 の 書 店 の 「語 学 」 の

棚 に 十 冊 以 上 の ラ テ ン 語 関 係 の 書 物 が ず ら り と な ら ん で い る こ と か ら も 知

れ る 。

最 後 に 、 「構 造 が 複 雑 で あ る こ と は 、 言 葉 の 意 味 の 位 置 づ け が 明 確 に な さ

れ て い る こ と を 意 味 す る 」 と 総 括 し て お こ う 。 フ ラ ン ス 語 は 近 代 欧 米 語 に

お い て は ト ッ プ ク ラ ス の 明 晰 さ を そ な え て い る が 、 そ れ で も ラ テ ン 語 の 場

合 ほ ど で は な か ろ う 。

3ラ テ ン 語 の 文 字

ま っ た く 大 ざ っ ぱ で 便 宜 的 な 説 明 に な る が 、 お な じ み の 英 語 の ア ル フ ァ

ベ ッ ト か ら 、 〈J>と 〈U>と 〈W>と を 引 い た 二 三 の 文 字 が 、 前 一 世 紀 の 古 典 期

の 段 階 で 最 終 的 に ラ テ ン 語 の ア ル フ ァ ベ ッ ト に な っ た も の 、 と 考 え て 頂 い

て よ か ろ う(こ の 数 は 、 伊 語 の ニ ー よ り も 多 い が 、 独 語 ・仏 語 の 二 六 、 西

語 の 三 〇 、 露 語 の 三 三 よ り も 少 な い)。 も っ と も 、 そ の 二 三 の 文 字 に は 含 ま

れ な い 、 さ き の 二 つ の 〈J>と 〈U>と は 、 そ れ ぞ れ 、 母 音 と 子 音 と を あ わ せ も

っ 〈1>と 〈V>と に 、 も と も と は 内 在 し て い た の で(後 述)、 こ れ ら の 字 母 に あ

た る よ う な も の が 本 来 ま っ た く 存 在 し な か っ た 、 と い う わ け で も な い(中

世 に な っ て か ら 、 〈J>と 〈U>の 二 つ が 文 字 と し て 導 入 さ れ た)。 ち な み に 、 遠

く 現 代 に ま で 痕 跡 を 残 し て い る こ の ア ル フ ァ ベ ッ トの 由 来 は と て も 古 く て 、

そ の 源 流 を 遡 っ て い く と 、 イ タ リ ア 半 島 の 先 住 者 で あ っ て 、 そ の 由 来 が 謎
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に つ つ ま れ た 民 族 で あ る エ ト ル ー リ ア 人(エ ト ル ー ス キ ー)、 ギ リ シ ア 人 、

そ し て 、 イ ン ド ・ ヨ ー ロ ッ パ 語 族 で は な く 、 セ ム 語 族(ア ラ ビ ア 語 ・ ヘ ブ

ラ イ 語 な ど が こ れ に 属 す る)の 一 員 で あ っ た 東 方 の フ ェ ニ キ ア 人 な ど を 経

由 し て 、 エ ジ プ ト 人 ま で い き つ く 。 も と も と 文 字 を も っ て い な か っ た 原 始

ロ ー マ 人 が 文 字 と い う も の を 獲 得 す る さ い 、 よ い 手 本 と な る エ ト ル ー リ ア

文 字 と い う 文 字 が 近 い と こ ろ に 存 在 し て い た の は ま っ た く 幸 運 で あ っ た 、

と 言 っ て よ い 。 も う 一 つ 、 と く に 私 た ち 日 本 人 に は 別 の 幸 運 が あ る 。 そ れ

は 、 同 じ 西 洋 古 典 語 同 士 と い っ て も 、 ラ テ ン 語 の ア ル フ ァ ベ ッ ト は 、 ギ リ

シ ア 語 の そ れ と は ま っ た く 異 な り 、 い わ ば 英 語 風 で あ っ て 、 視 覚 的 に は ま

っ た く 抵 抗 な く 私 た ち に う け い れ ら れ る 点 で あ る 。 話 は と ぶ が 、 ニ ー 世 紀

の う ち に 統 合 が 進 展 す る は ず のEUの 中 核 は 、 ラ テ ン 語 の ア ル フ ァ ベ ッ ト

の 流 れ を く む 文 字 を 用 い て い る 国 家 で あ る 。 今 後 、EU参 加 国 の 拡 大 に よ

っ て 、 文 字 も 言 語 も 、 そ れ か ら 文 化 も 、 統 合 さ れ て い く こ と に な る の で あ

ろ う か 。

つ ぎ に 、 そ の ア ル フ ァ ベ ッ ト を 見 て み よ う 。

A(い わ ゆ る 「音 価 」 に あ た る の は 、 こ の 場 合 、a[ア]とa[ア ー]な

の で 、 短 母 音 と し て 、 短 く 読 む ケ ー ス と 、 長 母 音 と し て 、 長 く 読 む ケ ー ス

と の 二 つ が 存 在 す る わ け で あ る 。 以 下 、[]内 に 音 価 を 記 し て お こ う)。B

[b],C[k],D[d],E[eとe],F[f],G[g],H[h]Hは 、 独 語

の 場 合 と 同 じ よ う に 、 ち ゃ ん と 発 音 す る,1(J)[iと1,お よ びj],K

[k]こ れ は ほ と ん ど 用 い ら れ な か っ た,L[1],M[m],N[n],0

[oと6],P[P],Q[kw],R[r],S[s],T[t],V(U)[uとu,お よ

びw],x[ks],Y[y(ユ)と 夕(ユ ー)](こ のYと つ ぎ のzと は 、 後 に な

っ て ギ リ シ ア 語 か ら 導 入 さ れ た も の で あ る)、Z[z]:Wは も と も と 存 在 し

な か っ た 。 さ て 、 読 者 の 方 々 は 、 こ の 一 覧 を 見 ら れ て 、 ラ テ ン 語 と い う も

の を 頭 の な か で 読 み と る こ と も 、 口 で 発 声 す る こ と も 、 そ れ ほ ど の 難 事 で

は な い 、 と い っ た 第 一 印 象 を き っ と も た れ る こ と で あ ろ う 。 ラ テ ン 語 へ の

最 初 の ア ク セ ス は 、 こ の よ う に と て も ス ム ー ズ な の で あ る 。

ラ テ ン 語 に は 、 も と も と 、 以 上 の よ う な 大 文 字 し か な か っ た(現 代 の ロ ー

マ で 見 ら れ る 古 代 碑 文 な ど で も 、大 文 字 が ず ら り と な ら ん で い る も っ と

も 、 省 略 が 多 く て 、 判 読 は 難 し い が)。 小 文 字 と い う も の は 、 中 世 に お い て

写 本 づ く り の 作 業 の さ い 本 格 的 に 用 い ら れ る よ う に な っ た だ け で あ る 。 本

編 で は 、 文 頭 の 語 と 固 有 名 詞 な ど に つ い て は 大 文 字 を 用 い る 、 と い う 、 通

例 の 近 代 欧 米 語 流 の や り か た に な ら う こ と に す る(も っ と も 、 ラ テ ン 語 の

や り か た で は 、 パ ラ グ ラ フ の 冒 頭 の と こ ろ 以 外 で は 、 文 頭 の と こ ろ も 、 小

文 字 表 記 に な る)。 つ い で に 言 え ば 、 古 い ラ テ ン 語 に は 「わ か ち 書 き 」 が な

か っ た 。 っ ま り 、 す べ て が 大 文 字 で 、 字 が び っ し り と な ら ん で い た わ け で
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あ る 。

4ラ テ ン 語 の 発 音

(1)英 語 や 仏 語 の 発 音 は そ れ ぞ れ ち が っ た 意 味 に お い て 日 本 人 泣 か せ の

代 物 で あ る が 、 あ り が た い こ と に 、 ラ テ ン 語 に は そ う い う と こ ろ は な い 。

そ れ は 、 私 た ち が 小 学 生 の こ ろ に 教 え ら れ た は ず の(今 で は 十 分 に は 教 え

ら れ て い な い の か も し れ な い が)あ の 「ロ ー マ 字 」 と い う も の の 発 音 を ベ ー

ス に し て 頂 け れ ば 、 だ い た い は 、 ラ テ ン 語 の 正 統 的 ・古 典 的 ・標 準 的 な 読

み か た(復 元 さ れ た 前 一 世 紀 の 発 音)に た ど り つ け る の で 、 発 音 の と こ ろ

だ け は 幸 い に も 日 本 人 に と て も 親 し み や す い か ら で あ る(西 語 も 伊 語 も 独

語 も 、 英 語 の 場 合 と は 異 な っ て 、 ま ず は ロ ー マ 字 読 み で な ん と か し の げ る

部 分 も あ る の で 、 こ れ ら の 言 語 に と り つ い た と き の 感 じ を ラ テ ン 語 に あ て

は め て 頂 け れ ば よ い)。 そ れ ど こ ろ か 、 欧 米 の 人 々 は 今 で も お 国 な ま り ま る

だ し で つ ま り 、 田 舎 風 に(?)ラ テ ン 語 を そ れ ぞ れ 自 己 流(自 国 流)

に 堂 々 と発 音 し て い る の で 、い わ ば 国 際 文 字 で あ る ロ ー マ 字(「 ロ ー マ の 字 」!)

を 昔 か ら(?)知 っ て い る 私 た ち 日 本 人 の 発 音 の 方 が 、 実 は 古 代 ロ ー マ 人 の

発 音 に 近 い 線 に ま で 達 し て い る 、 と い う 、 い た っ て 皮 肉 な 、 す ば ら し い 現

象 さ え も 見 ら れ る の で あ る 。 な お 、 現 代 の 共 通 の 話 し 言 葉 と し て ラ テ ン 語

を 用 い て い る ロ ー マ ン ・カ ト リ ッ ク 教 会 の 世 界 で も 、 中 世 以 来 、 発 音 は 、

土 地 柄 の せ い で 、 や は り 伊 語 な ま り に な っ て い る 。 た と え ば 、 〈Caesar>は 、

「カ エ サ ル 」 と あ る べ き と こ ろ が 「チ ェ ー ザ ル 」 と 、 〈agimus>は 、 「ア ギ ム

ス 」 と あ る べ き と こ ろ が 「ア ジ ム ス 」 と 、 〈magna>は 、 「マ ー グ ナ 」 と あ る

べ き と こ ろ が 「マ ニ ャ 」 と 、 〈hom6>は 、 「ホ モ ー 」 と あ る べ き と こ ろ が 「オ

モ 」 と 、 〈mihi>は 、 「ミ ヒ 」 と あ る べ き と こ ろ が 「ミ キ 」 と 発 音 さ れ る 、 と

い う ぐ あ い に で あ る 。 ち な み に 、 ヴ ァ チ カ ン 市 国 で は 、 ロ ー マ 教 皇 の 公 式

文 書 は ラ テ ン 語 で 起 草 さ れ る 。 そ れ ほ ど ラ テ ン 語 の 位 は 高 い 。

(2)原 則 と し て 、 無 音 は 存 在 し な い の で(<h>は 、 英 語 や 独 語 の 場 合 と 同

じ よ う に(独 語 で は 、 大 き な 例 外 も あ る が)、 ち ゃ ん と 発 音 す る)、 目 の 前

に あ る 字 母 は す べ て 発 音 す れ ば よ い し 、 ま た 、 一 つ の 字 母 の 発 音 は た だ 一

つ な の で 、 単 純 明 快 で あ る(も っ と も 、 同 じ 母 音 が 、 状 況 に 応 じ て 、 長 音

に な っ た り 、 単 音 に な っ た り す る の で 、 多 少 の 注 意 は 必 要 で あ る が)。 つ ま

り 、 一 つ の 字 母 が 単 語 に 応 じ て 読 み を 変 え る 現 象 が ご く あ た り ま え に 生 じ

て く る 英 語 や 、 発 音 さ れ な い 字 母 が い く つ も 登 場 し て く る 仏 語 の 場 合(英

語 で も 〈knife>の 〈k>は 発 音 さ れ な い が)の よ う に 、 発 音 に ひ ど く 神 経 を つ

か う 必 要 が な い(そ れ に 、 仏 語 の リ エ ゾ ン の よ う な 現 象 も 、 ふ つ う の 文 章

で は 存 在 し な い)。 し か も 、 独 語 や 伊 語 の 場 合 よ り も さ ら に 単 純 ・簡 明 な 読

み か た に な っ て い る 。 ま た 、 独 語 の 「ウ ム ラ ウ ト」 や 仏 語 の 「ア ク サ ン 」

の よ う な も の も 、 な い 。 そ れ だ け に 、 日 本 語 表 記 を す る の も 、 そ れ ほ ど む
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ず か し い こ と で は な い わ け で あ る 。 つ ま り 、 ロ ー マ 字 流 に 読 め ば 、 あ る 程

度 そ れ で よ い の で あ る 。

(3)以 下 に 、 マ ー ク す る 必 要 の あ る 読 み か た を 、 実 例 に そ く し て 示 し て

お こ う(カ ト リ ッ ク 教 会 が 現 在 で も 公 用 語 と し て 用 い て い る 教 会 ラ テ ン 語

で は 、 古 典 ラ テ ン 語 の 発 音 と は か な り 異 な っ て い る 〈ae>は 、 「ア エ 」 で

は な く て 、 「エ ー 」 と な り 、〈oe>は 、 「オ エ 」 で な く て 、 「オ ー 」 と な り 、〈c>は 、

た と え ば 「ケ ー 」 で な く て 、 「チ ェ ー 」 と な り 、 〈v>は 、 た と え ば 、 「ウ ィ ー 」

で な く て 、 「ヴ ィ ー 」 と な り 、 〈g>は 、 た と え ば 、 「ゲ 」 で は な く て 、 「ジ ェ 」

と な る)。 は じ め に 、 あ え て 大 げ さ に 記 し て お く と 、 〈C>と 〈j>と 〈V>の ト リ

オ が 、 発 音 す る さ い の 「要 注 意 三 兄 弟 」 で あ る 。

〈c>は[k](kは 発 音 記 号 を 示 す)と 読 む 〈Cicer6>「 キ ケ ロ ー 」(「 シ

セ ロ ゥ 」、 「チ チ ェ ロ ー 」、 「ツ ィ ー ツ ェ ロ 」 な ど で は な い)(シ 、 チ 、 ツ ィ と

い う よ う に 、 さ ま ざ ま な 自 国 流 の 発 音 が 、 そ れ ぞ れ の 国 で 見 ら れ る)。 英 語

の 〈cat>の 〈c>(こ の[k]の 音 は 、 問 題 の 〈c>の ほ か に 、 〈k>と 〈q>の と こ ろ

に も 現 わ れ て く る が 、 後 の 二 つ の 場 合 は ひ と ま ず 度 外 視 し て も よ か ろ う)。

〈g>は[g]〈glgn6>「 ギ ー グ ノ ー 」:〈get>の 〈g>(「 ジ 」 ・ 「ヒ 」 系 の 音

に は な ら な い):〈g>は 上 の<C>の 濁 音 に 相 当 す る 。 〈C>が 「カ キ ク ケ コ 」 系

な ら 、 〈g>は 「ガ ギ グ ゲ ゴ 」 系 と い う よ う に で あ る 。

〈s>は[s]〈rosa>「 ロ サ 」:〈sink>の 〈s>(た と え ば 、 多 く の ロ マ ン

ス 語 の 場 合 に 見 ら れ る よ う な 濁 っ た 音(「 ロ ー ザ 」)に は な ら な い 。 「サ シ ス

セ ソ 」 系 な の で あ る)

〈j>は[j](「 ヤ ユ ヨ 」 系 の 音)〈jUnior>「 ユ ー ニ オ ル 」(〈j>と い う も

の は 、 も と も と は 〈i>と 同 じ よ う な も の で あ っ た 。 そ の た め に 、 「ジ 」 系 の

音 に は な ら な い 。 大 文 字 し か な か っ た こ ろ の 〈1>は 、 中 世 以 降 に 、 小 文 字 と

し て 、 〈i>と 〈j>へ と 書 き 分 け ら れ る よ う に な っ た か ら で あ る)。 〈jUS>は し ば

し ば<iUs>と も 表 記 さ れ る が 、 本 書 の 文 法 的 説 明 の 部 分 で は 、 便 宜 上 、 現 代

の 使 用 法 に も し た が い な が ら 、 〈i>(母 音)と 〈j>(半 母 音:現 代 の 日 本 で も

か な り な じ み の あ る 〈jUS>[ユ ー ス]「 法 」 は こ の 半 母 音 〈j>の 用 例 で あ る)

と を 使 い 分 け て 表 記 す る こ と に し た 。 た と え ば 、 〈iam>は 、 「イ ア ム 」 で は

な く て 、 〈jam>「 ヤ ム 」 と す る 。 田 中 秀 央 編 『羅 和 辞 典 』 で は 、 〈i>・ 〈j>と

〈u>・<v>は 四 つ の 項 目(編 別)制 に な っ て い る が 、 近 代 の 単 語 と の 関 連 を

示 す た め に 、 そ の よ う な や り か た を 採 用 し な い 辞 書 も あ る(も っ と も 新 し

い 本 格 的 な 文 法 書 で あ る 、 中 山 恒 夫 著 『古 典 ラ テ ン 語 文 典 』 で は 、〈i>と 〈j>の

区 別 を す て て 、〈i>一 本 に し ぼ っ て い る 。そ の 反 面 に お い て 、後 述 の 〈U>と 〈V>の

区 別 は 堅 持 し て い る 。):独 語 の 〈Jahr>「 ヤ ー ル 」 の 〈j>、 英 語 の 〈york>の

〈y>(「 ジ 」 系 や 「ハ 」 系 の 音 に は な ら な い)。

〈t>は[t]た だ し 、 〈ti>は 、 「チ 」 で な く 、 「テ ィ 」 で 、 〈tu>は 、 「ツ 」
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で な く 、 「 ト ゥ 」 で 、 〈ty>は 、 「チ ュ 」 で な く 、 「テ ユ 」 で あ る 。

〈d>は[d]た だ し 、 〈di>は 、 「ヂ 」 で は な く 、 「デ ィ 」 で 、 〈du>は 「ヅ 」

で は な く 、 「 ド ゥ 」 で 、 〈dy>は 、 「ヂ ュ 」 で な く 、 「デ ュ 」 で あ る 。

〈v>は[u,w](「 ワ(ウ ァ)」 ・「ウ ィ ー 」 な ど の 音)〈vitasexualis>「 ウ

ィ ー タ ・セ ク ス ア ー リ ス 」(〈u>は 、 中 世 以 降 に 、 〈v>を 変 形 さ せ て つ く り だ

さ れ た 字 形 で あ り 、も と も と は 〈v>と 同 じ よ う な も の で あ っ た 。そ の た め に 、

〈vi>は 「ヴ ィ 」 ・ 「フ ィ 」 で は な い 。 小 説 の タ イ ト ル と し て お な じ み の 『ヰ

タ ・ セ ク ス ア リ ス ー 性 の 生 活 』 中 の 「ヰ 」 の 感 じ が こ れ に 似 て い る と 言 え

な く も な い)。 話 は 変 わ る が 、 イ タ リ ア 語 の 〈Venezia>[ヴ ェ ネ ツ ィ ア]を

「ヱ ネ チ ア 」 と 表 記 す る や り か た が 大 正 時 代 に あ っ た よ う で あ る 。こ の 「ヱ 」

も ラ テ ン 語 的 雰 囲 気 を た だ よ わ せ て い て 、 と て も 面 白 い 。 本 編 で は 、 〈u>と

〈V>に つ い て も 、 母 音 と し て の<U>を 、 「ウ ー 」 と し 、 半 母 音 と し て の<V>を 、

た と え ば 「ウ ィ ー 」 と す る と い う よ う に 、 使 い 分 け を す る 。 そ う い う わ け

で 、 〈vnus>で は な く 、 〈Unus>と 表 記 さ れ る 。 実 際 の と こ ろ 、 大 文 字 し か な

か っ た こ ろ の 〈V>は 、 後 に な っ て 、 小 文 字 と し て の 〈u>と 〈v>へ と 書 き 分 け ら

れ る よ う に な っ た の で あ る 。:〈wine>の 〈w>:と こ ろ で 、〈c>は 英 語 の 〈cat>の

[k]で あ り 、 〈j>は 独 語 の 〈Jahr>で あ っ て 、 ラ テ ン 語 の 読 み と 一 部 ま じ わ る

部 分 も あ る が 、 こ の 〈v>は 、 近 代 欧 米 語 の 世 界 で は 、 「ヴ 」 と か 「フ ァ 」 と

か の 系 統 の 音 し か な い よ う に 思 わ れ る 。 「ウ 」 の 系 統 の 音 は 、 お そ ら く 、 ラ

テ ン 語 独 特 の も の な の で あ ろ う(も っ と も 、近 代 欧 米 語 を 母 国 語 と す る 人 々

は 、 ラ テ ン 語 の 〈v>で も 自 国 語 流 に 発 音 し て し ま う の で 、 本 当 に ラ テ ン 語 風

の 読 み を し て 、 「ウ 」 と 発 音 す る 人 は 、 ひ ょ っ と す る と 、 世 界 中 で 日 本 人 だ

け(?)で あ ろ う が)。

〈qu>は[kw]〈Qu6vadis,Domine?〉 「ク オ ー ・ ワ(ウ ァ)一 デ イ

ス ・ ド ミ ネ?」(〈qul>は 「キ ー 」・「ク ヴ ィ ー 」 で は な く 、 「ク ィ ー 」 で あ る:

「ク ィ ー 」 は 「ク ゥ ィ ー 」 と 表 記 し て み た 方 が む し ろ 原 音 に 近 い か も し れ な

い)。 そ れ か ら 、 〈quaestor>は 、 「ク ゥ ァ エ ス ト ル 」 で も 、 「ク ワ エ ス ト ル 」

で も よ い):〈quiz>の 〈qu>。 な お 、 〈q>は 、 英 語 の 場 合 と 同 じ よ う に 、 か な

ら ず 〈qu>と い う よ う に 合 体 し た 形 で 現 わ れ て く る 。 そ の さ い 、 〈qv>と い う

表 記 は し な い 。

〈x>は[ks]〈exerce6>「 エ ク セ ル ケ オ ー 」(「 エ グ ゼ ル ケ オ ー 」 の よ

う に 、 〈x>が 濁 音 に な る 、 と い っ た こ と は な い)

〈y>は[y]で 、 仏 語 の 〈u>や 独 語 の 〈u>の よ う に 、 「ユ 」 ・ 「ユ ー 」 と 発 音

さ れ る 〈pラramis>「 ピ ュ ー ラ ミ ス 」(〈y>は 、 〈a>(ア ・ ア ー)・ 〈e>(エ ・

エ ー)・ 〈i>(イ ・イ ー)・ 〈0>(オ ・オ ー)・ 〈U>(ウ ・ ウ ー:英 語 で は 、 〈U>は 、

単 語 に よ っ て 、 「ア 」 「ウ 」 ・ 「ユ 」 と い う よ う に 、 ま ち ま ち の 音 に な っ て く

る が)と と も に 、 母 音 に 属 す る)。 な お 、 「ア イ ウ エ オ 」 風 の 、 ラ テ ン 語 本
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来 の 母 音 と は ち が っ て 、 こ の 〈y>は ギ リ シ ア 語 系 の 母 音 で あ る 。

〈ae>は[ae]〈Caesar>「 カ エ サ ル 」(「 カ イ サ ル 」 と 読 む 人 も あ る)

〈oe>は[oe]〈poena>「 ポ エ ナ 」(「 ポ イ ナ 」 と 読 む 人 も あ る)

〈au>・ 〈ei>・ 〈ui>、 お よ び ギ リ シ ア 語 系 の 〈eu>な ど の 計 六 つ の 二 重 の 母

音(複 母 音)の 読 み か た は 、 ロ ー マ 字 ど お り で あ る が(〈au>は 「オ ー 」 で

な く 、 〈ei>は 「ア イ 」 で な く 、 ま た 、 〈eu>は 「オ イ 」 で は な い)、 し か し 、

さ き の 〈ae>,〈oe>の 読 み か た に つ い て は 、 二 つ の 流 れ が あ る 。 ラ テ ン 文 法 家

の 大 多 数 は 、 「ア エ 」 「オ エ 」 と い う 、 い わ ば 文 字 ど お り の 表 記 法 を 原 則 的

に 採 用 し て い る よ う で あ る が 、 言 語 学 者 や 歴 史 家 の な か に は 、 第 二 母 音 と

し て の 〈e>の 発 音 が 〈i>の 発 音 に む し ろ か な り 近 い こ と を 強 く 考 慮 し て 、 上

に 記 し た よ う に 、 「ア イ 」 「オ イ 」 と す る 人 も 存 在 す る 。 そ れ か ら 、 〈ie>は

「イ エ 」 で あ っ て 、 「イ ー 」 で は な い 。

そ の ほ か 、 い く ら か 細 か い ル ー ル の 適 用 例 と し て 、 つ ぎ の も の が あ る 。

〈lingua>は 「リ ン グ ワ(リ ン グ ゥ ァ ・ リ ン グ ウ ァ)」 で あ っ て 、 「リ ン グ

ア 」 ・ 「リ ン ギ ュ ア 」 で は な い(こ の さ い 、 〈lingva>と い う 、 原 貝1」ど お り の

表 記 は し な い)。

〈Suebl>は 「ス ゥ ェ ー ビ ー ・ ス ウ ェ ー ビ ー 」 で あ っ て 、 「ス エ ー ビ ー 」 で

は な い(こ の さ い 、 〈Svebi>と い う 、 原 則 ど お り の 表 記 は し な い)。

〈urbs>は 「ウ ル プ ス 」 で あ っ て 、 「ウ ル ブ ス 」 で は な い(同 じ よ う に し て 、

〈plebs>は 「プ レ ー プ ス 」で あ っ て 、 「プ レ ー ブ ス 」で は な い 。 〈s>の 前 に 〈b>が

く る と 、 こ の よ う に 「プ(ス)」 と な る)。

〈obtine6>は 「オ プ テ ィ ネ オ ー 」 で あ っ て 、 「オ ブ テ ィ ネ オ ー 」 で は な い

(〈t>の 前 に 〈b>が く る と 、 仏 語 の 場 合 の よ う に 、 「プ(ト)」(〈obtenir>[オ

プ ト ゥ ニ ー ル])と な る)。

〈major>「 マ イ ヨ ル 」 で あ っ て 、 「マ イ オ ル 」 で は な い 。 ま た 、 長 音 系 の

「マ ー ヨ ル 」 ・ 「マ ー イ ヨ ル 」 で も な か っ た よ う で あ る 。 母 音 の 〈i>に 対 し て

半 母 音 の 位 置 に あ る 〈j>は 、 二 つ の 母 音 に は さ ま れ て し ま う と 、 〈i>+〈j>と

い う よ う に 、 一 字 で あ り な が ら 、 例 外 的 に 二 度 も 発 音 さ れ る こ と に な っ て

い る か ら で あ る 。

〈pejus>も 「ペ イ ユ ス 」 と な る(な お 、 例 外 的 に 、 〈Gaius>は 「ガ ー イ ウ

ス 」 で あ っ て 、 「ガ イ ユ ス 」 で は な か っ た よ う で あ る)。

〈bracchium>は 、 だ い た い の と こ ろ 、 「ブ ラ ッ キ ウ ム 」 で あ っ て 、 「ブ ラ

ッ チ ウ ム 」 で は な い 。 〈ch>は 、 実 際 の と こ ろ 、 〈c>の 音 に 近 い 音 に な る(〈c

he>は 、 「シ ェ 」 ・「ヒ ェ 」 ・ 「チ ェ 」 で は な く 、 た だ の 「ケ 」 で あ る)。 〈ch>・

〈ph>・ 〈th>は 、 ギ リ シ ア 語 系 の 言 葉 の た め の 子 音 で あ る 。

〈philosophia>は 、 だ い た い の と こ ろ 、 「ピ ロ ソ ピ ア 」 で あ っ て 、 「フ ィ1コ

ソ フ ィ ア 」 で は な い 。 〈ph>は 、 実 際 の と こ ろ 、 〈p>の 音 に 近 い 音 に な る 。
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〈theatrum>は 、 だ い た い の と こ ろ 、 「テ ア ー ト ル ム 」 で あ っ て 、 「シ ア ー

ト ル ム 」 で は な い 。 〈th>は 、 実 際 の と こ ろ 、 〈t>の 音 に 近 い 音 に な る 。

〈jam>は 「ヤ ム 」 で あ っ て 、 「イ ア ム 」 で は な い(同 じ よ う に し て 、 〈jUn

ior>は 、 「ユ ー ニ オ ル 」 で あ っ て 、 「イ ウ ー ニ オ ル 」 で は な い)。

ロ ー マ に よ く あ る 男 子 名 の 省 略 形(略 号)〈C.〉,〈Cn.〉 は 、例 外 的 に 、 「ガ ー

イ ウ ス(Gaius)」 、 「グ ナ エ ウ ス(Gnaeus)」 の こ と で あ っ て 、 「カ ー イ ウ

ス 」、「ク ナ エ ウ ス 」で は な い 。〈G.〉,〈Gn.〉 と は な っ て い な い の で あ る 。〈C>は 、

も と も と は 、さ き に 示 し た よ う な 〈k>の 音 で は な く 、ギ リ シ ア 語 の 「ガ ン マ 」

と い う 字 と の 関 連 か ら 、[g]の 音 を 表 わ し て い た か ら で あ る(そ の[k]系

の 発 音 は 〈k>と い う 文 字 の 表 わ す も の で あ っ た そ の 〈K>は 、〈C>に お い た

て ら れ て 、 し だ い に 消 え て い く)。 こ の よ う な 発 音 は そ の 歴 史 的 由 来 の 名 残

り で あ る(〈G>は 、音 の 混 同 を さ け 、[g]の 音 を 明 示 す る た め に 、そ の<C>に 、

日 本 語 で 言 え ば 、 濁 点 を つ け る よ う な ぐ あ い に 、 そ れ に 棒 を つ け る か た ち

で 変 形 し て 、 後 代 に お い て と く に つ く ら れ た も の で あ る)。

〈eurus>は 、 文 字 ど お り 「エ ウ ル ス 」 で あ っ て 、 独 語 の 場 合 に 見 ら れ る 、

「オ イ ル ス 」 の よ う な 読 み か た は し な い 。

〈ll>・ 〈rr>・<tt>・ 〈ss>な ど の 重 複 子 音(長 子 音)は 、本 編 で は 小 字 の 「ッ 」

で 表 記 す る が 、 し か し 、 〈puella>を 、 「プ エ ッ ラ 」 で は な く て 、 「プ エ ル ラ 」

と 表 記 す る む き も あ る 。 た だ 、 〈inter>と 〈rog6>と の 複 合 語 〈interrog6>の

場 合 に は 、 「イ ン テ ッ ロ ゴ ー 」 よ り も 、 「イ ン テ ル ロ ゴ ー 」 と す る 方 が ス マ ー

ト と 筆 者 に は 感 じ ら れ る 。

(4)発 音 は 言 語 の 生 命 で あ る 。 い く ら 、 現 代 の 私 た ち の 接 す る の が 、 読

み 言 葉(い わ ば 文 語)と し て の ラ テ ン 語 だ け で あ る と し て も 、 頭 の な か に

そ の っ ど き ち ん と 発 音 を た た き こ ん で お く の が 正 し い 流 儀 と い う も の で あ

ろ う(ま た 、 そ う す る こ と に よ り 、 眼 以 外 に 、 音 と い う も の を 通 じ て 、 記

憶 が い っ そ う た し か に な り 、語 学 の セ ン ス も い っ そ う 磨 か れ る は ず で あ る)。

こ れ か ら 述 べ る 母 音 の 長 短 や ア ク セ ン ト の 位 置 に つ い て 言 え ば 、 も し こ れ

ら が 判 ら な け れ ば 、 い っ さ い パ ス し て 、 長 短 も ア ク セ ン ト も な い 平 板 な 読

み を し て し ま っ て も そ れ ほ ど 問 題 が な い の に く ら べ て 、 こ の 発 音 の 方 は 、

外 部(聞 い て い る 人)に す ぐ 誤 り が 見 え て し ま う だ け に 、 要 注 意 で あ る 。

と り わ け 、 〈C>と 〈j>と 〈V>の ト リ オ に つ い て は も し ラ テ ン 語 読 み を し て

い る 、と い っ た 意 識 が た し か に あ る の な ら 正 統 の ラ テ ン 語 流 に 正 し く 発

音 し て 頂 き た い も の で あ る 。

5ラ テ ン 語 の 母 音 の 長 短

近 代 欧 米 語 に あ っ て は ご く あ た り ま え の 現 象 な の で あ る が 、 「ア イ ウ エ オ 」

と い う よ う に 五 つ あ る ラ テ ン 語 の 母 音 に は 、 短 い 母 音 の ほ か に 、 長 い 母 音

が あ る 。 も っ と も 、 こ の 点 は 、 親 切 に も 、 長 母 音 と 短 母 音 と で 別 の 文 字 を
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用 意 し て く れ て い る ギ リ シ ア 語 の 場 合(「 エ 」 と 「エ ー 」、 「オ 」 と 「オ ー 」

と が 区 別 さ れ て い る)と は 異 な っ て 、 ふ つ う は 目 前 に あ る 単 語 に は 表 示 さ

れ な い の で 、 目 で 字 を 追 っ て い く と き は 気 に な ら な い け れ ど も 、 口 で 発 音

す る と き に は 、 多 少 は 気 に な る 、 と い う の が お そ ら く ふ つ う で あ ろ う 。 い

っ さ い 長 短 を っ け ず 、 た だ 読 み 下 し て し ま う 、 と い う の も 、 一 つ の 見 識 の

現 わ れ で は あ る 。 そ う は 言 っ て も 、 読 み 手 各 人 の 都 合 や 気 分 で 勝 手 に 長 音

を 入 れ て 細 工 す る 、 と い う の は 、 不 見 識 と し か 表 現 の し よ う が な い 。 不 思

議 な こ と に 、 だ い た い 、 変 な 読 み か た の 方 が 世 間 に ま か り と お っ て い る よ

う で あ る 。 日 本 語 に は そ れ な り に 伝 統 的 な 読 み の 流 儀 が あ り 、 ラ テ ン 語 を

日 本 語 で 外 来 語 表 記 す る さ い 、 知 ら ず 知 ら ず の う ち に そ れ に よ っ て し ま う

せ い だ ろ う か 。 と こ ろ で 、 問 題 の 長 短 の つ け か た に つ い て で あ る が 、 素 人

目 に は 、 こ れ に つ い て 明 瞭 な ル ー ル は 立 て ら れ な い 、 と ひ と ま ず 言 う し か

な さ そ う で あ る 。 と に か く 、 今 は 、 田 中 秀 央 編 『羅 和 辞 典 』(研 究 社 ・196

6)に 明 示 さ れ て い る と こ ろ に し た が う ほ か な い(と き に は 、 長 短 の つ け か

た に つ い て 専 門 家 の あ い だ で か な り 有 力 な 異 論 も 存 在 す る が た と え ば 、

現 在 分 詞 〈amans>を 〈amans>と し 、〈glgn6>を 〈gign6>と 、〈huic>を 〈hulc>と

す る 立 場 が あ る)。 ち な み に 、 現 在 日 本 で 編 集 作 業 に 入 っ て い る と 伝 え ら れ

る 新 し い ラ テ ン 語 の 辞 典(羅 和 辞 典)で は 、 長 音 の 姿 に か ん し て 上 記 の 辞

典 の 場 合 と 異 な る や り か た が 試 み ら れ る よ う で あ る 。

と こ ろ で 、 ふ つ う 私 た ち の 目 に ふ れ る ラ テ ン 語 で は 、 長 音 指 示 は ま っ た

く 見 え な い 。 そ れ に 、 具 体 的 な 変 化 の 形 が も た さ れ て い る 文 中 の 役 割 に 応

じ て 、 同 一 の 綴 り で も 長 短 両 様 に 変 化 す る も の も 出 現 し た り す る の で(た

と え ば 、 あ の 「ア ド ・ ホ ッ ク 」 に 見 え る 〈hoc>と 、 〈h6c>と い う よ う に)、

読 み 解 き の さ い 、 こ の 長 音 問 題 に つ い て は い つ も 神 経 を と が ら せ て い な け

れ ば な ら な い 。

6ラ テ ン 語 の ア ク セ ン ト

日 本 語 の ア ク セ ン ト は 外 人 泣 か せ で あ る が 、 ラ テ ン 語 の 場 合 に は 、 わ り

あ い に は っ き り と し た ル ー ル が 存 在 し て い る 。 こ こ で 、 も し い い か げ ん な

言 い か た を お 許 し 頂 け る な ら 、 読 み 手 が ア ク セ ン ト を 落 と せ ば 気 持 ち が い

い 、と 感 じ て い る 個 所 に そ れ を 落 と し て み れ ば 、お そ ら く 正 し い 答 は 五 〇%

を 超 え る こ と で あ ろ う(ち な み に 、 近 代 欧 米 語 の 場 合 を 見 て み る と 、 独 語

で は 前 の 方 に ア ク セ ン トが 落 ち 、 仏 語 ・伊 語 な ど で は 後 の 方 に 落 ち る 、 と

い っ た 感 じ に な っ て い る い ず れ に し て も 、 近 代 欧 米 語 の 話 し 言 葉 で は 、

強 調 の 役 目 を も つ ア ク セ ン ト は と て も 重 要 な 言 葉 の 要 素 と な っ て い る)。 ふ

つ う 、 文 法 書 に は 、 「ラ テ ン 語 の ア ク セ ン ト は 力 強 く 発 音 す る 強 調 の ア ク セ

ン ト(ス ト レ ス ・ア ク セ ン ト)で は な く て 、 音 程 の 上 下 に よ る 高 低 の ア ク

セ ン ト(ピ ッ チ ・ア ク セ ン ト=高 低 型 ア ク セ ン ト)で あ る 」 な ど と 説 明 さ
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れ て い る が 、 こ の 「声 を 揚 げ る 」 と い う感 じ の 高 低 の ア ク セ ン ト に つ い て

は 、 「ハ シ 」 を 、 「橋 」 と 「箸 」 と 「端 」 な ど に 、 ま た 、 「ク モ 」 を 、 「雲 」

と 「蜘 蛛 」 な ど に ち ゃ ん と 区 別 し て 発 音 す る 日 本 語(も っ と も 、 関 西 と 他

の 地 方 と で は ア ク セ ン ト は か な り ち が っ て い る)の 口 調 に 似 た と こ ろ も あ

る 、 く ら い に ル ー ス に 考 え て お い て 頂 け れ ば 、 と り あ え ず そ れ で な ん と か

足 り る で あ ろ う(ラ テ ン 語 の ア ク セ ン トが 中 国 語 の ア ク セ ン ト と 似 て い る 、

と の 興 味 あ る 指 摘 も あ る が)。 テ レ ビ や 映 画 な ど で 、 京 の 都 の お 公 家 衆 が 、

も っ て ま わ っ た 、 高 低 の き つ い 言 い か た を し て 嫌 味 を 言 う シ ー ン が よ く 見

ら れ る が 、 あ あ い っ た 口 調 に 似 て い る と こ ろ も あ る の で は な か ろ う か 。 わ

が 日 本 語 の ア ク セ ン ト は 高 低 型 に 属 す る と 思 わ れ る が 、 こ れ は 、 ギ リ シ ア

語 や ラ テ ン 語 の 古 い 段 階 の ス タ イ ル と あ い 通 ず る と こ ろ が あ る 。 他 方 に お

い て 、 「ラ テ ン 語 の ア ク セ ン ト は 、 英 語 、 仏 語 、 独 語 な ど の 場 合 に 見 ら れ る

よ う な ス ト レ ス ・ア ク セ ン ト(強 弱 型 ア ク セ ン ト)で あ る 」 と 記 述 し て い

る 文 法 書 も た し か に あ る の で 、 も と の ラ テ ン 語 ア ク セ ン ト の 真 の 姿 に つ い

て は ま だ ま だ 判 明 し て い な い と こ ろ も 多 い ら し い 。 と り あ え ず 、 時 代 に よ

っ て ま ち ま ち で あ り 、 流 れ と し て は 強 弱 型 へ と 移 行 し て い っ た 、 と で も 考

え て お け ば よ い 、 と い う こ と に し て お こ う 。

さ て 、 ア ク セ ン ト の 落 し か た に は ち ゃ ん と し た ル ー ル が あ る が 、 そ こ の

と こ ろ を き ち ん と 理 解 し 、 実 用 に 役 立 て る の は 、 専 門 的 に 勉 強 し て い る 人

以 外 に は や は り 少 し 無 理 な の で 、 そ の 問 題 は パ ス す る こ と に し て 、 結 論 だ

け 記 す と 、 ア ク セ ン ト は 、 音 節(母 音 ・複 母 音 を 基 準 に し て 発 音 上 切 り 分

け ら れ る 単 語 の 各 部 分)の う ち 、最 後 の も の に は 落 ち ず 、そ の 前 の 音 節 か 、

そ れ よ り も う 一 つ 前 の 音 節 に だ け 落 ち る 、 と い う こ と に な っ て い る 。 三 つ

の 音 節 の 言 葉 の 場 合 を 例 に と る と 、 「フ ォ ル ト ゥ ー ナ(for-tu-na)」 が 前

の ケ ー ス で あ り 、 そ し て 、 「iネ オ ー(mo-ne-6)」 や 「ぺ2 _一 ニ ア(pe

-cU-ni-a)」 や 「イ ン テ グ ル ム(血 一te-grum)」 が 後 の ケ ー ス で あ る

(日 本 人 な ら 、あ る い は 、モ ネ オ ー 、イ ン テ グ ル ム と 読 む と こ ろ で あ ろ う が)。

い ず れ に し て も 、 語 尾 か ら 三 つ 目 の 音 節 よ り も 前 に ア ク セ ン トが 落 ち る と

い う こ と は な い 。 っ ま り 、 感 じ と し て は 、 だ い た い の と こ ろ 、 尻 あ が り に

読 ん で お け ば よ い の で あ る 。

7ラ テ ン 語 の 語 順

「詩 人 は 、 少 女 に 、 物 語 を 、 今 、 話 し て い る 。」 と い う 日 本 語 の 文 章 の 語

順 は 、 ま ず は 標 準 的 な も の と 言 っ て よ か ろ う が 、 ラ テ ン 語 表 現 で も 、 散 文

で は 一 般 に こ の よ う な 順 に な っ て い る 。〈Poeta/puellae/fabulas/nunc

/narrat.〉 と い う ぐ あ い に で あ る(「 ～ ハ 」 → 「～ 二 」 → 「～ ヲ 」 → 「副 詞 」

→ 「～ ス ル 」)。 私 た ち 古 い 世 代 に は お な じ み の 文 法 用 語 を こ こ に あ て は め

て み る と 、 「主 語 間 接 目 的 語 直 接 目 的 語 副 詞 動 詞 」 と い う

A-16



順 に な る 。 も っ と も 、 名 詞 の 意 味 す る と こ ろ は 、 そ の 格 形 だ け で 判 る こ と

が 多 い の で 、 べ つ に こ う い っ た な ら び か た で な く て も 、 い っ こ う に さ し つ

か え な い の で あ る 。 ち な み に 、 動 詞 は 、 近 代 欧 米 語 で は 前 の 方 に 出 て く る

が 、 ラ テ ン 語 で は 文 末 に く る の で(こ の 文 末 の と こ ろ は 、 文 頭 の つ ぎ に 重

要 な 位 置 と さ れ て い る)、 日本 語 の 場 合 と 同 じ よ う に な っ て い る わ け で あ る

(し か し 、 私 た ち に な じ み の あ る 法 律 ラ テ ン 語 で は 、 強 調 す る ポ イ ン ト が 一

般 散 文 の 場 合 と は か な り 異 な っ て い る こ と や 、 法 律 ラ テ ン 語 文 特 有 の 美 的

感 覚 が 大 き く 働 く こ と な ど の 理 由 に よ り 、 か な ら ず し も そ の よ う に は な っ

て い な い そ の こ と は 、 つ ぎ の[B]部 門 で と り あ げ る 用 例(た と え ば 、

〈1484>〈JUran6vitcUria.〉[法 は 法 廷(裁 判 所)が 知 る(法 を 裁 判 所 が

知 っ て い る)。])の 姿 か ら 容 易 に 知 ら れ よ う)。

と こ ろ で 、 「AはBで あ る 。」 と い う よ う な 断 定 型 の 単 純 な 命 題 の さ い に

は 、 〈ABest.〉 と か 、 〈AestB.〉 と か 、 〈BestA.〉 と か の 配 列 が あ る(も

っ と も 、 動 詞 の 現 在 三 人 称 単 数 の 形 で あ る 〈est>(英 語 の 〈is>が こ れ に 対 応

し て い る)が 文 頭 に く る と き は 、 「～ で あ る 」 で は な く て 、 「～ が 存 在 す る 」

と い う 重 い 意 味 に な る こ と も 多 い の で 、 語 順 は そ れ な り に 大 切 な 情 報 と な

っ て い る わ け で あ る)。 ち な み に 、 語 形 が 、 変 化 語 尾 な ど を 見 事 に そ ぎ 落 す

こ と に よ り 、 極 度 に 単 純 化 さ れ て し ま っ て い る 英 語 の 場 合 、 語 順 と い う も

の は 文 章 の 意 味 を 読 み と る さ い の 重 要 な 鍵 と な っ て い る 。 つ ま り 、 こ こ で

は 、 「前 に く る 言 葉 が 主 語 の 役 割 を は た す 」 と い う と こ ろ か ら ひ と ま ず 考 え

は じ め な け れ ば な ら な い の で あ る 。"Adogchasesachild."は 、普 通 の 読

み を す る な ら 、 「犬 が 子 ど も を お っ ば ら う。」 で あ っ て 、 「子 ど も が 犬 を お っ

ば ら う 。」 と は な っ て こ な い だ ろ う 。 こ の よ う な 意 味 を は っ き り と 伝 え た い

の な ら 、 〈achild>を 文 の 前 の 方 に お く こ と に な ろ う 。 も ち ろ ん 、 「主 語

動 詞 目 的 語 」と い う よ う に き れ い に な ら ん で い る わ け で は な い 表 現 も 多

く 見 ら れ る が 。 そ れ は 、 ど ち ら か と 言 え ば 、 含 み の 多 す ぎ る 言 い ま わ し で

あ る 。

8ラ テ ン 語 の 文 法 書

本 編 は 、 松 平 千 秋=国 原 吉 之 助 著 『新 ラ テ ン 文 法 』(南 江 堂 ・1968→ 東 洋

出 版 ・1992)を い わ ゆ る 「文 法 書 」 の ベ ー ス と し て 記 述 さ れ て い る(も っ

と も 、 拙 著 『法 律 ラ テ ン 語 を 学 ぶ 人 の た め に 』(世 界 思 想 社 ・2000;絶 版)

と 関 連 さ せ な が ら 説 明 を 行 な う と こ ろ も あ る)。 そ の た め に 、 各 種 の 文 法 概

念 に 対 し て 筆 者(私)が つ け て い る 文 法 用 語 は 、 ほ と ん ど こ の 権 威 の あ る

書 物(一 方 で 、 本 編 で 「学 ぶ 人 の た め に 」 と あ る と き は 、 こ の 書 物 を 指 す

も の と す る)の 命 名 の し か た に よ っ て い る 。 し か し 、 本 編 で は 、 後 の9で

示 す よ う に 、 「辞 書 」 と し て は 下 記 の 『羅 和 辞 典 』 を 用 い て 頂 く こ と に し て

い る た め に 、 こ れ ら 二 つ の 重 要 な 文 法 作 品 の あ い だ に 生 ず る 文 法 用 語 の ず
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れ が 当 然 に 問 題 と な っ て く る 。 そ こ で 、 無 用 の 混 乱 を 避 け る た め に 、 こ の

さ い 、 と く に 重 要 と 思 わ れ る ポ イ ン ト に つ い て だ け で あ る が 、 文 法 用 語 の

対 応 関 係 を マ ー ク し て お こ う。 こ の 作 業 は 、 具 体 的 に は 、 こ れ ら 二 冊 の 書

物 の 末 尾 な ど に つ け ら れ て い る 、 変 化 の 各 表 の 表 記 に つ い て 行 な う こ と に

な る 。 そ れ ら 以 外 の 多 く の 文 法 書 の 用 語 と の あ い だ に 存 在 す る ち が い に つ

い て は 、 こ こ で は ほ と ん ど ふ れ な い こ と に す る(な か に は か な り 変 わ っ た

命 名 も あ る が)。

(1)ま ず 、 文 法 用 語 の 問 題 と は 無 関 係 な 話 か ら 入 ら せ て 頂 く が 、 名 詞 ・

形 容 詞 ・代 名 詞 に あ る 六 つ の 格 の 配 列 が 両 者 の あ い だ で か な り 異 な っ て い

る こ と が 要 注 意 で あ る 。 そ れ ぞ れ に 利 点 は あ る が 、 本 編 で は 、 利 用 の 便 宜

上 、 さ き の 「辞 書 」 の や り か た に な ら う こ と に し て い る 。 し た が っ て 、 名

詞 の 変 化 の タ イ プ を 識 別 す る さ い の 重 要 な 手 が か り と な る 単 数 属 格 と い う

も の の 形 は 、 主 格 、 対 格 の つ ぎ の 、 表 の 三 列 目 に く る こ と に な る 。

(2)そ の 「辞 書 」 の 末 尾 の 「附 録 且;轄 尾 及 び 活 用 表 」 の と こ ろ に 収 め

ら れ て い る[39](p.703)の 変 化 表 に あ る 「現 在 能 相 分 詞 」 と い う 表 現 は 、

そ の 「文 法 書 」(§913・ §433)で は 、 た ん に 「現 在 分 詞 」 と な っ て い る 。

こ の 「能 相 」 と い う の は 、 「所 相 」 の 対 概 念 で あ る が 、 さ き の 「文 法 書 」 で

は 、こ れ に か ん し て 、「能 動 相 受 動 相 」 と い う 対 比 法 が と ら れ る(§37)。

も っ と も 、 「辞 書 」 の[106]の 前 に あ る 「形 式 所 相 動 詞 」 と い う 表 現 は 、

そ の 「文 法 書 」(§381)に お い て も 、 同 じ よ う に 用 い ら れ る(し か し 、 筆 者

は 、 印 象 を 強 め て 頂 く た め に 、 意 識 的 に 、 こ れ を 「デ ー ポ ー ネ ン テ ィ ア(d

ep6nentia)動 詞 」 〔〈dep6nens>と い う 、 〈dep6n6>の 現 在 分 詞 の 単 数 形 で

は な く て 、 そ の 複 数 形(名 詞 化)で 表 示 す る 〕 と い う原 語 的 表 現 に し て お

い た)。 な お 、 こ こ に 見 え る 「相 」 と い う の は 、 英 語 な ど で 「態 」 と 表 現 さ

れ る よ う な も の 、 と ひ と ま ず 考 え て 頂 い て よ い 。

(3)英 語 の 動 名 詞(ジ ェ ラ ン ド)に あ た る も の と し て の 「動 詞 的 中 性 名

詞 」(「 辞 書 」 の[80])は 、 そ の 「文 法 書 」(§959・ §576)で は 、 「動 名 詞 」

と な っ て い る 。そ れ か ら 、こ れ と 形 態 上 深 い 関 係 に あ る 「所 相 的 形 容 詞 」(「辞

書 」 の[71])は 、 さ き の 「文 法 書 」 で は 、 「動 形 容 詞 」(§960・ §586)と

な っ て い る 。

(4)動 詞 の 時 称 の 命 名 の し か た が か な り ち が っ て い る 。 「辞 書 」 の 分 を さ

き に お く か た ち で 、 そ の 対 応 を 見 て み よ う 。 現 在 → 現 在 、 不 完 了 過 去 → 未 完

了 過 去 、 未 来 → 未 来 、 完 了 過 去 → 完 了 、 全 分 過 去 → 過 去 完 了 、 未 来 完 了 → 未

来 完 了([67]→ §934～ §939)

(5)「 指 示 代 名 詞(指 示 形 容 詞)」 と い う 「辞 書 」 の 二 重 の 表 記([53])

に 対 応 す る の は 、 さ き の 「文 法 書 」 の 「指 示 代 名 詞 」(§918・ §184・ §187)

と い う 単 純 な 表 記 の し か た で あ る 。 以 下 、 各 種 の 代 名 詞 ・形 容 詞 は 、 同 じ
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よ う な 対 応 関 係 に お か れ な が ら 、 そ れ ぞ れ 表 に 示 さ れ て い る 。 そ の 扱 い 上

の 例 外 は 、 さ き の 「文 法 書 」 §923の 「関 係 代 名 詞(関 係 形 容 詞)」 と い う

二 重 の 表 記 で あ る(§251)。 な お 、 『新 ラ テ ン 文 法 』 以 外 に も 、 文 法 書 は 、

二 〇 冊 近 く も あ る が 、 も っ と も 近 い 時 期 に 刊 行 さ れ た 優 れ た 文 法 書 の 一 つ

と し て 、 中 山 恒 夫 著 『ClassicaGrammaticaLatina』(白 水 社 ・1987)、

お よ び 、 同 著 者 に よ る 『古 典 ラ テ ン 語 文 典 』(白 水 社 ・2007)を と く に あ げ

て お き た い 。 な お 、 筆 者 も 、 『法 律 ラ テ ン 語 綱 要 』(世 界 思 想 社 ・増 補 版 ・1

988:絶 版)、 『法 律 ラ テ ン 語 を 学 ぶ 人 の た め に 』(世 界 思 想 社 ・2000:絶 版)

と い う 、 法 律 ラ テ ン 語 用 の 特 殊 文 法 書 を 出 版 し て い る 。 本 編 で 「学 ぶ 人 の

た め に 」 を 指 示 し て い る と き に は 、 後 者 の 書 物 の こ と を 意 味 す る も の と す

る 。

9ラ テ ン 語 の 辞 書

上 記 の 田 中 秀 央 著 『羅 和 辞 典 』(研 究 社)が も っ と も 利 用 に 便 利 で あ る(水

谷 智 洋 氏 に よ る 改 訂 版 が2009年 に 刊 行 さ れ た が 、 利 用 の 便 宜 の 点 か ら 考

え て 、 こ の 本 を 参 照 し て 頂 く 方 法 は 採 用 し て い な い)。 最 近 に な っ て 、 国 原

吉 之 助 著 『古 典 ラ テ ン 語 辞 典 』(大 学 書 院 ・2005)が 対 象 例 文 の 出 典 を し

ぼ っ た 辞 書 と し て 、 登 場 し た(そ の 「付 録 」 に あ る 文 法 解 説 は 、 「便 覧 」 と

い う ス タ イ ル の 文 法 解 析 術 の 大 好 き な 筆 者 に と っ て は 、 と て も あ り が た い

存 在 で あ る)。 な お 、 新 し い 羅 和 辞 典 が 編 成 中 と の こ と で あ る 。 他 方 で 、 大

本 文 男 著 『和 羅 辞 典 』(国 際 語 学 社 ・新 版 ・2010年)は 最 近 に な っ て 出 版

さ れ た 。 本 書 で も 、 便 宜 上 、 さ き の 『羅 和 辞 典 』 が 読 者 の 方 々 に よ っ て つ

ね に 参 照 さ れ て い る こ と を 前 提 と し て 説 明 を す す め て い く こ と に さ せ て 頂

き た い 。 な お 、 本 書 の 記 述 に お い て 「辞 書 」 と あ る と き 、 そ れ は こ の 書 物

を 具 体 的 に 指 す も の と す る 。

10英 語 と ラ テ ン 語

英 語 学 の 立 場 か ら 書 か れ た 小 山 次 郎 著 『ラ テ ン 語 と 英 語 』(文 芸 社 ・200

5)は 、 言 葉(単 語)の な り た ち に 興 味 を お も ち の 方 々 に は 、 お す す め で あ

る 。

11ま と め

以 上 の 説 明 を ま と め る 意 味 で 、 未 知 の 法 律 ラ テ ン 語 の 世 界 に 突 入 す る に

あ た っ て 心 得 て お け ば い ろ い ろ と 役 だ つ と 筆 者 個 人 に 思 わ れ る 「ノ ウ ・ハ

ウ 」 を 、 筆 者 流 に 、 ご く 簡 略 化 し て 、 い く つ か あ げ て お こ う 。

① 発 音 も 、 母 音 の 長 短 も 、 ア ク セ ン ト の 位 置 も 、 目 前 に あ る ラ テ ン

語 の 素 材(単 語 ・文 章)を 読 み 解 く だ け の 一 方 通 行 の 場 合 な ら そ れ ほ ど

気 に か け る 必 要 は な か ろ う。多 く の 日 本 人 が す で に も っ て い る 「ロ ー マ 字 」

の 知 識 を 活 用 し な が ら 、 そ れ ら し く 読 み 流 し て い け ば 、 「中 ら ず と い え ど も

遠 か ら ず 」 の 「ラ テ ン 語 読 み 」 と な っ て く る は ず で あ る 。 実 際 の と こ ろ 、
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古 代 ギ リ シ ア 語 と く ら べ て 、 ラ テ ン 語 は 、 私 た ち 日 本 人 に は そ れ な り に 親

し み や す い 言 語 な の で あ る 。

② 一 般 の ラ テ ン 語 に で は な く 、 と く に 私 た ち ジ ュ リ ス ト に 関 心 の あ る 法

律 ラ テ ン 語 に か ん し て 言 え ば 、 現 代 語 で あ る 仏 語 ・伊 語 ・西 語 な ど に 私 た

ち が と り く む さ い と 同 じ よ う な 気 安 さ(?!)で こ の ラ テ ン 語 に つ き あ っ て

頂 け れ ば 、 そ れ で よ い 。 敵 は そ れ ほ ど お そ ろ し い も の で も な い(ち な み に 、

柴 田 光 蔵 一 柴 田 信 子 著 『ル ソ ー 「社 会 契 約 論 」 を 読 み 解 く 仏 ・伊 ・独 ・

英 ・露 ・ 邦 語 め ぐ り 』(行 路 社 ・1995)と い う 書 物 で は 、 現 代 語 で も あ る

教 会 ラ テ ン 語 の 法 的 命 題 を 対 象 と し て 、 読 解 の 試 み を 少 し だ け 行 な っ て い

る)。

③ 辞 書 は 、 『羅 和 辞 典 』 だ け で 、 十 分 頼 り に な る(同 じ よ う な ス ケ ー ル

の 新 辞 典 の 刊 行 準 備 が す す ん で い る 、 と い う こ と で あ る が 、 こ れ が 完 成 す

れ ば お そ ら く 事 情 は い く ら か か わ っ て く る で あ ろ う)。 そ れ に 、テ ク ニ カ ル ・

タ ー ム と し て の 単 語 や 単 語 群 だ け に か ん し て な ら 、 筆 者 編 の 『法 律 ラ テ ン

語 辞 典 』(日 本 評 論 社 ・1985:絶 版)が 読 み 解 き の た め の 有 力 な 手 が か り

を 提 供 し て く れ る は ず で あ る 。

④ 文 法 書 に つ い て は 、 「大 は 小 を か ね る 」 式 に 、 と に か く 、 量 感 に あ ふ

れ た 『新 ラ テ ン 文 法 』 に と り つ い て し ま う の が 早 道 で あ ろ う 。 文 法 索 引 と

い う も の を 備 え て い な い い く つ か の 小 文 典 は 、 一 見 す る と ハ ン デ ィ ー で 便

利 そ う で あ る が 、 し か し 、 実 際 に は 、 索 引 な し で は 、 使 い 勝 手 は よ く な い 。

結 局 の と こ ろ 、『新 ラ テ ン 文 法 』 の お 世 話 に な る こ と が 多 く な る に ち が い な

い 。 な お 、 上 記 の 拙 著 『法 律 ラ テ ン 語 を 学 ぶ 人 の た め に 』 は 、 実 用 本 位 の

簡 略 版 な の で 、 文 法 に つ い て は 不 十 分 な と こ ろ が 多 い 。 ま た 、 筆 者 の 旧 著

『法 学 ラ テ ン 語 綱 要 』(増 補 版 ・1988:絶 版 で あ る が 、 入 手 は 不 可 能 で は な

い)も 、 ふ つ う の 文 法 書 と は 言 え な い 巨 大 な 作 品 で あ る 。 将 来 、 な ん ら か

の か た ち で 最 新 の 改 訂 版 を お 届 け し た い と 考 え て い る 。

⑤ 実 は 、 も っ と も 根 本 的 な 事 柄 な の で あ る が 、 ラ テ ン 語 と そ の 他 の 言 語

(た と え ば 綴 り の よ く 似 た 伊 語)と を 混 同 し な い こ と が と て も 大 切 で あ る 。

た し か に 、 文 中 で イ タ リ ッ ク 体 で 表 示 さ れ て い る も の が あ る と き 、 そ の 言

葉 が ラ テ ン 語 で あ る こ と が 圧 倒 的 に 多 い の で あ る が 、 い つ も そ う と は か ぎ

ら な い か ら で あ る 。

12法 律 ラ テ ン 語 の 特 徴

す で に 少 し ふ れ た よ う に 、 「法 律 ラ テ ン 語 」 と 総 称 さ れ る ジ ャ ン ル の 言 葉

や 文 章 に 、 ふ つ う の 散 文 ラ テ ン 語 の 場 合 と ま っ た く 異 な る 特 徴 が 多 く 見 ら

れ る 、 と ま で は 言 え な い が 、 そ れ で も 、 法 ・法 律 や 、 ひ ろ く 法 的 な 問 題 一

般 を と り あ つ か う 法 律 ラ テ ン 語 の 世 界 に お い て は 、 言 葉 の 概 念 そ れ 自 体 は

も ち ろ ん の こ と 、 構 文 の 方 も 、 簡 潔 ・明 晰 で あ る こ と が 要 請 さ れ る 。 し か
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し 、 そ れ だ け で は 終 わ ら な い 。 な ぜ な ら ば 、 法 的 な 命 題 を め ぐ っ て は 複 雑

な 状 況 を と も な っ た 事 案 が 登 場 し て く る こ と が 多 い 関 係 で 、 枝 葉 の 部 分 が

い ろ い ろ と 派 生 す る な ど し て 、 文 章 命 題 が ど う し て も 晦 渋 な 表 現 に な っ て

し ま う か ら で あ る 。 た と え ば 、 以 下 の よ う に し て で あ る 。

(1)登 場 し て く る 人 物 が 一 人 で は な い こ と も あ る う え に 、 そ れ が 代 名 詞

で う け ら れ る こ と が 多 い 関 係 で 、 複 数 の 人 間 の 法 的 な 相 関 図 を ま ず き ち ん

と 描 く こ と が で き な け れ ば 、 人 間 間 の 法 関 係 の 全 体 像 は と て も つ か め な い

だ ろ う 。 そ れ に 、 物 的 対 象 も か な ら ず し も 一 つ と は か ぎ ら な い 。

(2)接 続 詞 や 関 係 節 が 主 た る 状 況 を 細 か く 規 定 し て い る こ と も 少 な く な

い 。 こ れ ら の か か り か た を 読 み 誤 る と 、 と ん で も な い 意 味 が 導 か れ て し ま

う 。 ま た 、 前 置 詞 句 も 、 名 詞 な ど を 規 定 す る も の と し て 、 法 律 ラ テ ン 語 文

で は 重 要 で あ る 。 そ れ か ら 、 別 の ジ ャ ン ル の や っ か い な 問 題 と し て 、 つ ぎ

の 二 点 が 要 注 意 で あ る 。 ① 法 律 ラ テ ン 語 の 命 題 に は 、 そ の 性 質 上 、 言 わ ず

も が な の こ と と し て 省 略 さ れ て い る 部 分 が あ る 。 読 み 手 と し て は 、 こ う い

う と き 、 言 葉 を 適 宜 補 い な が ら 、 慎 重 に 読 み 解 き 作 業 を 進 め て い か な け れ

ば な ら な い 。 ② 昔 か ら 、 法 学 者 た ち に は 、 な ぜ か 、 わ ざ わ ざ 判 り に く い 言

い ま わ し に し た り 、 ぼ や か し た り す る 傾 向 も 見 ら れ る 。 ま た 、 古 代 産 の 制

定 法(成 文 法)の 文 言 も 、 現 代 人 の 眼 か ら す る と 、 か な ら ず し も す っ き り

と は し て い な い 。 こ れ ら の 現 象 は 、 法 的 な 命 題 の つ く り 手 で あ る 法 学 者 の

日 常 の 活 動 ス タ イ ル と も 本 質 的 に 関 係 し て い る よ う で あ る 。 い ず れ に し て

も 、 法 律 ラ テ ン 語 で 示 さ れ て い る 命 題 に は 、 た し か に 一 筋 縄 で は い か な い

と こ ろ も 多 い 。 「法 律 ラ テ ン 語 が 難 解 で あ る 」 と 言 わ れ る ゆ え ん は 実 は こ こ

に あ る 。 も っ と も 、 法 律 ラ テ ン 語 の 場 合 と 同 じ よ う に 、 各 国 の 現 代 の 法 学

者 の 使 う 言 葉 や 文 体 に も 難 解 さ が ま つ わ り つ い て い る の で 、 罪(?)は 同 等

と 言 え な く も な い が 。

13ラ テ ン 文 法 の 七 つ の ル ー ル

こ こ で 、 ラ テ ン 語 全 体 の 感 じ を は じ め に す ば や く と ら え て 頂 く た め に 、

私 製 の ル ー ル め い た も の を た め し に い く つ か 提 示 し て み る こ と に し よ う 。

こ れ は 、 ラ テ ン 語 文 法 を と り あ え ず 全 体 的 に 把 握 し て お く さ い に も 、 大 い

に プ ラ ス と な る は ず で あ る 。 内 容 が 大 ざ っ ぱ で 雑 多 な も の に な っ て い る と

こ ろ は 、 お 許 し 頂 き た い 。

(1)ラ テ ン 語 に は 冠 詞 が な い(も っ と も 、 そ の 代 用 品 に あ た る よ う な も

の が ま っ た く な い 、と い う わ け で も な い が 後 出14(3)の 説 明 を 参 照)。

こ の 点 で 、 ラ テ ン 語 は 、 古 代 ギ リ シ ア 語(こ こ に は 、 定 冠 詞 は あ る が 、 不

定 冠 詞 は な い)の 場 合 と も 、近 代 欧 米 語 の 場 合 と も ち が っ て い る が 、一 方 、

冠 詞 の な い サ ン ス ク リ ッ ト(梵 語)や 露 語 や 日 本 語 な ど の 場 合 と は 似 て い

る と こ ろ も あ る 。 冠 詞(定 冠 詞 、 不 定 冠 詞 、 部 分 冠 詞 、 否 定 冠 詞 な ど)の
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手 助 け が な い ま ま に 、 形 容 詞 と 名 詞 と を き ち ん と よ り 分 け 、 ま た 、 二 っ の

名 詞 が な ら ん で い る と き 、 ど ち ら が 補 語 で あ る か を 決 め る の は 、 と き に は

手 間 が か か る 。 も し 、 冠 詞 と い う も の が あ れ ば 、 そ の 変 化 を 手 が か り に 名

詞 の 数 や 格 が す ぐ キ ャ ッ チ で き た り 、 冠 詞 つ き の 主 格 が 主 語 で あ る こ と が

察 知 で き た り し て 、 ほ ん と う に 助 か る の で あ る が(あ の 有 名 な 、 冠 詞 で は

じ ま る 独 語 の 「冠 飾 句 」 と 総 称 さ れ る 一 連 の 言 葉 の 場 合 、 そ の 冠 詞 と い う

存 在 感 の あ る も の が 登 場 し て く れ な け れ ば 、 ま っ た く お 手 あ げ と な る)。 そ

の 点 で 、 ラ テ ン 語 は 不 親 切(?)と も 言 え る 。 し か し 、 そ れ も 、 考 え よ う に

よ っ て は 、 い か に も 「ラ テ ン 語 的 」 と い う こ と に な っ て く る の で あ ろ う 。

(2)ラ テ ン 語 で は 、 主 語 よ り も 、 情 況 を 記 述 す る 役 目 を も つ 、 述 語 の 方

が 位 が 高 い せ い も あ っ て 、 人 称 代 名 詞 な ど の 主 語 が 表 に 現 わ れ て こ な い の

が 原 則 で あ る 。 伊 語 や 西 語 や 日 本 語 な ど の 場 合 に も そ れ に 近 い 面 が 見 ら れ

る(日 本 語 で は 、 法 学 と い う 学 問 や 技 術 の 性 質 上 、 主 語(主 体)に こ だ わ

り を 見 せ る 法 律 家 の 文 章 に つ い て は 、そ の 例 外 が 見 ら れ る よ う に 思 わ れ る)。

た し か に 、 理 論 的 に は 、 動 詞 の 主 語 と な る 言 葉 ・概 念 が そ の 動 詞 の 変 化 の

形 態 だ け か ら ほ ぼ 正 確 に つ き と め ら れ る 関 係 で 、 と り た て て 人 称 代 名 詞 の

主 語 な ど い ら な い わ け で あ る が 、 実 際 の と こ ろ 、 読 み の 現 場 で 主 語 を と ら

え る 仕 事 は 読 み 手 に は 相 当 な 負 担 と な る 。 一 方 、 仏 語 で は 、 細 か く 分 け ら

れ た 、 動 詞 の 語 尾 変 化 が ち ゃ ん と あ る の に 、 さ ら に 人 称 代 名 詞 の 主 語 を 用

意 し て く れ て い る の で 、 明 晰 で あ る(し か し 、 英 語 の 場 合 、 も し 主 語 が な

け れ ば 、 ほ と ん ど 意 味 は と れ な い た し か に 、<s>の 語 尾 が あ る の で 、 直

説 法 三 人 称 単 数 の と こ ろ だ け は キ ャ ッ チ で き る が)。

(3)ラ テ ン 語 で は 、 名 詞 や 動 詞 な ど の 言 葉 の 具 体 的 な 機 能 や 役 割 が 語 形

そ れ 自 体 に よ っ て そ れ な り に 明 示 さ れ て い る 関 係 で(名 詞 に は 格 が あ り 、

動 詞 に は 一 四 〇 も の 細 か い 人 称 変 化 が あ る)、 語 順 が き ち ん と 決 ま っ て い な

け れ ば い け な い 、 と い う わ け で も な い 。 動 詞 は 、 重 要 語 と し て 、 一 般 に 文

末 に お か れ る が(こ れ は 日 本 語 の 場 合 と も 似 て い る)、 法 律 ラ テ ン 語 で は 、

こ れ は 実 に い ろ い ろ な と こ ろ に 出 没 す る 。ま た 、関 係 代 名 詞 が さ き に 出 て 、

そ の 先 行 詞 が 後 方 に く る 、 と い う よ う な 芸 当 も で き る 。 つ ま り 、 先 行 詞 で

は な く て 、 「後 行 詞 」 に な る の で あ る 。 そ れ に 、 修 飾 語 と 被 修 飾 語 が く っ つ

い て な ら ん で く れ て い る と も か ぎ ら な い 。 そ の よ う な わ け で 、 単 語 の 数 が

多 い 文 章 で は 、 い く 通 り も の 読 み が 可 能 に な る 、 と い っ た や っ か い な ケ ー

ス も し ば し ば 生 じ て く る 。 こ う い う と き 、 前 後 の 関 係 や 、 そ の ほ か の も ろ

も ろ の デ ー タ を 総 合 し て 、 正 し い 読 み を す ば や く 探 し あ て る 必 要 が あ る 。

結 局 、 こ こ で は 語 学 セ ン ス と い う も の が 決 め 手 と な ろ う 。 そ の 点 に つ い て

は 、 言 葉 や 概 念 や 論 理 と の 格 闘 を 本 職 と し て い る 私 た ち ジ ュ リ ス ト の 場 合

に は 、 ま っ た く 心 配 は な い 。
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(4)ラ テ ン 語 に は 、 変 化 し な い 言 葉 は 少 な い 。 名 詞 お よ び そ の 一 族(数

詞 の 一 部 、 形 容 詞 、 代 名 詞)と 動 詞 と は 、 変 幻 自 在 で あ り 、 他 方 で 、 副 詞 、

前 置 詞 、接 続 詞 、間 投 詞 お よ び 数 詞 の 一 部 だ け が 固 定 し た 形 を も っ て い る 。

し た が っ て 、 読 み 手 は 、 い つ も 、 変 化(活 用)と い う揺 ら ぎ の な か で 、 ま

ず 辞 書 の 見 出 し 語 に た ど り つ く の に 苦 労 さ せ ら れ 、 焦 点 も な か な か 定 ま ら

な い ま ま 、 対 象 の 位 置 を 正 し く 見 き わ め る 作 業 を 進 め て い か な け れ ば な ら

な い 。

(5)ご く 一 般 化 し て 表 現 す る と 、 読 み 解 き の さ い 、 原 則 に あ ま り こ だ わ

ら な い 、 や わ ら か い 姿 勢 を と る の が の ぞ ま し い 。 文 法 規 則 に 例 外 は つ き も

の で あ る が 、 ギ リ シ ア 語 や 近 代 欧 米 語 の 場 合 と く ら べ る と 、 ラ テ ン 語 は 例

外 の 少 な い 言 語 に 属 す る 、 と も 言 わ れ て い る 。 そ れ は そ れ と し て 、 ラ テ ン

語 に 対 し て は 頭 を 徹 底 的 に 柔 構 造 化 し て 頂 く 必 要 が あ る 。 同 じ 言 葉 が 副 詞

に も 前 置 詞 に も な っ た り(も と も と 、 前 置 詞 は 副 詞 で あ っ た)、 形 容 詞 が そ

の ま ま 名 詞 化 す る こ と が あ っ た り(抽 象 的 な 内 容 の 法 律 ラ テ ン 語 で は 、 こ

の 現 象 は と て も 多 く 見 ら れ る)、 能 動 相 と 受 動 相 の 区 別 が か な ら ず し も 明 確

で な か っ た り(た と え ば 、 受 動 相 の 形 態 が あ る か ら と い っ て 、 つ ね に 「れ

る 」・「ら れ る 」 で す ま せ ら れ る わ け で は な い 。 時 と 場 合 に よ っ て き ち ん と

読 み わ け て い く テ ク ニ ッ ク さ え も 、 必 要 で あ る)、 時 称 の 意 味 内 容 が 相 当 に

幅 広 い も の で あ っ た り(こ れ は 古 代 語 の 特 徴 の 一 つ で も あ る)、 と に か く 融

通 無 碍 で あ る 。 そ の よ う な わ け で 、 「読 み と っ て か ら 考 え る 」 と い う オ ー ソ

ド ッ ク ス な 方 式 に よ る ほ か に 、 「考 え な が ら 読 み と る 」 と い う 逆 の 方 式 も 随

時 採 用 し て 頂 か な け れ ば な ら な い 。 一 方 通 行 だ け で は 目 的 に 到 達 す る の に

時 間 が か か り す ぎ る 。 と き に は 裏 技 の 「ワ ー プ 」 の よ う な も の も 必 要 に な

っ て こ よ う 。 言 葉 の 読 み 解 き に と り く む さ い の 「や わ ら か い 姿 勢 」 の 必 要

性 に つ い て 付 言 す れ ば 、 ラ テ ン 語 の 語 彙 一 言 葉 一 単 語 は 、 近 代 欧 米 語 の 場

合 よ り も は る か に 広 く 、 深 く 、 し か も 重 い ニ ュ ア ン ス を は ら ん で い る の で 、

「一 語 一 訳 」 方 式 で は ほ と ん ど 対 応 で き な い 。 文 脈 に そ っ て 読 み 手 自 身 が 適

訳 を つ む ぎ だ す こ と さ え も 求 め ら れ る こ と が あ る 。 い ず れ に し て も 、 ラ テ

ン 語 は 「大 人(オ トナ)」 の 言 葉 で あ り 、 し か も 、 口 語 で は な く 、 第 一 級 の

「文 語 」 な の で あ る 。

(6)こ こ で 、 こ れ ら 五 つ の 、 私 た ち 日 本 人 に と っ て や っ か い な 「な い 」

系 の ル ー ル を 強 調 す る と 同 時 に 、 日 本 語 と ラ テ ン 語 に は 似 た 面 が 「あ る 」

点 を 特 筆 し て お こ う 。 そ れ は 、 こ れ ら 二 つ の 言 語 が と も に 言 葉 を か な り 節

約 的 に 用 い る 傾 向 を も つ こ と で あ る(そ の 一 つ の 現 わ れ と し て 、 し ば し ば

省 略 語 法 が 見 ら れ る す ぐ 判 る よ う な こ と は と り た て て 表 現 す る ま で も な

い 、 と 考 え ら れ て い る か ら で あ ろ う)。 こ の よ う に 言 い き っ て し ま う こ と に

は 大 い に 語 弊 も あ ろ う が 、 と に か く 、 こ れ を 固 く 信 じ て 、 ラ テ ン 語 コ ン プ
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レ ッ ク ス を ま ず 吹 き と ば し て 頂 き た い も の で あ る 。 西 欧 人 よ り も 、 言 葉 数

が 少 な く て す む 日 本 語 を 操 る 日 本 人 の 方 が ラ テ ン 語 の 精 髄 に 到 達 し や す い

位 置 に あ る 、 と い う あ り が た い 御 高 説 も 存 在 す る の だ か ら 。 な お 、 昨 今 で

は 漢 文 と い う 「外 国 語 」 に な じ み が な く な っ て し ま っ た の で(現 代 中 国 語

に な じ み の あ る 人 の 場 合 は 、 も ち ろ ん 、 そ の 例 外 で あ る が)、 比 喩 と し て は

あ ま り う ま く な い 説 明 に な っ て し ま う が 、 そ れ で も 、 私 た ち が 、 漢 字 だ け

で 編 成 さ れ て い る 文 章 や 単 語 群 に た ち む か い 、 そ の 意 味 を と ろ う と す る さ

い に い つ も や っ て い る 頭 の 働 か せ か た が 、 ラ テ ン 語 の 読 み 解 き に は と て も

役 立 つ は ず で あ る 。 そ の 点 で 、 多 少 と も 漢 文 の 世 界 に 足 を ふ み い れ た こ と

の あ る 私 た ち 「旧 世 代(?)人 間 」は 、か な り 有 利 な 位 置 に あ る と 言 え よ う 。

(7)最 後 に 、 「ラ テ ン 語 は ど の よ う な 変 化 を す る 言 葉 か?」 と い う 問 に 端

的 に 答 え る と す れ ば 、 「ラ テ ン 語 は 、独 語 の 名 詞 群(名 詞 ・形 容 詞 ・代 名 詞 ・

数 詞)の 変 化 に 対 応 す る よ う な 名 詞 群 の 変 化 と 、 仏 語 の 動 詞 の 変 化 に 対 応

す る よ う な 動 詞 の 変 化 を も っ て い る 言 語 だ 」 と い う こ と に な る 。 こ れ ら 二

つ の 現 代 の 有 力 言 語 の 双 方 を マ ス タ ー し て い る 人 々 に は 、 そ こ で 獲 得 さ れ

た 、 各 種 の 基 本 的 な 文 法 の 「ル ー ル 」 に か ん す る た し か な 知 識 が き っ と 役

立 っ こ と で あ ろ う。 応 用 、 連 想 、 類 推 、 推 測 、 推 理 、 直 観 、 飛 躍 、 勘 の よ

さ な ど の 能 力 が あ れ ば 、 お よ そ 人 間 の 用 い て い る 言 語 な ら 、 つ ね に 攻 略 可

能 な の で あ る 。 も ち ろ ん 、 わ が 日 本 語 に つ い て 深 い 理 解 力 と 洞 察 力 が あ っ

て の こ と で あ る が 。 ち な み に 、 ラ テ ン 語 が 私 た ち を 悩 ま せ る の は 、 第 一 次

的 に は 、 文 法 構 造 と い う 形(タ テ マ エ)の む ず か し さ で あ る が 、 実 は 、 ほ

ん と う の む ず か し さ は 、 学 術 的 な ラ テ ン 語 表 現 の 中 身=意 味(ホ ン ネ)に

ま つ わ る む ず か し さ の な か に あ る 。 単 語 は 多 義 的 で あ る し 、 表 現 上 の レ ト

リ ッ ク は 多 彩 で あ る 。 し か し 、 後 者 は 、 ど の よ う な 欧 米 近 代 語 に も あ る こ

と な の で 、 そ れ ほ ど 驚 く 必 要 は な い 。

14ロ マ ン ス 語 の こ と

古 代 の ラ テ ン 語 か ら 派 生 し 、 各 地 で そ れ ぞ れ に 成 長 し て き た い く つ か の

ヨ ー ロ ッ パ の 言 語(伊 語 、 仏 語 、 西 語(ス ペ イ ン 語)、 ポ ル トガ ル 語 、 カ タ

ロ ニ ア 語 、 サ ル デ ィ ニ ア 語 、 ガ リ シ ア 語 、 レ ト ・ ロ マ ン 語 、 プ ロ バ ン ス 語 、

コ ル シ カ 語 な ど)を 、 総 称 し て 、 「ロ マ ン ス 語 」 と 言 う が 、 ラ テ ン 語 と こ れ

ら の 現 代 ヨ ー ロ ッ パ の 支 配 的 な 言 語 と を 対 比 し て み れ ば 、 わ が ラ テ ン 語 の

特 徴 が 浮 き 彫 り に な り 、 ラ テ ン 語 に と り く む 人 々 が は じ め に ラ テ ン 語 と い

う も の の イ メ ー ジ を つ く り あ げ る さ い 、 な に か と 参 考 に な る こ と が あ る か

も し れ な い 。 以 下 に こ の 点 に つ い て ご く か ん た ん に 述 べ て み よ う。

(1)格 の 姿

あ る 説 に よ れ ば 、 は や く も 五 世 紀 の こ ろ(帝 政 中 期)に 、 名 詞 の 「格 」

と 言 え ば 主 格 と 対 格 し か な い 、 と い う 状 況 が 生 じ(奪 格 ・与 格 ・属 格 と い
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っ た 、 な に や ら ゆ が ん だ 感 じ も す る そ の 他 の 格 は 姿 を 消 し て し ま う)、 そ し

て 、 最 終 的 に は 、 メ リ ハ リ が き い て い る た め に あ る 意 味 で は 強 力 な 格 と も

言 え る 対 格(目 的 格)が 、 対 抗 馬 で あ る 見 出 し 語 扱 い の 主 格 を 併 呑 し て 、

つ い に 近 代 ロ マ ン ス 語 の 唯 一 の 名 詞 形 と な り(し か も 、 対 格 形 の 語 の 語 尾

に よ く 現 わ れ る 〈m>は 消 え て し ま う)、 こ れ で 格 の 一 元 化 が は か ら れ て 、 よ

う や く 変 化 の 動 き が と ま っ た 。 つ い で に 言 う と 、 格 と な ら ん で 、 名 詞 の 位

置 づ け を す る さ い に 重 要 な 標 識 と な っ て い る 名 詞 の 「性 」 の 面 で も 、 中 性

が 男 性 に 吸 収 さ れ て い く 現 象 が 見 ら れ る 。 「ど ち ら で も な い(neuter)性 」

と い う 消 極 的 な 意 味 の 「中 性 」 が や は り 弱 い 存 在 だ っ た せ い で あ ろ う か 。

ち な み に 、英 語 で も 格 の イ メ ー ジ は も は や 薄 れ て し ま っ て い る が 、〈he-(h

is)-him>な ど の と こ ろ に は 痕 跡 が あ る 。 英 語 も 、 昔 は 、 立 派 な 屈 折 語 の

一 員 だ っ た の で あ る
。

(2)数 の 表 現

仏 語 、 西 語 、 ポ ル トガ ル 語 な ど で は 、 複 数 の と こ ろ に 〈s>の 語 尾 が く る が

(同 系 の 伊 語 で は そ う は な ら な い)、 今 や ラ テ ン 語 名 詞 の 代 表 格 と な っ た 対

格 の 複 数 形 の 語 尾 に 、 〈as>・ 〈ls>・ 〈Us>・ 〈es>・ 〈6s>の よ う に 、 〈s>が つ い

て い る ケ ー ス が 非 常 に 多 か っ た こ と と 、 構 造 上 そ う は な っ て い な い も の の

場 合 で も こ の 強 い 〈s>の 語 尾 の 存 在 に ひ き よ せ ら れ て し ま っ た こ と と が 、 そ

う い っ た 〈s>語 尾 現 象 の 発 生 し た 過 程 を 説 明 す る 有 力 な 論 拠 と な っ て い る よ

う で あ る 。 な お 、 仏 語 で は 、 複 数 形 の メ ル ク マ ー ル で あ る 〈s>は 、 発 音 さ れ

な い の で 、 眼 に は 見 え て も 、 音 に は 聞 こ え な い 。

(3)冠 詞 の 発 生

ギ リ シ ア 語 の 場 合 と は 異 な り 、 ラ テ ン 語 に は 定 冠 詞 が な か っ た が(露 語

に は 今 で も な い)、 そ の か わ り 、こ こ で は 、指 示 代 名 詞 で あ る 〈ille>一 〈illa>一

〈illud>[あ の ・そ の]グ ル ー プ や 、 〈iste>一 〈ista>一 〈istud>[そ の]グ ル ー

プ な ど が 、 状 況 に 応 じ て 、 冠 詞 の 場 合 と 同 様 の 役 目 を そ れ な り に は た し て

い た 。 現 に 、 〈il>・ 〈la>・ 〈le>・ 〈lo>・ 〈les>な ど の 各 ロ マ ン ス 語 の 冠 詞 は 、

こ れ ら の 指 示 代 名 詞 を も と に し て で き あ が っ た も の で あ る 。 ち な み に 、 今

で も 、 ロ マ ン ス 語 系 の 近 代 語 で は 、 冠 詞 は 相 当 重 要 な 役 割 を う け も っ て い

る(一 方 、 別 系 の 言 葉 で あ る 英 語 で は 、 冠 詞 と い う も の の 影 は 少 し 薄 く な

っ て き て い る よ う で あ る が)。

(4)人 称 代 名 詞 の 主 語

ラ テ ン 語 で は 、本 動 詞 の 変 化 語 尾 が し っ か り し て お り 、特 別 な と き 以 外 、

代 名 詞 の 姿 を と っ た 主 語 は 不 要 で あ る 。 そ の 流 れ は 、 伊 語 、 西 語 、 ル ー マ

ニ ア 語 な ど の ロ マ ン ス 語 も う け つ が れ た 。 例 外 は 仏 語 の 場 合 で あ る(古 く

は こ こ で も 主 語 が 省 か れ て い た が)。 こ れ は 、 主 語 を か な ら ず つ け る 傾 向 を

も つ ゲ ル マ ン 系 の 言 語 構 造 の 影 響 の せ い で あ る 、 と い う よ う に 説 明 さ れ て
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い る 。

(5)動 詞 の 迂 言 語 法(回 説 方 式)

ラ テ ン 語 で は 、 た だ 一 つ の 語 尾 で 時 称 や 相 や 法 が ピ タ リ と 決 ま る こ と が

原 貝1」で あ る 。 も ち ろ ん 、 重 要 な 例 外 は あ る 。 た と え ば 〈viderit>は 、 英 語 で

対 応 さ せ る と 、 〈Hewillhaveseen(it).〉 と な る が(た だ し 、 〈viderit>を

直 説 法 の 動 詞 変 化 未 来 完 了 と 見 た 場 合)、 こ の 変 化 形 は 、 接 続 法 完

了 三 人 称 の と こ ろ に も 存 在 す る(法 律 ラ テ ン 語 の 命 題 で は こ ち ら の 方 が 圧

倒 的 に 多 い)。 そ れ だ け に 、 い ろ い ろ と 手 の こ ん だ 識 別 語 尾 が ど う し て も 必

要 と な っ て く る 。 し か し 、 実 際 の と こ ろ 、 こ れ は と て も う る さ く 感 じ ら れ

る 。 そ こ で 、 俗 ラ テ ン 語 の 段 階 で 、 単 純 化 が 自 然 に 進 む 。 ま ず 、 受 動 相 に

お い て 、 本 来 の 一 語 型 の 〈Amor,〉[私 は 愛 さ れ る]の か わ り に 、 完 了 分 詞

(過 去 分 詞 の よ う な も の)を 利 用 し た 〈Amatussum.〉(ラ テ ン 語 本 来 の 意

味 は 、 完 了 表 現 な の で 、 「私 は 愛 さ れ た 」 と な る が)と い う 複 合 型(英 語

に あ て は め て 言 え ば 〈Iamloved.〉 の 形)が 用 い ら れ 、 こ れ は 、 つ ぎ に 、 た

と え ば 、 仏 語 の 〈Jesuisaime.〉 、 伊 語 の 〈Sonoamato.〉 、 西 語 の 〈Soya

mado.〉 と い う よ う に 過 去 分 詞 の 形 を 利 用 す る 合 成 的 な 表 現 へ と 発 展 し て い

っ た 。 一 方 、 過 去 系 の 時 称 で は 、 は や く も 一 世 紀 こ ろ か ら 、 〈Habe6comp

aratumfl6res.〉[私 は 花 を 買 っ た]と い う 、 見 か け で は 現 在 の 各 国 語 に お

け る 言 い ま わ し(た と え ば 、 英 語 の 〈have>プ ラ ス 過 去 分 詞 の 組 合 わ せ)と

よ く 似 た 表 現 の 用 例 が 現 わ れ は じ め る 。 〈comparatum>は 、 〈compar6>[買

う]の 完 了 分 詞 〈comparatus>の 単 数 の 中 性 ・男 性 の 対 格 お よ び 単 数 中 性 主

格 の 形 で 、 〈fl6res>は 、 〈fl6s>[花]の 複 数 の 主 格 ・ 対 格(男 性 名 詞)で あ

る が 、 本 来 な ら 、 〈Habe6fl6rescomparat6s.〉[私 は 買 わ れ た 状 態 の 花 を

も っ て い る]と い う よ う に 、 名 詞 で あ る 〈fl6res>に 対 応 し て 語 尾 変 化 を し て

い る 完 了 分 詞 男 性 複 数 対 格 形 の 〈comparat6s>が そ の 名 詞 の 後 に く る は ず で

あ っ た 。 ま た 、 こ こ の<habe6>は 、 こ の よ う に 完 了 分 詞 の 対 格 形 と セ ッ ト

に な る と き 、 「～ を た も つ 」 と か 「～ を も つ 」 と か い う 、 も と の 意 味 が 弱 ま

っ て 、獲 得 さ れ た 状 態 が 継 続 し て い る よ う な ニ ュ ア ン ス を 示 す 表 現 に な り 、

そ の 結 果 、 〈habe6>は 、 た と え ば 英 語 の 〈have>を 用 い た 現 在 完 了 の 場 合 の

よ う に 、 時 称 を あ ら わ す 機 能 語(一 種 の 助 動 詞)と も な っ た の で あ る 。

(6)音 韻 の 変 化

ラ テ ン 語 の 音 韻 は 、今 で も 、伊 語 の な か に 比 較 的 よ く 保 持 さ れ て い る が 、

他 方 、 仏 語 で は 、 西 語 の 場 合 以 上 に 変 容 が は げ し く な っ て い る 。

(7)そ の ほ か 、 不 定 法(不 定 詞)が 整 理 さ れ て 単 純 に な っ た り(た と え

ば 、 〈Hesaidthat>と い う ニ ュ ア ン ス を 示 す ラ テ ン 語 表 現 は 〈Dlxitquo

d><dlxit>は 〈(he)said>に 、 〈quod>は 〈that>に 対 応 す る と い う よ う

に な っ た が 、 こ こ は 、 も と も と は 、 〈quod>の よ う な 重 い 感 じ の 接 続 詞 は 用
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い ず に 、 対 格 を 駆 使 し た 対 格 不 定 法 を 用 い て 軽 く 表 現 さ れ て い た[B]

部 門 〈35>お よ び[P]部 門 の 索 引(「 対 格 不 定 法 」)を 参 照)、 味 の あ る 動 形

容 詞 や 、 な ん と な く 落 ち 着 き の 悪 い デ ー ポ ー ネ ン テ ィ ア 動 詞 な ど が な く な

っ た り 、 比 較 級 ・最 上 級 の つ く り か た が 変 わ っ た り 、 い ろ い ろ と 変 化 が 見

ら れ る 。 言 語 と い う も の は 、 使 わ れ て い く う ち に 、 削 ら れ 、 単 純 に な っ て

い く も の な の で 、 こ の 現 象 は ご く 自 然 な も の と 言 え る 。 ち な み に 、英 語 は 、

言 葉 の 進 化 ・変 容 の 過 程 と い う 面 で も っ と も 先 進 的 な 言 語 と 見 て よ い が 、「シ

ン プ ル ・イ ズ ・ザ ・ベ ス ト 」 と も 言 い 切 れ な い と こ ろ に 、 面 白 さ も あ る 。
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第 二 部 法 律 ラ テ ン 語 格 言 へ の い ざ な い

第 一 章 法 律 ラ テ ン 語 格 言 は ど の よ う に し て 生 ま れ て き た の か?

(1)ラ テ ン 語 で 記 さ れ た 文 章 体 の 格 言 、 ラ テ ン 語 か ら な る 成 句 、 あ る い

は た ん な る ラ テ ン 語 の 単 語 ・単 語 群 な ど は 、 現 在 に お い て も 、 い く ら か ペ

ダ ン テ ィ ッ ク な 表 現 を 好 む 欧 米 の 学 者 ・評 論 家 の 著 作 中 に し ば し ば 登 場 し

て く る 関 係 で 、 日 本 の 研 究 者 や 知 識 層 に も か な り よ く 親 し ま れ て い る 。 法

学 の 分 野 に お い て も そ う で あ ろ う。 さ て 、 昔 か ら 、 法 格 言 と 言 え ば 、 「短 く

て 、 し か も 含 蓄 の あ る も の 」 と 相 場 が 決 ま っ て い る が 、 さ し あ た り ラ テ ン

語 の 法 格 言 の 好 例 と し て 私 た ち ジ ュ リ ス ト の 心 に す ぐ 思 い 浮 ぶ の は 、 〈In

dubi6pr6re6>(イ ン ・ ド ゥ ビ オ ー ・プ ロ ー ・ レ オ ー)で あ ろ う 。 日 本 の

刑 事 訴 訟 法 学 の 書 物 に は 、 「プ ロ レ オ(原 則)」 と い う よ う に 簡 略 化 さ れ て

表 現 さ れ る ケ ー ス も 見 か け る 。 こ れ に つ い て は 第 五 章[A]の と こ ろ で と り

あ げ る こ と に し よ う 。つ い で に 言 え ば 、 「プ ロ ボ ノ(公 共 の 利 益 の た め の[弁

護 士 の 活 動])」 と い う 現 代 の 言 葉 は 、 前 置 詞 を と も な っ た 形 で あ る ラ テ ン

語 の 〈pr6bon6>の 日 本 語 版 で あ る 。

(2)ラ テ ン 語 で 記 さ れ た 法 格 言(法 諺)や 広 い 意 味 に お け る 成 句 は 、 筆

者 個 人 の つ き と め た か ぎ り で は 、 五 〇 〇 〇 例 以 上 伝 え ら れ て い る(も っ と

も 、 そ の な か に は 、 語 順 を 変 換 し た り 、 語 句 を さ し か え た り し た だ け の 命

題 も か な り ま ぎ れ こ ん で い る の で 、テ ー マ 別 に そ れ ら を 絞 り こ ん で み れ ば 、

そ の 数 は か な り 減 っ て く る が)。

(3)こ こ で 、 こ れ ら 法 格 言 の 生 い 立 ち に つ い て 考 え て み る と 、 そ こ に は

大 き な 流 れ が 二 つ あ る よ う に 思 わ れ る 。 一 つ は 、 こ れ ら が 英(米)法 系(実

質 的 に 見 れ ば 、 判 例 法 ・慣 習 法 に か な り ウ ェ イ トの か か っ た 法 体 系)を 土

壌 と し て 育 っ て き た ケ ー ス で あ り 、 そ し て 、 も う 一 つ は 、 こ れ ら が 、 ま ず

古 代 ロ ー マ の 法 学 の 領 域 で 生 ま れ た 後 に 、 い わ ゆ る 「大 陸 法 」 系 の 法(実

質 的 に 見 れ ば 、 こ れ は 、 ロ ー マ 法 の 影 響 を か な り 強 く う け た 、 成 文 法 中 心

の 法 体 系 に 属 す る も の で 、 ド イ ツ 法 や フ ラ ン ス 法 が こ の 代 表 で あ る)の な

か に 、 ロ ー マ 法 の 学 識 や 叡 智 を 伝 え て く れ る 簡 潔 な メ モ リ ー と し て そ の ま

ま の 姿 で 生 き つ づ け て い た り 、 ま た 、 時 代 に よ っ て 姿 や 形 を い ろ い ろ に 変

え て い き な が ら も そ れ な り に う け つ が れ て い っ た り し た ケ ー ス で あ る 。 そ

も そ も 、 一 般 的 な 意 味 に お け る 法 格 言 の 多 く が 、 な ぜ 、 欧 米 の そ れ ぞ れ の

国 で 、 英 語 や 独 語 や 仏 語 な ど の 自 国 語 で は な く 、 い わ ば 異 国 の 言 葉 で あ る

ラ テ ン 語 で 記 さ れ て い る の か 、 と い う 点 に か ん し て は 、 そ れ ぞ れ の お 国 の

事 情 も あ る が 、 そ の あ た り に つ い て は こ こ で は ふ れ な い で お こ う。 い ず れ

の ケ ー ス に お い て も 、 法 格 言 と い う も の の 誕 生 は ま ち が い な く か な り 古 い

時 代 の こ と で あ る が 、 そ の な か に は 、 生 ま れ て か ら ま だ 二 〇 〇 年 く ら い し
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か た っ て い な い 、 比 較 的 若 い 格 言 も あ る 。 言 う ま で も な い こ と で あ る が 、

古 典 語 で あ る ラ テ ン 語 で 表 現 さ れ て い る 、 と い う こ と に 惑 わ さ れ て 、 ど れ

も こ れ も 古 代 ロ ー マ 法 起 源 の も の で あ る 、 と 錯 覚 し て は い け な い わ け で あ

る 。 さ て 、 そ う い っ た 大 陸 法 系 の 、 近 代 製 の 格 言 の 一 つ に 、 罪 刑 法 定 主 義

の 原 理 を う た い あ げ た 〈NUIIapoenasinelege>[法 律 な し に は 、 い か な

る 刑 罰 も な[い 。]]・ 〈NUIIumcrlmensinelege>[法 律 な し に は 、 い か な

る 犯 罪 も な[い 。]]と い う も の が あ る が 、 こ れ は 、 一 説 に よ る と 、P・J・

フ ォ イ エ ル バ ッ ハ が 一 八 〇 一 年 に そ の 刑 法 教 科 書 の 初 版 に お い て 初 め て 公

け に し た 命 題 で あ る 、 と 言 わ れ て い る 。 そ れ に つ い て は 第 五 章[B]で と り

あ げ る こ と に し よ う 。

(4)と こ ろ で 、 英(米)法 系 の 法 格 言 の 数 は 、 ご く 広 い 意 味 に お け る 大

陸 法 の 法 格 言 の 数 に 十 分 に 匹 敵 す る が(そ の こ と は 、 た と え ば 守 屋 善 輝 編

『英 米 法 諺 』 に 二 〇 〇 〇 も の ラ テ ン 語 法 格 言 が 収 録 さ れ て い る こ と か ら も 推

察 し て 頂 け る だ ろ う)、 と り あ え ず 英(米)法 系 の も の か ら 一 つ だ け 例 を あ

げ て お こ う 。 〈SlcUteretu6,utalienumn6nlaedas.〉[君 が 他 人 の[も

の]を 害 し な い よ う に 、 そ の よ う に 、 君 は 自 身 の[も の]を 用 い よ 。」 こ の

命 題 が は る か 昔 の ロ ー マ 法 に 起 源 を も つ か 、 あ る い は 、 少 な く と も 実 質 的

に そ れ と 密 接 に 関 連 し て い る こ と は 、 ま ず ま ち が い な い 。 こ の 法 命 題 の 解

析 は 第 五 章[D]で 試 み る こ と に し よ う 。

(5)と こ ろ で 、 英(米)法 の 世 界 に お け る 、 コ モ ン ロ ー(commonlaw)

と エ ク ィ テ ィ ー(equity)と の 間 柄 が 、 ロ ー マ の 市 民 法(jUsclvlle)と 名

誉 法(jUshon6rarium)と の 間 柄 と パ ラ レ ル な 位 置 関 係 に あ る 点 が 指 摘 さ

れ て い る こ と か ら も 一 部 う か が え る よ う に 、 構 造 上 、 ロ ー マ 法 と 英(米)

法 と の あ い だ に は た し か に か な り 似 た 側 面 が 認 め ら れ る 。 こ の 日 本 で は 、

ロ ー マ 法 と 言 え ば 、 独 特 の 歴 史 的 事 情 の せ い で 、 「が っ し り と し た 制 定 法 ・

成 文 法 ・法 典 」 と い う イ メ ー ジ が 現 代 で も 強 い が 、 し か し 、 ほ ん と う に ロ ー

マ 法 の 主 流 を か た ち つ く っ て き た の は 、 一 方 に お い て 、 日 々 の 民 事 の 裁 判

実 務 を 基 礎 と し て 、 じ っ く り と 時 間 を か け な が ら 少 し ず つ 自 然 に で き あ が

っ て き た 名 誉 法 で あ り 、 他 方 に お い て 、 衡 平 と か 、 自 然 法 的 な 色 彩 を も っ

た 思 惟 と か に よ っ て リ ー ド さ れ た 、 や わ ら か い 、 不 定 型 な 、 物 事 へ の 対 応

の し か た で あ っ た(後 者 は 、 と り わ け 、 ロ ー マ 市 民 だ け で な く(市 民 法 は 、

文 字 ど お り 市 民 用 の 法 で あ る)、 ロ ー マ の テ リ ト リ ー 内 に 在 住 す る 外 人=非

市 民 自 由 人 に も 共 通 に 適 用 さ れ る 性 質 を も つ 万 民 法(jUsgentium)と い

う 規 範 体 の な か に 見 ら れ る)。 こ の よ う な ロ ー マ 法 の 基 盤 と 、 英(米)法 が

は ぐ く ま れ て き た 基 盤 と の あ い だ に 共 通 な も の が 少 な か ら ず あ っ た た め に 、

ロ ー マ 法 的 な 物 の 考 え か た を 端 的 に 表 現 す る よ う な ロ ー マ 製 の 格 言 も 、 わ

り あ い 容 易 に 英(米)法 の 学 問 世 界 へ と し み こ ん で い っ た の で は な い か 、
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と も 推 測 さ れ る の で あ る(も っ と も 、 ドイ ツ な ど の 場 合 、「ロ ー マ 法 の 継 受 」

と い う 、 独 特 の 重 々 し い 現 象 が 見 ら れ る の に 対 し て 、 ロ ー マ と イ ギ リ ス と

の あ い だ に は 、 そ れ ほ ど 深 い 関 係 は な か っ た 、 と 見 て よ い)。 判 例 法 中 心 の

英 法 で 格 言 と い う も の が 法 的 規 範 に 準 ず る よ う な 役 割 を 現 実 に は た し て い

た こ と 、 格 言 が 法 学 教 育 の 場 で 一 種 の 公 理 と し て 役 立 っ て い た こ と 、 法 学

の 発 達 と 同 じ 時 期 に 論 理 学 も 発 達 し た こ と 、 な ど の 事 情 が 複 合 的 に 作 用 し

あ っ て 、 英(米)法 の と り し き る 世 界 で は 、 法 格 言 と い う も の が 、 と き に

は 正 規 の コ モ ン ロ ー と の か か わ り の な か で 、重 要 視 さ れ た 。 こ の 世 界 で は 、

ニ ー 世 紀 に 入 っ た 今 で も 、ラ テ ン 語 の 法 格 言 は 元 気 に 生 き て い る の で あ る 。

(6)つ ぎ に 、 一 〇 〇 〇 年 以 上 に も お よ ぶ 、 古 代 の ロ ー マ 法 の 長 い 歴 史 の

な か で 、 ど の よ う に し て 法 格 言 が 生 ま れ 、 発 達 し 、 定 着 し て い っ た か を 、

ご く か ん た ん に ふ り か え っ て み よ う 。始 期 は 、紀 元 前 の 共 和 政 末 期 で あ る 。

ロ ー マ が 、 都 市 国 家 ・農 業 中 心 の 国 家 か ら 、 世 界 国 家 ・ 商 業 中 心 の 国 家 へ

と 変 化 を と げ る に つ れ て 、 す で に 共 和 政 の ご く 初 期 か ら ロ ー マ に 根 づ き は

じ め た 法 学 の 助 け を か り て 、 ロ ー マ 法 と い う も の も し だ い に 形 成 さ れ て い

く 。 古 来 か ら 何 世 紀 に も わ た っ て 法 実 務 が 堆 積 す る こ と に よ り 法 の 実 体 が

す で に か な り の 厚 み を も っ て 存 在 し て い た と こ ろ へ 、 前 二 世 紀 こ ろ か ら 先

進 の ヘ レ ニ ズ ム 文 化(古 代 ギ リ シ ア の 流 れ を く む 文 化)の 影 響 が 急 激 に 加

わ り 、 そ の 段 階 で 、 法 に か ん す る 原 則 や 原 理 を 抽 出 す る よ う な 作 業 も あ る

程 度 は 行 な わ れ る よ う に な っ た 。 つ ぎ に 、 古 典 期(一 ～ 三 世 紀)に 入 る と 、

法 学 が 国 家 権 力 と 密 着 し は じ め 、 そ の 過 程 で 奇 妙 な こ と に 指 導 的 な

法 学 者 の 学 説 そ れ 自 体 が 法 の 扱 い を う け る よ う に な っ た こ と も あ っ て 、 格

言 を 産 み だ す 母 胎 と な る 法 学 は 大 き く 発 達 す る 。 そ の 後 、 ロ ー マ 法 学 は 、

政 治 の 混 乱 期 に 、 そ の 政 治 と 運 命 を と も に す る と こ ろ も あ っ た た め に 、 い

っ た ん は 退 潮 の 傾 向 を 示 す が 、 し か し 、 と く に 東 ロ ー マ 帝 国 の 領 域 で 、 法

学 は 、 む し ろ 政 治 か ら は い く ら か 離 れ て 、 古 典 期 の 場 合 と は 少 し ち が っ た

方 向 に お い て 学 問 的 純 化 を う け 、 そ の 結 果 、 法 学 説 や 法 学 識 の エ ッ セ ン ス

で あ る 法 格 言 が 、 完 備 し た 、 官 僚 養 成 む け の 国 家 的 法 学 教 育 の 場 で 、 さ ら

に つ く ら れ 、 磨 か れ て い く 。 六 世 紀 の ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス 法 典(と り

わ け そ の 主 力 を な す 『学 説 彙 纂 』)は 、 八 世 紀 間 に わ た っ て じ っ く り と 育 っ

て き た 法 学 ・法 学 識 の 偉 大 な 所 産 で あ る 。 も ち ろ ん 、 西 方 の ロ ー マ 世 界 と

は 人 種 的 ・文 化 的 ・社 会 的 ・経 済 的 ・宗 教 的 ・歴 史 的 な 基 盤 の 面 で 大 き く

異 な る 東 ロ ー マ 世 界(い わ ゆ る 「ビ ザ ン テ ィ ン 世 界 」)に 、 大 昔 の ラ テ ン 世

界 の 学 説 や 、 格 言 的 な 色 あ い を も っ た 法 命 題 が そ の ま ま 妥 当 し た と は と て

も 想 像 で き な い が(た と え ば 、 ギ リ シ ア 語 の 強 い 東 ロ ー マ 世 界 で は 、 ラ テ

ン 語 を 読 み き れ る 人 の 層 は と て も 薄 い も の で あ っ た)、 し か し 、 こ れ ら は 、

も ち ろ ん 、 現 行 法 規 と し て 、 ま た 、 実 質 上 は 、 輝 か し い 古 典 的 法 学 の 一 種
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の モ ニ ュ メ ン ト と し て 、 主 に 『学 説 彙 纂 』 と い う 立 法 作 品 の な か に 収 め ら

れ た 。 私 た ち が 現 在 保 有 し て い る 豊 富 な 法 格 言 デ ー タ は 、 ほ と ん ど こ こ に

由 来 す る の で あ る 。

第 二 章 ロ ー マ 法 学 の 歴 史 的 展 開 ロ ー マ 法 の 展 開 を 検 証 す る も の と

し て

(1)か な り 大 ざ っ ぱ な 言 い か た を す る な ら 、「ロ ー マ 法 学 」と い う も の は 、

広 い 意 味 に お け る 「ロ ー マ 法 」 の 中 核 で あ り 、 そ し て 、 そ の 「ロ ー マ 法 学 」

の 中 心 的 な 担 い 手 が 「ロ ー マ 法 学 者 」 と い う こ と に な っ て く る が 、 そ の 「法

学 者(jUrisc6nsultus)」 と い うパ ー ソ ナ リ テ ィ ー は 、 人 類 の 法 の 歴 史 の な

か で 考 え て み た 場 合 、 か な り ユ ニ ー ク な 存 在 で あ る 。 そ の 点 に つ い て と り

あ え ず 見 て み よ う。 な お 、 「ロ ー マ 法 学 」 に つ い て は 、[F]部 門 で 詳 細 な 記

述 を 試 み て い る 。

(2)現 代 で は 、 「法 学 者 」 と 言 え ば 、 大 学 な ど の 研 究 ・教 育 機 関 に 活 動 基

盤 を も つ 人 々 の こ と を 主 に 指 す の で あ ろ う が 、 し か し 、 ロ ー マ で 「法 学 者 」

と 呼 ば れ た 人 々 は 、 理 論 家 ・研 究 者 で は な く て 、 在 野 の 法 実 務 家 と し て の

性 格 を 強 く も つ 。 と こ ろ で 、 「法 曹 」 と い う 言 葉 は 、 ふ つ う 、 「裁 判 官 」 と

「検 察 官 」 と 「弁 護 士 」 と い う 法 実 務 家(「 法 の プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル 」)を 指

す よ う で あ る が 、 も し 、 こ の 「法 曹 」 を ご く 広 い 意 味 で と ら え て 、 そ の 「法

実 務 家 」 と 「法 学 者 」 と を ま と め あ げ る よ う な 概 念 と う け と め る な ら 、 ロ ー

マ の 法 学 者 は そ の 「法 曹 」 の モ デ ル ・ケ ー ス と も な る パ ー ソ ナ リ テ ィ ー と

言 え る か も し れ な い 。

(3)前 六 世 紀 に 、 王 政 が 倒 れ て 、 共 和 政 が 成 立 し て か ら 、 ま ず 、 法 が 、

「一 二 表 法 」と い う 、そ の 当 時 と し て は 巨 大 な 法 典 の 編 纂 を き っ か け と し て 、

具 体 的 な か た ち を と り は じ め 、 そ の 後 を 追 う よ う に し て 、 法 学 と い う も の

が 誕 生 す る 。 そ し て 、 紀 元 前 後 の 三 〇 〇 年 ほ ど の あ い だ に 、 法 学 の 水 準 は

一 つ の ピ ー ク に 達 し
、 そ れ で 一 つ の 発 展 サ イ ク ル が 終 わ る 。 こ れ で 法 学 の

歴 史 が 閉 じ ら れ る こ と に な る の は ご く 自 然 の 成 行 き な の で あ ろ う が 、 し か

し 、 こ こ か ら 後 に 揺 り も ど し が あ り 、 法 学 は 二 つ の ピ ー ク を 別 の 場 所 で む

か え る 。一 つ は 、六 世 紀 に 、い わ ゆ る 「東 ロ ー マ 帝 国 」に お い て 巨 大 な 『ユ ー

ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス 法 典 』 が 編 纂 さ れ 、 そ こ で 、 古 代 以 来 の ロ ー マ 法 学 の

集 大 成 ・総 決 算 が 見 事 に な し と げ ら れ た こ と に よ る も の で あ る 。 も う 一 つ

は 、 は る か 後 代 の 一 二 世 紀 に な っ て 、 西 ロ ー マ 帝 国 の 故 地 イ タ リ ア の 中 部

に 位 置 す る 、ボ ロ ー ニ ャ と い う 町 に 、新 設 の ボ ロ ー ニ ャ 大 学 を 舞 台 と し て 、

ロ ー マ 法 と 深 く か か わ り を も つ 註 釈 学 派 が 興 り 、 広 い 意 味 に お い て そ の 系

列 に 属 す る い ろ い ろ な タ イ プ の 法 学 が 、 そ の 後 、 多 少 の 揺 ら ぎ を 見 せ な が

ら も 、 一 九 世 紀 の 終 わ り ま で ヨ ー ロ ッ パ 各 地 で 命 脈 を 保 っ た こ と で あ る 。
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な お 、 さ き の 図 に は 示 し て い な い が 、 あ の 二 〇 世 紀 は 明 ら か に ロ ー マ 法

学 の 凋 落 期 と な っ て い る 。 こ の ニ ー 世 紀 以 降 の こ と は 誰 に も 判 ら な い け れ

ど も 、 法 学 の 長 い 歴 史 に は 、 こ れ か ら も 、 ま だ ま だ い ろ い ろ な 展 開 の 可 能

性 が あ る こ と を 私 た ち に 静 か に 告 げ て く れ て い る 。私 た ち 法 歴 史 研 究 者 は 、

歴 史 の 証 人 と し て 、 こ れ か ら も 、 時 代 の 動 き に 立 ち 会 っ て い か な け れ ば な

ら な い の で あ る 。

(4)こ こ で 、 古 代 ロ ー マ の 時 代 の 法 学 者 の あ り か た に 話 題 を し ぼ っ て 考

察 し て み よ う 。 ロ ー マ の 制 度 の か な り の 部 分 は 、 紀 元 前 の 五 〇 〇 年 間 に わ

た っ て 展 開 さ れ た 共 和 政 時 代 に そ の ル ー ツ を も っ て い る の で あ る が 、 法 学

全 般 に つ い て も 、 こ の こ と が あ て は ま る 。 ロ ー マ 共 和 政 は ま さ に ロ ー マ 法

の ふ る さ と な の で あ る 。

(a)そ の 共 和 政 時 代 の う ち 、 ま ず 、 紀 元 前 の 三 〇 〇 年 た ら ず の 時 期 に つ

い て 、 法 学 者 の 像 を 描 い て み よ う。

① 「神 」 の 法 も 「人 」 の 法 も ひ と ま と め に し て と り し き っ て い た 神 官 た

ち は 、 古 来 の 法 知 識 を 独 占 し 、 い わ ば ギ ル ド の 掟 と し て 、 そ れ を 外 部 に は

秘 密 に し て い た が 、 そ う い う 閉 塞 状 況 を 打 ち 破 る も の と し て 、 世 俗 人 で あ

る 法 学 者 の 活 動 が は じ ま る 。 し か し 、 両 者 の あ い だ に は 共 通 点 が 多 い 。 と

も に 、 社 会 の 上 層 部 で あ る 貴 族 の 出 身 で 、 無 償 で 活 動 し 、 彼 ら の 示 す 判 断

が 事 実 上 人 々 を 拘 束 す る だ け の 力(権 威)を も っ て い た か ら で あ る(も っ

と も 、 そ の 判 断 は 、 い わ ば 「タ テ マ エ 論 」 の 対 象 で あ る 法 律 問 題 に か ん す

る も の に 限 定 さ れ 、 「ホ ン ネ 論 」 の 対 象 で あ る 事 実 問 題 つ ま り 、 言 わ れ

て い る と こ ろ の 「事 実 」 が ほ ん と う に 存 在 し て い る か ど う か 、 の 問 題 に

は た ち い ら な い)。 も ち ろ ん 、 ち が い も あ る 。 神 官 は ト ッ プ ク ラ ス の 公 人 で

あ る が 、 法 学 者 は 、 も と も と は 在 野 の 、 た ん な る 私 人 で あ っ た し 、 ま た 、

法 学 者 が 、 私 人 と し て 、 公 開 の 場 で 、 フ リ ー に し か も 活 発 に 動 け た の に 対

し て 、神 官 た ち は 、そ の 職 責 か ら し て 、慎 重 な 行 動 を と る こ と が 多 か っ た 。

し か も 、彼 ら 神 官 は 、政 治 の 中 枢 と も 深 い と こ ろ で つ な が っ て い る 関 係 で 、

ホ ン ネ(裏)の 部 分 で は 、 か な り 政 治 的 な 動 き も 示 す 。

② 前 二 五 四 年 に 、 平 民 と し て は は じ め て 大 神 官 と い う 顕 職 に つ い た テ ィ

ベ リ ウ ス ・ コ ル ン カ ー ニ ウ ス は 、 公 開 の 場 で 、 既 存 の 法 規 の 解 釈 の ノ ウ ・

ハ ウ や 、 法 発 見 の 手 順 な ど を 明 ら か に し た と 伝 え ら れ る 。 こ の と き 、 神 官

貴 族 の 秘 儀 と し て で は な く 、 世 俗 の 学 ・テ ク ニ ッ ク と し て の 法 学 が 誕 生 し

た も の と 言 え よ う。

③ こ の 初 期 法 学 の 時 代 に 、 い っ た い 法 学 者 た ち は ど の よ う な 活 動 ス タ イ

ル を と っ て い た の で あ ろ う か?結 論 か ら 言 え ば 、 彼 ら は 、 現 代 日 本 の 弁 護

士 、 公 証 人 、 司 法 書 士 、 法 律 顧 問 な ど の 場 合 と 同 じ よ う な タ イ プ の 仕 事 に

従 事 し て い た の で あ る 。 つ ま り 、 当 事 者 が 法 律 的 な 行 為 を と り 行 な う さ い

に 必 要 と な る 方 式=様 式 を 教 え た り 、 そ れ を 作 成 し て や っ た り 、 訴 訟 の 場
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に お け る 手 続 上 の 要 式 を と と の え る の に 助 力 し た り 、 一 般 的 に 法 律 問 題 に

か ん し て 鑑 定 的 な 意 見 を 述 べ る な ど し て 法 律 相 談 に 日 常 的 に 応 じ た り 、 実

に さ ま ざ ま で あ っ た 。 な か に は 、 法 学 を 学 ん で 、 そ れ を 武 器 と し て 立 身 出

世 を し よ う と す る 名 門 の 子 弟 に 対 し て 、 私 塾 な ど で 法 学 を 教 え る 、 純 民 間

人 の 人 物 も い た か も し れ な い 。 も し そ う な ら 、 法 学 者 は 法 学 教 師 と し て の

顔 も も つ こ と に な る 。 も っ と も 、 ロ ー マ 法 学 者 は あ く ま で も 実 際 家 で あ っ

て 、 法 を 理 論 的 に 考 え た り 思 索 し た り す る の は そ れ ほ ど 得 意 で は な か っ た

の で 、 法 学 教 育 と い っ て も 、 現 代 の 法 学 教 育 の 姿 と は 本 質 的 な 部 分 で か な

り ち が う と こ ろ が あ る 。

④ さ て 、 法 学 者 の 守 備 範 囲 が こ れ く ら い の も の に と ど ま る の な ら 、 そ れ

ほ ど 注 目 に は 値 し な い で あ ろ う 。 法 制 が あ る 程 度 と と の っ て い る と こ ろ に

は 、 ど こ で も 、 法 律 専 門 家 は 、 日 常 世 界 と 法 世 界 を つ な ぐ 媒 体 と し て 、 か

な ら ず 存 在 し て い た か ら で あ る(日 本 で も 、 古 来 、 そ の よ う な 人 物 は そ れ

な り に 配 置 さ れ て い た か も し れ な い)。 と こ ろ が 、 ロ ー マ の 場 合 に は 、 こ れ

ら の 活 動 と も 重 な り あ う よ う に し て 、法 学 者 が 、た だ の 私 人 で あ り な が ら 、

法 規 範 の 創 造 に 深 く か か わ っ て い た 、 と い う と こ ろ に ユ ニ ー ク さ が 認 め ら

れ る 。 と こ ろ で 、 判 例 を つ み あ げ て い く こ と に よ っ て 、 法 を 運 用 し 、 創 り

だ し 、 修 正 し て い く 、 と い う ス タ イ ル を と っ て い る 国 は 現 代 に も 存 在 す る

が 、 そ こ で の 主 役 は 官 吏 と し て の 裁 判 官 で あ る(も ち ろ ん 、 法 学 者 が 裁 判

官 に な る こ と は あ り う る が)。 共 和 政 時 代 に か ん す る か ぎ り で は 、 民 事 の 法

廷 を 指 揮 す る 任 務 に つ く こ と に よ り 、 結 果 的 に 民 事 の 法 の 創 造 に 深 く か か

わ る こ と に な っ た 法 務 官(プ ラ エ トル)は 、 政 務 官(公 職 者)=行 政 官=

政 治 家 で あ っ て 、 法 に つ い て は い わ ば 素 人 で あ り 、 そ の た め に 、 彼 ら は 、

全 面 的 に 、 い わ ば 個 人 的 な ル ー ト で 、 訴 訟 の 外 側 に い る 法 学 者 の 学 識 に よ

り か か る 。 つ ま り 、 タ テ マ エ 的(制 度 的)に 言 え ば 、 法 学 者 は 訴 訟 の 場 を

通 じ て 法 の 創 造 に タ ッ チ で き る よ う な 位 置 に は な い の で あ る が 、 ホ ン ネ 的

に 言 え ば 、 彼 ら は 法 創 造 の 影 の 主 役 と な っ て い た の で あ る 。

⑤ こ こ に 問 題 が 一 つ 浮 ぴ あ が る 。 そ れ は 、 ま っ た く の 私 人 で あ る 法 学 者

が 、 あ く ま で も 具 体 的 な 事 実 ・事 案 と の 関 連 に お い て で あ る が 、 法 を い わ

ば 好 き 勝 手 に 解 釈 し た り 、 と き に は 法 を み ず か ら 動 か し た り す る と 、 法 的

安 定 性 が 失 な わ れ て し ま い 、 法 へ の 信 頼 が 揺 ら い だ り は し な い だ ろ う か 、

と い う 点 で あ る 。 し か し 、 共 和 政 も は じ め の こ ろ で は 、 法 学 者 と い う 立 身

出 世 コ ー ス を 意 識 的 に そ の 手 段 と し て 選 び と る よ う な 層 の 人 々 の 多 く が 、

貴 族 出 身 者 で あ り 、 彼 ら が 、 世 間(と り わ け 、 上 流 階 層)の 眼 も 十 分 に 意

識 し な が ら 、 衡 平 に か な っ た 判 断 を 下 す こ と を 自 ら の プ ロ フ ェ ッ シ ョ ン 上

の 使 命 と 考 え て 行 動 し た こ と や 、 ま た 少 数 の 有 力 な 法 学 者 が 軸 と な っ て い

た こ と も あ っ て 、 法 学 者 相 互 間 で 決 定 的 な 見 解 対 立 が あ ま り 多 く 発 生 し な
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か っ た こ と 、 な ど の 特 別 な 状 況 が 存 在 し て い た 関 係 で 、 法 学 が 、 ま っ た く

自 由 に 展 開 し な が ら も 、 そ れ な り に 安 定 し た 情 況 を 自 ら 保 つ こ と が 可 能 と

な っ て い た 。 し か し 、時 代 が 下 り 、紀 元 前 の 一 世 紀 あ た り に さ し か か る と 、

む ず か し い と こ ろ で う ま く バ ラ ン ス を と っ て い た 法 学 は 大 き く 揺 ら ぐ 。 民

主 政 ギ リ シ ア じ こ み の 弁 論 術(レ ト リ ッ ク)を 身 に つ け て あ ら た に 登 場 し

て き た ア ク テ ィ ヴ な 弁 論 家(弁 護 人)が 民 事 法 廷 に お い て 押 し た て る 論 理

は 、 堅 苦 し い 法 学 ・法 学 者 の 論 理 に 民 事 訴 訟 の 現 場 で 打 撃 を 与 え た し 、 ま

た 、 法 学 者 の 出 身 層 も 下 に 拡 が っ て 、 国 益 と か 公 共 善 と か を 第 一 に 考 え る

よ う な 良 心 的 な 法 学 者 よ り も 、 目 先 の 個 人 的 な 現 実 的 利 益 に 振 り ま わ さ れ

る 者 も 増 え て く る 。 し か も 、 「革 命 の 世 紀 」 と も 評 さ れ る 激 動 の 前 一 世 紀 に

は 、 軍 事 的 実 力(ゲ バ ル ト)こ そ が 正 邪 を 決 め る 基 準 と な っ た た め に 、 ど

ち ら か と 言 え ば 静 的 な 社 会 秩 序 を 維 持 す る 任 務 を 負 う 法 は そ の 力 を 弱 め ら

れ 、 法 そ の も の や 法 学 と 同 じ よ う に 、 法 学 者 も 、 昔 日 の 権 威 を 失 な っ て し

ま う。

(b)① 時 代 は 変 わ っ て 、 紀 元 後 の 元 首 政(初 期 帝 政)の 時 代 に 入 る と 、

元 首(皇 帝)は 、 た だ 一 人 の 完 全 な 実 力 者 と し て 、 共 和 政 の 末 期 に 混 乱 し

て し ま っ た 法 秩 序 の 回 復 を 目 指 し て 、 法 学 の 担 い 手 で あ る 法 学 者 へ の 統 制

を 強 め な が ら 、 リ ー ダ ー シ ッ プ を 発 揮 す る こ と に よ り 、 独 自 の 動 き を す る

よ う に な る 。32頁 の 図 表 に 示 し た よ う に 、 法 学 お よ び 法 の 黄 金 時 代 で あ る

紀 元 前 後 の 三 世 紀 ほ ど の あ い だ の 「古 典 期 」 は 、 法 学 者 が 学 派 の よ う な も

の を 事 実 上 形 成 し て 、 学 問 的 に ま と ま り の よ う な も の が で き あ が っ た 時 代

で も あ り 、 ま た 、 元 首 が 、 数 人 の 法 学 者 に 特 別 の 権 威(「 権 力 」 で は な い)

を 公 け に 付 与 す る 、 と い う 措 置 を と っ て 、 彼 ら に 強 力 な 事 実 上 の 指 導 力 を

与 え 、 そ れ に よ り 学 説 の 対 立 や 混 乱 を 最 小 限 に と ど め さ せ よ う と し た 時 代

で も あ る 。 そ し て 、 最 終 的 に 、 後 二 世 紀 こ ろ に な る と 、 有 力 な 法 学 者 の 学

説 、 さ ら に 、 有 力 で あ っ た 法 学 者 の 著 作 中 に 示 さ れ た 学 説 そ れ 自 体 が 、 一

定 の 条 件 を み た せ ば 、 法 の 効 力 を も つ よ う に な っ た 。 そ の よ う な わ け で 、

比 較 法 上 、 た だ の 学 説 が そ の ま ま 法 と し て 扱 わ れ る 、 と い っ た 現 象 が ほ か

に は ま ず 見 ら れ な い と こ ろ に 、 ロ ー マ 法 学 者 の ユ ニ ー ク さ と 同 時 に 、 そ の

偉 大 さ が 認 め ら れ る の で あ る 。

② も ち ろ ん 、 よ く 知 ら れ て い る よ う に 、 六 世 紀 に 編 纂 さ れ た 「ユ ー ス テ

ィ ー ニ ア ー ヌ ス 法 典 」 は 、 各 地 の 官 立 の 法 学 校 に お い て 法 学 の 伝 統 を 守 り

つ づ け て い た 法 学 者 集 団 の 業 績 を ベ ー ス に し て 、 彼 ら プ ロ に よ っ て 生 み 出

さ れ た 傑 作 で あ る 。 立 法 の 任 務 を 立 派 に は た し た 彼 ら 法 学 者 に 対 し て 私 た

ち 近 代 人 の 末 喬 は 多 く を 負 っ て い る の で あ る 。 幸 い に も 、 そ の 巨 大 な 資 料

は 現 存 し て い る 。 本 編 で は 、 格 言 な ど を 紹 介 す る 、 と い う か た ち で そ の 膨

大 な 資 料 デ ー タ の ほ ん の 数 パ ー セ ン ト を お 見 せ で き る だ け で あ る 。
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③ 法 学 者 が 法 の 運 用 ・形 成 に 影 響 力 を 直 接 に も つ よ う に な る に つ れ て 、

伝 統 的 に 私 人 と し て 活 躍 し て い た 彼 ら 法 学 者 の う ち 、 指 導 的 地 位 に あ る 者

は 、 国 家 の 要 職 に つ く 。 「在 野 の 人 」 が 公 人 と し て の 顔 を も つ よ う に な っ た

の で あ る 。 し か し 、 彼 ら が 御 用 学 者 に な り さ が っ た 、 と ま で は 言 い 切 れ な

い 。 最 高 の 権 力 者 で あ る 元 首(皇 帝)も 、 と り わ け 帝 政 の 初 期 の 時 代 に か

ん す る か ぎ り 、 法 学 者 に 敬 意 を 払 う こ と も 少 な く な か っ た か ら で あ る 。

第 三 章 ロ ー マ の 民 事 裁 判 ロ ー マ 私 法 を 生 み だ し た 舞 台 と し て

(1)ま ず 、 基 本 的 な ポ イ ン ト を い く つ か あ げ て お こ う 。 ① 民 事 問 題 と 刑

事 問 題 と の 関 係 に つ い て 言 え ば 、 時 代 が 古 く な れ ば な る ほ ど 、 「公 け 」 と い

う も の の 力 が 弱 か っ た 関 係 も あ っ て 、 民 事 問 題 を 扱 う 民 事 訴 訟 の 方 に 社 会

(な い し は 法)の 関 心 が む け ら れ る 度 合 が 強 い 。 現 代 で な ら 当 然 に 刑 事 訴 訟

で 追 及 さ れ る タ イ プ の 問 題 も 、民 事 的 に 処 理 さ れ て し ま う の で あ る 。② ロ ー

マ も 、 後 代 に な る と 、 皇 帝(=国 家)の 権 力 が 前 面 に で て く る 関 係 で 、 逆

に 、 刑 事 問 題 を 扱 う 刑 事 裁 判 の ウ ェ イ ト が 高 ま る 。 こ れ は 、 「公 」 の 「私 」

へ の 優 越 と い う 、そ の 当 時 の ロ ー マ 国 制 全 般 に 見 ら れ る 傾 向 と も 符 合 す る 。

③ 歴 史 の 最 終 段 階 で は 、裁 判 制 度 の 面 に お い て 、民 刑 統 合 が 完 成 し て い る 。

つ ま り 、 現 代 日 本 の 場 合 の よ う に 、 あ た た に 登 場 し た 、 官 吏 で あ る 裁 判 官

が あ ら ゆ る タ イ プ の 裁 判 を と り し き る こ と に な る 。 ④ 市 民 で あ る 私 人 が 主

と し て 事 実 問 題 に か ん し て 法 廷 で 判 断 を 下 す 、 と い う制 度 が 、 紀 元 前 の 共

和 政 時 代 で は 、 民 事 訴 訟 に お い て 存 在 し て い る 。 ⑤ そ の よ う な わ け で 、 ロ ー

マ の 裁 判 制 度 は 、 そ の 歴 史 の 流 れ の な か で 、 現 代 の 、 大 陸 法 系 の 法 制 を も

つ 国 々 の 裁 判 制 度 と 、 民 事 陪 審 の 制 度 を 備 え て い た 英 米 法 系 の 法 制 を も つ

国 々 の そ れ と 同 じ よ う な も の を あ わ せ て 知 っ て い る こ と に な る 。 古 代 ロ ー

マ 人 の 経 験 は 、私 た ち 現 代 人 に と っ て た ん な る 懐 古 趣 味 の 対 象 以 上 の も の 、

と 言 っ て よ か ろ う。

(2)現 代 の 日 本 に お い て 、 広 い 意 味 に お け る 「判 例 」 と い う も の は 、 私

法 を 実 質 的 に 動 か し て い く カ の 一 つ と な っ て い る 。 タ テ マ エ 論 か ら す る な

ら 、 判 例 法 と い う 法 源 は 存 在 し な い で あ ろ う が 、 ホ ン ネ 論 の 部 分 で 考 え て

み る と 、 判 例 は 、 明 ら か に 「動 い て い る 法 」 を 射 程 に と ら え て い る だ け で

な く 、 実 質 的 に は 、 「法 を 動 か す 」 こ と も で き る の で あ る 。 そ れ で 、 ロ ー マ

に 話 を も ど す と 、 こ こ で は 、 国 家 の ナ ン バ ー ・ ツ ー 政 務 官(政 治 家 一 行 政

官)で あ る 、 一 年 制 の 法 務 官(プ ラ エ トル)の う ち の 一 人 な い し は 二 人 が 、

市 民 同 士 な ど の 争 訟 の 場 合 に 、 毎 年 、 自 身 の 一 年 任 期 の あ い だ に 自 ら の 指

揮 す る 民 事 訴 訟 の 現 場 で 、 具 体 的 に そ の 事 件 む け の 法 を 提 示 し て い く 、 と

い う 営 み が 無 数 に 積 み か さ ね ら れ て い っ た 。 そ の さ い 、 既 存 ・既 成 の 市 民

法(制 定 法 を ベ ー ス に し た 法)を 適 用 す る だ け の 、 い わ ば 静 的 な 枠 組 設 定

に の っ と っ て 動 い た こ と は も ち ろ ん で あ る が 、そ の ほ か に 、法 務 官 が 、(4)

A-36



で 述 べ る ニ ュ ー タ イ プ の 民 事 訴 訟 手 続 で あ る 「方 式 書 訴 訟 手 続 」 の 場 に お

い て 、 新 し い 社 会 的 ニ ー ズ に こ た え る か た ち で 、 い わ ば ア ク テ ィ ヴ な 動 き

に 出 る ケ ー ス も し ば し ば あ っ た よ う に 思 わ れ る 。 つ ま り 、 法 務 官 は 、 そ れ

ま で は 法 規 制 の 外 に あ り 、 少 な く と も 法 的 に 問 題 と す る こ と が で き な か っ

た よ う な 事 案 に つ い て も 、 救 済 を も と め て 訴 え 出 る 者 の 要 請 に 応 じ て 、 自

ら の 職 責 一 職 権 に よ り 、 と に か く 問 題 を 訴 訟 の 場 に あ げ る こ と を 認 め て や

っ た の で あ る 。 そ う な る と 、 被 告 側 に 立 た さ れ た 者 と し て は 、 法 律 問 題(つ

ま り 、 訴 訟 の 枠 組)そ れ 自 体 に つ い て は 、 当 面 の 訴 訟 指 揮 者 で あ る 法 務 官

に 対 し て 異 議 を と な え る こ と は 実 際 上 は で き ず 、 わ ず か に 事 実 問 題(法 務

官 が こ の よ う に 改 革 的 な 動 き に 出 る さ い に 判 断 べ 一 ス と し て い る よ う な 事

実 関 係 な ど そ も そ も 存 在 し な い 、 と い っ た よ う な 、 事 実 本 体 に か ん す る 問

題)を 争 い う る だ け で あ る(こ の 事 実 問 題 は 、 共 和 政 時 代 の 場 合 な ら ば 、

原 則 と し て た だ 一 人 の 私 人 審 判 人 が 扱 う テ ー マ で あ る が 、 実 際 の と こ ろ 、

お 上 に あ た る 法 務 官 が 職 務 行 動 を と る 上 で 支 え と し て い る 事 実 情 況 を 私 人

=原 告 が 覆 す の は 容 易 な こ と で は な か っ た ろ う) 。 か り に 、 法 務 官 サ イ ド に

お い て 法 令 適 用 ミ ス の よ う な 重 大 な 誤 ま り が 介 在 し た と し て も 、 共 和 政 時

代 で は 、 第 一 審 が 最 終 審 査 体 と な っ て い る の で(紀 元 後 の 帝 政 時 代 に 入 る

と 、 ま っ た く 別 種 の 訴 訟 手 続 に お い て 、 上 訴 の 制 度 も し だ い に と と の っ て

く る が)、 法 務 官 の と っ た 措 置 は 、 そ の 場 で は 、 最 終 的 ・確 定 的 な の で あ る

(「一 事 不 再 理 」 の 原 理 が 結 果 的 に は た ら く の で 、 再 訴 は も ち ろ ん 許 さ れ な

い)。 も し 一 人 の 法 務 官(市 民 係 法 務 官 も し く は 外 人 係 法 務 官)に 不 適 切 な

訴 訟 指 揮 が あ っ た 、 と 人 々 に 考 え ら れ れ ば 、 そ の 人 物 の 事 蹟 は 、 翌 年 の 法

務 官 に よ っ て う け つ が れ る よ う な こ と は な く 、 た ん な る エ ピ ソ ー ド と し て

消 え て い く 。 も っ と も 、 い く ら 暫 定 的 に 、 と は 言 っ て も 、 具 体 的 な 問 題 を

前 に し て 、法 務 官 が 果 敢 に 新 し い ル ー ル の 設 定 に 踏 み こ む さ い に は 、彼

と い う よ り 、法 務 官 と い う公 的 ポ ス ト の 顧 問 役 と な っ て い る 法 学 者 の バ

ッ ク ア ッ プ が お そ ら く あ る の で 、 新 し い 措 置 は 、 多 く の 場 合 、 翌 年 の 法 務

官 の 実 務 運 用 の ベ ー ス と な っ た 。 な ぜ な ら ば 、 一 人 の 法 学 者 の 、 法 務 官 ポ

ス トに あ る 人 へ の 影 響 は 、 決 し て 一 年 か ぎ り の も の で は な か っ た か ら で あ

る 。

(3)以 上 の よ う な わ け で 、 ロ ー マ の 民 事 訴 訟 と い う も の は 、 た ん に 個 々

的 に 紛 争 処 理 の 役 割 を に な う だ け に と ど ま ら ず 、 法 規 範 創 造 の 場 と し て 特

別 の 意 味 を も っ て い た 。大 陸 法 系 の 国 々 の 場 合 に 見 ら れ る よ う に 、制 定 法 ・

成 文 法 を つ ぎ つ ぎ に 積 み あ げ る や り か た で 法 規 範 を 生 み だ し て い く の で あ

れ ば 、 民 事 訴 訟 の 意 義 ・役 割 は 法 規 の 想 定 し て い る 事 案 む け の 限 定 さ れ た

も の に な っ て く る が 、 し か し 、 共 和 政 時 代 に お い て 正 式 の 立 法 機 関 と な っ

て い る ロ ー マ の 民 会 が 私 法 法 規 を 個 別 的 に 制 定 し て い く ケ ー ス が そ れ ほ ど
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多 く な か っ た た め も あ っ て 、 私 法 の 改 変 の 主 役 は 、 法 務 官 と 法 学 者 が 表 と

裏 で ペ ア を く ん で も ち ろ ん 訴 訟 の 場 に あ が っ て き た も の を う け と め る と

い う受 身 の か た ち な が ら 動 か し て い く 民 事 訴 訟 な の で あ っ た 。

(4)と こ ろ で 、 ロ ー マ 共 和 政 時 代 の 正 規 の 民 事 訴 訟 手 続 で あ る 方 式 書 手

続 が か た ち つ く ら れ る 以 前 に は 、 「法 律 訴 訟 手 続(legisacti6)」 と い う 、

儀 式 性 の 強 い 手 続 が あ っ た 。 こ こ で も 、 下 に 示 す よ う な 手 続 二 分 制 が と ら

れ て い た 。 し か し 、 こ の 段 階 で は 、 つ ぎ に 登 場 し た 民 事 訴 訟 手 続 で あ る 方

式 書 訴 訟 手 続 で 重 要 な 役 割 を 演 ず る 方 式 書 の よ う な 書 面 は 用 い ら れ ず 、 口

頭 の 手 続 が 中 心 と な る 。 こ の 方 式 書 訴 訟 手 続 の 後 に は 、 「特 別 審 理 手 続(c6

gniti6extra6rdinem)」(実 質 的 に 見 れ ば 、 「職 権 審 理 手 続 」)が く る 。 こ

れ は 、 後 代 に 大 陸 法 の 民 事 訴 訟 手 続 の 源 と も な る も の で 、 ロ ー マ に 伝 統 的

な 手 続 二 分 制 を 用 い ず 、 官 吏 で あ る 裁 判 官 が 一 貫 し て 訴 訟 を 運 用 す る と こ

ろ に 特 徴 が あ る 。 こ れ が 支 配 的 に な る の は 、 お よ そ 後 四 世 紀 以 降 の こ と で

あ る 。 つ ぎ に 、 あ る 意 味 で は ロ ー マ ら し い 構 造 を も つ そ の 方 式 書 訴 訟 手 続

の 概 要 を 見 て み よ う 。 ① 原 告 も 被 告 も ロ ー マ 市 民 で な け れ ば な ら な い(外

人 が か ら ん で く る と 、 訴 訟 は 、 理 論 的 に は 、 別 系 統 の も の と な る)。 ② 具 体

的 事 案 に つ い て そ も そ も 訴 訟 が な り た つ か ど う か 、 と い う 点 が 法 の 運 用 を

つ か さ ど る 法 務 官 個 人 の 判 断 に か か っ て い る の で 、 訴 え る 側 と し て は 逆 に

攻 め や す い と こ ろ も あ る 。 民 事 裁 判 が 多 少 と も 政 治 的 な 意 味 あ い や 背 景 を

も っ て い る と き に は 、 な お さ ら の こ と で あ る 。 実 体 私 法 の 規 定 や 歴 代 の 法

務 官 が 定 め て き た 告 示 が そ の と き ど き の 法 務 官 に よ っ て 参 考 に さ れ て 、 そ

の 判 断 が 出 さ れ る こ と に な る が 、 彼 の 対 応 は 基 本 的 に は フ リ ー で あ る 。 ③

事 案 が 既 存 の 法 律 の 予 定 し て い る 枠 組 み に 包 摂 さ れ て い る と き に は 、 訴 訟

そ の も の は ふ つ う は ス ム ー ズ に 成 立 す る こ と に な る 。 第 一 段 階 の 法 廷 手 続

で は 、 も っ ぱ ら 法 律 問 題 が 審 査 さ れ 、 法 務 官 が 、 有 責 判 決 を ひ き だ す た め

の 訴 訟 の 枠 組 み を 具 体 的 に セ ッ ト し て お き 、 そ れ で 引 き さ が る 。 法 務 官 の

関 与 の も と に 訴 訟 の 要 綱 で あ る 方 式 書(判 決 の 基 準 と な る 規 範 な ど を 示 し

て い る 簡 潔 な 雛 形 文 書)が 作 成 さ れ 、 こ れ が 第 二 段 階 の 審 判 人 手 続 へ と 、

い わ ば 公 文 書 と し て 送 ら れ る が 、 こ れ が 、 そ こ で の 、 審 判 人 へ の 重 要 な 指

示 と な る 。 ④ 審 判 人 は 、 元 老 院 議 員 な ど か ら 構 成 さ れ る 審 判 人 リ ス ト の な

か か ら 、 一 名 が 、 各 事 件 ご と に 、 両 当 事 者 の 合 意 の も と で 選 出 さ れ る 。 審

判 人 は か な ら ず し も 法 知 識 を も っ て い る わ け で は な い 。 し か し 、 彼 は 、 少

な く と も 良 識 人 ・常 識 家 で あ り 、 多 く の 場 合 、 名 望 家 で も あ っ た 。 審 判 人

は 、 事 実 認 定 を 行 な う の を 主 た る 任 務 と し て お り 、 重 大 な 法 律 問 題 は 真 正

面 か ら は 扱 わ な い 。 い ず れ に し て も 、 彼 ら は 全 面 的 に 方 式 書 の 指 示 に し た

が う 。 ⑤ 第 一 審 が 最 終 審 と な る 。 判 決 そ れ 自 体 に は 執 行 力 は な い(強 制 執

行 に 着 手 す る に は 、 第 二 の 訴 訟 が あ ら た に 必 要 と な る)。
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(5)共 和 政 時 代 お よ び 元 首 政(帝 政)初 期 の ロ ー マ の 民 事 訴 訟 手 続 に つ

い て は 、[1]部 門 第 五 部 「訴 訟 に か か わ る 法 」 の 記 述 を 参 照 し て 頂 き た い 。

第 四 章 法 は ど の よ う に し て つ く ら れ て い く か 名 誉 法 を め ぐ っ て

(1)現 代 日 本 の 法 制 は 成 文 法 ・制 定 法 中 心 の 構 造 に な っ て い る 。 し た が

っ て 、 法 は 立 法 機 関 の 手 に よ っ て 順 次 制 定 さ れ て い く 。 も し 、 立 法 の 動 き

が 、 ス ピ ー デ ィ ー で 、 し か も 時 代 の 動 き や ニ ー ズ に う ま く マ ッ チ し た も の

で あ れ ば 、 な ん ら 問 題 は な か ろ う 。 し か し 、 現 実 に は そ う で は な い 。 多 く

の 法 分 野 に お い て 法 規 を 手 直 し す る 必 要 が 強 く 感 じ ら れ て い る に も か か わ

ら ず 、 法 規 の 新 設 や 改 正 の 歩 み は 実 に 緩 慢 で あ る 。 現 状 を 変 え る こ と に は

い っ も 慎 重 で 、 用 心 深 い 性 質 を も つ 私 た ち 日 本 人 の こ と で あ る か ら 、 そ れ

は そ れ で よ い の か も し れ な い が 、そ れ で も 、法 に か ん す る 問 題 に お い て は 、

人 権 や 経 済 的 要 素(つ ま り 、金 銭)な ど が ス ト レ ー ト に か ら ん で く る の で 、

法 が 現 実 の 動 き か ら あ ま り か け は な れ た と こ ろ に と り の こ さ れ た り す る と 、

社 会 の 末 端 に は い ろ い ろ と ひ ず み も 出 て く る 。 マ ス コ ミ が 紙 面 な ど で と り

あ げ て 神 経 質 に 報 道 し つ づ け て い る の は 、 そ う い っ た と こ ろ に 潜 む 不 条 理

な 問 題 で あ る 。 拙 著 『タ テ マ エ の 法 ・ホ ン ネ の 法 』(第 四 版 ・ 日 本 評 論 社 ・

2009・ 絶 版)の シ リ ー ズ に は 、 そ の あ た り に か ら む ホ ッ ト な 問 題 が 広 く と

り あ げ ら れ て い る 。

(2)前 六 世 紀 こ ろ の 建 国 か ら 約 三 〇 〇 年 間 に つ い て 言 え ば 、 古 代 ロ ー マ

は 、 他 の い く つ か の 古 代 国 家 の 場 合 と 同 じ よ う に 、 農 業 を 経 済 活 動 の 中 心

に も つ 、 ご く ふ つ う の 国 家 で あ っ た 。 た だ 、 つ ぎ の 点 は 強 調 し て お く 必 要

が あ ろ う 。 第 一 は 、 前 五 世 紀 に 、 貴 族 と 平 民 と の 身 分 闘 争 の 過 程 で 、 「一 二

表 法 」 と い う 、 当 時 と し て は か な り の 規 模 の 法 典 が で き あ が っ て い た こ と

で あ り 、 第 二 は 、 ロ ー マ と い う 共 同 体 が 、 古 く か ら イ タ リ ア 中 部 の ラ テ ィ

ウ ム 地 方 の 交 易 の 要 衝 に 位 置 し て い た 関 係 で 、 通 商 に 強 い と こ ろ を も つ 国

家 で あ っ た こ と で あ る 。 前 者 は 法 意 識 ・権 利 意 識 の 高 ま り に 役 立 っ た し 、

後 者 は 取 引 法 の 発 展 を 約 束 す る も の で あ っ た 。 そ の ロ ー マ は 、 前 三 世 紀 以

降 、 領 土 を か ぎ り な く 広 げ て い き 、 大 通 商 国 家 と し て の 地 位 を 確 立 す る 。

そ の 過 程 で 、 先 進 文 化 で あ る 東 方 の ヘ レ ニ ズ ム 文 化 と 接 触 し 、 そ れ を と り

い れ 、 そ こ か ら 新 し い ロ ー マ 文 化 を 創 造 し た 。 ロ ー マ の 法 文 化 も そ の 一 翼

を に な う 。 私 法 に か ん し て 見 て み る と 、 商 法 的 な 規 定 も 含 ん だ ロ ー マ 市 民

法 は 、 最 終 的 に は 、 遠 く 近 代 私 法 に も つ な が る ほ ど の 高 い レ ヴ ェ ル に ま で

到 達 し て い る 。 そ の 要 因 と し て 、 と り あ え ず 以 下 の 点 を あ げ て お こ う 。 ①

ロ ー マ 経 済 は 、 か つ て 「古 代 資 本 主 義 」 と い う 比 喩 的 な 位 置 づ け を う け た

こ と か ら も 判 明 す る よ う に 、 高 度 の 成 長 を と げ た が 、 そ の 過 程 で 、 ロ ー マ

社 会 は 経 済 の 動 き に 対 応 す る よ う 変 身 す る こ と を 強 い ら れ る 。 そ れ ま で の

農 業 社 会 の 法 は 、 物 流 の は げ し い 時 代 の ニ ー ズ に は と て も つ い て い け ず 、
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実 質 的 に 解 体 さ れ 、取 引 対 応 型 の 法 へ と 再 編 成 さ れ て い く 。ま た 、従 来 は 、

モ ラ ル ・慣 習 の 力 に よ っ て や わ ら か く 統 合 さ れ て い た 社 会 秩 序 は く ず れ 、

固 い 法 的 規 制 が 前 面 に 出 て 、 こ れ が 秩 序 の 維 持 に あ た る よ う に な る(こ の

あ た り に は 、 現 代 の 日本 の 動 き と 妙 に 符 合 す る と こ ろ も あ る)。 つ ま り 、 古

代 社 会 の 変 化 が 私 法 の 発 達 を う な が し た の で あ る 。 ② 紀 元 前 の 数 世 紀 の あ

い だ に ロ ー マ 経 済 は 大 き く 揺 れ 動 く の で あ る が 、 そ の 舞 台 へ 外 人(ロ ー マ

市 民 で な い 、 他 共 同 体 所 属 の 自 由 人)が 取 引 の 一 方 の 当 事 者 と し て 登 場 し

て く る よ う に な る 。 と り わ け 、 ロ ー マ よ り も 先 に 文 明 を 完 結 さ せ て い た 東

方 の ヘ レ ニ ズ ム 世 界 と ロ ー マ と が 接 触 し た こ と が 大 き な ポ イ ン ト と な る 。

古 代 法 に あ り が ち な 属 人 主 義 シ ス テ ム に よ っ て い た ロ ー マ 市 民 法 は 、 外 人

が ロ ー マ の 法 世 界 の 一 角 に く い こ ん で く る こ と に よ り 、 対 応 を 迫 ら れ 、 結

果 的 に 変 質 を と げ た 。 そ れ は 、 す べ て の 共 同 体 の 市 民 に 共 通 に 適 用 さ れ る

法 と し て の 「万 民 法(ユ ー ス ・ゲ ン テ ィ ウ ム)」 が 成 立 し た と こ ろ に 結 実 し

て い る 。 つ ま り 、 ① で 指 摘 し た 点 を 法 の 発 展 の 内 部 的 要 因 の 代 表 格 と す れ

ば 、 ② で 指 摘 し た 点 は 外 部 的 要 因 の 代 表 格 と い う こ と に な る 。

(3)さ て 、 前 三 世 紀 か ら 後 三 世 紀 ま で の 五 〇 〇 年 ほ ど の あ い だ に 、 ロ ー

マ の 政 体 は 、 共 和 政(実 質 的 に 見 れ ば 、 寡 頭 政 的 貴 族 政)か ら 元 首 政(実

質 的 に 見 れ ば 、 共 和 政 を ひ き ず っ た 過 渡 的 な 帝 政)へ と 変 わ っ て い く が 、

前 半 期 に あ た る そ の 共 和 政 下 で 生 ま れ 育 っ た ロ ー マ 法 は 、 後 半 期 に あ た る

そ の 元 首 政 下 で 整 理 さ れ 、 完 成 さ れ て い く 。 ロ ー マ と い う 国 家 は 後 三 世 紀

以 降 に も も ち ろ ん 存 続 す る が 、 法 進 化 の レ ヴ ェ ル か ら 見 る と 、 こ の 時 期 は

下 降 期 に あ た り 、 法 を あ ら た に つ く り だ す カ は 、 か な り 弱 ま る 。 し た が っ

て 、私 た ち と し て は 、 ロ ー マ 法 が 、現 実 と の せ め ぎ あ い の な か で 形 成 さ れ 、

姿 を 変 え て い く プ ロ セ ス そ れ 自 体 を 追 う に は 、 ひ と ま ず 、 共 和 政 盛 期 か ら

末 期 に い た る 時 代 の こ と を 探 っ て み れ ば よ い わ け で あ る 。

(4)こ こ で は 、 「ロ ー マ 法 」 と い う よ う に 一 般 的 ・包 括 的 な 表 現 に な っ て

い る が 、 実 の と こ ろ 、 そ れ は 「ロ ー マ 私 法 」 の こ と で あ る 。 巨 大 な 領 土 国

家 を 統 治 す る た め に 公 法 と い う も の が 必 要 で あ っ た の は 言 う ま で も な い が 、

も と も と 、 ロ ー マ は い わ ゆ る 「不 文 憲 法 」 的 な 性 格 の 公 法 シ ス テ ム を も っ

て お り 、 そ の 動 き に は と ら え に く い と こ ろ が あ っ た 。 そ れ に 、 法 学 者 た ち

も 、 政 治 と あ ま り に も 密 着 し て い る 公 法 を 扱 う の を 避 け る 傾 向 が あ っ た の

で 、 私 た ち の 手 に と ど い て い る 資 料 情 報 も 多 く は な い の で あ る 。 も う 一 つ

特 筆 し て お く 必 要 が あ る の は 、 ロ ー マ が 都 市 国 家 的 な 共 和 国 制 を か た く な

に 守 り つ づ け て 、 少 な く と も 制 度(タ テ マ エ)の 面 で 、 初 期 の 帝 政 に お い

て も な お 共 和 政 の 構 え を ひ き ず っ て い っ た の で 、 公 法 の 規 定 の う え に 政 治

体 制 の 変 化 が う ま く 反 映 し て こ な い 点 で あ る 。 た と え ば 、 「元 首(プ リ ー ン

ケ プ ス)」 と い う の は 、 ホ ン ネ に お い て は 皇 帝 で あ る の に 、 タ テ マ エ 上 は 、
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「市 民 の う ち の 第 一 人 者=ナ ン バ ー ・ ワ ン 市 民 」 と い う よ う に 共 和 政 的 な 説

明 を ほ ど こ さ れ て い る の で あ る 。 い ず れ に し て も 、 ロ ー マ 公 法 が そ れ ら し

い 姿 を 整 え る よ う に な っ た の は 、 こ こ で 扱 う 紀 元 前 後 の 時 期 か ら す る と 、

三 〇 〇 年 後 の 時 代 以 降 の こ と で あ る 。

(5)ロ ー マ 法 は 、 ど の 民 族 の 場 合 に で も 見 ら れ る 現 象 な の で あ る が

慣 習(「 祖 先 の 慣 習(m6resmaj6rum)」)を 源 と し て 、 さ ま ざ ま な ル ー

ト で 生 ま れ 、 磨 か れ て き た 。 こ こ で は 、 ま ず 、 そ の ロ ー マ 法 の う ち 、 「名 誉

法(jUsh6n6rarium)」 と 総 称 さ れ る 法 の グ ル ー プ に 焦 点 を あ わ せ る こ と

に し よ う 。

「学 説 彙 纂Digesta」(略 号 〈D.〉:第 四 部 第 一 章 に お か れ て い る 凡 例1° を

参 照;ラ テ ン 語 命 題 に か ん す る 説 明 の 末 尾 に あ る()の な か の 人 名 や 出

典 に つ い て は 凡 例8Qを 参 照)の 冒 頭 に 、(a)〈JUshon6rariumestvlva

v6xjUriscivilis.〉[名 誉 法 は 市 民 法 の 生 き た 声 で あ る 。](Mαrcfdη ㍑s,D.1,

1,8)、(b)〈JUspraet6riumest,quodpraet6resintr6dUxeruntadju

vandlvelsupplendlvelcorrigendijUrisclvilisgratiapropterUtil

itatempUblicam,〉[法 務 官 法 は 、 法 務 官 が 、 公 け の 利 益 を は か る 目 的 で 、

市 民 法 を 、 補 足 し 、 あ る い は 補 充 し 、 あ る い は 修 正 す る た め に 導 入 し た[も

の]で あ る 。](Pα μ ηfdη ㍑s,D.1,1,7,1)と あ る 。

前 者 は 格 言 的 規 定 で 、 後 者 は 説 明 的 規 定 で あ る が 、 さ っ そ く な が ら 、 た

め し に 、 こ の ラ テ ン 語 群 を 文 法 的 に 読 み 解 い て み る こ と に し よ う 。 読 者 の

方 々 に と っ て は 、 こ れ ら は 最 初 に 遭 遇 さ れ る 、 レ ッ キ と し た 、 高 級 な ラ テ

ン 語 法 命 題 と な る 。 文 法 的 に む ず か し い と こ ろ も 多 く 見 え る が 、 と に か く

こ れ を さ ら り と 乗 り 越 え て 頂 こ う 。 ま ず は 「ラ テ ン 語 慣 れ 」 を し て 頂 く こ

と が 大 切 な の で あ る 。

そ れ で は 、 す べ て の 言 葉 に つ い て 、 と り あ え ず 多 少 と も く わ し く 文 法 的

解 説 を ほ ど こ し て み る 。 説 明 が ど う し て も 難 解 に な っ て し ま う と こ ろ は 、

お 許 し 頂 き た い 。

(a)① 〈jUs>は 、 こ の 場 合 、 見 出 し 語(辞 書 に 出 て く る 形 名 詞 な ら 単

数 主 格 の 形)で 、 「法(は)」(ふ つ う 、 主 格 を 表 示 す る と き 、 「は 」 と い う

部 分 は 添 え た り は し な い が)を 表 わ す(な お 、 「を 」 の 格 で あ る 単 数 対 格 に

も 、 同 形 が あ る)。 〈hon6rarium>は 、 「名 誉 に か ん す る 」 を 意 味 す る 形 容 詞

で あ る 〈hon6rarius>と い う 、 辞 書 の 見 出 し 語(形 容 詞 の 場 合 、 単 数 男 性 主

格 の 形)が 中 性 の 名 詞 〈jUs>の 単 数 主 格 に 後 か ら か か っ て い く 関 係 で 、 語 尾

変 化 を さ せ ら れ て 、 〈hon6rarium>へ と 展 開 し た も の で あ る 。 ② 〈est>は 、

と り あ え ず 、 仏 語 の 〈est>と 同 じ よ う な も の と 記 憶 し て お い て 頂 こ う 。 「本

動 詞<sum>(こ の ば あ い 、 「で あ る 」 を 意 味 す る)の 直 説 法 能 動 相 現 在 三 人

称 単 数 」 が こ の 部 分 に つ い て の 正 式 の 文 法 的 説 明 と な る 。 な お 、 動 詞 の 見
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出 し 語 と な る の は 、 英 語 な ど の 場 合 の 不 定 法(固 定 型 の 不 定 詞)と は ち が

っ て 、 動 き の あ る 直 説 法 能 動 相 現 在 一 人 称 単 数 の 形(た と え ば 、 後 出(第

四 章(1))の 〈vet6>)な の で 、 こ の 場 合 、 辞 書 に 〈sum>(英 語 の 場 合 に あ

て は め る と 、 〈Iam>)と い う 生 き た 形 が こ こ に 出 て く る わ け で あ る 。 ③ 〈v

iva>(ウ ィ ー ウ ァ:日 本 語 に も な っ て い る 「ビ ー バ 」 で は な い)は 、 な に

や ら 近 代 欧 米 語 風 の 姿 を し て い る が 、こ れ は 形 容 詞 〈vlVUS>(「 生 き て い る 」

を 意 味 す る)の 単 数 女 性 主 格 の 形 で あ る 。 ④ 〈v6x>(「 声 」 を 意 味 す る)は

見 出 し 語 女 性 名 詞 で 、 前 に あ る 〈vlva>に よ っ て 修 飾 さ れ て い る 。<est>と い

う 繋 辞(コ ー プ ラ)が あ る の で 、 〈jUs>も 、 〈v6x>も 、 主 格(単 数)の 形 で

あ る 。 ⑤ 〈jUris>は さ き の 〈jUs>の 単 数 属 格 で(「 属 格 」 は 、 独 語 で 言 え ば 「二

格 」 に 相 当 す る も の 、 と ひ と ま ず お 考 え 頂 き た い)、 前 の 〈v6x>に か か っ て

い く 。 ⑥ 〈clvllis>は(「 市 民 の 」 を 意 味 す る 形 容 詞)は 見 出 し 語 に も あ る 形

で あ る が 、 こ こ は 、 さ き の 〈jUris>に か か っ て い る の で 、 そ れ で は な く て 、

単 数 中 性 属 格 の 方 で あ る(辞 書 の[36]を 参 照)。 も し 〈jUscivile>[市 民

法]が が く れ ば 、 こ れ は 見 出 し 語 の 形 と な る 。 ⑦ そ の よ う な わ け で 、 直 訳

は 「名 誉 は 市 民 法 の 生 き た 声 で あ る 。」 と な る 。

(b)① 形 容 詞<praet6rium>は 、(a)の 〈hon6rarium>と 同 じ 位 置 関 係 に

あ る 形 容 詞 で 、 見 出 し 語 は 〈praet6rius>(「 法 務 官 の 」 を 意 味 す る)で あ る 。

② 〈quod>は 、 関 係 代 名 詞 〈qui>(「 ～ が ～ す る こ と こ ろ の 」 を 意 味 す る)の

単 数 中 性 対 格 の 形 で あ る 。 関 係 代 名 詞 に は 先 行 詞 が つ き も の で あ る が 、 ラ

テ ン 語 で は 、す ぐ 察 知 で き る よ う な 言 葉 は 省 略 し て し ま う 傾 向 が 強 い の で 、

そ の 先 行 詞(た と え ば 、 指 示 代 名 詞 〈is>[そ れ]の 単 数 中 性 主 格 形 の 〈id>)

は こ こ に 出 て こ な い こ と が 多 い 。 「対 格 」 は 、 独 語 で 言 え ば 「四 格 」 に 相 当

す る も の 、 と ひ と ま ず お 考 え 頂 き た い 。 し た が っ て 、 〈quod>は 「そ れ を ～

が ～ す る と こ ろ の 」 と い う 構 造 を も つ 言 葉 で あ る 。 ③ 〈praet6res>は 、 さ き

の 〈praet6rius>と い う 形 容 詞 の も と と な る 名 詞 〈praetor>(「 法 務 官 」 を 意

味 す る)の 複 数 主 格 で 、 こ の 関 係 節 の 主 語 と な っ て い る 。 ち な み に 、 〈es>の

語 尾 は 、 名 詞 な ど の 複 数 を 示 す 形 の 一 つ で あ る 。 ④ 〈intr6dUxerunt>は 、 関

係 節 の 本 動 詞 で 、 〈intr6dUc6>(「 導 入 す る 」 を 意 味 す る)の 直 説 法 能 動 相

完 了 三 人 称 複 数 の 形 で あ る(以 後 、 本 編 で は 、 ス ペ ー ス 節 約 の た め に 、 「直

説 法 ・ 能 動 相 」 の と こ ろ は 示 さ な い こ と に し 、 「完 了 」 以 下 の 後 の 三 つ の 部

分 だ け を 表 示 す る)。 「完 了 」 に は 、 今 の と こ ろ 、 「～ し た 」 と い う 「過 去 」

の 訳 を あ て は め て お い て 頂 こ う 。⑤ 〈adjuvandi>は 、後 に く る 〈supplendi>・

〈corrigendl>と 同 じ よ う に 、 動 形 容 詞 ち う も の の 単 数 中 性 属 格 の 形 で 、 〈jU

risclvllis>に か か っ て い る 。 そ れ ぞ れ の 言 葉 の 見 出 し 語 は 、 〈adjuv6>(「 補

足 す る 」 を 意 味 す る)、 〈supple6>(「 補 充 す る 」 を 意 味 す る)、 〈corrig6>(「 修

正 す る 」 を 意 味 す る)で あ る 。 と こ ろ で 、 こ の 動 形 容 詞 と い う の は 、 近 代
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欧 米 語 に は こ れ に ぴ っ た り と 対 応 す る も の が あ ま り な い タ イ プ の 一 大 難 物

で あ る が 、 と り あ え ず 「～ さ れ る べ き 」 と い う 意 味 の 形 容 詞 と お 考 え 頂 こ

う 。 実 際 、 独 語 の 〈zu～end～ 〉と い う 未 来(受 動)分 詞 の 用 法 に も こ れ と

似 た と こ ろ が あ る 。 つ ま り 、 〈daszuerreichendeZiel>な ら 、 「到 達 可 能

な 目 標 」 か 「到 達 さ れ る べ き 目 標 」 か の 意 味 に な る よ う な も の で あ る 。 ⑥ 〈v

el>は 、 「ま た は 」 ・ 「あ る い は 」 ・ 「も し く は 」 を 意 味 す る 接 続 詞 で あ る 。 動

形 容 詞 全 般 に つ い て は[B]部 門 〈153>・ 〈1540>の 解 説 を 参 照 し て 頂 き た い 。

⑦ 〈jUrisclvllis>は 、(a)の 場 合 と 同 じ 単 数 中 性 属 格 の 形 で あ る が 、 し か

し 、 属 格 と い う 形 の も つ 意 味 あ い は 異 な る 。 な ぜ な ら ば 、(a)の 場 合 は 、

「市 民 法 の 」 と い う 、 ご く オ ー ソ ド ッ ク ス な 「の 」 と い う 属 格 の 用 法 で あ る

が 、 こ こ で は そ う で は な い 。 こ れ は 、 〈gratia>と い う 、 属 格(名 詞)を 要

求 す る 特 別 の 言 葉 に 支 配 さ れ て 、形 容 詞 つ き の 名 詞 の 属 格 、 と い う 資 格 で 、

〈jUriscivilis>が き て い る か ら で あ る 。 そ の 〈gratia>は 、 本 来 は 「好 意 」 を

意 味 す る 名 詞 〈gratia>の 単 数 の 奪 格(独 語 の 「三 格 」 と 関 連 す る と こ ろ が

あ る 、 と ひ と ま ず お 考 え 頂 き た い)が 、 独 立 の 後 置 詞(前 置 詞 な ら 、 こ れ

が 前 に く る が 、 後 置 詞 な ら 、 名 詞 の 後 に く る)と な り 、 「～ の た め に 」 を 意

味 す る 言 葉 と な っ て し ま っ て い る 。 日 本 語 の 「の 」 は ラ テ ン 語 の 属 格 と 同

じ よ う な も の で あ る か ら 、 こ の 「の 」 の 格 が 〈gratia>に ひ か れ る 感 じ は お

判 り 頂 け る で あ ろ う 。 独 語 に も 〈wegen>[～ の た め に]と い う 前 置 詞 が あ

っ て 、 し ば し ば 名 詞(二 格)の 後 に お か れ る が 、 そ れ に 似 た よ う な も の で

あ る 。 し た が っ て 、 「補 足 さ れ る(べ き)(adjuvandl)市 民 法(jUris)の 、

あ る い は 、補 充 さ れ る(べ き)(supplendi)市 民 法 の 、あ る い は 、修 正 さ れ る

(べ き)(corrigendi)市 民 法 の た め に 」 と い う の が こ れ ら 全 体 の 訳 で あ る

が 、[B]部 門 〈153>・ 〈1540>の と こ ろ で 後 述 す る よ う に 、 こ の 動 形 容 詞 は

動 名 詞(英 語 の ジ ェ ラ ン ド の よ う な も の)の か わ り と し て 用 い ら れ る こ と

に な っ て い る の で 、こ れ は 、ほ ん と う と こ ろ は 、 「市 民 法 を 補 足 す る こ と の 、

あ る い は 、 市 民 法 を 補 充 す る こ と の 、 あ る い は 、 市 民 法 を 修 正 す る こ と の

た め に 」 と い う く ら い の 比 較 的 軽 い ニ ュ ア ン ス の 句 な の で あ る 。 ⑧ 〈propt

er>は 前 置 詞 で 、「～ の た め に 」を 意 味 す る 。⑨ 〈Utilitatem>は 、〈Utilitas>(「 利

益 」 を 意 味 す る)の 単 数 対 格 の 形 で あ る が 、 こ れ は 、 〈propter>が 対 格(独

語 の 四 格 に 相 当 す る)を 支 配 す る 前 置 詞 だ か ら で あ る 。 ⑩<PUblicam>は 、

〈pUblicus>(「 公 け の 」 を 意 味 す る)の 単 数 女 性 対 格 で 、 前 の 対 格 形 の 〈Ut

ilitatem>を 修 飾 し て い る 。 そ れ で 、 こ の 文 章 全 体 の 直 訳 は 、 「法 務 官 法 と い

う の は 、 法 務 官 た ち が 、 公 け の 利 益 を は か る 目 的 で 、 市 民 法 を 、 補 足 す る

た め に 、 あ る い は 、 補 充 す る た め に 、 あ る い は 、 修 正 す る た め に 、 導 入 し

た[も の]で あ る 。」 と な る 。

さ て 、 さ き の(b)で と り あ げ ら れ て い る 「法 務 官 法 」 と い う の は 、(a)
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で と り あ げ ら れ て い る 「名 誉 法 」 の 中 核 で あ り 、 こ れ と ほ と ん ど 同 視 で き

る も の と ひ と ま ず 考 え て 頂 い て よ か ろ う。 つ ぎ に 、(a)(b)に 見 え る 「市

民 法(jUsclvlle)」 に つ い て で あ る が 、 「学 説 彙 纂 」 に お さ め ら れ た 、 さ き

の(b)の 法 文 命 題 の す ぐ 前 の 個 所 に 、 「市 民 法 と い う も の は 、 法 律(lex)、

平 民 会 議 決(plebiscitum)、 元 老 院 議 決(senatUsc6nsultum)、 元 首 の 裁

決(decretumprmcipum)、 法 学 者 の 権 威(auct6ritasprUdentium)か

ら 生 ず る[も の]で あ る 。」(Pαp仇fd照s,D」,1,7,1)と あ る 。 こ れ は 、 後

二 ～ 三 世 紀 に 生 き て い た あ る 法 学 者 の 視 点 か ら 過 去 の 法 源 が 整 理 さ れ た 結

果 と し て 生 み だ さ れ た 分 類 で あ る 。 他 方 で 、 慣 習 と い う も の は 法 源 と は 扱

わ れ な い が 、 し か し 、 市 民 法 は 、 も と も と は 、 祖 先 伝 来 の 慣 習 と 、 そ の 慣

習 を 成 文 化 す る と 同 時 に 新 し い 規 範 も 定 立 し た 一 二 表 法(前 六 世 紀 制 定)

と 、 そ の 一 二 表 法 の 法 条 の 中 味 を 解 釈 に よ っ て 変 え て い っ た 法 学 者 た ち の

実 績 と 、 そ の 一 二 表 法 の 制 定 後 に 、 個 別 的 に 生 み だ さ れ て き た 法 律(平 民

会 議 決 も こ れ と 同 視 さ れ る)と か ら な っ て い た 。 要 す る に 、 市 民 法 と い う

の は 、 ロ ー マ 人 が も っ て い た 法 制 度 の 中 核 的 な 部 分 な の で あ る 。 な お 、 名

誉 法 と い う 法 源 が 問 題 と な っ た 共 和 政 の 時 代 に お い て は 、 元 老 院 議 決 以 下

の 法 源 は ま だ 登 場 し て い な い 。 こ れ ら は 、 い わ ば 、 つ ぎ の 時 代 で あ る 元 首

政(帝 政)時 代 を 彩 る 独 特 の 法 源 群 で あ る 。

と こ ろ で 、(a)で 「市 民 法 の 生 き た 声 」 と い う よ う に リ ア ル に 形 容 さ れ

て い る 「名 誉 法 」 と い う も の は ど う い う位 置 に あ る の だ ろ う か 。 現 代 と の

対 比 を あ え て 行 な う と す れ ば 、 「判 例(法)は 制 定 法 の 生 き た 声 」 と で も な

っ て こ よ う か 。 成 文 の 実 定 法 を 備 え て い る 日 本 に お い て さ え も 、 裁 判 官 が

現 場 で 無 限 に 生 み だ し て い く 判 決 例 は 、 制 定 法 ・成 文 法 に 対 し て さ ま ざ ま

な 働 き か け を 行 な っ て い る 。 こ こ で 筆 者 の ま っ た く 個 人 的 な 表 現 を 用 い さ

せ て 頂 く と 、 制 定 法 は タ テ マ エ で あ り 、 判 決 例 は ホ ン ネ と い う こ と に な ろ

う(タ テ マ エ と ホ ン ネ に つ い て は 、[C]部 門 第 一 章(1):p.9ff.の 詳 細 な

分 析 を 御 参 照 頂 き た い)。 タ テ マ エ と ホ ン ネ の あ い だ に は つ ね に フ ィ ー ド バ

ッ ク が 介 在 す る の で 、 両 者 の 距 離 は し か る べ く 保 た れ て い る 。 未 来 社 会 に

お い て は 、 完 壁 な 制 定 法 が 編 み だ さ れ て 、 判 決 例 は 制 定 法 の 手 足 の よ う な

隷 属 的 な 地 位 に お か れ る こ と に な る か も し れ な い が 、 し か し 、 法 と い う も

の が も と も と 対 立 し あ う 価 値 ・利 害 を 調 整 す る 機 能 を 内 に は ら ん で い る 以

上 、 「一 点 の 曇 り も な い 法 」 な ど と い う も の は 、 そ も そ も あ り え な い 。 も し

そ の よ う な 代 物 が も ち だ さ れ る と し た ら 、 そ れ は あ る 意 味 で は ま や か し で

あ り 、 い ず れ は 、 崩 壊 す る 。 そ の よ う な わ け で 、 私 た ち は 、 理 想 の 法 や 、

ま た 、 理 念 型 に か ぎ り な く 近 い 法 を 追 求 す る こ と に 執 着 す る よ り も 、 そ れ

ぞ れ の 情 況 下 で そ れ な り に ほ ど よ い 法(実 定 法)を 動 き の な か で つ く り あ

げ 、 そ れ を 裁 判 の 場 で 運 用 し て い き な が ら つ ね に 軌 道 修 正 を は か る 、 と い
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っ た や わ ら か い 対 応 を し て い け ば よ い 、 と 思 わ れ る 。 「判 決 例 こ そ 制 定 法 の

命 で あ る 」 と 言 え ば 現 代 の 法 学 者 か ら 非 難 を う け る こ と は 必 至 で あ る が 、

古 代 ロ ー マ の 法 の 動 き や 流 れ を 観 察 し て き た 、ロ マ ニ ス ト で あ る 筆 者 に は 、

い わ ば 「ロ ー マ 版 判 例 法 」 と も 言 え る 名 誉 法 の 、ユ ニ ー ク で 合 理 的 な 姿 が 、

現 代 の 判 決 例 の 役 割 ・座 標 軸 を 考 え て み る さ い に 、 一 つ の ヒ ン ト に も な る

よ う に 思 え る の で あ る 。

(6)そ れ で は 、 「名 誉 法 」 と い う の は そ も そ も な ん で あ ろ う か?執 政 官(c

6nsul)を ト ッ プ と す る ロ ー マ の 高 級 政 務 官 は<honor>[名 誉]を 保 有 し て

い る が(日 本 語 の 「名 誉 職 」 と い う 言 葉 も こ れ と つ な が っ て い る)、 と り わ

け 、 具 体 的 な 民 事 訴 訟 の 指 揮 を と る 、 執 政 官 に つ ぐ ナ ン バ ー ・ ツ ー 政 務 官

と し て の 法 務 官(二 つ の 、 た が い に 別 種 の 法 廷 を そ れ ぞ れ 単 独 で 司 宰 す る

二 名)は 、 そ の 職 責 を 駆 使 し て 実 務 色 の 濃 い 法 を 積 み あ げ て い っ た 。 こ れ

が 「名 誉 法 」 と い う 表 現 の 由 来 で あ る 。 法 務 官 は 政 治 家(一 年 任 期)に す

ぎ な か っ た が 、 法 学 者 の 助 け を か り て 、 民 事 の 司 法 を 運 用 し た 。 さ ら に 言

う と 、 民 事 の 法 そ の も の を 運 用 し た 。 こ の あ た り を さ き の(b)の 表 現 に あ

て は め て 表 現 し て み よ う 。 ま ず 、 「(市 民 法 を)補 足 す る 」 と い う の は 、 市

民 法 の 目 指 す と こ ろ を 自 身 の イ ニ シ ヤ テ ィ ヴ に よ っ て 実 現 す る こ と で あ る

が 、 実 は 、 こ れ は 、 市 民 法 の 制 度 を そ の ま ま 実 務 で 具 体 化 し て い く ル ー ト

と 重 な り あ う 。 こ の と き な ぜ 別 系 統 に 属 す る 名 誉 法 ル ー ト が 登 場 し て く る

の か 、 と 言 え ば 、 そ れ は 、 こ れ の 方 が む し ろ 使 い 勝 手 が よ い か ら で あ る 。

つ ぎ に 、 「補 充 す る 」 と い う の は 、 市 民 法 の 規 定 に 頼 る だ け で は ど う し て も

不 都 合 が 生 じ て し ま う と き に 、 法 務 官 が 自 由 裁 量 に よ り 適 宜 補 充 を 行 な っ

て い く ケ ー ス を 指 す 。 と こ ろ で 、 名 誉 法 上 の 制 度 が 、 市 民 法 上 の 、 い わ ば

正 統 の 制 度 と 拮 抗 す る ほ ど 強 力 な 地 位 を 確 立 し た 実 績 と し て は 、 以 下 の 二

つ の 場 合 が あ る 。 一 つ は 、 市 民 法 上 の 「所 有 権 」 と 名 誉 法 上 の 「財 産 帰 属

性(inbonlsesse一 財 産 の な か に あ る こ と)」 と の 対 立 の ケ ー ス で 、 名 誉

法 に よ り 法 務 官 の 手 で 守 ら れ て い る 人 は 、 市 民 法 上 の 所 有 権 者 に も 事 実 上

対 抗 で き る よ う な た し か な 地 位 を も て る よ う に な っ て い る 。 も う 一 つ は 、

市 民 法 上 の 「相 続 」 と 名 誉 法 上 の 「遺 産 占 有 」 と の 対 立 の ケ ー ス で 、 そ の

遺 産 占 有 者 は 、 相 続 人 で は な い が 、 相 続 人 の 地 位 に あ る 者 と し て 、 相 続 人

に 対 し て も 保 護 さ れ る よ う に な っ て い る 。 つ ま り 、 タ テ マ エ 上 両 者 は 明 確

に 区 別 さ れ て い る が 、 ホ ン ネ 上 は 両 者 は 同 じ よ う な も の で あ り 、 し か も 現

場 担 当 者 で あ る 法 務 官 に よ っ て 支 え ら れ て い る だ け に 、 名 誉 法 系 の ラ イ ン

に 位 置 し て い る も の の 方 が 実 際 に は 強 力 で あ る 。 そ れ で 、 さ き の 「補 充 す

る 」 場 合 に つ い て 、 こ の 遺 産 占 有 の 構 造 を あ て は め て み る と 、 市 民 法 上 相

続 人 が 存 在 し な い よ う な 事 態 が 生 じ た と き に も 、 法 務 官 は 、 諸 般 の 事 情 を

考 慮 し て 、 誰 か に 遺 産 占 有 を 与 え る 。 そ し て 、 も っ と も ド ラ ス テ ィ ッ ク な

A-45



の は 、 市 民 法 上 で レ ッ キ と し た 相 続 人 が 存 在 す る も か か わ ら ず 、 法 務 官 個

人 が 、正 規 の 相 続 が そ の 法 に も と つ い て 開 始 す る の を 不 衡 平 と 考 え た と き 、

そ の 相 続 人 の 相 続 財 産 請 求 の 訴 え に 十 分 対 抗 で き る よ う に し て 遺 産 占 有 を

誰 か 他 人 に 付 与 し て し ま う ケ ー ス で あ る 。 こ れ が 、三 つ 目 の 、市 民 法 を 「修

正 す る 」 こ と の 中 味 で あ る 。 そ の イ ン パ ク ト は 相 当 に 強 烈 で あ る 。

第 五 章 法 律 ラ テ ン 語 格 言 ベ ス ト ・ フ ォ ア

[A]〈lndubi6pr6re6>(イ ン ・ ド ゥ ビ オ ー ・プ ロ ー ・ レ オ ー)

(1)こ こ で 、 日 本 の 法 学 界 で も っ と も よ く 知 ら れ て い る と 思 わ れ る ラ テ

ン 語 格 言 「イ ン ・ ド ゥ ビ オ ー ・ プ ロ ー ・ レ オ ー 」 の 素 性 を 洗 っ て み る こ と

に し よ う 。 結 論 か ら 言 え ば 、 こ れ は 、 い わ ば ロ ー マ に 生 ま れ 、 中 世 で 育 ち 、

し か も 、 そ の 力 を 失 な っ て し ま っ た あ と 、 近 代 に お い て 見 事 に カ ム バ ッ ク

を は た し た 、 格 言 の 逸 品 で あ る 。

(2)〈Indubi6pr6re6>と い う 命 題 は 、 簡 潔 で 、 そ の 意 味 す る と こ ろ は

こ れ ら 四 語 に よ り 十 分 に 表 現 さ れ て い る が 、こ れ に 〈jUdicandumest>[ユ ー

デ ィ カ ン ド ゥ ム ・エ ス ト]と い う 本 動 詞 系 の 部 分 を 補 っ て み れ ば 、 完 全 な

文 章 と な る 。〈in>は 、こ の 場 合 に は 奪 格 を 支 配 す る 前 置 詞 で 、「～ に お い て 」

を 意 味 し 、 〈dubi6>は 「疑 問 の あ る 」 を 意 味 す る 形 容 詞 〈dubius>の 単 数 中

性 奪 格 で 、 こ こ で は 、 名 詞 化 し 、 前 置 詞 〈in>に ひ か れ て 、 全 体 と し て 「疑

問 の あ る[こ と]に お い て 」 と い う 意 味 と な り(も っ と も 、 〈dubi6>を 、 〈d

ubium>[疑 問]と い う名 詞 の 単 数 奪 格 と読 む や り か た も 十 分 に あ り う る が)、

一 方
、 〈pr6>は 「～ の た め に 」 を 意 味 す る 前 置 詞 で 、 〈re6>は 、 こ の 場 合 、

「被 告 人 」 を 意 味 す る 〈reus>の 単 数 奪 格 で あ る 。 さ て 、 問 題 の 〈jUdicandu

m>は 、 「判 定 す る 」 を 意 味 す る 〈jUdic6>の 動 形 容 詞 〈jUdicandus>の 単 数 中

性 主 格 で 、 「判 定 さ れ る べ き[で あ る]」 を 意 味 し 、 こ れ は 、 い わ ゆ る 英 語

の 〈be>動 詞 に 相 当 す る 〈sum>[で あ る]の 現 在 三 人 称 単 数 の 〈est>と 組 み あ

わ さ っ て(非 人 称 的 な 感 じ の 主 語 は か く れ て い る)、 い わ ゆ る 「動 形 容 詞 の

述 語 的 用 法 」 を か た ち つ く る(動 形 容 詞 に つ い て は[B]部 門 〈1>・ 〈153>の

解 説 を 参 照)。 こ れ ら 二 語 の 意 味 は 、 「そ れ は 判 定(判 断)さ れ る べ き で あ

る=判 定(判 断)が 下 さ れ る べ き で あ る 」 と な る 。 も っ と も 、 「疑 わ し き は

被 告 人 の 利 益 に し た が う 」 と い う 、 よ く お 目 に か か る 邦 訳 の 場 合 に は 、 こ

こ の 〈jUdicandumest>と は 少 し ち が う 動 詞 形 の 言 葉 が 存 在 す る も の と 想

定 さ れ て い る よ う に も 思 わ れ る 。 と こ ろ で 、 た と え ば 、 以 上 の よ う な 文 章

全 体 の 文 法 的 説 明 の 扱 い で あ る が 、 こ の 第 二 部 は 「読 み も の 」 の 章 、 と お

考 え 頂 い て 、 難 解 な 文 法 事 項 に つ い て の 解 説 や 解 析 の と こ ろ は ひ と ま ず パ

ス し て 、ど ん ど ん 先 へ 行 っ て 頂 く よ う お 願 い し な け れ ば な ら な い 。も し 、「文

法 の エ ッ セ ン ス 」 の 手 ほ ど き 篇 と な っ て い る 後 の 第 三 部(「 法 律 ラ テ ン 語 文

法 の エ ッ セ ン ス 」)を お 読 み 頂 い た 後 で 、 こ の 第 二 部 を 、 「読 み も の 」 篇 と
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し て の ほ か に 、 い わ ば 「解 き も の 」 篇 と し て 、 文 法 的 な 観 点 か ら 読 み な お

し て 頂 け れ ば 、 あ り が た い の で あ る が 。

(3)さ て 、 こ の 格 言 は 、『新 法 律 学 辞 典 』(有 斐 閣)で は 、 「刑 事 訴 訟 法 上 、

犯 罪 事 実 に つ い て 検 察 官 が 立 証 責 任 を 負 い 、 証 拠 調 べ の 結 果 裁 判 官 が 犯 罪

事 実 の 存 否 に つ き い ず れ と も 確 信 に 達 し な い と き は 、 被 告 人 の 利 益 な ほ う

に 決 定 す る と い う 原 則 」 と あ り 、 そ し て 、 『新 法 学 辞 典 』(日 本 評 論 社)で

は 、 「『無 罪 の 推 定 』:英 米 法 上 の 言 葉 で 、 『疑 わ し い と き は 被 告 人 の 利 益 に 』

と の 法 諺 に 相 当 す る 。」 と あ り 、 ま た 、 『刑 事 法 学 辞 典 』(有 斐 閣)で は 、 「犯

罪 事 実 に つ き 被 告 人 に 挙 証 責 任 の な い こ と を 、 表 現 し た も の で あ る 。」 ・「証

明 に 関 す る 法 諺 で あ る 。」 と あ る 。 そ れ ぞ れ に 、 力 点 の お き か た に 微 妙 な 差

が あ っ て 、 と て も 興 味 ぶ か い 。

(4)説 明 の 便 宜 上 、 〈indubi6>[疑 問 の あ る[こ と]に お い て]と い う

前 置 詞 句 と 、 〈pr6re6>[被 告(被 告 人)に 有 利 に]と い う 前 置 詞 句(つ ぎ

の(5)以 下 で 解 説 す る)を 別 個 に 扱 う こ と に し よ う 。

ま ず 、 〈in>と い う 前 置 詞 と 〈dubio>と い う 形 容 詞 と か ら な る 、 前 の 方 の 〈i

ndubi6>系 に つ い て で あ る が 、 古 代 ロ ー マ よ り 後 の 時 代 の 格 言 例 に は 、 ①

〈Indubi6minus.〉[疑 問 の あ る[こ と]に お い て は 、 い っ そ う 少 な い[も

の]が[選 び と ら れ る よ う 。]]と か 、 ② 〈Indubi6sequendumquodt

Utiusest.〉[疑 問 の あ る[こ と]に お い て は 、 い っ そ う 安 全 で あ る[こ と

に]し た が う べ き[で あ る 。]]と か 、 ③ 〈Indubi6parsmltiorestseq

uenda.〉[疑 問 の あ る[こ と]に お い て は 、 い っ そ う お だ や か な 方 に し た が

う べ き で あ る 。]と か 、 ④ 〈Indubiisabstine.〉[疑 問 の あ る[こ と]に

お い て は 、 さ し ひ か え よ 。]と か 、 ⑤ 〈IndubiisprUdenter.〉[疑 問 の あ

る[こ と]に お い て は 、 慎 重 に 。]と か の 表 現 が 見 ら れ る 。 ① に つ い て:〈m

inus>は 、 「少 な い 」 を 意 味 す る 〈parvus>の 比 較 級 〈minor>の 単 数 中 性 主 格

が 名 詞 化 し た も の で(〈minus>は 「い っ そ う 少 な く 」 を 意 味 す る 比 較 級 副

詞 と う け と る こ と も で き る)、 こ こ で も 本 動 詞 は 省 略 さ れ て い る 。 ② に つ い

て:〈sequendum>は 、 一 風 変 わ っ た タ イ プ の 「デ ー ポ ー ネ ン テ ィ ア 動 詞 」

([B]部 門 〈6>の 解 説 を 参 照)と い う も の に 関 係 す る 言 葉 で 、 こ の タ イ プ の

動 詞 で あ る 〈sequor>[し た が う]の 動 形 容 詞 〈sequendus>[し た が わ れ る

べ き[で あ る]]の 単 数 中 性 主 格 で あ る が 、 こ こ に 単 数 中 性 主 格 の 形 が き て

い る の は 、 後 述 の 関 係 代 名 詞 〈quod>の 先 行 詞 と な る 指 示 代 名 詞 が 単 数 中 性

主 格 の も の と 想 定 さ れ て い る か ら で あ る 。 そ れ で 、 本 来 の 意 味 の 方 は 、 「し

た が わ れ る べ き 」 で あ る が 、 日 本 語 で は 、 「し た が う べ き で あ る 」 と い う よ

う に 能 動 風 の ニ ュ ア ン ス に な っ て こ よ う 。な お 、さ き の 〈jUdicandumest>の

場 合 と 同 じ よ う に 、 〈sequendumest>と な る の が 本 来 の 姿 で あ る が 、 そ の

〈est>は 省 略 さ れ て し ま っ て い る 。 〈quod>は 、 関 係 代 名 詞 〈qui>[～ が ～ す
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る と こ ろ の]の 単 数 中 性 主 格 で あ り 、 省 略 さ れ て い る 先 行 詞(単 数 中 性 主

格)に か か っ て い る 。 〈tUtius>は 、 〈tUtus>[安 全 な]の 比 較 級 〈tUtior>の

単 数 中 性 主 格 で あ る 。 「安 全 な 」 の と こ ろ の 訳 は 、 「無 難 な 」 と い う 通 俗 的

表 現 を し た 方 が よ い か も し れ な い 。 ③ に つ い て:〈pars>は 「側 」 を 意 味 す

る 見 出 し 語 名 詞 で 、 そ れ に 〈mitis>[温 和 な]の 比 較 級 〈mitior>の 単 数 女 性

主 格(見 出 し 語 は 、 男 性 形 と 女 性 形 と で 同 じ で あ る が 、 本 編 で は 、 他 の 部

分 の 記 述 と の バ ラ ン ス 上 、 異 例 で あ る が 、 単 数 男 性 主 格 の 方 を 見 出 し 語 の

形 と し て お く こ と に す る)の<mltior>が か か っ て い る 。 〈sequenda>は 、 さ

き の 〈sequendum>と は ち が っ て 、 女 性 形 に 展 開 し て い る 。 そ れ は 〈pars>が

女 性 名 詞 だ か ら で あ る 。 ④ に つ い て:〈dubiis>は 、 さ き の 〈dubius>の 複 数

中 性 奪 格 が 名 詞 化 し た も の で(さ き の 〈dubi6>の 方 は 単 数 形 で あ る)、 〈abs

tine>は 、 〈abstine6>[さ し ひ か え る]の 命 令 法 現 在 二 人 称 単 数 で あ る 。 ⑤

に つ い て:〈prUdenter>は 、 「慎 重 に 」 を 意 味 す る 副 詞 で あ る 。

つ ぎ に 、古 代 ロ ー マ の 学 説 法 文 の な か に 見 え る 表 現 例 を い く つ か あ げ る 。

⑥ 〈Semperindubilsbenigni6rapraeferendasunt.〉[疑 問 の あ る

[こ と]に お い て は 、 つ ね に 、 い っ そ う ゆ る や か な[取 扱 い]が 優 先 さ れ る

べ き で あ る 。](Gd如s,D.50,17,56)で は 、<dubils>は 、 省 略 さ れ て い る 複

数 奪 格 形 の 名 詞(た と え ば 「事 柄 」)を 修 飾 す る 形 容 詞 と な っ て い る 。 さ き

の 〈dubi6>は 、 そ の 単 数 形 の 方 の 例 で あ る 。 〈semper>は 、 「つ ね に 」 を 意 味

す る 副 詞 で 、 〈benlgni6ra>は 、 〈benlgnus>[温 和 な]の 比 較 級 〈benlgnio

r>の 複 数 中 性 主 格 が 名 詞 化 し た も の で 、 〈praeferenda>は 、 〈praefer6>[優

先 さ せ る]の 動 形 容 詞 〈praeferendus>[優 先 さ せ ら れ る べ き[で あ る]]

の 複 数 中 性 主 格 で 、 〈sunt>は 、 〈sum>[で あ る]の 現 在 三 人 称 複 数 で あ る

(主 語 が 単 数 な ら 、 〈sunt>で は な く 、 〈est>に な る)。

⑦ 〈SemperinobscUrls,quodminimumest,sequimur,〉[明 ら か で

は な い[こ と]に お い て は 、 つ ね に 、 最 小 で あ る[こ と に]私 た ち は し た

が う 。](σzpfdη ㍑s,D.50,17,9)は 、 さ き の 〈dubius>で は な く て 、 同 じ よ う

な ニ ュ ア ン ス の 形 容 詞 〈obscUrus>[明 ら か で は な い]の 変 化 形 が く る 例 で

あ る 。 〈obscUrls>は 、 そ の 〈obscUrus>の 複 数 中 性 奪 格(名 詞 省 略)で 、 〈m

inimum>は 、 〈parvus>[少 な い]の 最 上 級 〈minimus>の 単 数 中 性 主 格 で 、

〈sequimur>は 、 さ き の デ ー ポ ー ネ ン テ ィ ア 動 詞 〈sequor>[し た が う]の 現

在 一 人 称 複 数(受 動 相)で あ る 。

⑧ 〈Inredubiabenigni6reminterpretati6nemsequin6nminusj

UstiusestquamtUtius.〉[疑 問 の あ る 事 柄 に お い て は 、 い っ そ う ゆ る や

か な 解 釈 に し た が う こ と は 、 い っ そ う 安 全 で あ る の と 同 じ よ う に 、 い っ そ

う 公 正 で あ る 。](MαrceZ蝕s,D.50,17,192,1)は 、 こ れ ま で の 〈indubi6>の

句 の 場 合 と は 異 な っ て 、〈dubius>と い う 形 容 詞 が 〈res>と い う 名 詞 を 修 飾 し
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て い る こ と が よ く 見 え る 例 で あ る 。 〈re>は 、 〈res>[事 柄]の 単 数 奪 格 で 、

〈dubia>は 〈dubius>[疑 問 の あ る]の 単 数 女 性 奪 格 で 、 〈benlgni6rem>は 、

さ き の<benlgnior>の 単 数 女 性 対 格 で 、<interpretati6nem>は 、 〈interpret

ati6>[解 釈]の 単 数 対 格 で 、 〈sequi>は 、 さ き の 〈sequor>の 現 在 不 定 法(受

動 相)で 、 〈n6n>は 、 「な い 」 を 意 味 す る 副 詞 で 、 〈minus>は 、 さ き の 〈par

VUS>の 比 較 級 の 副 詞 扱 い の 形 で 、 〈jUStiUS>は 、 〈jUStUS>[正 し い]の 比 較

級 〈jUstior>の 単 数 中 性 主 格 で 、〈quam>は 、 「～ よ り も 」 を 意 味 す る 副 詞 で 、

〈tUtius>は 、 〈tUtus>[安 全 な]の 比 較 級 〈tUtior>の 単 数 中 性 主 格 で あ る 。

〈n6nminus～quam>は 相 関 語 で あ る 。 英 語 の 〈nolessthan>の よ う な

も の と お 考 え 頂 け ば よ い 。 こ の よ う な 相 関 語 は 法 文 命 題 に し ば し ば 登 場 す

る 。[0]部 門Vに 相 関 語 の 一 覧:p,64ff.が 置 か れ て い る 。

⑨ 〈Inredubiamagislnfitiati6quamafflrmati6intelligenda.〉 「疑

問 の あ る 事 柄 に お い て は 、 肯 定 よ り も む し ろ 否 定 が[あ る も の と]理 解 さ

れ る べ き[で あ る]。 」(〈inredubia>と い う 表 現 が あ る こ と と 関 連 し て 、

便 宜 上 、 こ こ に 、 英 法 の 格 言 を お く こ と に し て い る 。 こ の 表 現 命 題 に は 、

イ ギ リ ス の 論 理 学 の 影 響 が あ る よ う に 見 う け ら れ る;Godb.37;Bart.Ma

x.127)は 、 〈inredubia>系 の 表 現 で あ る 。 〈re>は<res>[事 柄]の 単 数

奪 格 で 、 〈magis～quam>は 、 「～ よ り も む し ろ ～ 」 を 意 味 す る 相 関 語 で 、

〈infitiati6>は 、 見 出 し 語 名 詞 で 、 「否 定 」 を 意 味 し 、 〈affirmati6>は 、 見 出

し 語 名 詞 で 、 「肯 定 」 を 意 味 し 、 〈intelligenda>は 、 〈intellig6>[理 解 す る]

の 動 形 容 詞 〈intelligendus>[理 解 さ れ る べ き[で あ る]]の 単 数 女 性 主 格

で あ る 。 本 動 詞 〈est>は 省 略 さ れ て い る 。 格 言 で は こ の よ う な 省 略 型 の も の

が 多 い 。 っ い で な が ら 、 〈inredubia>系 の 、 〈inrebusdubiis>系 の 表 現

を 紹 介 し て お こ う 。 こ れ は 、[C]部 門 で 扱 う シ ュ ル ス と い う 独 特 の キ ャ ラ

ク タ ー を も っ た 人 物 の つ く り あ げ た 、い か に も シ ュ ル ス 風 の 命 題 で あ る 。〈I

nrebusdubilsplUrimlestaudacia.〉(Syr.Sententiae,363)「 疑 問 の

あ る 事 柄 に お い て は 、 大 胆 さ が も っ と も 価 値 の あ る も の で あ る 。」 「大 胆 さ

(思 い 切 り の よ さ)」 の と こ ろ を 逆 に 「細 心 さ 」 に さ し か え る と 、 〈indubi

6pr6re6>の 意 味 す る と こ ろ に 接 近 す る 。 〈rebus>は さ き の 〈res>の 複 数 女

性 奪 格 で 、 〈dubils>は 〈dubius>[疑 問 の あ る]の 複 数 女 性 奪 格 で 、 〈plUri

ml>は 〈multus>[多 い]の 最 上 級 〈plUrimus>の 中 性 属 格(「 も っ と も 多 い

[価 値]の 」 と い う 表 現 で あ る)で 、 〈audacia>は 見 出 し 語 名 詞 で 「大 胆 さ 」

を 意 味 す る 。 刑 事 訴 訟 の 歴 史 を ず っ と 眺 め て み る と 、 「大 胆 に 」 有 罪 判 決 を

下 す の が 流 行 と な っ た 暗 黒 の 時 代 も 、 た し か に あ る 。

⑩ 〈N6nput6delinquereeum,qulindubilsquaesti6nibuscontr

afiscumfacileresponderit.〉[私 は 、 疑 問 の あ る 問 題 に お い て 、 国 庫 に

不 利 と な る よ う な か た ち で 安 易 に 答 え る よ う な 人(裁 判 官)が 誤 ま り を 犯
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す も の と は 考 え な い 。](Mode訂 τη㍑s,D.49,14,10)は 、⑧ の 場 合 と 同 様 に 、

被 修 飾 名 詞 が 見 え る 例 で あ る(た だ 、 こ こ で は 、 名 詞 が 、 〈re>と い う 単 数

形 で は な く て 、<quaesti6nibus>と い う 複 数 形 に な っ て い る と こ ろ が 、 ち が

う)。 〈put6>は 、 見 出 し 語 動 詞(現 在 一 人 称 単 数 形)で 、 「考 え る 」 を 意 味

し 、 〈delinquere>は 、 〈delinqu6>[誤 ま り を 犯 す]の 現 在 不 定 法 で(こ こ

は 難 解 な 対 格 不 定 法 の 構 文 が 登 場 す る 場 面 で あ る が 、 こ の 対 格 不 定 法 中 の

不 定 法 「対 格 不 定 法 」 に つ い て は[B]部 門 〈35>の 解 説 を 参 照 し て

頂 き た い)、<eum>は 、<is>[こ れ]の 単 数 男 性 対 格 で(意 味 の う え で は 主

格 扱 い に な る が)、 〈qui>は 、見 出 し 語 関 係 代 名 詞 で 、「～ が ～ す る と こ ろ の 」

を 意 味 し 、 〈quaesti6nibus>は 、 〈quaesti6>[問 題]の 複 数 奪 格 で 、 〈cont

ra>は 、 「～ に 不 利 に 」 を 意 味 す る 前 置 詞 で 、 〈fiscum>は 、 〈fiscus>[国 庫]

の 単 数 対 格 で 、<facile>は 、 「安 易 に 」を 意 味 す る 副 詞 で 、〈responderit>は 、

〈responde6>[答 え る]の 接 続 法 完 了 三 人 称 単 数 で あ る(同 じ 形 は 、 直 説

法 未 来 完 了 三 人 称 単 数 の と こ ろ に も あ る が 、 法 律 ラ テ ン 語 で は 、 こ の よ う

な 、 関 係 代 名 詞 に ひ か れ た 接 続 法 系 の 構 文 の 方 が よ く 現 わ れ て く る)。

⑪ 〈Quotiens(Quoties)dubiainterpretati611bertatisest,secundu

mIlbertatemrespondendumerit.〉[[問 題 の 人 物 の]自 由 身 分[の 保 有]

の 解 釈 に 疑 問 が 生 ず る た び ご と に 、 自 由 身 分[の 保 有]に 有 利 と な る よ う

に 対 応 が な さ れ る べ き で あ ろ う 。](Pompδ η砲s,D.50,17,20)で は 、 〈quot

ies(quotiens)〉[～ す る た び ご と に]と い う 部 分 が 〈indubi6>中 の 〈in>と

い う 前 置 詞 に 相 当 す る も の と な っ て い る 、 と 見 て よ い 。 そ の 〈quoties(quot

iens)〉 は 、 「～ す る た び ご と に 」 を 意 味 す る 副 詞 で 、 〈dubia>は 、 さ き の 〈d

ubius>の 単 数 女 性 主 格 で 、 〈interpretati6>は 、 見 出 し 語 名 詞 で 、 「解 釈 」

を 意 味 し 、 〈libertatis>は 、 〈hbertas>[自 由]の 単 数 属 格 で 、 〈est>は 、 「で

あ る 」 を 意 味 す る 〈sum>の 現 在 三 人 称 単 数 で 、 〈secundum>は 、 「～ に 有 利

に 」 を 意 味 す る 前 置 詞 で 、 〈Ilbertatem>は さ き の 〈Ilbertas>の 単 数 対 格 で 、

〈respondendum>は 、 〈responde6>[答 え る]の 動 形 容 詞 〈respondendu

s>[答 え ら れ る べ き[で あ る]]の 単 数 中 性 主 格 で 、 〈erit>は 、 〈sum>[で

あ る]の 未 来 三 人 称 単 数 で あ る 。 主 語 は 省 略 さ れ て い る 。 そ の ほ か 、 〈In

dubi6pr611bertate,〉 「疑 問 の あ る[こ と]に お い て は 、 自 由 身 分[の 保

有]に 有 利 に 。」 と い う 、 別 表 現 の 短 縮 形 も あ る 。 〈hbertate>は 、 奪 格 支 配

の 前 置 詞(～ の た め に)に ひ か れ た 、 〈libertas>[自 由]の 単 数 奪 格 で あ る 。

⑫ 〈Ubldeliberand6quaeritur,utfaciliorsisadliberati6ne

m.〉[解 除 す る こ と に か ん し て 問 題 と さ れ る と き に は 、 君 の 心 が 解 除 す る 方

向 に い っ そ う 傾 く よ う に 。](Pα ㍑Z㍑s,D.44,7,47)は 、 さ き の 〈quoties(qu

otiens)〉 の 位 置 に 接 続 詞 の 〈ubl>[～ す る と き]が 入 っ た も の で あ る(動

詞 の 構 文 は 、受 動 相 が く る の で 、異 な っ て い る が)。 〈ubi>は 、 「～ す る と き 」
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を 意 味 す る 接 続 詞 で 、 〈de>は 、 「～ に か ん し て 」 を 意 味 す る 前 置 詞 で 、 〈lib

erand6>は 、 〈Ilber6>[解 除 す る]の 動 名 詞 〈Ilberandum>[解 除 す る こ と]

の 奪 格(単 数)で(動 名 詞 に つ い て は[B]部 門 〈153>を 参 照)、 〈quaerit

ur>は 、 〈quaer6>[問 題 と す る]の 受 動 相 現 在 三 人 称 単 数 で(主 語 は 省 略

さ れ て い る)、 〈ut>は 、 「す る よ う に 」 を 意 味 す る 接 続 詞 で 、 〈facilior>は 、

〈facilis>[～ す る 気 の あ る]の 見 出 し 語 比 較 級 で 、 〈sis>は 、 〈sum>[で あ

る]の 接 続 法 現 在 二 人 称 単 数 で 、 〈ad>は 、 「～ へ 」 を 意 味 す る 前 置 詞 で 、 〈l

Iberati6nem>は 、 〈hberati6>[解 除]の 単 数 対 格 で あ る 。

⑬ こ こ で 、 ロ ー マ の 文 人 の 編 み だ し た 命 題 を あ げ て お こ う 。 〈Quoddub

itas,nefeceris.〉(Plin.Min.Ep.1,18;1Hale,P.C.300;Broom,Max.

326)「 君 は 、 自 身 が 疑 問 に 思 っ て い る[こ と を]や っ て し ま わ な い よ う 。」

〈quod>は 関 係 代 名 詞<qul>の 単 数 中 性 対 格 で あ る が 、先 行 詞 は 見 え な い 。〈d

ubitas>は 〈dubit6>[疑 う]の 現 在 二 人 称 単 数 で 、 〈ne>は 「な い よ う に 」

を 意 味 す る 接 続 詞 で 、 〈feceris>は 〈faci6>[な す]の 接 続 法 完 了 二 人 称 単 数

で あ る(こ の 形 は 現 在 に つ い て の 禁 止 を 表 わ す こ と に な っ て い る)。

(5)つ ぎ に 、 〈pr6>と い う 前 置 詞 と 〈re6>と い う 名 詞 と か ら な る 、〈pr6re

6[被 告(被 告 人)の た め の]〉 系 の 表 現 に あ た っ て み よ う 。

⑭ 〈Inambiguisrebuspr6d6tibusresponderemeliusest.〉[あ

い ま い な 事 柄 に お い て は 、 嫁 資 に 有 利 と な る よ う に 解 答 す る こ と が 、 い っ

そ う よ い 。](Pα ㍑Z㍑s,D.50,17,85)は 、〈Indubi6pr6re6>の 、 文 法 面 に

お け る 原 型 と し て の 資 格 を 立 派 に 備 え た 言 い ま わ し で あ る 。そ の<pr6re6>の

〈re6>が 「被 告 ・ 被 告 人 」 と い う 「人 」 を 指 す の に 対 し て 、 こ こ の 〈d6tibu

s>が 「嫁 資 」 と い う 「物 」 を 示 す と こ ろ に ち が い が あ る が 、 パ タ ー ン は 同

じ で あ る 。 ま た 、 〈respondere>[解 答 す る こ と]と い う の は 、 法 学 者 が 一

種 の 鑑 定 で あ る 解 答(回 答)を 外 部 に む か っ て 出 す こ と を 意 味 す る の で 、

こ れ は 、 さ き の 〈jUdicandum>の 表 現 の ベ ー ス と な る 〈jUdic6>[[裁 判 官 が]

判 断 す る]と い う 動 詞 に 近 い ニ ュ ア ン ス を 帯 び て い る 。 〈ambiguis>は 、 〈a

mbiguus>[ど ち ら と も 言 え な い]の 複 数 中 性 奪 格 が 名 詞 化 し た も の で 、 〈d

6tibus>は 、〈d6s>[嫁 資]の 複 数 奪 格 で 、〈respondere>は 、〈responde6>[答

え る]の 現 在 不 定 法 で 、 〈melius>は 、 〈bonus>[よ い]の 比 較 級 〈melior>の

単 数 中 性 主 格 で あ る 。

⑮ 〈Interparesnumer6jUdicessidissonaesententiaepr6ferant

urinliberalibusquidemcausis,pr61ibertatestatUtumobtinet,i

nalllsautemcauslspr6re6,quodetinjUdicilspUbliclsobtiner

eoportet.〉[も し 、 自 由 身 分[の 有 無]に か ん す る 事 案 に お い て 、 た し か

に 同 数 の 裁 判 官 の あ い だ で 異 な っ た 見 解 が 提 示 さ れ る 場 合 に は 、 自 由 身 分

[の 保 有]に 有 利 と な る よ う に 判 断 さ れ た[こ と]が 重 ん じ ら れ 、 他 方 で 、
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他 の[種 類 の]事 案 に お い て は 、 被 告 に 有 利 と な る よ う に[判 断 さ れ た こ

と が 重 ん じ ら れ る]。 そ し て 、 そ の こ と は 、 公 訴 訟(刑 事 訴 訟)に お い て も

重 ん じ ら れ る べ き で あ る 。](Pα αZαs,D.42,1,38pr.)は 、 〈pr6re6>と い う

句 を も っ て い る 、 か な り 珍 し い 法 文 例 で あ る 。 「裁 判 官 の 判 断 が ま っ 二 つ に

割 れ る と き 」 と は 、 つ ま り 、 「疑 問 が あ る と き 」 で も あ る の で 、 そ う い っ た

前 提 の 部 分 は 問 題 の 〈indubi6>と も つ な が っ て く る わ け で あ る 。〈inter>は 、

「～ の あ い だ に 」 を 意 味 す る 前 置 詞 で 、 〈pares>は 、 〈par>[同 等 の]の 複 数

男 性 対 格 で 、 あ と の 〈jUdices>に か か り 、<numer6>は 、 〈numerus>[数]

の 単 数 奪 格 で 、 〈jUdices>は 、 〈jUdex>[裁 判 官]の 複 数 対 格 で 、 〈si>は 、 「～

な ら ば 」 を 意 味 す る 接 続 詞 で 、 〈dissonae>は 、 〈dissonus>[異 な っ た]の

複 数 女 性 主 格 で 、 〈sententiae>は 、 〈sententia>[見 解]の 複 数 主 格 で 、 〈p

r6ferantur>は 、 〈pr6fer6>[提 示 す る]の 受 動 相 現 在 三 人 称 複 数 で 、 〈Ilbe

ralibus>は 、〈liberalis>[自 由 に か ん す る]の 複 数 女 性 奪 格 で 、〈quidem>は 、

「た し か に 」 を 意 味 す る 副 詞 で 、 〈causis>は 、 〈causa>[事 案]の 複 数 奪 格

で 、 〈libertate>は 、 さ き の 〈libertas>の 単 数 奪 格 で 、 〈statUtum>は 、 〈sta

tu6>[判 断 す る]の 完 了 分 詞 〈statUtus>の 単 数 中 性 主 格 が 名 詞 化 し た も の

で 、<optinet>は 、<optine6>[重 ん じ ら れ る]の 現 在 三 人 称 単 数 で 、 〈aliI

s>は 、 〈alius>[他 の]の 複 数 女 性 奪 格 で 、 〈autem>は 、 「他 方 で 」 を 意 味

す る 接 続 詞 で あ る 。 〈quod>は 、 〈qul>[～ が ～ す る と こ ろ の]の 単 数 中 性

主 格 で あ る が 、 こ の 場 合 、 少 し 構 造 が 変 わ っ て 、 継 続 的 な 訳 し か た に な り 、

「そ し て 、 そ の こ と は 」 を 意 味 す る(『 新 ラ テ ン 文 法 』 §250)。 〈et>は 、 「も 」

を 意 味 す る 接 続 詞 で 、 〈jUdiciis>は 、 〈jUdicium>[訴 訟]の 複 数 奪 格 で 、 〈p

Ubliciis>は 、 〈pUblicus>[公 け の]の 複 数 中 性 奪 格 で 、 〈obtinere>は 、 さ

き の 〈obtine6>の 現 在 不 定 法 で(対 格 不 定 法 中 の 不 定 法 に つ い て は 、[B]部

門 〈1535>を 参 照)、 〈oportet>は 、 「～ す る こ と を 要 す る 」 を 意 味 す る 非 人

称 動 詞(現 在 三 人 称 単 数 形)で あ る 。 ち な み に 、 こ の か な り 長 い 命 題 は 、 〈P

aribussententiisreusabsolvitur.〉(Pα αZ㍑s,D.42,1,38pr.)[同 数 の 判

断 に お い て は 、 被 告(被 告 人)は 免 訴 さ れ る(無 罪 と さ れ る)。 」 と い う 文

章 へ と 圧 縮 さ れ て 、い っ そ う 格 言 ら し く な っ て い る 。〈paribus>は 、〈par>[同

等 の]の 複 数 女 性 奪 格 で 、 〈sententils>は 、 〈sententia>[判 断]の 複 数 奪

格 で 、<reus>は 、 「被 告(被 告 人)」 を 意 味 す る 見 出 し 語 名 詞 で 、 〈absolvit

ur>は 、 〈absolv6>[免 訴 す る(無 罪 と す る)]の 受 動 相 現 在 三 人 称 単 数 で あ

る 。 な お 、 〈paribussententiis>の く だ り は 、 絶 対 的 奪 格 の 構 文 と う け と

め て 、 「判 断 が 同 数 に な る と き に は 」 と 読 む こ と が で き る(こ の 難 解 な 「絶

対 的 奪 格 」 に つ い て は[B]部 門 〈22>の 解 説 を 見 て 頂 き た い)。 と こ ろ で 、

現 代 で は 、 〈pr6re6>の 〈reus>の と こ ろ を 「刑 事 被 告 人 」 と 読 み 解 く の が な

ら わ し と な っ て い る が(も っ と も 、 マ ス コ ミ 用 語 で は 、 刑 事 裁 判 の 「被 告
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人 」 は 、 な ぜ か 、 依 然 と し て 、 「被 告 」 と い っ た 、 民 事 裁 判 風 の 表 現 に な っ

て い る)、 さ き の 法 文 命 題 の 後 半 部 が 示 唆 し て い る よ う に 、 こ の 命 題 は 、 ま

ず 、 民 事 訴 訟 の 領 域 に お い て か た ち つ く ら れ て き た も の で あ っ た 。 現 に 、

こ れ ま で に 取 り あ げ た い く つ か の 法 文 例 も 、 民 事 関 連 の も の が 中 心 と な っ

て い る 。

(6)最 後 に 、 広 い 意 味 に お い て 、 〈pr6re6>の は ら む ニ ュ ア ン ス ・趣 旨 を

別 の 言 葉 で 表 現 し て い る と も う け と れ る 学 説 法 文 の 例 を 見 て お こ う 。

⑯<Satiusenimesse,impUnltumrelinqulfacinusnocentis,quam

innocentemdamnarL>[実 際 、 罪 の な い[人]に 有 罪 判 決 が 下 さ れ る よ り

も 、 罪 の あ る 人 の 悪 行 が 罰 せ ら れ な い ま ま に さ れ て し ま う 方 が 、 い っ そ う

よ い こ と](σZpfdπ ㍑s,D,48,19,5pr.)と い う の は 、 と て も モ ダ ン な 響 き を

も っ た 不 定 法(不 定 詞)止 の 言 い ま わ し で あ る 。 こ の よ う な 考 え か た が 生

硬 な 古 代 ラ テ ン 語 命 題 で 表 明 さ れ る の は 、と て も 印 象 的 で あ る 。〈satius>は 、

〈satis>[十 分 に]の 比 較 級 で 、 〈enim>は 、 「実 際 の と こ ろ 」 を 意 味 す る 接

続 詞 で 、 〈esse>は 、 さ き の 〈sum>の 現 在 不 定 法 で 、 本 動 詞 を 欠 い た ま ま 、

不 定 法 で 止 め ら れ て い る 。〈impUnltum>は 、 〈impUnltus>[罰 せ ら れ な い]

の 単 数 中 性 対 格 で 、 〈relinqul>は 、 〈relinqu6>[残 す]の 受 動 相 現 在 不 定

法(対 格 不 定 法 中 の 不 定 法 に つ い て は 、[B]部 門 〈35>を 参 照)で 、 〈facin

us>は 、 〈facinus>[悪 行]の 単 数 対 格 で 、 〈nocentis>は 、 〈nocens>[罪 の

あ る 人]の 単 数 属 格 で 、 〈innocentem>は 、 〈innocens>[罪 の な い]の 単

数 男 性 対 格 が 名 詞 化 し た も の で 、 〈damnarl>は 、 〈damn6>[有 罪 判 決 を 下

す]の 受 動 相 現 在 不 定 法(対 格 不 定 法 中 の 不 定 法 に つ い て は[B]部 門 〈35>を

参 照)で あ る 。 〈impUnitum>も 〈facinus>も 、 〈innocentem>も 、 対 格 で あ

る が 、 な ぜ 訳 文 に お い て は 主 格 風 の 表 現 が 、 訳 文 に お い て 、 そ の よ う な 対

格 の 形 に な っ て い る か に つ い て は 、[B]部 門 〈35>で 述 べ よ う 。

⑰ 〈Fav6rabili6resrelpotiusquamact6reshabentur.〉[被 告 は 、 原

告 よ り も い っ そ う 有 利 で(な 位 置 に)あ る[も の]と 扱 わ れ る 。](Gσ 如s,

D.50,17,125)も 、 挙 証 責 任 の 問 題 と の か ら み で 、 〈pr6re6>系 の ニ ュ ア ン

ス を は ら ん で い る 例 で あ る 。 〈fav6rabili6res>は 、 〈fav6rabilis>[有 利 な]

の 比 較 級 〈fav6rabilior>の 複 数 男 性 主 格 で 、 〈rel>は 、 さ き の 〈reus>の 複 数

主 格 で あ る 。 〈potius>は 、 「む し ろ 」 を 意 味 す る 副 詞 で あ り 、 「～ よ り も 」

を 意 味 す る 副 詞 〈quam>と あ わ さ っ て 、 相 関 語 と し て 、 「～ よ り も 、 む し ろ

～ 」 の 構 文 を つ く る 。 〈act6res>は 、 〈actor>[原 告]の 複 数 主 格 で 、 〈hab

entur>は 、 〈habe6>[～ と 扱 う]の 受 動 相 現 在 三 人 称 複 数 で あ る 。

⑱ 〈Inpoenalibuscauslsbenlgniusinterpretandumest.〉[罰 に か ん

す る 状 況 に お い て は 、 い っ そ う ゆ る や か に 解 釈 が な さ れ る べ き で あ る 。](P

α㍑脇s,D.50,17455,2)〈in>は 、 「～ に お い て 」 を 意 味 す る 前 置 詞 で 、 〈poe
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nalibus>は 、 〈poenalis>[罰 に か ん す る]の 複 数 女 性 奪 格 で 、 〈causis>は 、

〈causa>[事 案]の 複 数 奪 格 で 、 〈benlgnius>は 、 〈benlgne>[寛 大 に]の

比 較 級 で 、 〈interpretandum>は 、 デ ー ポ ー ネ ー ン テ ィ ア 動 詞 〈interpreto

r>[解 釈 す る]の 動 形 容 詞 〈interpretandus>[解 釈 さ れ る(す る)べ き[で

あ る]]の 単 数 中 性 主 格 で あ る 。

⑲ 〈Interpretati6nelegumpoenaemolliendaesuntpotius,quamas

perandae.〉[諸 法 律 の 解 釈 に よ っ て 、 罰 は 、 厳 し く さ れ る よ り も 、 む し ろ

ゆ る や か に さ れ る べ き で あ る 。](Hθr肌ogε η{dη αs,D.48,19,42)〈interpre

tati6ne>は 、 〈interpretati6>[解 釈]の 単 数 奪 格 で 、 〈legum>は 、 〈lex>[法

律]の 複 数 属 格 で 、 〈poenae>は 、 〈poena>[罰]の 複 数 主 格 で 、 〈mollien

dae>は 〈molli6>[ゆ る め る]の 動 形 容 詞 〈molliendus>[ゆ る め ら れ る べ き

[で あ る]]の 複 数 女 性 主 格 で 、 〈sunt>は 、 〈sum>[で あ る]の 現 在 三 人 称

複 数 で 、 〈potius～quam>[～ よ り も 、 む し ろ ～]は 、 相 関 語 の 構 文 を つ

く る 。〈asperandae>は 、〈asper6>[鋭 く す る]の 動 形 容 詞 〈asperandus>[鋭

く さ れ る べ き[で あ る]]の 複 数 女 性 主 格 で あ る 。 「責 任 の 認 定 」 と 「罰(刑

罰 ・ 罰 金)の 決 定 」 と は 、 理 論 上 ま っ た く 別 の 問 題 で あ る が 、 〈poena>と

い う 概 念 を 広 い め に う け と め る と 、 問 題 の 〈pr6re6>の 考 え か た に 近 い も の

も 生 ま れ て く る 。

⑳ こ こ で 、 法 学 者 で は な く 、 一 種 の 文 人 で も あ っ た プ ー ブ リ リ ウ ス ・ シ

ュ ル ス(前 一 世 紀:詳 細 は[C]部 門:p.1ff.を 参 照)の 格 言 的 命 題 を 紹 介

し て お こ う 。 〈Mal6etiamparcas,slUnaestperitUrusbonus.〉(PU

bliliusSyrus,Sententiae,485)「 君 は 、 も し よ い[人][と 悪 い 人 と]が

一 体 と な っ て 滅 び る こ と に な っ て し ま う 場 合 に は
、 悪 い[人]さ え も 許 す

べ き で あ る 。」 有 罪 の 最 終 判 断 を 下 す さ い に ど う し て も 疑 問 点 が の こ っ て し

ま う よ う な 状 況 下 で は 、 「よ い 人 」 つ ま り 、 無 実 ・ 潔 白 な 人 が ま き

こ ま れ て し ま わ な い よ う に す る た め に 、 「悪 い 人 」 つ ま り 、 有 実 の 人

の 認 定 を 行 な う さ い の 基 準 を き び し く(高 く)し て お く こ と も 必 要 と な

っ て く る が 、 そ こ で は 、 ま ん ま と 処 罰 の 網 か ら の が れ る 「悪 い 人 」 も 生 じ

て く る 。 大 善 の た め に は 、 小 悪 も や む を え な い 、 と い う わ け で あ る 。 〈mal

6>は 、 〈malus>[悪 い]の 単 数 男 性 与 格 が 名 詞 化 し た も の で 、 〈etiam>は 、

「さ え も 」 を 意 味 す る 副 詞 で 、<parcas>は 、 〈parc6>[大 切 に す る]の 接 続

法 現 在 二 人 称 単 数 で 、 〈si>は 、 「場 合 に は 」 を 示 す 接 続 詞 で 、 〈Una>は 、 「一

体 と な っ て 」 を 意 味 す る 副 詞 で 、 〈est>は 、 〈sum>[で あ る]の 現 在 三 人 称

単 数 で 、 〈peritUrus>は 、 〈pere6>[滅 び る]の 見 出 し 語 未 来 分 詞(未 来 分

詞 に つ い て は 、[B]部 門 索 引 中 の 「未 来 分 詞 」 の 項 目 を 参 照 し て 頂 き た い)

で 、<bonus>は 、 「よ い 」 を 意 味 す る 見 出 し 語 形 容 詞 が 名 詞 化 し た も の で あ

る 。
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(7)ロ ー マ よ り 後 の 時 代 に 生 み 出 さ れ た こ の 手 の 格 言 の 例 と し て 、 以 下

の 二 つ を あ げ て お こ う 。

⑳ 〈Odiasuntrestringenda,fav6resampliandl.〉[不 利 な 扱 い は 制 限

さ れ る べ き で あ り 、 有 利 な 扱 い は 拡 充 さ れ る べ き[で あ る]。](LiberSext

us,5,13,15)〈odia>は 、 〈odium>[不 利 な 扱 い]の 複 数 主 格 で 、 〈restring

enda>は 、 〈restring6>[制 限 す る]の 動 形 容 詞 〈restringendus>[制 限 さ

れ る べ き[で あ る]]の 複 数 中 性 主 格 で 、 〈fav6res>は 、 〈favor>[有 利 な 扱

い]の 複 数 主 格 で 、 〈ampliandl>は 、 〈ampli6>[拡 大 す る]の 動 形 容 詞 〈a

mpliandus>[拡 充 さ れ る べ き[で あ る]]の 複 数 男 性 主 格 で あ る 。

⑫ 〈TUtiussemperesterrareaquietand6quampUniend6.〉[罰 す

る こ と に お い て 誤 ま る こ と よ り も 、 無 罪 放 免 す る こ と に お い て 誤 ま る こ と

の 方 が 、 つ ね に い っ そ う 安 全 で あ る 。](Broom,Max.216;2Hale,P.C.29

0)〈tUtius>は 、 〈tUtus>[安 全 な]の 比 較 級 〈tUtior>の 単 数 中 性 主 格 で 、 〈e

rrare>は 、〈err6>[誤 ま る]の 現 在 不 定 法 で 、〈aquietand6>は 〈aquiet6>[無

罪 放 免 す る]の 動 名 詞 〈aquietandum>の 奪 格(単 数)(動 名 詞 に つ い て は[B]

部 門 〈153>の 解 説 を 参 照)で 、 〈quam>は 、 「よ り 」 を 意 味 す る 副 詞 で 、 〈pU

niend6>は 、<pUni6>[罰 す る]の 動 名 詞 〈pUniendum>の 奪 格(単 数)で

あ る 。

(8)以 上 の よ う な ロ ー マ 法 の 法 文 デ ー タ を 基 礎 と し て 、 一 二 世 紀 以 後 の

ロ ー マ 法 「ル ネ ッ サ ン ス 」 の 時 期 に 、 そ れ ら の ロ ー マ 法 文(法 源)に 対 し

て コ メ ン ト を つ け て い く か た ち で 、 た と え ば 、 〈Ublindubi6absolvitur

reus.〉[疑 問 の[あ る]と き に は 、 被 告(被 告 人)は 無 罪 と さ れ る 。]([B]

部 門 〈3636>)と い っ た 表 現 が つ く り だ さ れ た 、 と い う 説 明 が あ る 学 者 に よ

っ て な さ れ て い る 。 ま た 、 一 五 ～ 一 六 世 紀 こ ろ に 、 は じ め て 、 〈Indubi6

pr6re6.〉 と い う 超 簡 潔 な 文 型 が 文 献 に 登 場 し て き た 、 と い う 説 も あ る 。 し

か し 、 こ の 命 題 に 象 徴 さ れ る よ う な 、 い わ ば ヒ ュ ー マ ニ ズ ム に あ ふ れ た 優

し い 扱 い は 、 そ の 当 時 の 刑 事 裁 判 の 要 請(つ ま り 、 厳 格 化)に う ま く 適 合

し な か っ た た め か 、 や が て す た れ る 。 た し か に 、 古 代 ロ ー マ 法 へ の ス ト レ ー

ト な 回 帰 が 時 代 の 流 行 で も あ っ た 一 三 世 紀 こ ろ に は 、 は る か か な た の 時 代

の ロ ー マ 法 の 理 念 や 制 度 で さ え も 強 引 に 実 務 に う け い れ ら れ た 可 能 性 も あ

る が 、 し か し 、 時 代 の う つ り 変 わ り の な か で 、 「少 々 疑 問 が 残 っ て い る よ う

な 状 況 の も と で も 、 被 疑 者 ・被 告 人 を 有 罪 判 決 へ と ひ き ず っ て い く 方 が 、

社 会 秩 序 の 維 持 の た め に は 得 策 で あ る 」 と い っ た 、 あ る 種 の 刑 事 政 策 的 考

慮 が 働 い た せ い で 、 そ の よ う に な っ て い っ た の で あ ろ う か 。 そ の 後 、 一 九

世 紀 に な っ て は じ め て 、 よ う や く 、 こ の 発 想 が 刑 事 司 法 の 大 原 則 の 地 位 に

ま で 高 め ら れ る こ と に な っ た よ う で あ る(一 八 一 二 年 に シ ュ テ ユ ー ベ ル と

い う 人 の 記 し た 言 葉 が こ の 命 題 成 立 の き っ か け に な っ た と さ れ て い る)。 こ
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の よ う な ヒ ス ト リ ー を か え り み れ ば 、古 代 ロ ー マ 法 流 の い わ ゆ る 「プ ロ ー ・

レ オ ー 」 原 則 と い う も の も 、 な か な か い い 線 を い っ て い た も の と 判 断 し て

よ か ろ う 。 そ れ に 、 古 代 ギ リ シ ア の 大 哲 人 ア リ ス ト テ レ ー ス も こ の よ う な

趣 旨 の こ と を 書 き 記 し て い る し 、 中 国 に も 、 「罪 の 疑 わ し き は 軽 く 、 功 の 疑

わ し き は 重 く 」(書 経 ・大 萬 護)と い っ た 教 え が あ る か ら 、 物 事 を っ き っ め

て 考 え て い く と 、 時 と 場 所 の ち が い を こ え て 同 じ よ う な 結 論 が 出 て く る こ

と も あ る こ と が 知 れ る 。 も っ と も 、 人 権 尊 重 の 要 請 が た か ま っ た 今 日 に お

い て さ え も 、 「有 罪 か ど う か 疑 い が 残 る よ う な ケ ー ス で も 、 ど ん ど ん 罰 す る

方 向 へ ひ っ ぱ っ て い く べ き で あ る 。 そ の 方 が 無 難 で あ る 。」 と い っ た 考 え か

た が 根 絶 さ れ た わ け で は な い の で(と り わ け 、 わ が 国 で は 、 な ぜ か こ う い

っ た 考 え か た が 根 絶 さ れ た と も 言 え な い 情 況 に あ る)、 ロ ー マ 法 以 来 の 刑 事

法 の 大 原 則 に 対 し て も 敵 は 隠 然 た る 勢 力 を も ち つ づ け て い る 、 と 考 え て お

か な け れ ば な ら な い 。 歴 史 は い つ も こ の よ う に ジ グ ザ グ の 動 き を す る の で

あ ろ う か 。

(9)以 上 の よ う な わ け で 、 こ れ ら 二 つ の 前 置 詞 句 に 言 葉 を 補 っ て 訳 を つ

け る と 、 「(ど う し て も)疑 問 点 が 残 っ て し ま う[こ と]に お い て は 、 被 告

(人)に 有 利 と な る よ う な か た ち で[事 案 が 判 断 さ れ る べ き で あ る]。 」 と い

う よ う に な っ て こ よ う 。 そ の 昔 、 「疑 わ し き は 罰 せ ず 」 と い う 、 少 し あ い ま

い な 表 現 が 学 界 で も マ ス コ ミ で も 全 盛 を き わ め て い た が 、 昨 今 で は 、 「疑 わ

し き は 被 告 人 の 利 益 に 」 と い う 表 現 が 支 配 的 と な っ て い る よ う で あ る 。 し

か し 、 筆 者 と し て は 、 原 語 の ニ ュ ア ン ス も く ん で 、 「疑 問 の あ る[こ と]に

お い て は(場 合 に は)、 被 告 人 に 有 利 に(被 告 人 の 利 益 と な る よ う に)」 と

表 現 し て お き た い 。も っ と も 、い く ら か 文 語 風 に 、〈indubi6>の く だ り を 、

タ ー ゲ ッ ト を し ぼ り こ ん で 、 「罪 の 疑 わ し き は 」 と 表 現 し て も か ま わ な い と

思 う が 。

(10)[B]部 門 の 索 引([P]部 門)に は 「〈Indubi6・dubils>論 」 と い

う 項 目 が お か れ て い る の で 、 こ の ル ー ト で も 情 報 を 検 索 し て 頂 き た い 。

[B]〈NOIIapoenasinelege.NUIIumcrTmensinelege.〉(ヌ ー ッ ラ ・

ポ エ ナ ・シ ネ ・ レ ー ゲ;ヌ ー ッ ル ム ・ ク リ ー メ ン ・ シ ネ ・ レ ー ゲ)

(1)日 本 で も 、諸 外 国 の 場 合 と お な じ よ う に 、 法 学 書 の な か に 、 あ の 「罪

刑 法 定 主 義 」 概 念 の 実 質 的 内 容 を な す ス ロ ー ガ ン と し て 、 こ の ラ テ ン 語 群

が も ち だ さ れ る こ と が 多 い が 、 か り に 上 の よ う な 順 番 で ラ テ ン 語 を な ら べ

る と す る と 、 「刑 罪 法 定 主 義 」 と い う 訳 に な っ て く る 。 常 識 的 に 考 え て(理

論 的 に 考 え れ ば ま た 別 に な っ て く る か も し れ な い が)、 市 民(国 民)の 側 が

第 一 に 関 心 を も つ べ き な の は 、 「は た し て 自 身 が ど の よ う な 刑 罰(poena)

を う け る こ と に な る の だ ろ う か?」 と い っ た 、い わ ば ホ ン ネ の 問 題 で あ っ て 、

「実 際 に 自 身 が ど の よ う な 犯 罪(crlmen)に か か わ っ た こ と に さ れ る の か?」

A-56



と い っ た 、 い わ ば タ テ マ エ の 問 題 で は な か ろ う 。 理 論 的 ・ 抽 象 的 な も の よ

り も 、 具 体 的 ・ 具 象 的 な も の を 大 切 に す る 傾 向 を も つ ロ ー マ 人 も 、 同 じ よ

う に 、 ま ず 、 刑 罰 の 仕 組 み の 方 に 関 心 を も っ て い た よ う で あ る 。 ロ ー マ 法

に 「罪 法 定 」 関 連 の 法 文 資 料 と し て は 適 当 な も の が あ ま り 存 在 し な い と 思

わ れ る の に 対 し て 、 「刑 法 定 」 の 方 に つ い て は 、 法 文 資 料 が い く ら か 存 在 す

る の も(も ち ろ ん 、 現 代 に ま で う ま く 伝 わ っ て く れ て い る も の に つ い て だ

け の 話 で あ る が)、 あ る い は そ の 一 つ の あ ら わ れ と 見 て よ い か も し れ な い 。

(2)上 の 法 命 題 の 構 文 に つ い て 文 法 的 に 見 て み よ う 。 代 名 詞 的 形 容 詞 〈n

Ullus>[い か な る ～ も ～ な い]と 前 置 詞 〈sine>[～ な し に]と の 、 と て も

メ リ ハ リ の き い た 組 み あ わ せ の 例(本 動 詞 は 省 略 さ れ て い る)は 、 古 代 の

ロ ー マ 法 の 資 料 の な か に は ま だ 存 在 し な い よ う に 思 わ れ る が 、 比 較 的 後 の

時 代 の 表 現 例 と し て は 、 以 下 の も の が あ る 。 〈NUIIamorasinepetlti6n

e.〉[請 求 な し に は 、 い か な る 遅 滞 も な[い 。]]、 〈NUIIavenditi6sinepr

eti6.〉[代 価 な し に は 、 い か な る 売 却 も な[い 。]]、 〈NUIIumcrimensine

poena.〉[刑 罰 な し に は 、 い か な る 犯 罪 も な[い 。]]、 〈NUIIapoenasine

regiminelegall,〉[適 法 な 処 理 な し に は 、 い か な る 刑 罰 も な[い 。]]、 〈NU

llaacti6sinelege.〉[法 律 な し に は 、 い か な る 訴 権 も な[い 。]]な ど が そ

れ で あ る 。〈nUlla>は 、〈nUllus>[い か な る ～ も ～ な い]の 単 数 女 性 主 格 で 、

〈mora>は 、 「遅 滞 」 を 意 味 す る 見 出 し 語 名 詞 で 、 〈sine>は 、 「～ な し に 」 を

意 味 す る 前 置 詞 で 、 〈venditi6>は 、 「売 却 」 を 意 味 す る 見 出 し 語 名 詞 で 、 〈p

etlti6ne>は 、 〈petlti6>[請 求]の 単 数 奪 格 で 、 〈preti6>は 、<pretium>[対

価]の 単 数 奪 格 で あ る 。 〈nUllum>は 、 さ き の 〈nUllus>の 単 数 中 性 主 格 で 、

〈crimen>は 、 「犯 罪 」 を 意 味 す る 見 出 し 語 名 詞 で 、 〈poena>は 、 〈poena>[刑

罰]の 単 数 奪 格 で あ る 。 〈regimine>は 、 〈regimen>[処 理]の 単 数 奪 格 で 、

〈legall>は 、 〈legalis>[適 法 な]の 単 数 中 性 奪 格 で あ る 。 〈acti6>は 、 「訴 権 」

を 意 味 す る 見 出 し 語 名 詞 で 、<lege>は 〈lex>[法 律]の 単 数 奪 格 で あ る 。 そ

れ で 、 以 上 の 文 法 的 解 説 か ら 御 理 解 い た だ け る よ う に 、 表 題 の 、 よ く 知 ら

れ た 格 言 の 直 訳 は 、 「法 律 な し に は な ん ら の 刑 罰 も な[い 。]法 律 な し に は

な ん ら の 犯 罪 も な[い 。]」 で あ る 。 も っ と も 、 学 問 の 世 界 で は 、 も っ と ス

マ ー ト に 、 「法 律 な け れ ば 刑 罰 な し 。 法 律 な け れ ば 犯 罪 な し 。」 の 邦 訳 が 用

い ら れ て い る 。

(3)さ て 、 ① 〈Poenan6nirrogatur,nisiquaequaquelegevelali6j

Urespecialiterhuicdelict6impositaest.〉[刑 罰 は 、 各 々 の 法 律 も し く

は 他 の 法 に よ っ て と く に こ の(問 題 の)犯 罪 に つ い て 定 め ら れ た[も の]

以 外 は 、 科 せ ら れ な い 。](σZpfdη ㍑s,D,50,16,13ヱ)と 、 ② 〈Poenaecerta

esingul6rumpeccat6rumsunt.〉[一 定 の 刑 罰 が 各 個 の 犯 罪 に つ い て 存

在 す る 。](Lα わeδ,D.5046,244)と の 二 つ の 命 題 が 、 い ち お う の と こ ろ 、
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表 題 の 有 名 な 近 代 の 法 格 言 の ロ ー マ 版 と で も ひ と ま ず 形 容 で き る も の で あ

る 。 ま ず 、 前 者 で は 、 〈lex>(〈lege>)、 〈jUs>(〈jUre>)と が 規 範 な い し は

法 源 と し て あ げ ら れ て い る が 、<lex>を 「法 律 」 と 、 〈jUS>を 「法 」 と 、 と

り あ え ず 訳 し だ し て お く(こ れ ら の 概 念 の 意 味 内 容 に は 、 時 代 的 変 遷 が か

な り 見 ら れ る)。 〈n6nirrogatur>[科 せ ら れ な い]と い う 本 動 詞 の 部 分 を 〈n

UllUS>[い か な る ～ も ～ な い]と い う 代 名 詞 的 形 容 詞 に さ し か え 、 同 時 に 、

〈nisi>[～ 以 外 に は]と い う 接 続 詞(英 米 法 上 の 〈nisiprius>[ナ イ サ イ ・

プ ラ イ ア ス]と 関 係 が あ る])で ひ か れ る 節 の 意 味 す る と こ ろ を 〈sine>と い

う 前 置 詞 を 用 い た 句 に さ し か え て 圧 縮 し て で き あ が っ た の が 、 〈NUIIapoe

nasinelege.〉 と い う こ と に な っ て こ よ う 。 ① に つ い て:〈poena>は 、 「刑

罰 」 を 意 味 す る 見 出 し 語 名 詞 で 、 〈n6n>は 、 「～ な い 」 を 意 味 す る 副 詞 で 、 〈i

rrogatur>は 、 〈irrog6>[科 す る]の 受 動 相 現 在 三 人 称 単 数 で 、 〈nisi>は 、

「～ で な い か ぎ り は 」 を 意 味 す る 接 続 詞 で 、 〈quae>は 、 〈qui>[～ が ～ す る

と こ ろ の]の 単 数 女 性 主 格 で 、そ の 先 行 詞 は 〈poena>で あ る 。〈quaque>は 、

〈quisque>[各 々 の]の 単 数 女 性 奪 格 で 、 〈lege>は 、 〈lex>[法 律]の 単 数

奪 格 で 、 〈vel>は 、 「あ る い は 」 を 意 味 す る 接 続 詞 で 、 〈ali6>は 、 〈alius>[他

の]の 単 数 中 性 奪 格 で 、 〈jUre>は 、 〈jUs>[法]の 単 数 奪 格 で 、 〈specialit

er>は 、 「と く に 」 を 意 味 す る 副 詞 で 、 〈huic>は 、 〈hic>[こ の]の 単 数 中 性

与 格 で 、〈delict6>は 、〈delictum>[犯 罪]の 単 数 与 格 で 、〈impositaest>は 、

〈imp6n6>[定 め る]の 受 動 相 完 了 三 人 称 単 数 で あ る(こ こ の 〈est>は 、 単

数 女 性 主 格 に 展 開 し て い る 完 了 分 詞 〈impositus>と あ わ さ っ て 、完 了 時 称 を

か た ち つ く っ て い る 英 語 風 の 受 動 相 現 在 で は な い)。 ② に つ い て:〈poe

nae>は 、 さ き の 〈poena>の 複 数 主 格 で 、 〈certae>は 、 〈certus>[確 定 し た]

の 複 数 女 性 主 格 で 、 〈singul6rum>は 、 〈singuh>[一 つ ず つ の]の 複 数 中

性 属 格 で 、〈peccat6rum>は 、〈peccatum>[犯 罪]の 複 数 属 格 で 、〈sunt>は 、

〈sum>[存 在 す る]の 現 在 三 人 称 複 数 で あ る 。 と こ ろ で 、 後 者 は 、 表 題 の

簡 潔 な 法 格 言 と ス ト レ ー ト に つ な が っ て い る わ け で は な い が 、 「個 別 的 な 犯

罪 に つ い て 個 別 的 に 特 定 の 刑 罰 が 用 意 さ れ て い る 」点 を 明 確 に し た 命 題 で 、

全 体 と し て 、 前 者 の 法 文 に 見 え る 〈specialiter>[と く に]の 個 所 と 関 連 が

あ る と 見 る こ と に し た 。 ロ ー マ の 法 学 者 は 、 個 々 の 犯 罪 ご と に 刑 罰 が き ち

ん と 設 定 さ れ て き て い る と こ ろ を こ の 命 題 に よ っ て 表 現 し よ う と し た の で

あ ろ う 。

(4)さ て 、 こ こ で ロ ー マ の 刑 事 裁 判 制 度 の 変 遷 と 仕 組 み に つ い て 見 て お

こ う 。 私 見 で は 、 古 代 ロ ー マ ー ○ ○ ○ 年 の 制 度 史 の な か に は 、 「罪 刑 法 定 」

に よ く 似 た シ ス テ ム が そ れ な り に 認 め ら れ て い る の で あ る が 、 そ の 点 に つ

い て は 時 代 の 流 れ の な か で 考 察 し て み る 必 要 が 存 在 す る か ら で あ る 。

(a)刑 事 裁 判 展 開 図
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753B.C.(?)

509B.C.(?)

27B.C.

A.D.284

A.D.565

※ 「自 立 的 団 体 の 制 裁 」 は 、 部 族 ・氏 族 や 、 そ の 後 を 継 ぐ 大 家 族 そ れ 自

体 に よ る 、 い わ ば 内 部 的 な 制 裁 の こ と で あ る(こ こ で は 裁 判 類 似 の 手 続 が

と ら れ る こ と も あ る)。 こ の 種 の 制 裁 に お い て は 、 タ テ マ エ 上 は 、 家 長 な ど

の 組 織 の ト ッ プ に 自 由 な 処 分 ・処 理 が 許 さ れ て い る が 、 ホ ン ネ で は 、 そ の

社 会 の 常 識=良 識 に の っ と っ て 、 そ れ な り に 理 に か な っ た 処 分 ・処 理 が な

さ れ る の が な ら わ し で あ る 。 ロ ー マ に も 世 間 体 と い う も の は ち ゃ ん と 存 在
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す る か ら で あ る 。

※ 「民 会 訴 訟 手 続 」 は 、 タ テ マ エ と し て は 、 ロ ー マ の 全 市 民 が 出 席 す る

こ と に な っ て い る 、 あ る 民 会 を 法 廷 と し て 用 い る 訴 訟 の こ と で 、 比 較 法 上

よ く 見 ら れ る 、 い わ ゆ る 「民 衆 裁 判 」 の 原 型 の 一 つ で あ る 。

※ 「懲 戒 権 行 使 」 は 、一 年 任 期 の 政 務 官=官 吏=政 治 家 が そ の 命 令 権(職

種)の 範 囲 内 で い わ ば 警 察 的 に 独 断 で 執 行 す る 制 裁 方 法 で あ る(裁 判 の よ

う な 対 審 的 な 構 造 は こ こ に は 見 ら れ な い)。

※ 「元 老 院 審 理 手 続 」 は 、 上 流 階 層 に よ っ て 構 成 さ れ る 組 織 で あ る 元 老

院 で 、 そ の メ ン バ ー の 非 行 に 対 し て 発 動 さ れ る も の で あ る 。

※ 「特 別 審 理 手 続 」 は 、 中 世 以 降 の 糺 問 式 刑 事 訴 訟 の 元 祖 で 、 い か に も

帝 政 的 な 刑 事 手 続 で あ る(現 在 の 日 本 の 刑 事 裁 判 は 、 こ こ か ら 発 し た 流 れ

の な か に 位 置 す る)。

※ 表 全 体 に つ い て 言 え ば 、 左 半 分 の 三 角 形 の 群 は 、 一 応 の と こ ろ 、 国 家

権 力 の 枠 内 で の 制 裁 を 示 し 、 一 方 、 右 の 逆 三 角 形 は 、 そ れ 以 外 の 制 裁 を 示

し 、 後 者 が 時 代 が 下 る と と も に 前 者 に よ っ て 侵 食 さ れ て い く さ ま を ご く 模

式 的 に 表 現 し て い る 。

(b)つ ぎ に 、 本 論 と し て 、 模 式 図 の 中 央 に 位 置 す る 「査 問 所 手 続 」 と い

う も の が 罪 刑 法 定 シ ス テ ム の 母 胎 と な っ て い る 点 に つ い て 述 べ よ う(査 問

所 に つ い て は 、[J]部 門 第 二 章:p.4ff.の 記 述 を 御 参 照 頂 き た い)。 ① ロ ー

マ 市 の フ ォ ル ム(公 共 広 場)で 、 公 開 の 裁 判 を 指 揮 ・監 督 す る の は 、 法 務

官(こ の 人 物 は 、 専 門 官 で は な く て 、 む し ろ 政 治 家 な の で 、 法 的 素 養 は か

な ら ず し も な い)の 一 人 で で あ る が 、 彼 は 、 抽 選 で 、 毎 年 、 各 犯 罪 類 型 ご

と に 裁 判 担 当 を 決 め ら れ る 。 民 事 訴 訟 の 指 揮 を 担 当 す る の は 別 の 二 人 の 法

務 官 で あ る 。 ② 訴 追 者(私 人 で 、 多 く は ギ リ シ ア 流 の 弁 論 術 を 習 得 し た プ

ロ)が 自 ら の イ ニ シ ヤ テ ィ ヴ で 訴 追 を 行 な っ て い く(現 代 の 検 察 官 の よ う

な 公 職 者 は 存 在 し な い)。 ③ 当 該 査 問 所 の 数 十 名 の 審 判 人 は 、 主 と し て 元 老

院 階 層 者 か ら 構 成 さ れ て い る 人 の リ ス ト の な か か ら 、 抽 選 に よ っ て 各 事 案

ご と に 選 任 さ れ る 。 ④ 審 判 人 は 、 犯 罪 事 実 を 確 定 す る 、 と い う 事 実 問 題 に

決 着 を っ け る こ と と あ わ せ て 、 法 律 に か ら ん だ 、 い わ ゆ る 法 律 問 題 も 審 理

す る 。 有 罪 の 認 定 が な さ れ る と 、法 定 刑 が 自 動 的 に 宣 告 さ れ る(こ の と き 、

被 告 人 の 国 外 退 去 つ ま り 、 亡 命 が 黙 認 さ れ る の が な ら わ し と な っ て

い る)。

(c)以 上 が 査 問 所 手 続 の 全 体 像 で あ る が 、 つ ぎ に 、 ポ イ ン ト と な る と こ

ろ を 重 点 的 に ひ ろ っ て み よ う。 ① 各 個 の 査 問 所 手 続 は 、 各 個 の 犯 罪 に つ い

て そ れ ぞ れ 制 定 さ れ る 査 問 所 設 置 法 一 法 律 一 制 定 法 を ベ ー ス と し て い る 。

② ロ ー マ 市 民 を 裁 く 刑 事 手 続 で あ る(実 際 の と こ ろ は 、 ロ ー マ 市 在 住 の 有

産 市 民 に 適 用 さ れ る だ け で あ る が)。 ③ 犯 罪 と さ れ る も の は 個 別 的 に 制 定 法
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に よ っ て 明 示 さ れ る が 、 共 和 政 中 ～ 末 期(前 二 ～ 前 一 世 紀)に お い て は 、

毒 殺 お よ び 刺 殺 、 遺 言 ・貨 幣 の 偽 造 、 不 法 侵 害 、 反 逆 、 不 法 利 得 、 選 挙 に

か ん す る 不 正 行 為 、 公 物 窃 盗 、 姦 通 、 公 暴 力 ・私 暴 力 な ど が 、 順 次 、 犯 罪

類 型 と し て 設 定 さ れ て い っ た(強 盗 、 単 純 窃 盗 な ど は 、 民 事 訴 訟 で 処 理 さ

れ る)。 ④ 手 続 を 構 成 す る の は 、 私 人 訴 追 者 、 被 告 人(弁 護 人 が つ く)、 指

揮 政 務 官 、 私 人 審 判 人 の 四 者 で あ る が 、 前 二 者 の 対 等 の 対 抗 関 係 が 訴 訟 の

中 軸 を 構 成 す る(上 下 の 権 力 関 係 の よ う な も の は こ こ に は 存 在 し な い)。 ⑤

刑 罰 は 法 定 さ れ て い る(刑 罰 の ヴ ァ リ エ ー シ ョ ン は 少 な く 、 極 刑 が 科 せ ら

れ る こ と に な っ て い る)。 ⑥ 第 一 審 が 最 終 審 で あ る 。 ⑦ 理 念 的 に は 、 こ の 手

続 を 、 民 主 的 な 色 あ い も た し か に あ る 共 和 政 の 精 神 を 刑 事 裁 判 の 分 野 で 体

現 し た も の 、 と し て 高 く 評 価 で き る が 、 そ の 反 面 、 私 人 訴 追 者 が 、 個 人 の

利 益 の 確 保 に 走 っ て 、 あ ま り に 自 由 に 動 き す ぎ る た め に 手 続 が 不 安 定 に な

り や す い こ と 、 手 続 が か な り 煩 雑 で 事 件 処 理 能 力 が 低 い こ と 、 法 学 者 が 民

事 事 件 に し か 事 実 上 関 心 を 示 さ な い 関 係 で 、 司 法 分 野 に お け る 唯 一 の プ ロ

で あ る 法 学 者 の 側 か ら の コ ン ト ロ ー ル が 働 か な い こ と な ど 、 重 大 な 構 造 上

の 欠 陥 も 数 多 く か か え て い る 。

(d)査 問 所 手 続 は 、 皇 帝 へ の 権 力 集 中 が 強 ま っ て き た 、 紀 元 後 の 帝 政 時

代 に お い て し だ い に す た れ 、 最 終 的 に は 特 別 審 理 手 続(職 権 審 理 手 続)に

と っ て か わ ら れ て し ま う 。 そ れ で 、 「罪 刑 法 定 」 と い う 点 に つ い て 見 て み る

と 、 こ の 特 別 審 理 手 続 に お い て は 、 ま ず 、 「罪 」の 枠 組 み が ゆ る め ら れ 、ル ー

ス に な る 。 こ れ に よ り 、 具 体 的 な 局 面 で 臨 機 応 変 の 動 き を す る こ と が 当 局

に 可 能 と な っ た の で あ る が 、 皇 帝 が 独 力 で 法(刑 事 法)を 創 出 で き る よ う

な 状 況 が 生 じ て き た こ と も こ れ と 内 面 的 に 関 連 し て い る 。 そ れ で も 、 全 体

と し て 見 れ ば 、 「罪 が 法 定 さ れ て い る 」 と い う 構 造 そ れ 自 体 は 変 わ る こ と は

な か っ た 。 つ ぎ に 、 「刑 」 に つ い て は 、 刑 法 定 シ ス テ ム か ら 量 刑 自 由 シ ス テ

ム へ と 移 行 し 、 犯 情 に 応 じ て 適 切 な 刑 罰 を 選 択 す る こ と が 裁 判 官(査 問 所

手 続 に お け る 審 判 人 の 位 置 に 、 官 吏 で あ る こ の 裁 判 官 が 入 り 、 証 拠 調 べ も

し て 、 判 決 を 下 す)に 可 能 と な っ た 。 そ れ で も 、 「刑 が 法 定 さ れ て い る 」 と

い う 構 造 は 維 持 さ れ た も の と 見 て よ い 。 こ の よ う に 、 共 和 政 時 代 の 物 の 考

え か た を あ る 意 味 で は 体 現 す る よ う な 「罪 刑 法 定 シ ス テ ム 」 は 、 も と も と

そ れ な り に 固 い 形 を 特 徴 と し て い た の で あ る が 、 帝 政 時 代 に は 、 そ の シ ス

テ ム は 全 体 と し て 軟 化 し て し ま う 。 そ れ で も 、 帝 政 時 代 に は 、 そ れ ま で の

時 代 の 場 合 と は 異 な っ て 、 法 学 者 が 国 政 全 般 に わ た っ て 皇 帝 を 官 僚 と し て

補 佐 す る 体 制 が で き あ が っ て き た の で 、 刑 事 裁 判 の 安 定 性 は こ れ に よ り む

し ろ 逆 に 確 保 さ れ る よ う に な る 。 も っ と も 、 時 の 皇 帝 が 恣 意 的 な 裁 判 運 営

を し た り す れ ば 、 そ の 安 定 性 は 大 き く 揺 ら ぐ が 、 そ の よ う な ケ ー ス は 、 「法

の 国 」 を 自 負 す る ロ ー マ で は や は り 例 外 的 な 現 象 で あ る 、 と ひ と ま ず 考 え
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て お い て も よ い で あ ろ う 。 以 上 の 点 に つ い て は[J]部 門 第 三 章:p.18ff.

に お い て 再 論 す る こ と に な っ て い る 。

[C]〈Pactasuntservanda.〉(パ ク タ ・ ス ン ト ・ セ ル ワ ン ダ)

(1)日 本 の 専 門 家 の あ い だ で も よ く 知 ら れ て い る こ の 格 言 の 原 文 は 、 ラ

テ ン 語 の 〈Pactasuntservanda.〉 で あ る 。 実 に 興 味 ぶ か い こ と に 、 こ の 広

い 世 界 に お い て 、 古 典 的 で 正 統 の ラ テ ン 語 発 音 が 教 え ら れ て い る の は お そ

ら く わ が 日 本 の 場 合 だ け な の で(他 の 欧 米 の 国 々 で は 、 お 国 な ま り ま る だ

し の 、 各 国 ま ち ま ち な 発 音 が ま か り と お っ て い る)、 世 界 に 誇 る 日 本 の 知 的

水 準 を 反 映 し た 表 記 法 を 学 問 の 世 界 で 用 い る の が 筋 道 の と お っ た や り か た

で あ ろ う(小 学 校 に お け る ロ ー マ 字(ロ ー マ の 字!)教 育 の 成 果 が こ ん な と

こ ろ に 現 わ れ て く る の は 、 い か に も 面 白 い)。 さ て 、 ラ テ ン 語 で は 、 も と も

と 、<V>と<U>と は い わ ば 同 じ よ う な も の な の で 、 〈V>は 〈U>系 統 の 発 音 に な

っ て く る 。 私 た ち 昭 和 世 代 に は 昔 懐 し い 、 特 別 の(?)響 き も あ る 、 鴎 外 の

作 品 「ヰ タ ・ セ ク ス ア リ ス 」 に あ る 「ヰ 」 は 、 古 い 日 本 語 の 奥 床 し さ を 感

じ さ せ て く れ る 音 で あ る が 、 実 は 、 表 題 に 見 え る 「ワ 」 は 、 こ の 「ヰ 」 の

仲 間 で あ る 。 そ の よ う な わ け で 、 日 本 の 法 学 教 科 書 に よ く 出 て く る 「セ ル

ヴ ァ ン ダ 」 や 「セ ル バ ン ダ 」 は 、 い く ら か 厳 密 に 言 え ば ラ テ ン 語 で

は な い こ と に な る(「 セ ル ウ ァ ン ダ 」 と い う の は ラ テ ン 語 の も う 一 つ の 表 記

法 で あ ろ う が 、 「ワ ー ル ド シ リ ー ズ 」 を 「ウ ァ ー ル ド シ リ ー ズ 」 と は 言 わ な

い 日 本 語 の 例 に も な ら っ て 、 こ こ で は ひ と ま ず 「ワ 」 説 の 方 を と っ て お こ

う)。

(2)ま ず 、 こ の 命 題 を 文 法 的 に 解 析 し て み れ ば 、 つ ぎ の よ う に な る 。 〈p

acta>は 、 〈pactum>[合 意]の 複 数 主 格 で 、 〈sunt>は 、 〈sum>[で あ る]

の 現 在 三 人 称 複 数 で 、 〈servanda>は 、 〈serv6>[守 る]の 動 形 容 詞 〈servan

dus>[守 ら れ る べ き[で あ る]]の 複 数 中 性 主 格 で あ る(あ の 〈referendu

m>[レ フ ェ レ ン ド ゥ ム(ラ テ ン 語)一 レ フ ァ レ ン ダ ム(英 語 ・ 日 本 語):

国 民 投 票]と 同 じ 文 法 範 躊 に 属 す る 言 葉 で あ り 、 独 語 の 、 未 来(受 動)分

詞 的 表 現 で あ る 〈zu～end～ 〉と よ く 似 た 風 情 の も の で あ る)。 こ の ほ か 、

す で に 、 〈sequenda>、 〈intelligenda>、 〈restringenda>、 〈ampliandi>な

ど の 動 形 容 詞 の 用 例 が 登 場 し て き て い る 。 動 形 容 詞 に つ い て は[B]部 門 「索

引 」 の 「動 形 容 詞 」 の と こ ろ を 参 照 し て 頂 き た い 。 そ れ で 、 全 体 と し て 、

こ こ の と こ ろ の 試 訳 は 、 「合 意 は 守 ら れ る べ き で あ る 」 と な る 。そ の ほ か に 、

構 文 を が ら り と 変 え て 、 「合 意 は 拘 束 す る 」 と 軽 や か に 訳 し だ す 手 法 も あ る

が 、 日 本 語 の 「べ き で あ る ・ べ し 」 と い う 、 バ タ く さ い 訳 法 も 、 格 言 領 域

で は 今 で も 十 分 に 使 え る の で 、 あ え て こ の よ う に 言 い か え る 必 要 も な か ろ

う 。 こ の さ い 、 そ も そ も 邦 訳 の 作 法 に お い て は 、 「[も と も と の ラ テ ン 語 の]

文 体 は 保 持 さ れ る べ き で あ る 」 と い う よ う に し て 頂 き た い と 、 ご く 控 え 目
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に 提 言 さ せ て 頂 く こ と に す る 。 も っ と も 、 「守 ら れ な け れ ば な ら な い 」 と い

う 、 長 々 し い 口 語 調 の 表 現 に な っ た と し て も 、 こ れ に は と く に 異 論 は と な

え な い こ と に す る 。 そ れ か ら 、 「合 意 」 の と こ ろ に 「約 束 」 あ る い は 「契 約 」

と い う訳 を あ て る の は 、 文 脈 し だ い で 十 分 に 可 能 で あ る 。 本 編 で は 、 ロ ー

マ 法 と の か ら み で 「合 意 」 と い う訳 を つ け て い る だ け で あ る 。

(3)こ の 「パ ク タ ・ス ン ト ・セ ル ワ ン ダ 」 は 、 国 際 法 の 領 域 で は 、 条 約

の 拘 束 力 を 基 礎 づ け る 原 理 を コ ン パ ク ト に 述 べ た も の と し て 、有 名 で あ る 。

こ の 国 際 法 で は 、 発 効 し た 条 約 は 当 事 国 を 拘 束 し 、 そ の 当 事 国 は 条 約 を 誠

実 に 履 行 す る 義 務 を 負 う も の と さ れ て い る か ら で あ る(条 約 法 に 関 す る ウ

イ ー ン 条 約 第 二 六 条)。 一 方 、 民 事 法(国 内 法)の 原 理 な い し は 基 本 ル ー ル

と し て も 、 こ の 命 題 は 重 要 な 意 味 を も っ て い る 。 た だ 、 日 本 独 特 の 法 文 化

の 枠 内 で 考 え て み る と 、 「契 約(合 意)は 守 る べ き で あ る 」 と い う大 命 題 に

対 す る も の と し て 、 「契 約(合 意)を 状 況 し だ い で は 守 ら な い こ と も 認 め て

ほ し い 」 と い う 甘 え た 発 想 も 根 強 い の が 注 目 点 で あ る 。 「ど う し て そ う い っ

た い わ ば ル ー ス な 現 象 が こ の 日 本 に 生 じ 、 は び こ っ て い る の か?」 と い う 問

題 に つ い て は 、 ま た の 機 会 に 考 え て み た い 。 こ れ は 「比 較 法 文 化 論 」 の 研

究 テ ー マ で あ る 。

(4)本 論 に 入 ろ う 。 「パ ク タ ・ス ン ト ・セ ル ワ ン ダ 」 は ロ ー マ 法 で 生 み だ

さ れ た 命 題 で あ ろ う か 。 厳 密 に は そ う で な い 。 法 学 界 で 知 ら れ て い る 格 言

の な か に は 、真 正 の ロ ー マ 法 格 言 と い う も の は あ ま り 多 く な い が 、し か し 、

ロ ー マ 法 に な ん ら か の ル ー ツ を も ち 、 そ し て 、 中 世 、 近 世 な ど の 後 の 時 代

で そ れ ぞ れ の 時 代 相 の な か で 磨 か れ 、 活 用 さ れ 、 大 い に 有 名 と な り 、 現 代

に ま で 伝 わ っ て き て い る も の も 、 ロ ー マ 法 起 源 の 命 題 に 組 入 れ て よ い と す

れ ば 、 こ の 命 題 に は 、 「メ イ ド ・イ ン ・ロ ー ム 」 と い う 形 容 詞 を っ け て も ら

う 資 格 が 十 分 に あ る 。 以 下 に 、 ロ ー マ 法 の 資 料 を フ ォ ロ ー し な が ら 、 「パ ク

タ ・ス ン ト ・セ ル ワ ン ダ 」 論 の 周 辺 を 洗 っ て み よ う 。

① 〈Quidtamcongruumfideihumanae,quameaquaeintere6spla

cueruntservare?〉[彼 ら(当 事 者)の あ い だ で 納 得 し た こ と を 守 る こ と ほ

ど 人 の 信 義 に 合 致 し て い る も の が な に か[あ る]か?](σZμ δηαs,D.2,14,

1pr.)こ れ は 、 信 義(フ ィ デ ー ス)を 重 ん ず る ロ ー マ 人 が 、 「合 意 を 守 る 」

と い う こ と の 大 切 さ を 彼 ら な り に 宣 明 し た も の で あ る が 、「パ ク タ ・ス ン ト ・

セ ル ワ ン ダ 」 と 同 じ ラ イ ン 上 の 考 え か た を 示 し て い る 。 い ず れ に し て も 、

合 意 を 関 係 者 が た が い に 守 り ぬ く 、 と い う こ と が 人 間 の 社 会 の 根 本 規 範 で

あ る 点 は 、 ほ と ん ど 証 明 を 必 要 と し な い 自 明 の 理 い わ ば 自 然 法 で あ

ろ う 。 し か し 、 問 題 は 、 な ん ら か の 事 情 で 合 意 ・約 束 が 守 ら れ な い よ う な

事 態 に 人 が た ち い た っ た と き に は ど う な る か 、 と い う 点 に あ る 。 も っ と も

ゆ る や か な 扱 い は 、 と 言 え ば 、 そ れ は 、 合 意 に よ っ て な ん ら か の こ と を な
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す よ う 義 務 づ け ら れ て い る 側 の 自 発 的 ・ 自 主 的 な 動 き を 相 手 方 が い っ ま で

も 待 つ 、 と い う も の で あ ろ う が 、 十 分 に き び し い 法 社 会 に ま で 到 達 し て い

た ロ ー マ の 社 会 で は 、 そ の よ う な こ と が 容 易 に 許 さ れ る は ず も な か っ た 。

そ れ ど こ ろ か 、 訴 訟 の 手 段 に 訴 え て で も 、 合 意 の 内 容 な い し は そ れ に か わ

る べ き も の を 実 現 さ せ る 手 続 が 、 一 定 の 枠 内 で 発 達 し て き て い る 。 と こ ろ

で 、 人 の 最 終 的 な 責 任 の と り か た は 、 も ち ろ ん 現 代 の 場 合 と は ま っ た く 異

な っ て 、 自 身 の 身 体 そ れ 自 体 で も っ て 償 い を す る こ と で あ る 。極 端 な 場 合 、

ロ ー マ 市 民 で も 、 債 務 奴 隷 に 身 を お と さ な け れ ば な ら な い(つ ま り 、 そ の

者 は 厳 密 な 意 味 で の 「人 間 」 で は な く な っ て し ま う)。 こ の さ い 、 「パ ク タ ・

ス ン ト ・ セ ル ワ ン ダ 」 は 、 美 辞 麗 句 な ど で は な く 、 「合 意 は ち ゃ ん と 守 っ て

も ら う 」 と い う 、 冷 た く 鋭 い 取 り き め を 意 味 す る 命 題 と 見 て お い た 方 が 無

難 で あ ろ う 。 さ て 、 〈quid>は 、 疑 問 代 名 詞 で あ る 〈quis>[誰 が ～ か?]の

単 数 中 性 主 格 で あ る 。 〈tam>は 、 「そ れ ほ ど に 」 を 意 味 す る 副 詞 で 、 後 に く

る 副 詞 の 〈quam>[よ り も]と あ わ さ っ て 、 「～ ほ ど 、 そ れ ほ ど ～ 」 を 意 味

し 、 〈congruum>は 、 〈congruus>[適 切 な]の 単 数 中 性 主 格 で 、 〈fidei>は 、

〈fides>[信 義]の 単 数 与 格(「 与 格 」 と い う の は 、 独 語 の 三 格 と 部 分 的 に

対 応 す る 用 法 を も っ て い る)で 、<hUmanae>は<hUmanus>[人 の]の 単 数

女 性 与 格 で あ る 。 〈ea>は 、 さ き の 〈is>[こ れ]の 複 数 中 性 主 格 で あ っ て 、

つ ぎ の 、〈quae>と い う 関 係 代 名 詞 の 先 行 詞 と な っ て お り 、〈quae>は 、〈qui>[～

が ～ す る と こ ろ の]の 複 数 中 性 主 格 で 、 〈inter>は 、 「～ の あ い だ に 」 を 意

味 す る 前 置 詞 で 、〈e6s>は 、さ き の<is>の 複 数 男 性 対 格 で 、〈placuerunt>は 、

〈place6>[気 に い る]の 完 了 三 人 称 複 数 で 、 〈servare>は 、 〈serv6>[守 る]

の 現 在 不 定 法 で あ る 。 な お 、 本 動 詞(「 で あ る 」)は 、 い つ も の よ う に 、 省

略 さ れ て い る 。

② ロ ー マ 法 で は 、 所 定 の 形 式 ・方 式 や 儀 式 を 経 由 し て い な い 、 い わ ば 「裸

の 」 た ん な る 合 意 ・ 約 束 か ら で も 、 つ ね に 訴 訟 の 形 式 に よ る ア ク テ ィ ヴ な

追 及 ・ 追 求 が 可 能 に な っ て い る 、 と い う 、 物 わ か り の よ い 状 況 に な っ て い

る わ け で は な い 。 そ れ は 〈Expact6acti6nemn6nnasci>[合 意 か ら は 訴

権 が 生 じ な い こ と](C.」.2,3,10)が 原 貝1」と な っ て い る か ら で あ る(C.J.

に つ い て は 第 四 部 第 一 章 の 凡 例1°:p.108ff.を 参 照)。 「訴 権 が 生 じ な い 」

と い う の は 、 極 論 す れ ば 、 権 利 を 訴 訟 の 場 で 徹 底 的 に 追 求 す る 道 が 閉 ざ さ

れ て い る こ と な の で 、 「パ ク タ ・ ス ン ト ・セ ル ワ ン ダ 」 と い う 考 え か た に は

実 質 的 な サ ン ク シ ョ ン が 欠 け る 事 態 も 生 じ て く る わ け で あ る 。 こ の ② と 内

容 的 に 関 連 す る 学 説 法 文 と し て 、 ③ 〈Interdumexpact6acti6nascitur,

quotienslegevelsenatUsc6nsult6adjuvatur,〉[と き に は 、[合 意 が]

法 律 あ る い は 元 老 院 議 決 に よ っ て 支 え ら れ る た び ご と に 、[そ の]合 意 か ら

[で も]訴 権 が 生 ず る 。](σZpfα 照s,D.2,14,6)、 ④ 〈NUdapacti60bligati6
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nemn6nparit,sedparitexcepti6nem.〉[た ん な る 合 意 は 、 債 務 関 係

は 生 み だ さ な い が 、 し か し 、 抗 弁 は 生 み だ す 。](σZpぬ η㍑s,D.2,14,7,4)と

が あ る 。 ② に つ い て:<ex>は 、 「～ か ら 」 を 意 味 す る 前 置 詞 で 、 〈pact6>は 、

〈pactum>[合 意]の 単 数 奪 格 で 、 〈acti6nem>は 、 〈acti6>[訴 権]の 単 数

対 格 で 、 〈n6n>は 、 「～ な い 」 を 意 味 す る 副 詞 で 、 〈nasci>は 、 デ ー ポ ー ネ

ン テ ィ ア 動 詞 〈nascor>[生 ま れ る]の 現 在 不 定 法(受 動 相)で あ る(こ の

文 章 は 、 対 格 不 定 法 を 構 成 す る 不 定 法 で 止 め ら れ て い て 、 不 完 全 な も の で

あ る 対 格 不 定 法 に つ い て は[B]部 門 〈35>を 参 照)。 ③ に つ い て:〈inte

rdum>は 、 「と き に は 」 を 意 味 す る 副 詞 で 、 〈acti6>は 、 「訴 権 」 を 意 味 す る

見 出 し 語 名 詞 で 、 〈nascitur>は 、 さ き の 〈nascor>の 現 在 三 人 称 単 数(受 動

相)で 、〈quotiens>は 、 「～ す る た び ご と に 」 を 意 味 す る 副 詞 で 、 〈lege>は 、

〈lex>[法 律]の 単 数 奪 格 で 、 〈vel>は 、 「あ る い は 」 を 意 味 す る 接 続 詞 で 、<s

enatUs>は 、 〈senatus>[元 老 院]の 単 数 属 格 で 、 〈c6nsult6>は 、 〈c6nsul

tum>[決 定]の 単 数 奪 格 で 、 〈adjuvatur>は 、 〈adjuv6>[助 け る]の 受 動

相 現 在 三 人 称 単 数 で あ る(主 語 は か く れ て い る)。 ④ に つ い て:〈nUda>は 、

〈nUdus>[た ん な る]の 単 数 女 性 主 格 で 、 〈pacti6>は 、 〈pactum>と 同 じ よ

う に 、 「合 意 」を 意 味 す る 見 出 し 語 名 詞 で 、〈obligati6nem>は 、〈obligati6>[債

務 関 係]の 単 数 対 格 で 、 〈sed>は 、 「し か し 」 を 意 味 す る 接 続 詞 で 、 〈n6n

～sed>[～ で は な く て 、 ～]と い う 相 関 語 を 構 成 す る 。 〈parit>は 、 〈pari

6>[生 む]の 現 在 三 人 称 単 数 で 、 〈excepti6nem>は 、 〈excepti6>[抗 弁]

の 単 数 対 格 で あ る 。

以 上 の 法 文 か ら 知 ら れ る よ う に 、 ロ ー マ 法 上 の 制 度 と し て の 〈pactum>、

お よ び 、 そ れ と ほ ぼ 同 義 の 〈pacti6>は 、 「パ ク タ ・ ス ン ト ・ セ ル ワ ン ダ 」 と

い う 立 派 な タ テ マ エ(か ま え ・ ス ロ ー ガ ン)に よ っ て き れ い に 飾 ら れ て い

る け れ ど も 、 ホ ン ネ(実 質 一 訴 求 力)の 面 で は も う 一 つ 強 力 で は な か っ た 。

〈pactum>[合 意]が 、 同 じ 約 束 ご と の な か で も 、 〈contractus>[契 約]や

〈stipulati6>[問 答 契 約]と ち が う の は 、 そ の 点 で あ る 。 つ ま り 、 こ れ ら は 、

契 約 に も と つ い て 生 ず る 債 務 関 係(こ れ と 区 別 さ れ る も の に 、 不 法 行 為 か

ら 生 ず る 債 務 関 係 が あ る)に 関 連 す る 概 念 で 、 こ こ で は 、 訴 訟 に よ る 徹 底

的 な 債 務 ま た は そ れ に か わ る も の の 追 求 が 正 式 に 認 め ら れ て い た か ら で あ

る 。 こ ち ら の タ イ プ の 債 務 関 係 に は 、 物 に よ る 債 務 関 係 、 言 語 に よ る 債 務

関 係 、 文 書 に よ る 債 務 関 係 、 合 意 に よ っ て 締 結 さ れ た 債 務 関 係(obligati6

c6nsensUcontracta)の 四 つ が あ る が 、 近 代 の 法 制 の 下 で 認 め ら れ て い る

契 約 類 型 の 多 く が こ の 範 疇 の な か に 入 っ て い る 。 と こ ろ で 、 表 題 の 格 言 と

深 い 関 連 の あ る テ ー マ と し て 、 第 四 の 型 で あ る 「合 意 に よ っ て 締 結 さ れ た

債 務 関 係 」 に つ い て ふ れ て お か な け れ ば な ら な い 。 こ れ は 、 物 の 給 付 も せ

ず 、 わ ず ら わ し い 形 式 行 為 を 介 在 さ せ な く て も 、 当 事 者 間 に 義 務 づ け を 生
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じ さ せ る た め の 意 思 の 合 致(c6nsensus)(無 方 式 の も の で も よ い)が あ り

さ え す れ ば 、 い わ ゆ る 「契 約 」 が 成 立 す る 、 と い う タ イ プ の も の で あ る 。

売 買 、 賃 約(使 用 賃 貸 借 ・ 用 益 賃 貸 借 、 雇 傭 、 請 負)、 組 合 、 委 任 と い っ た

経 済 的 に 重 要 な 契 約 類 型 が こ こ に 含 ま れ て い る が 、 そ の 仕 組 み は 、 「た ん な

る 合 意 の よ う な も の に は 完 全 な 力 を 与 え な い 」 と す る 法 思 想 の 一 大 例 外 を

な す も の で あ り 、 ロ ー マ 人 の 頭 の 柔 軟 さ を 示 す 好 例 と な っ て い る 。

(5)結 論 を 述 べ よ う 。 〈pacta>(単 数 形 は 〈pactum>)が 、 本 来 は 、 市 民

法(正 規 の ロ ー マ 法)に 依 拠 す る か た ち で は 請 求(訴 求)す る こ と の で き

な い 債 務 契 約 を 指 し て い た 関 係 で 、 ロ ー マ に お い て 「パ ク タ ・ ス ン ト ・ セ

ル ワ ン ダ 」 の 意 味 は 弱 い も の と な る け れ ど も 、 し か し 、 ロ ー マ 人 が す ば ら

し い 法 技 術 と し て 後 世 に 残 し て く れ た さ き の 第 四 の 型(一 応 「諾 成 契 約 」

タ イ プ と 名 づ け て お こ う)な ど に か ん し て は 、 こ の 格 言 の 精 神 は ロ ー マ 法

で も 十 分 に 妥 当 し て い る の で あ る 。

(6)「 パ ク タ ・ ス ン ト ・ セ ル ワ ン ダ 」 を め ぐ る 現 代 日 本 の さ ま ざ ま な 問 題

点 に つ い て は 、 拙 著 『 タ テ マ エ の 法 ・ ホ ン ネ の 法 』(第 四 版 ・ 日 本 評 論 社 ・

2009)の 記 述 を 御 参 照 頂 け れ ば 、 幸 い で あ る 。

[D]〈NUIIusvid6turdol6facere,quTsu6jUreUtitur.〉(ヌ ー ッ ル ス ・

ウ ィ デ ー ト ゥ ル ・ ド ロ ー ・ フ ァ ケ レ ・ ク ィ ー ・ ス オ ー ・ ユ ー レ ・ ウ ー テ ィ

ト ウ ル)

(1)日 本 で は 、 一 九 三 五 年 に 出 さ れ た 、 い わ ゆ る 「宇 奈 月 温 泉 事 件 」 の

大 審 院 判 決 を 通 じ て 、 「権 利 は 濫 用 さ れ る べ き で は な い 」 と い う 考 え か た が

判 例 に お い て 確 立 し 、 そ の 後 、 こ れ は 、 一 九 四 七 年 の 民 法 改 正 に よ っ て 明

文 化 さ れ て い る 。 こ こ で 、 「権 利 の 行 使 に は お の ず と 限 界 が あ る 」 と い う 思

想 の 確 立 に い た る ま で の 過 程 を 、 い く ら か 歴 史 的 に 検 証 し て み よ う 。 ま ず 、

(2)の(A)で 、 ロ ー マ の 法 源 を フ ォ ロ ー し 、 つ ぎ に 、(B)で 、 そ れ 以 後 の 時

代 の 法 命 題 を と り あ げ 、 最 後 に 、(3)以 下 で 全 体 的 な 概 観 を 試 み る 。

(2)(A)①

〈NUIIusvideturdol6facere,quisu6jUreUtitur.〉(G(寛 滅s,D.50,17,

55)[自 身 の 権 利 を 用 い る 人 は 、誰 も 、悪 意 で 行 動 す る も の と は 見 ら れ な い 。]

一こ の 命 題 は 、 ロ ー マ 法 の 学 説 に お い て 磨 き あ げ ら れ 、 最 終 的 に 六 世 紀 の

法 典 編 纂 の さ い 法 文 化 さ れ た も の で あ る 。 こ れ が 、 学 説 彙 纂 の 第 五 〇 巻 の

同 じ 章 に お か れ て い る つ ぎ の 法 文(A)一 ② と あ わ さ る か た ち で 、 ロ ー マ 法

の 基 本 的 な 原 則=原 理 を 示 す も の と な っ て い る 、 と ひ と ま ず 考 え て み る こ

と は 許 さ れ る で あ ろ う 。 〈nUllus>は 、 「な ん ら の ～ も ～ な い 」 を 意 味 す る 見

出 し 語 の 代 名 詞 的 形 容 詞 が 名 詞 化 し た も の で 、 〈videtur>は 、 〈vide6>[見

る]の 受 動 相 現 在 三 人 称 単 数 で 、<dol6>は 、〈dolus>[悪 意]の 単 数 奪 格 で 、

〈facere>は 、 〈faci6>[な す]の 現 在 不 定 法 で(主 格 不 定 法 中 の 不 定 法 で あ
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る:主 格 不 定 法 に つ い て は[B]部 門 〈35>の 解 説 を 参 照)、 〈qui>は 、 「～ が

～ す る と こ ろ の 」 を 意 味 す る 見 出 し 語 関 係 代 名 詞 で 、 〈su6>は 、 〈suus>[そ

れ 自 身 の]の 単 数 中 性 奪 格 で 、<jUre>は 、<jUs>の[権 利]の 単 数 奪 格 で 、

〈Utitur>は 、 デ ー ポ ー ネ ン テ ィ ア 動 詞 〈Utor>[用 い る]の 現 在 三 人 称 単 数

(受 動 相)で あ る 。

(A)②

〈Nem6damnumfacit,nisiqulidfecit,quodfacerejUsn6nhabe

t.〉(Pα ㍑蝕s,D.5047,151)[誰 も 、 な す 権 利 を も た な い こ と を し た の で な

い か ぎ り は 、 損 害 を 生 じ さ せ な い 。]… … こ の 命 題 は 少 し も っ て ま わ っ た 表

現 の も の で あ る が 、 結 局 の と こ ろ 、(A)① と 同 じ よ う な こ と を 表 現 す る

も の と な っ て い る 。 法 学 者 の 格 か ら 言 え ば 、 さ き の ガ ー イ ウ ス よ り も 、 こ

の パ ウ ル ス の 方 が は る か に 上 で あ る が 、 文 章 命 題 の 簡 潔 さ 、 と い う 点 で は

ガ ー ウ イ ス の 才 能 が パ ウ ル ス の そ れ を う わ ま わ る も の と 見 た い 。〈nem6>は 、

「誰 も ～ な い 」 を 意 味 す る 見 出 し 語 名 詞 で 、 〈damnum>は 、 〈damnum>[損

害]の 単 数 対 格 で 、〈facit>は 、 さ き の 〈faci6>の 現 在 三 人 称 単 数 で 、〈nisi>は 、

「～ な い か ぎ り は 」 を 意 味 す る 接 続 詞 で 、 〈id>は 、 〈is>[こ れ]の 単 数 中 性

対 格 で 、 〈fecit>は 、 〈faci6>の 完 了 三 人 称 単 数 で 、 〈quod>は 、 さ き の 〈qul>の

単 数 中 性 対 格 で 、 〈jUS>は 〈jUS>[権 利]の 単 数 対 格 で(〈jUS>に は 、 こ の ほ

か に 、 「法 」 と い う 重 要 な 意 味 も あ る)、 〈n6n>は 、 「～ な い 」 を 意 味 す る 否

定 の 副 詞 で 、 〈habet>は 、 〈habe6>[も つ]の 現 在 三 人 称 単 数 で あ る 。

(A)③

〈Quijuresu6utitur,neminifacitinjuriam.〉(Pα ㍑Z㍑s,D.50,17,15

1)[自 身 の 権 利 を 用 い る[人 は]、 誰 に 対 し て も 不 法 侵 害 を な さ な い 。]… …

〈nemini>は 、 さ き の 〈nem6>[誰 も ～ な い]の 単 数 与 格 で 、 〈injUriam>は 、

〈injUria>[侵 害]の 単 数 対 格 で あ る 。

(A)④

〈Quijuresu6utitur,neminemlaedit.〉(Gd滅s,D.50,17,55)[自 身

の 権 利 を 用 い る[人 は]、 誰 も 害 し な い 。]… … 〈neminem>は 、 さ き の 〈nem

6>の 単 数 対 格 で 、 〈laedit>は 、 〈laed6>の 現 在 三 人 称 単 数 で あ る 。

(A)⑤

〈MalejUrenostr6Utln6ndebemus.〉(Gaius,lnstitUti6nes,1,53)[私

た ち は 私 た ち 自 身 の 権 利 を 悪 く 用 い る べ き で は な い 。]… … こ こ の 「悪 く 用

い る 」 と い う の は 、 「悪 用 す る 」 よ り も お そ ら く 広 い 観 念 で 、社 会 の 習 俗(「 父

祖 の 習 い 」)に 照 ら し て 不 当 ・不 適 切 と な る よ う な 権 利 の 用 い か た を す る こ

と を 指 す 。 こ れ は 、 〈InstitUti6nes>[法 学 提 要 ・法 学 入 門]と い う 出 典(著

書)が 示 し て い る よ う に 、 も ち ろ ん 、 法 文 な ど で は な く 、 私 人(法 学 者)

と し て の ガ ー イ ウ ス 個 人 が つ く り あ げ た 、お そ ら く は 講 義 用 の 命 題 で あ る 。
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同 じ ガ ー イ ウ ス の 立 て た 、 法 文 と し て の 資 格 を も っ よ う に な っ た 命 題(A)

① と は 対 立 す る と こ ろ も な い わ け で は な い 。 い ず れ に し て も 、 権 利 の 悪

用 ・濫 用 が 戒 め ら れ て い る 。 ⑤ 以 下 に 、 そ の 系 統 の 命 題 が ⑨ ま で つ づ く 。 〈m

ale>は 、 「悪 く 」 を 意 味 す る 副 詞 で 、 〈jUre>は 、 〈jUs>[権 利]の 単 数 奪 格

で 、 〈nostr6>は 、 再 帰 代 名 詞 で あ る 〈noster>[私 た ち 自 身 の]の 単 数 中 性

奪 格 で(〈Utor>は 、 奪 格 を ひ く 動 詞 で あ る)、 〈Utl>は 、 デ ー ポ ー ネ ン テ ィ

ア 動 詞 〈Utor>の 現 在 不 定 法(受 動 相)で 、 〈debemus>は 、 〈debe6>[～ し

な け れ ば な ら な い]の 現 在 一 人 称 複 数 で あ る 。

(A)⑥

〈ExpeditrelpUblicaenequisresuamaleUtatur.〉(1.J.1,8,2:1.

に つ い て は 、 第 四 部 第 一 章 の 凡 例1Q:p.109を 参 照)[人 が 自 身 の 物 を 悪

く 用 い な い こ と は 、 国 家 に と っ て 好 都 合 で あ る 。]… … 「国 家(レ ー ス ・ プ ー

ブ リ カ)の 都 合 」 と い う も の が 前 面 に 押 し だ さ れ て い る 法 命 題 、 と い う 意

味 で 、 こ の 法 文 は な か な か 興 味 ぶ か い 。 〈expedit>は 、 〈expedi6>[役 に 立

つ]の 現 在 三 人 称 単 数 で 、非 人 称 的 に 用 い ら れ て い る 。 〈rei>は 、〈res>[物]

の 単 数 与 格 で 、 〈pUblicae>は 、 〈pUblicus>[公 け の]単 数 女 性 与 格 で 、 こ

れ ら 二 つ が あ わ さ り 、 見 出 し 語<reSPUblica>[国 家]の 単 数 与 格 と な っ て

い る 。 〈ne>は 、 「な い よ う に 」 を 意 味 す る 接 続 詞 で あ る 。 見 出 し 語 不 定 代 名

詞 の 〈quis>は 、 〈ne>の 後 に き て い る 関 係 で 、 見 出 し 語 〈aliquis>[あ る 者]

が 短 縮 さ れ る よ う に な っ た も の で あ る 。 〈re>は 、〈res>[物]の 単 数 奪 格 で 、

〈sua>は 、 さ き の 〈suus>の 単 数 女 性 奪 格 で 、 〈male>は 、 「悪 く 」 を 意 味 す る

副 詞 で 、 〈Utatur>は 、 デ ー ポ ー ネ ン テ ィ ア 動 詞 〈Utor>の 接 続 法 現 在 三 人 称

単 数(受 動 相)で あ る 。

(A)⑦

〈N6nomnequodlicethonestumest.〉(Pα ㍑伽s,D,50,17,ヱ44pr.)[許

さ れ て い る[こ と]す べ て が 立 派 で あ る 、 と い う わ け で は な い 。]… … こ こ

の 「許 さ れ て い る こ と 」 と い う 表 現 は 、 権 利 の 具 体 的 な 行 使 の 態 様 を 指 す

も の と 思 わ れ る 。 〈omne>は 、 〈omnis>[す べ て の]の 単 数 中 性 主 格 が 名 詞

化 し た も の で 、 〈licet>は 、 「～ す る こ と を 許 さ れ て い る 」 を 意 味 す る 非 人 称

動 詞(現 在 三 人 称 単 数 形)で 、 〈honestum>は 、 〈honestus>[立 派 な]の

単 数 中 性 主 格 で あ る 。 部 分 否 定 の 構 文 が 見 え る 。

(A)⑧

〈Nequemalitiisindulgendumest.〉(CθZs㍑s,D.6,1,38)[ま た 、 悪 意

に 寛 大 な 扱 い を し て は な ら な い 。]… … こ こ の 「悪 意 」 の 概 念 は 多 義 的 で あ

り 、 か な ら ず し も 権 利 の 濫 用 と は 直 結 し な い が 、 そ れ で も 、 も と も と の 趣

旨 か ら は な れ て 、 こ の 命 題 が 独 立 し た 存 在 に な っ て く る と 、 権 利 濫 用 論 と

ふ れ あ う 部 分 も い く ら か 生 じ て く る 。 〈neque>は 、 「ま た ～ な い 」 を 意 味 す
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る 接 続 詞 で 、 〈malitiis>は 、 〈malitia>[悪 意]の 複 数 与 格 で 、 〈indulgend

um>は 、 〈indulge6>[寛 大 な 取 扱 い を す る]の 動 形 容 詞 〈indulgendus>[寛

大 な 取 扱 い を な す べ き[で あ る]]の 単 数 中 性 主 格 で あ る 。 こ の よ う な 自 動

詞 の 動 形 容 詞 の 訳 し か た に つ い て は 、[B]部 門 〈574>を 参 照 。

(A)⑨

〈Pr6dessesibiUnusquisque,dumaliln6nnocet,n6nprohibetu

r,〉(σZpfd照s,D,39,3,1ヱ)[人 は 、 誰 で も 、 他[人]に 不 利 益 を 与 え る の

で な い か ぎ り 、自 身 が 利 益 を え る こ と を 禁 じ ら れ な い 。]… …〈pr6desse>は 、

〈pr6sum>[役 立 っ]の 現 在 不 定 法 で 、 〈sibi>は 、三 人 称 再 帰 代 名 詞 〈sui>[そ

の 人 自 身 の](属 格 形:見 出 し 語 扱 い)の 単 数 与 格 で 、 〈Unusquisque>は 、

「各 人 誰 で も 」 を 意 味 す る 見 出 し 語 不 定 代 名 詞 で 、 〈dum>は 、 「～ か ぎ り は 」

を 意 味 す る 接 続 詞 で 、 〈alil>は 、 〈alius>[他 の]の 単 数 男 性 与 格 が 名 詞 化

し た も の で 、 〈nocet>は 、 〈noce6>[害 す る]の 現 在 三 人 称 単 数 で 、 〈prohi

betur>は 、 〈prohibe6>[禁 止 す る]の 受 動 相 現 在 三 人 称 単 数 で あ る 。

(B)①

〈Su6jUreUtlnem6prohibetur.〉[誰 も 、 自 身 の 権 利 を 用 い る こ と は

禁 止 さ れ な い 。]… …<prohibetur>は 、 さ き の 〈prohibe6>の 受 動 相 現 在 三 人

称 単 数 で あ る 。 と こ ろ で 、 つ ぎ の(B)一 ② は 、 そ の ① と は ち が っ て 、 権 利

の 濫 用 を 問 題 視 す る も の で あ る 。

(B)②

〈SlcUteretu6utalienumn6nlaedas.〉(Broom,Max,268,365etc.)

[君 が 他 人 の[も の]を 害 し な い よ う に 、 そ の よ う に 、 君 は 君 自 身 の[も の]

を 利 用 せ よ 。]… …〈sic>は 、 「そ の よ う に 」を 意 味 す る 副 詞 で 、後 に く る 〈ut>と

組 に な っ て 、 「～ の よ う に 、 そ の よ う に 」 を 意 味 す る 。 〈Utere>は 、 さ き の 〈u

tor>の 命 令 法 現 在 二 人 称 単 数(受 動 相)で 、 〈tu6>は 、 〈tuus>[君 の]の 単

数 中 性 奪 格 が 名 詞 化 し た も の で 、<alienum>は 、<alienus>[他 人 の]の 単

数 中 性 対 格 が 名 詞 化 し た も の で 、 〈laedas>は 、 〈laed6>[害 す る]の 接 続 法

現 在 二 人 称 単 数 で あ る 。

(3)① そ れ で は 、 ロ ー マ 法 で は 、(A)① ～ ④ の 命 題 に 代 表 さ れ る 原 理

と 、(A)⑤ ～ ⑨ に 展 開 さ れ た 、 そ れ に 対 立 す る 原 理 と の ど ち ら が 本 則 で

あ っ た の だ ろ う か?言 う ま で も な い こ と で あ る が 、-000年 間 も の 長 い

ロ ー マ の 歴 史 の な か で は 、 変 遷 が あ っ た 。 ほ ぼ 確 実 こ と は 、 本 来 は 家 長 だ

け が 保 有 し て い た 支 配 権(妻 に 対 す る 夫 権 、 子 孫 に 対 す る 父 権 、 奴 隷 に 対

す る 主 人 権 、 家 産 に 対 す る 所 有 権 の 総 合 体)と い う も の は 、 具 体 的 な 支 配

権 行 使 の さ い に(つ ま り 、 ホ ン ネ 面 で)習 俗 や 習 慣 の 側 か ら 現 実 に 制 約 が

さ ま ざ ま に 加 わ っ て き た た と し て も 、 理 念 的 、 理 論 的 ・ 原 理 的 ・ 法 的 、 タ

テ マ エ 的 に は 、 絶 対 の も の と う け と ら れ て い た こ と で あ る 。 法 の 領 域 に か
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ぎ っ て 言 え ば 、 そ も そ も 、 権 利 の 濫 用 が 非 難 の 対 象 に な っ た り 、 い わ ゆ る

「シ カ ー ネ(Schikane)」 が 問 題 と さ れ た りす る 余 地 は な か っ た 、 と 見 て よ

い 。 も し 、 か り に 不 当 ・不 適 切 な 事 例 が 出 て き た と し て も 、 ロ ー マ 人 は 、

体 質 上 、 「権 利 の 濫 用 の 禁 止 」 と い う よ う な 一 般 原 則(タ テ マ エ)で も っ て

事 態 に 対 処 す る こ と は 好 ま ず 、 具 体 的 に 、 な ん ら か の 別 の 方 法 で 、 そ れ に

と も な う 問 題 点 を 解 決 す る 方 法 を 、 ア ド ・ ホ ッ ク(に)、 実 務 的 に(ホ ン ネ

的 に)、 選 ん で い っ た に ち が い な い 。

② と こ ろ で 、 ロ ー マ 共 和 政 末 期(前 二 ～ 一 世 紀)に ロ ー マ に 入 っ て き た

ヘ レ ニ ズ ム 文 化 の 重 要 な 部 分 を 占 め る 弁 論 術(レ ト リ ッ ク)が 、 ロ ー マ の

民 事 の 法 廷 実 務 に お い て も 無 視 で き な い 力 を も ち は じ め た の は 、 旧 来 の 、

都 市 国 家 的 な 、 閉 鎖 的 な 農 業 社 会 の 法 と し て の ロ ー マ 古 市 民 法 が 、 形 式 を

尊 重 し 、そ れ に こ だ わ る あ ま り 、激 動 す る 時 代 の 要 請 に マ ッ チ す る よ う な 、

具 体 的 に 妥 当 な 解 決 を 導 く 能 力 を 失 な い は じ め た こ と と 関 係 が あ る 。 弁 論

術 は 、 端 的 に 言 え ば 、 ギ リ シ ア 世 界 と 、 そ れ に つ づ く ヘ レ ニ ズ ム 世 界 と に

お い て 完 成 さ れ た 、 「人 を 説 得 す る 技 術 」 で あ っ た が 、 こ れ は 、 世 間 に う け

い れ ら れ や す い 衡 平 や(公 平 さ)や 具 体 的 ・個 別 的 な 妥 当 性 な ど を 前 面 に

お し た て て 、伝 統 に 裏 う ち さ れ た 厳 格 な 法 学 的 思 考 に 、と く に 法 廷 の 場 や 、

さ ら に は 一 般 に 弁 論 を た た か わ せ る 場 で 、 た ち む か っ た 。 か り に ち ゃ ん と

し た 権 利 を 主 張 す る に し て も 、 そ の 行 使 の 態 様 し だ い で は 、 そ の や り か た

が 衡 平 の 見 地 か ら 見 て 非 難 さ れ る べ き も の と な る 、 と い う 考 え か た が 生 ま

れ た の は こ の こ ろ か ら で あ ろ う 。 こ の よ う な 状 況 下 で 、 弁 論 家 ・政 治 家 で

あ り 、 法 律 に も 十 分 通 じ て い た 前 一 世 紀 の キ ケ ロ ー と い う 人 物 は 、 つ ぎ の

よ う な 名 言 を 後 世 に 残 し て い る(も っ と も 、 彼 が は じ め て こ の よ う な こ と

を 言 い だ し た 、 と い う わ け で は な い)。

(A)⑩ 〈SummumjUs,summainjUria.〉[最 高 の 正 は 最 高 の 不 正[で

あ る 。]]が こ れ で あ る 。 〈summum>は 、 〈superus>[う え の]の 最 上 級<s

ummus>の 単 数 中 性 主 格 で 、 〈jUs>は 、 「正 」 を 意 味 す る 見 出 し 語 名 詞 で 、 〈s

umma>は 、 さ き の 〈summus>の 単 数 女 性 主 格 で 、 〈injUria>は 、 「不 正 」 を

意 味 す る 見 出 し語 名 詞 で あ る 。動 詞 は 省 略 さ れ て い る 。「正 」の か わ り に 「法 」

を 入 れ て み て も 、 意 味 は 通 る 。 弁 論 術 は 、 あ る 時 期 に は 、 法 学 を し の ぐ ま

で に な っ た が 、 そ の 後 、 法 学 の 側 で も 、 弁 論 術 が 提 示 し た 利 点 や 長 所 を う

ま く と り い れ る こ と に 成 功 し 、 や が て 、 両 者 の 対 立 は 、 ロ ー マ 法 学 の 古 典

期(後 一 ～ 三 世 紀)に 入 る 以 前 に 、 完 全 に 止 揚 さ れ た 。 こ こ に お い て 、 法

学 が 一 段 と レ ヴ ェ ル ・ ア ッ プ を と げ た の で あ る 。 そ の 一 方 で 、 弁 論 術 は 、

か つ て の 勢 力 を 失 な っ て し ま っ た 。

③(A)① ～ ⑨ は 、 い ず れ も 、 法 学 の 黄 金 時 代 と 位 置 づ け ら れ る 古 典

期 に 属 す る 時 代 の 法 学 者 の 提 示 し た 学 説 で あ る が 、 そ の う ち の(A)③
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が ま ち が い な く 二 世 紀 の 状 況 を 伝 え て い る の に 対 し 、 他 は 、 『学 説 彙 纂 』 が

編 纂 さ れ た 、 は る か 後 代 の 六 世 紀 の 殺 階 で 法 格 言 の 水 準 に ま で 上 昇 し た 、

と 見 て お く ほ う が 無 難 で あ ろ う 。

④ 『学 説 彙 纂 』 や 皇 帝 の 勅 法 に は 、 こ の ほ か に も 、 権 利 の 不 当 な 行 使 を

阻 止 し よ う と す る 趣 旨 の 学 説=法 規 定 が か な り 多 く 存 在 す る 。 法 文 資 料 全

体 を 通 観 し て み れ ば 、表 面 上 は 、不 当 な 権 利 行 使 に 不 利 な 取 扱 い を す る ケ ー

ス が 圧 倒 的 多 数 を 占 め て い る が 、こ の よ う に 変 わ っ て き た の は 、も ち ろ ん 、

法 自 体 が 哲 学 的 に も 深 め ら れ る 、 と い う 内 部 的 要 因 に よ る と こ ろ が 多 か っ

た が 、 そ れ 以 外 に も 、 キ リ ス ト教 的 な 道 徳 観 が 法 思 想 に 影 響 を お よ ぼ し た

可 能 性 も 無 視 す る こ と は で き な い 。 そ の よ う な 変 化 の 時 期 の 始 期 は 、 ふ つ

う 、 四 世 紀 こ ろ と さ れ て い る 。

(4)① 実 は 、 さ ら に 興 味 深 い の は 、 ヨ ー ロ ッ パ 世 界 に お け る そ の 後 の 推

移 で あ る 。 一 八 世 紀 中 ご ろ 以 来 の 、私 権 本 位 の 個 人 主 義 的 私 法 制 度 は 、(A)

① に 端 的 に 示 さ れ て い る よ う な 思 想 に よ っ て 導 か れ て い た 、と 総 括 し て

よ い よ う に 考 え ら れ る 。 封 建 制 度 の 残 津 か ら 解 き は な た れ て 、 個 人 が 個 人

と し て 絶 対 的 な 権 利 を 有 す る こ と が 高 ら か に 確 認 さ れ た 近 代 の 時 期 に 、 個

人 中 心 に 組 み あ げ ら れ て い る 法 思 想 が 支 配 的 に な る の は 当 然 の な り ゆ き で

あ っ た 。 あ る 面 で は き わ め て 強 い 個 人 主 義 的 思 想 に も と つ い て 組 み た て ら

れ て い た 古 代 ロ ー マ 法 が 歓 迎 さ れ た の は そ の た め で あ る 。 そ こ で は 、 権 利

の 絶 対 性 を 示 す(A)① の よ う な 法 文 が 基 礎 と な っ て 、 中 世 以 来 作 成 さ

れ て い た 「誰 も 、 自 身 の 権 利 を 用 い る こ と は 、禁 止 さ れ な い 。」((B)①)

と い っ た 法 格 言 が 、 基 本 原 理 と し て い っ そ う 重 み を 増 す よ う に な っ た の で

あ る 。

② と こ ろ が 、 あ ま り に も 権 利 本 位 ・権 利 中 心 に 組 み た て ら れ て い る 法 体

系 が 社 会 の 動 き の な か で 種 々 の 矛 盾 を 露 呈 し は じ め る よ う に な る と 、 今 度

は 、 逆 に 、 同 じ ロ ー マ 法 の 学 説 一 法 規 定 の な か で 、 権 利 と い う も の に あ る

程 度 相 対 的 な カ し か 認 め ず 、 そ の 濫 用 を チ ェ ッ ク す る 方 向 で つ く ら れ た も

の が む し ろ 基 本 原 理 と し て 強 調 さ れ 、 こ れ を 媒 体 と し て 新 し い 法 原 理 が 一

般 に 認 め ら れ る よ う に な る 。(B)② に 端 的 に 示 さ れ た 考 え か た は 、 そ の

歴 史 的 由 来 は 別 と し て も 、 こ の よ う な 傾 向 と つ な が る も の を う ち に 含 ん で

い る と 言 え よ う 。 各 国 の 立 法 に も そ れ が 明 確 に 反 映 さ れ て い る 。 そ し て 、

こ れ は 、 長 い 発 展 の 最 終 段 階 を 指 し 示 す も の と 考 え て よ い 。 以 下 に い く つ

か の 例 を あ げ て み よ う 。 「他 人 に 損 害 を 与 え る と い う 目 的 し か も ち え な い 所

有 権 の 行 使 は 許 さ れ な い 。」(ド イ ツ 民 法 第 二 二 六 条)、 「明 白 な 権 利 の 濫 用

は 法 の 保 護 を う け な い 。」(ス イ ス 民 法 第 二 条 第 二 項)、 「所 有 権 は 義 務 を と

も な う。」(ワ イ マ ー ル 憲 法 第 一 五 三 条)、 「権 利 ノ 濫 用 ハ 之 ヲ 許 サ ス 。」(改

正 日 本 民 法 第 一 条 第 三 項)な ど が そ れ で あ る 。 さ ら に 、 か っ て の 社 会 主 義
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国 家 の 法 で は 、 「私 権 は 、 そ の 社 会 的 経 済 的 目 的 に 反 し て 行 使 さ れ る 場 合 を

除 い て 、 法 律 上 の 保 護 を う け る 。」(旧 ソ ヴ ィ エ ト ・ ロ シ ア 民 法 第 一 条)と

ま で 定 め ら れ て い た 。 こ の よ う に 、 「個 人 法 か ら 社 会 法 へ 」 の 大 き な 流 れ に

そ っ て 、 今 後 も 、 い っ そ う 、 権 利 の 不 当 な 行 使 が 制 約 さ れ て い く こ と で あ

ろ う。

(5)ち な み に 、 日 本 に 、 「理 の 嵩 じ た る は 非 の 一 倍 」(北 條 氏 直 時 代 諺 留:

「一 倍 」 は 「二 倍 」 を 表 わ す)と い う 法 諺 が あ る が 、 こ れ は 、 現 代 の 日 本 に

お い て も 世 間 一 般 に う け い れ ら れ て い る 根 強 い 考 え か た で あ る 。 こ れ も 権

利 の 濫 用 を 戒 め る 方 向 に 作 用 す る は ず で あ る 。一 方 、話 題 は 少 し ず れ る が 、

〈FlatjUstitiaetpereatmundus.〉[正 義 が 行 な わ れ よ 。 そ し て 、 世 界 が

滅 び る が よ い 。]と い う 物 騒 な ス ロ ー ガ ン も な お 健 在 で あ る 。 こ う い う と こ

ろ で は 、 正 義 な る も の を 具 現 す る に あ た っ て 権 利 濫 用 が あ る か ど う か 、 な

ど は そ も そ も 問 題 に さ れ な い だ ろ う 。 〈fiat>は 、 〈fi6>[な さ れ る]の 接 続

法 現 在 三 人 称 単 数 で 、〈jUstitia>は 、 「正 義 」を 意 味 す る 見 出 し 語 で 、〈et>は 、

「こ の よ う に し て 」 を 意 味 す る 接 続 詞 で あ る が 、 接 続 法 と 組 み あ わ さ る と 、

譲 歩 の ニ ュ ア ン ス を お び た 少 し 複 雑 な 表 現 に な る 。 「世 界 が 滅 び る と も 、 正

義 が 行 な わ れ よ 。」 と い う 読 み が そ れ で あ る 。 〈pereat>は<pere6>[滅 び る]

の 接 続 法 現 在 三 人 称 単 数 で 、 〈mundus>は 、 「世 界 」 を 意 味 す る 見 出 し 語 で

あ る

第 三 部 法 律 ラ テ ン 語 文 法 の エ ッ セ ン ス

は じ め に

こ の[A]部 門 の 第 三 部 で は 、 つ ぎ の[B]部 門 に 収 載 さ れ て い る 無 数 の

法 律 ラ テ ン 語 の 各 命 題 を 読 み 解 く に あ た っ て 身 に つ け て お か な け れ ば な ら

な い 最 小 限 の 知 識 に つ い て 述 べ る こ と に し た い 。 名 詞 、 形 容 詞 、 代 名 詞 、

動 詞 に か か わ る 文 法 的 要 点 の 中 核 部 分 以 外 の テ ー マ に つ い て は 、 い わ ば 各

論 風 の 処 理 と し て 、 第 五 部=[B]部 門 に 収 め ら れ た 各 命 題 の 文 法 的 解 析 の

さ い に 、 具 体 的 な 用 例 に そ く し て そ れ な り に 詳 細 に 扱 っ て い く こ と に な ろ

う(た と え ば 、 動 詞 と 形 容 詞 が む す び つ い た 「動 形 容 詞 」、 動 詞 と 名 詞 が む

す び つ い た 「動 名 詞 」、名 詞 な ど の 奪 格 と 分 詞 な ど の 奪 格 が む す び つ い た 「絶

対 的 奪 格 」 は 、[B]部 門 〈1>、 〈153>、 〈22>の 個 所 に 、 そ れ ぞ れ に 解 説 を く

わ え て い る)。 ラ テ ン 文 法 の 全 容 は 、 こ れ ら[A][B]と い う 二 つ の 部 門 と 、

末 尾 の 方 の[0]部 門 に 収 め ら れ た 文 法 の 各 分 野 の か な り 詳 細 な い く つ か の

デ ー タ を あ わ せ て も 、 と て も カ ヴ ァ ー で き る も の で は な い が 、 少 な く と も

法 律 ラ テ ン 語 の 読 み 解 き 、 と い う 目 的 に か ん す る か ぎ り 、 こ れ で ひ と ま ず
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は 十 分 で あ る 、 と 考 え て い る 。

第 一 章 名 詞

(1)名 詞 は 、 九 つ あ る 品 詞 の 中 核 部 門 の 一 つ で あ る(た が い に 親 し い 関

係 に た つ 名 詞 と 形 容 詞 と を ひ っ く る め て 「実 体 詞 」 と よ ぶ と 、 そ の 数 は 八

つ に な っ て く る)。 ち な み に 、 英 語 で は 重 要 な 役 割 を う け も っ て い る 助 動 詞

や 冠 詞 は 、 ラ テ ン 語 に は 、 そ の も の と し て は 、 な い 。 す で に 述 べ た こ と で

あ る が 、 ラ テ ン 語 の 名 詞 に は 、 独 語 や 露 語 に 今 も 見 ら れ る よ う に 、 格 と い

う も の が 明 瞭 に 存 在 し 、 こ こ に は 、 六(五)つ の 格 と 単 数 ・複 数 と で 、 一 二

(-0)通 り の 格 形 が あ る 。 英 語 で は 、 今 は 、 〈Macdonaldls≒ 「マ ク ドナ ル

ド」〉の よ う に 、 ぐs>が 所 有 の 格 を 示 す だ け と な っ て い る し 、 ま た 。 仏 語 ・伊

語 を は じ め と す る ロ マ ン ス 語 で は 、 格 は ほ と ん ど 消 え て し ま っ て い る 。 ふ

つ う 、 母 音 に は 長 音 が 表 示 さ れ な い 関 係 で 、 同 一 名 詞 に つ い て 、 同 じ 綴 り

を も っ た 変 化 形 が 何 カ 所 に も 現 わ れ(下 の 表 に 見 え る 〈ae>の 形 は 、 単 数 の

属 格 、単 数 の 与 格 、複 数 の 主 格 と 呼 格 、と い う よ う に 四 つ の 可 能 性 が あ る)、

そ れ ど こ ろ か 、 長 音 を ち ゃ ん と つ け て い て も 、 同 じ も の が あ ち こ ち に 散 ら

ば る こ と が あ る 。 こ の 点 に つ い て は 、 「辞 書 」 の 末 尾 に お か れ た[17]～[2

9]に 第 一 種 か ら 第 五 種 ま で の 名 詞 変 化 の サ ン プ ル が 示 し て あ る の で 、 こ う

い っ た 交 錯 の 実 相 に つ い て は そ の 変 化 表 を つ ね に 観 察 し て 頂 く ほ か は な い

が 、 こ こ で 、 ま ず 、 名 詞 と い う も の の イ メ ー ジ を と り い そ ぎ 大 ざ っ ぱ に つ

か ん で 頂 く た め に 、 も っ と も 標 準 的 な 第 一 種 の 名 詞 変 化 の 一 覧 表 を あ げ る

こ と に し よ う([17])。 こ れ は 、 人 に よ っ て は お な じ み の あ の 独 語 の 名 詞 変

化 表 と 似 た よ う な も の で あ る 。 実 の と こ ろ 、 第 一 種 名 詞 の こ の 手 の 変 化 の

動 き は ま だ 単 純 な 方 で あ り 、 名 詞 の 変 化 全 体 の な か で も っ と も 多 彩 な 変 化

を 誇 る 第 三 種 の グ ル ー プ の 名 詞 が 名 詞 の タ イ プ の う ち で は 多 数 派 を 占 め て

い る の で 、 具 体 的 な 名 詞 の 正 体 探 し に 読 み 手 は い つ も 苦 労 さ せ ら れ る こ と

で あ ろ う 。

〈m6nsa>(机)f(女 性 名 詞)(第 一 種 転 尾=第 一 種 変 化)

単数 複数

変化形 語尾 変化形 語尾

主 格(呼 格) mensa a mensae ae

対格 mensam am mensas as

属格 mensae ae mensarum arum

与格 mensae ae mensis is

奪格 mensa a mensis is
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① 本 書 で は 、 便 宜 上 、 「辞 書 」 流 の ス タ イ ル で 「主 格(呼 格)対 格

属 格 与 格 奪 格 」 の 配 列 方 式 を と る が 、 こ れ は 、 ギ リ シ ア 語 の 文

法 書 な ど に お け る 格 の 配 列 順 序 と は ち が っ て い る し 、 ま た 、 ラ テ ン 語 の 文

法 書 に お い て 日 本 の 他 の 文 法 学 者 が 採 用 す る 方 式 と も 、 ち が っ て い る 。

② 辞 書 に は 、〈mensa,ae,f.〉 と あ っ て 、単 数 主 格 形 の 見 出 し 語 〈mensa>の

後 に 、 単 数 属 格 形 の 語 尾 で あ る 〈ae>が 表 示 さ れ る(複 数 の 主 格 に あ た る 形

は 、 近 代 欧 米 語 で は 、 た と え ば 〈child,children>と い う よ う に 、 見 出 し 語

と し て の 単 数(主 格)の 形 と な ら ん で 、 名 詞 の 重 要 な 指 標 の 一 つ と な っ て

い る が 、 ラ テ ン 語 で は そ う で も な い)。 そ れ か ら 、 最 後 の 〈f.〉は 〈mensa>が

女 性 名 詞 で あ る こ と を 示 す 。 ラ テ ン 語 に は 、 男 性 、 女 性 、 中 性 の 三 タ イ プ

の 名 詞 が あ る 。 手 間 は か か る が 、 一 つ ず つ 、 辞 書 で 調 べ て つ き と め る し か

な い 。 形 容 詞 と の か ら み で こ の 作 業 は ど う し て も 必 要 と な る 。 英 語 で は 、

一 四 世 紀 以 後 に
、 性(ジ ェ ン ダ ー)の 観 念 は ほ と ん ど 消 え て し ま っ て は い

る が 、 サ ン ス ク リ ッ ト や ギ リ シ ア 語 で は も ち ろ ん の こ と 、 他 の 近 代 欧 米 語

で も 、 性 は ま だ 健 在 で あ る(独 語 、 露 語 に も 三 つ あ る が 、 仏 語 ・伊 語 ・ 西

語 に は 二 つ し か な い)。 そ の た め に 、 た と え ば 、 独 語 の 形 容 詞 の 場 合 、 名 詞

と の 関 係 で 、 そ の 変 化 が 男 性 、 女 性 、 中 性 と 三 倍 に な っ て お り 、 実 に う っ

う し い 。 性 も 格 も ほ と ん ど な い 、 い わ ば 「無 性 ・ 無 格 の 」 英 語 は 、 ほ ん と

と う に 楽 な 言 葉 で あ る 、 な ど と 言 っ た ら 、 英 語 学 者 に お 叱 り を う け る だ ろ

う か 。 そ の よ う な わ け で 、 名 詞 の デ ー タ を 記 憶 の な か に イ ン プ ッ ト す る さ

い に は 、 見 出 し 語 と 単 数 属 格 形 と 性 と い う 三 要 素 を き ち ん と お さ え て お く

こ と が 大 切 と な る(独 語 の 名 詞 の 場 合 で も 同 じ よ う な 手 順 が 必 要 と な っ て

い る が)。 さ て 、 私 た ち が 名 詞 に む か い あ う 作 業 に は 、 二 方 向 が あ る 。 一 つ

は ラ テ ン 語 作 文 の 場 合 で あ り 、 こ こ で は 、 原 点 に あ る 〈mensa>と い う 名 詞

を 、 必 要 に 応 じ て 、 上 記 の 一 〇 の 形 の ど れ か に 変 換 し て い け ば よ い 。 も う

一 つ は
、 文 を 読 ん で い く 場 合 で 、 こ ち ら の 方 が 私 た ち ジ ュ リ ス ト に 関 係 が

あ り 、 し か も 、 は る か に む ず か し い 。 そ れ は 、 見 出 し 語 で は な い か た ち で 〈m

ensa>系 の 言 葉 が 登 場 し て く る こ と が か な り 多 い か ら で あ る 。た と え ば 名 詞

ら し い 言 葉(形 容 詞 の 場 合 も あ る)の 末 尾 に 〈is>が あ る と す る と 、 な に は

と も あ れ 、 辞 書 末 尾 に お か れ て い る い く つ も の 表 で 、 語 尾 の 〈is>の と こ ろ

を ず っ と 見 て い く 人 も あ れ ば 、 他 方 、 理 づ め で 、<mensls>を 例 に と っ て 言

う な ら 、 〈mens-〉 系 の 言 葉 を 辞 書 で あ た り(〈mens>[心]は 〈mentis>と い

う 単 数 属 格 形 を も つ の で 、 〈mensis>と は 別 型 の も の で あ り 、 ま た 、 〈mens

is>[月]は 、 〈mensis,is>と な り 、 ま ぎ ら わ し い 言 葉 で あ る が)、 そ の 結

果 、〈mensa>に た ど り つ き 、〈mensa,ae>の 〈ae>の 部 分 を 手 が か り と し て 、

タ ー ゲ ッ ト と な っ た[17]の 表 に あ る 二 つ の<is>を つ き と め る 人 も あ ろ う 。

前 者 の 方 法 に よ る と 、 〈is>は 、[17]は も ち ろ ん の こ と 、[18]、[19]、[20]、
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[22]、[23]、[24]、[25]、[26]、[27]に も 登 場 す る の で 、 こ の 手 法 は リ

サ ー チ の 手 段 と し て は か な ら ず し も 効 果 的 と は 言 え な い が 、 そ れ で も 、 こ

の よ う に 、 い つ も 変 化 表 に 全 体 と し て 眼 を と お す 習 慣 を つ け て お け ば 、 い

ろ い ろ と 便 利 な 知 識 も 自 然 と 身 に つ い て く る は ず で あ る 。 な お 、 〈is>の 語

尾 は 、 形 容 詞(た と え ば[34])、 代 名 詞 的 形 容 詞(た と え ば[40])、 代 名

詞(た と え ば[53])、 動 詞(た と え ば[83])な ど に も あ る の で(「 付 録 」

(御 希 望 の 方 に と く に 別 送 さ れ る も の)の 「語 尾 逆 引 表 」 を 参 照)、 こ れ を

た だ ち に 名 詞 の 語 尾 と 決 め つ け る わ け に は ゆ か ず 、 つ ね に い く つ か の 可 能

性 を あ わ せ て 意 識 し て お く 必 要 が あ る 。 そ れ か ら 、 こ れ ら 上 記 の 五 つ の 格

(あ ま り お 目 に か か れ な い 「呼 格 」 を 入 れ る と 、 六 格 に な っ て く る が)の 意

味 す る と こ ろ に つ い て は 、 こ の さ い 、 と り あ え ず あ の 独 語 の 格 の さ ま ざ ま

な 用 法 を 想 起 し て 頂 け れ ば 、 理 解 が 容 易 に な る と 思 わ れ る(独 語 の 三 格 は

す こ し も や も や と し た 雰 囲 気 を も っ て い る が 、 そ れ は 、 ラ テ ン 語 の 与 格 と

奪 格 の も つ 、 も や も や し た 性 質 と も 深 い と こ ろ で つ な が っ て い る)。 要 す る

に 、名 詞 の 格 形 そ の も の だ け で か な り の ニ ュ ア ン ス を 示 し き っ て し ま お う 、

と い う わ け で あ る が 、こ れ は 、前 置 詞 が 発 達 し て い る 近 代 欧 米 語 に お い て 、

格 と い う も の よ り か か る こ と が 少 な く な っ て い る の と は 、 対 照 的 で あ る 。

さ て 、 格 の も っ て い る 意 味 に つ い て 一 応 の 目 安 を 示 す と 、 主 格(nom.と 略

さ れ る)は 、 な に よ り も ま ず 辞 書 の 見 出 し 用 の 格 で あ り 、主 語 「～ は 」・

「～ が 」(「 ～ の 」)を 、 呼 格(VOC.)は 、 呼 び か け 「～ よ 」 を 、

属 格(gen.)は 、 所 属 ・帰 属(独 語 の 二 格 、 露 語 の 生 格 の 示 す よ う な も の)

「～ の 」・「～ を 」 を 、 与 格(dat.)は 、 間 接 目 的 語(独 語 の 三 格 の

示 す よ う な も の)「 ～ に 」・「～ の た め に 」・「～ に と っ て 」 を 、 対 格

(acc.)は 、 直 接 目 的 語(独 語 の 四 格 の 示 す よ う な も の)「 ～ を 」(「 ～

が 」)を 示 す 。 そ れ か ら 、 奪 格(abl.)は 、 だ い た い の と こ ろ 、 「～ か ら 」

(「奪 」(「 奪 う 」 の 「奪 」)と い う 用 語 が 示 し て い る よ う に 、 「～ か ら 」 が 奪

格 の 用 法 の 中 心 に あ る 、 と 考 え て よ い)と 、 「～ と と も に 」 と 、 「～ に よ っ

て 」(露 語 の 造 格 ヒ ッ タ イ ト語 や ス ラ ヴ 系 の 諸 言 語 や 、 古 い ラ テ ン 語 に

見 ら れ る 「具 格 」 が 今 で も な お 示 し て い る 「～ に よ っ て 」・「～ で も っ て 」

の 語 感 は 、 ラ テ ン 語 で は 最 終 的 に 奪 格 の な か に 吸 収 さ れ た か っ こ う に な っ

て い る 。 そ れ か ら 、 地 格 の 用 例 は 、[B]部 門 〈668>・ 〈2784>に 見 え る)と 、

「～ に お い て 」(バ ル ト 系 の 諸 言 語 や 、 古 い ラ テ ン 語 に は 、 「位 格 」 と か 「処

格 」 と か 「地 格 」 と か 名 づ け ら れ て い る も の が あ っ た が 、 こ れ は 後 に こ の

奪 格 に 吸 収 さ れ た か っ こ う に な っ て い る)と い っ た 、 い わ ば 副 詞 的 な ニ ュ

ア ン ス を 、 奪 格 と い う 格 そ れ 自 体 の 動 き で 表 わ す と 同 時 に 、 奪 格 支 配 の 前

置 詞 に ひ か れ て も 出 て く る(前 置 詞 に は 、 こ の ほ か 、 独 語 の 四 格 支 配 の

前 置 詞 の 場 合 と 対 応 す る か た ち で さ き の 対 格 を 支 配 す る も の と 、状 況 に
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応 じ て こ れ ら 両 格 の ど ち ら か を 支 配 す る も の と が あ る)。 そ れ 以 外 に 、 「絶

対 的 奪 格 」 と い う 、 英 語 の 分 詞 構 文 の 場 合 の よ う な 幅 広 い 内 容 を も り こ め

る 、 奪 格 が ら み の 用 法 が あ る([B]部 門 〈1>の 解 説 な ど を 参 照)。 つ い で に

言 え ば 、 ギ リ シ ア 語 に は 幅 広 い 内 容 を 盛 り こ め る 奪 格 と い う も の が な く 、

そ の 機 能 を 属 格 と 与 格 が に な っ て い る(同 じ よ う に 古 い 言 葉 で も 、 サ ン ス

ク リ ッ ト に は 奪 格 が あ る の で 、 「所 変 わ れ ば 品 か わ る 」 で あ る)。 ギ リ シ ア

語 は 、 ラ テ ン 語 よ り も 前 の 時 代 に 完 成 さ れ て い た の で 、 そ れ だ け に 格 を 融

合 し た り 統 合 し た り す る 力 が 自 然 に 働 い た の で あ ろ う か 。い ず れ に し て も 、

ロ ー マ の 文 法 家 は 、 奪 格 を 「ラ テ ン 語 の 格 」 と 、 誇 り を こ め て(?)称 し て

い る 。 そ れ か ら 、 お の お の の 格 に ふ り わ け ら れ て い る 役 割 は 明 確 に 区 分 さ

れ て い る わ け で な く 、 似 た よ う な ニ ュ ア ン ス は 二 つ の 格 に よ っ て も 表 現 さ

れ る こ と も 記 し て お こ う 。 そ れ で 、 こ の 表 に つ い て 言 う と 、 同 じ 変 化 語 尾

に な る も の に 、 〈a>と 〈ae>と 〈is>と が あ る(長 音 は ふ つ う つ か な い の で 、 た

と え ば 〈a>と 〈a>と の 区 別 は 消 え て し ま う 〈mensa>と あ れ ば 、 「机 は 」 と

も 「机 か ら 」(単 数 奪 格 形)と も 読 め る わ け で あ る)。 こ の 第 一 種 の 変 化 カ

テ ゴ リ ー の 名 詞 を す べ て 総 合 す る と 、 〈a>・ 〈e>・ 〈i>・ 〈o>・ 〈u>・ 〈ae>・ 〈e

i>・ 〈es>・ 〈is>・ 〈um>な ど も 各 所 に 登 場 し て く る の で(た と え ば[19]の

〈bellum>の ケ ー ス な ら 、〈um>・ 〈o>・ 〈a>・ 〈is>が 、そ れ ぞ れ 二 つ ず つ あ る)、

問 題 の 名 詞 の 格 や 数 は 、 困 っ た こ と に 語 尾 の 姿 を た よ り に し て い る

だ け で は 、 ピ タ リ と 決 ま っ て こ な い ケ ー ス が む し ろ ふ つ う で あ ろ う 。 余 談

に な る が 、 ど う し て こ の よ う な 同 一 形 が 生 じ て き た の か と 言 え ば 、 た ま た

ま そ う な っ て し ま っ た ケ ー ス と 、 意 識 的 に 流 用 が な さ れ た ケ ー ス と の 二 手

が あ る 。 そ れ 以 上 に 困 る の は 、 名 詞 の 語 尾 変 化 の 過 程 で 、 名 詞 を 構 成 し て

い る 重 要 な 中 核 の 音 が ひ ら り と 変 化 し て し ま う こ と で あ る 。 こ の と き は 、

意 味 を 教 え て く れ る は ず の 大 切 な 辞 書 の 見 出 し 語 に た ど り つ く た め に 、 本

来 の 単 数 主 格 の 形 を ど う し て も 探 し 求 め て み な け れ ば な ら な い 。〈regem>か

ら 〈rex>を 、 〈clienti>か ら 〈cliens>を 、 〈noctibus>か ら 〈nox>を い っ た い ど

う や っ て つ き と め れ ば よ い の で あ ろ う か(さ き の 「付 録 」 に は 、 そ の 手 の

動 き の パ タ ー ン を 例 示 す る リ ス ト が あ る)。 〈noctibus>を 例 に と っ て 見 出 し

語 探 求 の 試 み を 例 示 す る と す れ ば 、〈noct-〉 の あ た り の 単 語 を ざ っ と 見 て 、

見 出 し 語 の 末 尾 の[]内 の 、 基 幹 語 に 相 当 す る[nox]を キ ャ ッ チ し 、 こ

れ を 手 が か り に 〈nox>の 変 化 を 辞 書 末 尾 の 変 化 態[26]で あ た る 、 と い う

こ と に な ろ う 。 こ れ は 、 た ま た ま 問 題 の 〈nox>が 辞 書 の 変 化 表 の な か に サ ン

プ ル と し て と り あ げ ら れ て い る 幸 運 な ケ ー ス で あ る 。 こ の よ う に 、 変 化 表

の 隅 か ら 隅 ま で 眺 め る と い う 手 法 は 、 い か に も 原 始 的 と 言 わ な け れ ば な ら

な い 。 も っ と ア カ デ ミ ッ ク な 探 索 ル ー ト が あ る こ と は あ る が 、 し か し 、 見

て 、 眼 で 位 置 を お ぼ え て し ま う の も 、 原 始 的 で あ り 、 ま た シ ン プ ル で は あ
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る が 、 妙 手 で あ る 。 第 三 種(第 三 変 化)の 名 詞 に か ん し て だ け 言 え ば 、『新

ラ テ ン 文 法 』 末 尾 掲 載 分 の 三 二 個 と 、 「辞 書 」 末 尾 掲 載 分 の 二 八 個 の 分 の 動

き の 姿 を 、 そ の 分 類 に あ ま り こ だ わ ら ず に 個 人 用 に 一 つ の 表 に ま と め あ げ

て し ま え ば 、 こ れ ら の 表 と に ら め っ こ で 、 こ の タ イ プ の 名 詞 群 の 攻 略 が 可

能 に な る 。 そ れ か ら 、 私 的 に 使 い 勝 手 の よ い 表 を 作 成 し て い く に は 、 さ き

の 『新 ラ テ ン 文 法 』 本 体 の 説 明 の 各 部 分 に 見 え て い る 変 化 の 諸 相(た と え

ば 、§80の 〈deus>[神])も 、 重 要 な デ ー タ と し て ピ ッ ク ア ッ プ し て ま と め

て お く こ と が お す す め で あ る 。 と く に 、 例 外 的 な 変 化 語 尾 を も つ 名 詞 の 変

化 の 全 容 が 、 こ の 作 業 に よ り 確 実 に と ら え る こ と が で き る か ら で あ る 。

さ て 、 以 上 の こ と は 、 言 う ま で も な く 、 問 題 の 単 語 が 名 詞 で あ る 、 と い

う 前 提 に 立 っ た と き の 話 で あ る が 、 ラ テ ン 語 で は 、 名 詞 と 形 容 詞 が 他 の 近

代 欧 米 語 の 場 合 ほ ど は っ き り と は 区 別 さ れ て い な い た め に 、 い つ も 、 た ん

な る 形 容 詞 の 可 能 性 も あ わ せ て 念 頭 に お き な が ら 名 詞 の 見 出 し 語 探 求 の 作

業 を す す め て い か な け れ ば な ら な い 。 こ れ も 混 乱 を 生 じ さ せ る 。 近 代 欧 米

語 で は 、 大 文 字(独 語 の 場 合)、 冠 詞 、 文 章 中 の 位 置 な ど の 情 報 を 総 合 す れ

ば 、 名 詞 で あ る こ と は ま ず す ぐ に 判 明 す る の で あ る が 、 ラ テ ン 語 で は そ う

も い か な い か ら で あ る 。

(2)第 二 種 か ら 第 五 種 ま で の 名 詞 変 化 の 姿 は 、 本 編 の 法 格 言 中 に 登 場 す

る 格 形 に そ く し て 観 察 し て 頂 こ う 。 法 格 言 な い し は 法 的 命 題 に お い て 現 わ

れ る 格 に は 、比 較 的 わ か り や す い も の が 多 い の で 、経 験 を つ ん で 頂 け れ ば 、

敵 の 正 体 を つ き と め る 眼 力 も か な ら ず そ な わ っ て く る は ず で あ る 。

(3)つ ぎ に 、 学 び の 早 い 段 階 に お い て と に か く 語 尾 変 化 の イ メ ー ジ を も

っ て 頂 く た め に 、 第 一 種 か ら 第 五 種 ま で の 名 詞 の 各 グ ル ー プ の 語 尾 変 化 の

エ ッ セ ン ス を 表 に 示 す こ と に し よ う 。 す で に 示 し た 第 一 種 の も の と は ち が

う と こ ろ も 多 い 。 あ ま り に も 複 雑 す ぎ て 、 読 者 の 方 々 が 食 欲 を な く さ れ る

こ と は 覚 悟 の う え で あ る 。 な お 、 表 を 単 純 化 す る た め に 、 母 音 に は 長 音 符

を っ け な い こ と に し て い る 。

[単数] 主格 対格 属格 与格 奪格

第 一 種 男性 ・女性 a am ae ae a

第二種 男性 ・女性 us(一) um i 0 0

中性 um um i 0 0

第三種 〈i>幹 名 詞:男 性 ・女 性 is(es)(一) em(im) is i e(i)

中性 一(e) 一(e) is i i(e)

子音幹名詞:男 性 ・女性 s(一) em is i e

中性 一 一 is i e

第四種 男性 ・女性 US um US ui(u) u
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中性 u u US ui(u) u

第五種 男性 ・女性 es em e(ei) ei e

[複数] 主格 対格 属格 与格 奪格

第 一 種 男性 ・女性 ae as arum is is

第二種 男性 ・女性 i OS orum is is

中性 a a orum is is

第三種 〈i>幹 名 詞:男 性 ・女 性 es is(es) ium ibus ibus

中性 ia ia ium ibus ibus

子音幹名詞:男 性 ・女性 es es um ibus ibus

中性 a a um ibus ibus

第四種 男性 ・女性 US US uum ibus(ubus) ibus(ubus)

中性 ua ua uum ibus(ubus) ibus(ubus)

第五種 男性 ・女性 es es erum ebus ebus

① す で に 指 摘 し た よ う に 、 以 上 の 変 化 語 尾 は 、 か な ら ず し も 名 詞 特 有 の

も の で は な い 。 そ の た め に 、 問 題 の 語 尾 が 形 容 詞 や 代 名 詞 の 語 尾 で あ る か

も し れ な い 、 と 考 え な が ら 、 名 詞 の 語 尾 の 可 能 性 を 探 っ て い く 、 と い う の

が ふ つ う の コ ー ス と な っ て く る 。 冠 詞 と い う も の が あ れ ば 、 そ の 作 業 は ず

い ぶ ん と 楽 に な る の で あ る が 。 古 代 ギ リ シ ア 語 や 独 語 な ど に は 、 名 詞 の 存

在 を 引 き た て て く れ る 冠 詞 が ち ゃ ん と 存 在 す る 。

② 〈ium>・ 〈rum>・ 〈bus>・ 〈uum>は 、三 つ の 語 の 特 徴 的 な 組 み あ わ せ で 、

そ の 位 置 関 係 は す ば や く 見 つ け だ せ る 。 こ れ ら は 、 だ い た い 、 右 下 の 方 に

あ る 。 〈bus>の 語 尾 は 、 英 語 の 〈bus>「 バ ス ー す べ て の 人 の た め の(〈omni

bus>)乗 物 」 に か こ つ け て 、 と く に 覚 え て お い て 頂 こ う 。

③ 〈em(im)〉 ・ 〈am>は 、 英 語 の 〈him>の 〈m>に か こ つ け て 、 単 数 の 対 格 形

と し て マ ー ク し て 頂 け ば よ い 。 し か し 、〈um>は 要 注 意 で 、各 所 に 散 在 す る 。

〈om>の 形 は 、 な い(cf.〈quom=cum>)。

④ 〈is>も 、 つ か み に く い 相 手 で あ る 。 多 く の 格 に そ の 可 能 性 が あ る 。

⑤<is>以 外 の 〈s>系 語 で あ る 〈as>・<Us>・ 〈es>・<6s>は 複 数 対 格 の と こ

ろ に か た ま っ て 出 て く る が 、 単 数 の 主 格 ・ 属 格 の と こ ろ に も あ る の で 、 油

断 は で き な い 。 こ こ は 、 二 面 作 戦 で 、 両 方 に 目 配 り す る し か な か ろ う 。 な

お 、 長 音 を つ け な い と き に 、 第 三 種 の 単 数 属 格 形 の 〈is>と 、 第 四 種 の 単 数

属 格 形 の 〈us>と が 、 た が い に ま っ た く 肌 合 い の 異 な る 主 格 と 属 格 と い う 二

つ の 格 の と こ ろ で 同 形 と な る 現 象 に 注 意 し て お く 必 要 が あ る 。

⑥ 〈a>・ 〈i>・ 〈u>・ 〈e>・ 〈o>と い う 一 語 系 の 語 尾 の 所 在 に つ い て は 、 色 ち

A-78



が い の マ ー カ ー な ど で 印 を つ け て 頂 こ う 。 そ う す れ ば 、 そ の 形 が 変 化 表 の

あ ち こ ち に 見 え る こ と が 歴 然 と す る で あ ろ う 。

⑦ も し 長 音 が つ い て い れ ば 、<a>と 〈a>、 〈us>と 〈Us>は 、 は っ き り と 区 別

が で き る 。 し か し 、 ふ つ う の 文 章 に は 、 こ う い っ た あ り が た い 長 音 は つ け

ら れ て は い な い 。

⑧ 名 詞 に は 六 つ の 格 が あ る が 、 そ の 一 つ で あ る 呼 格 の こ と は 、 こ の 表 に

は と り あ げ ら れ て い な い 。 そ れ で 、 そ の 変 わ っ た 格 の 印 象 を 学 び の は じ め

に あ た っ て 強 め て 頂 く た め に 、 こ こ に 一 つ の エ ピ ソ ー ド を 入 れ て お こ う 。

前 四 四 年 に 元 老 院 の 議 場 と な っ て い た と こ ろ で 刺 さ れ た カ エ サ ル(あ の 英

語 読 み の 「シ ー ザ ー 」 の ラ テ ン 語 本 来 の 読 み か た)が 臨 終 の さ い に 発 し た 、

と 伝 え ら れ る ギ リ シ ア 語 の せ り ふ の ラ テ ン 語 版 〈Ettu,BrUte1〉 「ブ ル ー ト

ゥ ス よ 、 お 前 ま で も か1」 の う ち の 〈BrUte>(ブ ル ー ト ゥ ス は カ エ サ ル に ご

く 近 い 人 物 で あ る)が ま さ に そ の 呼 格 で(見 出 し 語 は 〈BrUtus>)、 言 葉 と

し て は 日 本 で も そ れ な り に よ く 知 ら れ て い る 。 つ い で に 言 え ば 、 よ く 知 ら

れ た 歴 史 小 説 の タ イ ト ル に も な っ て い る 「ク ォ ー ・ ワ(ウ ァ)一 デ ィ ス ・

ド ミ ネ 」(Qu6vadis,Domine?)の う ち の 〈Domine>は 、 〈Dominus>[主]

の 呼 格 で あ る 。 そ の 訳 は 「主 よ 、 い ず こ へ 行 き た ま う か?」 で あ る 。 名 詞 の

変 化 パ タ ー ン に は 、 五 つ の 種 類 が あ る が 、 そ の な か で 、 〈us>で 終 わ る 、 法

律 ラ テ ン 語 に お い て と く に 重 要 な 第 二 種 の 名 詞 の 単 数 の と こ ろ に だ け 、 主

格 と は 異 な る 呼 格 の 形 が 別 個 に 存 在 す る の で あ る 。 他 の ケ ー ス で は 、 主 格

と 呼 格 は 同 形 で あ る(と い う こ と は 、 法 律 ラ テ ン 語 で は め っ た に 生 じ な

い こ と で あ る が 見 出 し 語 が あ っ た と き 、こ れ が 、そ の 主 格 で あ る ほ か に 、

呼 格 で あ る こ と も 考 え て お く 必 要 が あ る 、 と い う こ と で あ る)。 ち な み に 、

同 形 で あ る と い う こ と に 関 連 し て 、 少 し 整 理 を 試 み て お く と 、 す べ て の 変

化 の 中 性 名 詞 に つ い て は 、 単 複 を と わ ず 、 主 格 と 対 格 が 同 形(〈um>・ 〈a>・

〈ia>・ 〈ua>な ど)に な る 。 逆 に 見 れ ば 、 法 律 ラ テ ン 語 に よ く 登 場 し て く る

中 性 名 詞 に つ い て は 、 読 み 解 き の 上 で と り わ け 重 要 な 二 つ の 格 の ど ち ら に

目 前 に あ る 問 題 の 言 葉 を は め こ む か 、 を は じ め に よ く 考 え て お く 必 要 が あ

る 、 と い う わ け で あ る 。

⑨ 名 詞 の 語 尾 が さ き の 表 に 見 え る よ う な 形 に お ち つ く に は 、 長 い 時 間 が

必 要 で あ っ た 。 本 編 が 取 扱 う 古 典 ラ テ ン 語 の 段 階 に な る と 、 古 い 形(古 形)

は あ ま り 跡 を と ど め て い な い が 、 そ れ で も 〈paterfamilias>[家 長]や 〈ma

terfamilias>[家 母]と い う 重 要 な 法 術 語 は 健 在 で あ る 。 〈pater>は 「父=

家 長 」 を 、 〈mater>は 「母 」 を 、 〈familias>は 〈familia>[家]の 単 数 属 格

を 示 す 。 ふ つ う の 変 化 な ら 、 〈paterfamililae>と な る と こ ろ で あ る が 。

(4)名 詞 に は 、 わ ず か で あ る が 、 オ ー ソ ド ッ ク ス で は な い 動 き ・ 形 や ち

が っ た 意 味 を も つ も の が あ る(辞 書 に そ の 点 に か ん す る 情 報 が う め こ ま れ
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て い る こ と も あ る が 、 そ れ を 読 み こ む こ と は 容 易 で は な い)。 法 律 ラ テ ン 語

の 命 題 に も こ の よ う な イ レ ギ ュ ラ ー な も の が 多 数 登 場 し て く る の で 、 話 は

む ず か し く な っ て し ま う が 、 ど う し て も こ の さ い コ メ ン ト し て お か な け れ

ば い け な い 。 ① 不 変 化 名 詞(中 性)に は 、 〈fas>[道 理]、 〈nefas>[非 道]、

〈instar>[外 観 ・ よ う な も の]が あ り 、 本 編 で も 登 場 す る 。 そ れ に 、 不 変

化 形 容 詞 も あ る 。 〈necesse>[必 要 な]、 〈nequam>[無 価 値 な]も 、 本 編

で も 登 場 す る 。 さ き の 〈nefas>は 、 不 変 化 形 容 詞 で も あ る 。 ② 格 は 一 つ(奪

格)し か も た な い も の が あ る 。 〈sponte>[自 由 意 思 で]、 〈jUssU>[命 令 に

よ り]、 〈injussU>[命 令 な し に]、 〈natu>[生 ま れ に お い て]は 、 本 編 に

登 場 す る 。③ 複 数 し か な い 名 詞 が あ る 。〈arma>[武 ・器]、 〈nUptiae>[婚 姻]、

〈llberl>[子 供]は 、本 編 に 登 場 す る 。不 変 化 詞 に は 、 「辞 書 」 で 、 〈indecl,〉 と

示 さ れ て い る が 、 こ れ は<indeclinable>[英 語:語 尾 不 変 化]の 意 味 で あ

る 。 ④ 単 数 と 複 数 と で ち が う 性 や 意 味 を も つ も の が あ る 。 〈10CUS>[場 所]

は 男 性 名 詞 で あ る が 、 そ の 男 性 の 複 数 形 〈loci>が 「個 所 」 を 示 す 一 方 で 、 そ

の 中 性 の 複 数 〈loca>は 、 「場 所 」 を 示 す 。 こ の 例 は 、性 が ら み の も の で あ る 。

ふ つ う の 単 複 異 義 語 の う ち 、 法 律 ラ テ ン 語 に 登 場 す る も の に 、 〈flnis>[国

境](単 数)→ 〈flnes>[領 土](複 数)、 〈littera>[文 字]→<litterae>[手

紙 ・文 学]、 〈auxilium>[援 助]→ 〈auxilia>[援 軍]、 〈aedes>[社]→ 〈a

edes>[家]な ど が あ る 。 ⑤ つ ぎ に 、 変 化 語 尾 の 特 殊 例 に 属 す る 法 律 ラ テ ン

語 を い く つ か あ げ て お こ う 。 〈triumvirl>[三 人 官 ・ 三 人 委 員 ・ 三 巨 頭]の

属 格(複 数)は 、 〈triumvir6rum>と は な ら ず 、<triumvirium>と い う 、 さ

っ ぱ り し た 形 と な る 。 複 数 名 詞 〈liberi>[子 供]の 属 格 に は 、 正 規 の 〈liber

6rum>の ほ か に 、 〈liberum>も あ る 。 〈socius>[同 盟 者]の 複 数 属 格 は 、 〈s

oci6rum>で は な く て 、 〈socium>と い う 、 さ っ ぱ り し た 形 と な る 。 〈famili

a>[家]の 単 数 属 格 は 、 〈pater>[父]に つ づ く と き に は 、〈paterfamiliae>で

な く 、<paterfamilias>と な る 。 〈materfamilias>[家 母]の 場 合 も 、 同 様

で あ る 。 〈filia>[娘]と 〈filius>[息 子]の 複 数 の 与 格 ・ 奪 格 の 正 規 の 形 は

〈filiis>と な り 、 男 女 の 区 別 が つ か な く な っ て し ま う 。 そ れ で 、 〈filia>の そ

れ を 、 〈filils>で は な く 、 〈filiabus>と す る 。 〈ibus>・ 〈ebus>な ど の 語 尾 は

第 三 種 以 下 の 名 詞 グ ル ー プ に も あ る の で 、 そ の 正 体 は す ぐ に つ き と め ら れ

る 。 ⑥<opeetc6nsili6>[助 力 お よ び 助 言 に よ っ て]に 見 え る<ope>は 、 〈o

ps>と 関 連 づ け ら れ る が 、 こ の 名 詞 に は 、 単 数 で は 、 主 格 と 与 格 は な い(『 新

ラ テ ン 文 法 』 §232)。 ま た 、 〈vismajor>[不 可 抗 力]に 見 え る 〈vis>[力]

の 単 数 で は 、 属 格 と 与 格 は な い(『 新 ラ テ ン 文 法 』 §315)。 こ れ ら は 、 法 律

ラ テ ン 語 で は 重 要 語 で あ る の で 、 も し 読 者 の 方 々 が 「変 化 形 一 覧 」 の 私 家

版 を 作 成 さ れ る さ い に は 、 さ き の(1)に 示 し た 〈deus>の 例 と あ わ せ て リ

ス ト ・ ア ッ プ し て 頂 く と 、 よ い 。 名 詞 の 変 化 語 尾(語 末)の ヴ ァ リ エ ー シ
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ヨ ン を 知 る に は 、 近 刊 の 中 山 恒 夫 『古 典 ラ テ ン 文 典 』(た と え ば 、p.32:p.

56f.:p,383な ど)を 御 参 照 頂 く の が 、 ベ ス ト で あ る 。

第 二 章 形 容 詞

(1)形 容 詞 〈bonus>[ボ ヌ ス:よ い]は 、よ く 知 ら れ て い る 仏 語 の 〈bon>[ボ

ン]の 元 祖 で あ る が 、 こ れ は 、 も っ と も 標 準 的 な 「第 一 種 ・第 二 種 転 尾(変

化)」 に 属 す る 。 そ し て 、 こ の 言 葉 は 、 そ の タ イ プ の 形 容 詞 の モ デ ル と し て

し ば し ば 利 用 さ れ る の で あ る が 、 そ の 変 化 は 以 下 の 表 の と お り で あ る(こ

こ で は 、 母 音 に 長 音 を つ け る)。 こ の 第 一 グ ル ー プ の 変 化 類 型 の ほ か に は 、

「第 三 種 転 尾(変 化)」 と 「不 規 則 変 化 」 と し か な い 。 つ ま り 、 形 容 詞 変 化

の タ イ プ は ま ず 二 つ 、 と 考 え て よ い の で あ る 。 名 詞 変 化 の タ イ プ が 五 つ あ

る の と く ら べ る と 、 う ん と 少 な い 。 呼 格 ぬ き で 言 う と 、 〈三 つ の 性 ×二 つ の

数 ×五 つ の 格 〉で 、 合 計 三 〇 も の 形 が あ る が(も っ と も 、 同 形 が 散 在 す る の

で 、 三 〇 通 り の さ ま ざ ま な 形 の 語 尾 が き れ い に そ ろ っ て い る 、 と い う わ け

で は な い)、 こ れ は 、 独 語 の 形 容 詞 変 化 の 場 合 よ り 少 な い 。 つ ま り 、 独 語 で

は 、 名 詞 の た だ 一 つ の 性 に つ い て だ け 見 る と し て も 、 だ い た い の と こ ろ 、

単 数 で は 、 四(四 つ の 格)× 三(冠 詞 と の か ら み で 、 三 つ の 変 化 パ タ ー ン)

で 、 一 二 あ り 、 こ れ に 複 数 の 八 を 加 え る と 、 計 二 〇 も の 形 が 用 意 さ れ て い

る か ら で あ る 。 こ れ に 反 し て 、 仏 語 、 伊 語 、 西 語 で は 、 今 や 名 詞 に 格 変 化

と い う も の が な く な っ て し ま っ て い る 関 係 で 、 格 ぬ き の ま ま 、 性 と 数 の う

え で の 変 化 が 見 ら れ る だ け で あ る 。 最 後 に 、英 語 に い た っ て は 、形 容 詞 は 、

も は や 性 ・数 ・格 で 動 き を 見 せ な い 。 こ れ は 究 極 の 省 エ ネ ・ス タ イ ル と 表

現 す る こ と が で き る 。 そ れ か ら 、 形 容 詞 の 位 置 に つ い て で あ る が 、 独 語 、

英 語 で は 名 詞 の 前 に つ く(も っ と も 、 〈ParadiseLost>「 失 楽 園 」 「失

楽 」 の 「園 」 で は な い の よ う な 古 い 英 語 表 現 で は 、 後 に き て い る が)。

こ れ は 、 仏 語 、 伊 語 、 西 語 の 場 合 、 形 容 詞 が 、 ラ テ ン 語 の 伝 統 を ひ い て か 、

後 に く る こ と が ふ つ う に な っ て い る の と は 異 な っ て い る 。 こ の あ た り の こ

と を あ ら か じ め し っ か り と マ ー ク し て お け ば 、 文 章 の 構 造 を す ば や く 見 分

け る の に 、 と て も 役 立 つ は ず で あ る 。

〈bonus,a,um>(よ い)

単数 複数

男性 女性 中性 男性 女性 中性

主格 bonus bona bonum bonI bonae bona

対格 bonum bonam bonum bon6s bonas bona

属格 boni bonae boni bon6rum bonarum bon6rum

与格 bon6 bonae bon6 bonis bonis bonis

奪格 bon6 bona bon6 bonis bonis bonis
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① 言 う ま で も な い こ と で あ る が 、 形 容 詞(数 詞 は 部 分 的 に は こ の 形 容 詞

と 同 じ よ う な 動 き を す る)本 体 に は 、 も と も と 性 ・数 ・格 な ど の 属 性 は な

い 。 そ れ が 名 詞 な ど に か か っ て い く と き 、 そ れ と の 関 係 で い ろ い ろ と 変 わ

っ た 形 を ケ ー ス ・バ イ ・ ケ ー ス で む り や り と ら さ れ る だ け で あ る 。 こ れ は

飾 り も の と し て の 役 ど こ ろ を も つ 形 容 詞 と い う も の の 宿 命 と 言 え よ う 。

② 辞 書 に は 、こ れ ら の 変 化 の 上 の 第 一 列 の 主 格 系 の 部 分 を と り だ し て 、〈b

onus,a,um,adj.〉 と い う表 示 が あ る(〈adj.〉 は 形 容 詞 と い う意 味 で あ る)。

も っ と も 、 形 容 詞 に か ん す る 情 報 が す べ て こ の よ う に き れ い な(?)三 段 方

式 の 表 示 に な っ て い る わ け で は な い 。 こ れ は 第 一 種 ・第 二 種 転 尾(変 化)

の グ ル ー プ に 属 す る 〈bonus>系 の 形 容 詞 に だ け あ て は ま る 解 説 の し か た な

の で あ る 。 『新 ラ テ ン 文 法 』 §202の 注 の と こ ろ に 説 明 し て あ る よ う に 、 〈o

mnis,(omn)e>や 〈felix,(fel)icis>と い う 二 段 方 式 も あ る 。 実 際 に 手 間 の か

か る の は 、 む し ろ こ れ ら 後 者 の 方 な の で あ る 。

さ て 、 変 化 表 を よ く 見 て み る と 、 〈bonus>が 女 性 名 詞 に か か る と き に と

る 語 尾 変 化 が 、 さ き の 第 一 種 の 名 詞 〈mensa>の 名 詞 変 化 の 語 尾 と 同 じ で あ

る こ と が 判 明 す る で あ ろ う 。 ま た 、 こ れ が 、 男 性 名 詞 に か か る と き は 、 こ

の 〈mensa>の 場 合 と は 別 の パ タ ー ン の 名 詞 変 化 の 語 尾(辞 書 の[18]に あ

る 、 第 二 種 転 尾 名 詞 〈dominus>の 場 合)と 同 じ と な る 。 中 性 名 詞 に か か る

と き も そ う な の で あ る(辞 書 の[19]に あ る 、 第 二 種 転 尾 名 詞 〈bellum>の

場 合)。 し た が っ て 、 こ の タ イ プ の 形 容 詞 変 化 な ら 、 名 詞 変 化 の お の お の の

相 を ひ と お り 観 察 し 、 変 化 の イ メ ー ジ を 頭 の な か に た た き こ ん だ 人 に は 、

そ れ ほ ど 驚 く べ き こ と で も な か ろ う 。 一 方 、第 三 種 転 尾(変 化)に な る と 、

動 き が 複 雑 に な っ て く る 。 そ れ で も 、 こ の 変 化 グ ル ー プ の 形 容 詞 は 、 第 三

種 転 尾(変 化)の 名 詞 に 準 じ て 、 形 を 変 え て く れ る の で 、 そ れ を 参 考 に す

れ ば 、 多 少 は 助 か る 。 こ の よ う に 名 詞 と 形 容 詞 は 深 い 関 係 に あ る が 、 そ の

こ と は 、 ギ リ シ ア 語 で は 、 ラ テ ン 語 の 場 合 と は 異 な っ て 、 形 容 詞 と い う 品

詞 が 名 詞 と は 別 立 て に は な っ て い な い こ と か ら も 、 知 れ る 。 私 た ち 日 本 人

に は 、 日 本 語 の 名 詞 と 形 容 詞 は と て も 一 つ の グ ル ー プ を 形 成 す る と は 思 え

な い の で あ る が 。 そ れ か ら 、 ラ テ ン 語 に は 定 冠 詞 と い う も の が な い た め に

(ギ リ シ ア 語 に は ち ゃ ん と そ ろ っ て い る の に)、 形 容 詞 が 名 詞(名 詞 化 し た

か た ち の 形 容 詞)と ま っ た く 同 じ 形 に な っ て し ま い 、 両 者 を う ま く 識 別 す

る こ と が で き な い ケ ー ス も 生 じ て く る 。 た と え ば 、〈bellam>と あ っ た と き 、

「美 し い ～ を 」 の か 、 「美 女 を 」 な の か は 即 断 で き な い 。 と に か く 、 こ れ ら

二 つ の 重 要 な 品 詞 を は き ち ん と 読 み 分 け る に は 、 か な り の 技 術 が い る 。 独

語 の 場 合 、 名 詞 化 し た 形 容 詞 に は 冠 詞 が つ き 、 し か も そ れ が 大 文 字 に な っ

て く れ て い る の と く ら べ る と 、 大 き な ち が い で あ る 。 そ こ で 、 印 象 を 強 め
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て 頂 く た め に 、 名 詞 化 し た 形 容 詞 の 重 要 な 具 体 例 を た め し に 示 す な ら 、 以

下 の よ う に な る 。 な お 、 名 詞 化 し た 形 容 詞 と い う の は 、 第 五 部(一[B]部

門)の 「本 編 」 の 文 法 解 説 の と こ ろ で 、 「名 詞 省 略([亘 團 と 略 記 す る こ と も

あ る)」 と 指 示 し て あ る も の と ほ と ん ど 同 じ で あ る 。

〈bonus>の 複 数 中 性 主 格 の 〈bona>[財 産](英 語:goods、 独 語:GUter)

や 、 単 数 中 性 主 格 の 〈bonum>[善]は 、 そ れ ぞ れ 、 独 立 語 と し て 、 辞 書 に

ち ゃ ん と 収 載 さ れ て い る し 、 単 数 男 性 主 格 の 〈bonl>の 語 は 、 辞 書 に は な い

け れ ど も 、 た と え ば 、 「で き る(有 能 な)人 々 」 と し て 名 詞 に な る こ と も あ

る(ア メ リ カ 海 兵 隊 の モ ッ ト ー と し て 知 ら れ る 〈Afewgoodmen>こ の

タ イ ト ル の 映 画 が あ っ た 中 の 〈good(men)〉 が 、 そ の 〈boni>に あ た る)。

そ れ か ら 、男 性 単 数 与 格 の 〈bon6>を 用 い た 〈Cuibon6?〉 の 用 例 に つ い て は 、

[B]部 門 の 〈483>を 見 て 頂 き た い 。 さ て 、 〈bonus>と 言 え ば 、 英 語 読 み の

「ボ ー ナ ス 」 の も と と な っ て い る ラ テ ン 語 で あ る が 、 こ れ は 、 単 数 男 性 主 格

の 見 出 し 語 で あ る 以 上 、 名 詞 と 見 る な ら 、 「良 い 人 、 善 い 人 、 有 能 な 人 」 で

し か な い 。 「ボ ー ナ ス 」 は も ち ろ ん 物(金 品)で あ る か ら 、 本 来 な ら 、 単 数

中 性 主 格 の 「ボ ヌ ス 」 の 形 に ち な ん で 、 「ボ ー ナ ム 」 と い っ た 読 み か た の も

の に な り そ う な も の で あ る が 、 ボ ー ナ ス を く れ る 「人 」(社 長 、 会 社 、 公 共

団 体)よ り も 、 現 実 に は 、 ボ ー ナ ス と い う 「物 そ の も の 」 の 方 に 人 の 目 が

い っ て し ま い 、 ボ ー ナ ス は 、 「人 」 を と び こ し て 、 「と て も 価 値 の あ る も の 」

を 意 味 す る よ う に な っ て し ま っ た の だ ろ う(も っ と も 、 た ん な る ミ ス で 〈b

onum>が<bonus>に な っ た だ け だ 、 と い う 説 も あ る ら し い が)。 そ の ほ か 、

〈bonus>が ら み の 法 律 用 語 を あ げ る と 、 ま ず 、 〈bonafide>と い う も の が あ

る 。 〈fides>が 「信 義 」 を 意 味 す る 女 性 名 詞 な の で 、 〈bonus>は 女 性 枠 の と

こ ろ で 変 化 し 、 長 音 の つ い て い な い 場 合 の 〈bona>の 語 尾 は 変 化 表 の な か で

ニ カ 所 に 出 て く る も の の 、 〈fide>が 単 数 奪 格 に な っ て い る の で([29]の 表

を 参 照)、 こ の 〈bona>は 、 バ ラ ン ス 上 、 長 音 つ き の 単 数 奪 格 の 方 で あ る こ

と が 判 明 し 、そ れ で 、単 数 奪 格 で ペ ア が う ま く そ ろ う 。読 み か た は 、 「ボ ナ ー ・

フ ィ デ ー 」 で あ る 。 「よ い 信 義 で も っ て=善 意 で 」 が 正 訳 で あ る 。 と き ど き 、

「信 義 誠 実 は(bonafide)」(正 解 は 「信 義 誠 実 に よ っ て 」)と か 、 「善 意 で 〈b

onafides>」(正 解 は 「善 意[は]」)と か い う よ う に 、 邦 訳 と 原 語 と の ミ ス

マ ッ チ が 見 ら れ る が 、 こ れ は 大 問 題 で あ る 。 主 格 の 訳 語 に つ い て は 、 と く

に 「は 」 や 「が 」 を つ け ず 、 い わ ば 無 格 扱 い に し て お い て も よ い が 、 そ れ

以 外 の 格 に な る と 、 問 題 の 状 況 に マ ッ チ し た 訳 語 を つ け な け れ ば 、 不 適 切

に な っ て し ま う か ら で あ る 。 そ れ か ら 、 名 詞 化 し た 形 容 詞 に 、 形 容 詞 や 分

詞 が 、 修 飾 語 と し て く っ つ く と 、 い っ た い ど ち ら が 名 詞 な の か 、 識 別 に 困

る こ と も あ る 。 た と え ば 、 〈malaprohibita>「[法 律 に よ っ て]禁 止 さ れ た

[関 係 で 、 実 際 に 悪 と 扱 わ れ て い る だ け の]悪=法 定 犯 」 の 語 例 で は 、 〈ma
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la>が 〈malus>[悪 い]の 複 数 中 性 主 格 が 名 詞 化 し た も の で 、 〈prohibita>の

方 は 、〈prohibe6>[禁 止 す る]の 完 了 分 詞 〈prohibitus>の 複 数 中 性 主 格 で 、

前 の<mala>を 修 飾 す る 。 も っ と も 、 一 般 論 と し て 言 う な ら 、 形 容 詞 系 の 言

葉 が 二 つ な ら ん で い る と き 、 ど ち ら が 、 名 詞 化 し 、 そ し て 、 も う 一 方 の 形

容 詞 の 修 飾 を う け て い る の か が 、 か な ら ず し も 明 瞭 で は な い と き も あ る 。

ち な み に 、 さ き の 〈malaprohibita>と 反 対 の 概 念 は 、〈malainse>[そ れ

自 体 に お け る 悪 一 自 然 犯]で あ る 。 〈in>は 前 置 詞(「 ～ に お い て 」)で 、〈se>は

再 帰 代 名 詞 〈sul>[そ れ 自 身 の](三 人 称 の 再 帰 代 名 詞 に は 、 そ の 性 質 上 、

主 格 形 は な く 、 属 格 の 形 が 見 出 し 語 と な る)の 奪 格(単 数)で あ る(辞 書

の[52])。

(2)実 の と こ ろ 、 〈bonus>型 の 形 容 詞 変 化 は 、 と て も 重 要 な も の で あ る 。

そ れ は 、 こ の 変 化 パ タ ー ン が 、 純 粋 の 形 容 詞 の 場 合 以 外 に も 、 動 形 容 詞(そ

の 仲 間 の 動 名 詞 の 方 は 名 詞 風 の 変 化 を す る が)や 分 詞(完 了 分 詞 ・ 未 来 分

詞)、 所 有 代 名 詞(所 有 形 容 詞)な ど 、 法 律 ラ テ ン 語 で お な じ み の 、 含 蓄 の

深 い 表 現 に お い て し ば し ば 見 ら れ る か ら で あ る 。 余 談 に な る が 、 こ こ で 、

基 本 的 で 、 し か も 重 要 な 指 摘 を し て お こ う 。 所 有 形 容 詞 に か ん し て は 、 か

り に 、 文 脈 上 、 「彼 自 身 の(SUUS)」 と い う 「男 性 」 の か ら む ケ ー ス 英

語 の 〈his(own)〉 に つ い て の 話 で あ っ て も(〈suus>は 性 ・数 の ち が い に

か か わ ら ず 同 形 な の で 、 「彼 女 自 身 の 」 ・ 「そ れ 自 身 の 」 ・「彼 ら 自 身 の 」 ・「彼

女 ら 自 身 の 」・「そ れ ら 自 身 の 」 と い っ た 訳 も ほ か に あ り う る)、 〈SUUS>と い

う 見 出 し 語 形 容 詞 が か か っ て い く 名 詞 の 側 の 性 に 応 じ て 勝 手 に 単 数 主 格

の と こ ろ の 話 な ら 、 〈suus>(男 性)・ 〈sua>(女 性)・ 〈suum>(中 性)へ と

変 化 し て い く 、 と い う 点 を 確 認 し て お い て 頂 く 必 要 が あ る 。 こ の さ い 、

こ の 手 の 英 語 の 表 現 や ル ー ル の こ と は お 忘 れ 頂 く ほ か は な い 。 ち ょ う ど 、

男 性 の 奴 隷 が 、 男 性 の 主 人 に も 、 女 性 の 主 人 に も 、 ま た 、 中 性(?)の 主 人

(ロ ボ ッ ト)に も 仕 え な け れ ば な ら な い よ う に 。 な お 、 ラ テ ン 語 に は 、 近 代

欧 米 語 の 場 合 と は 異 な っ て 、三 人 称 の 所 有 形 容 詞 「彼 の 」・「彼 女 の 」・「そ

の 」 な ど は な い 。 指 示 代 名 詞(形 容 詞)〈is>[そ れ(そ の):こ れ(こ

の)]の 属 格 で あ る 〈ejus>(英 語 で た め し に た と え て 説 明 し て み る と 、 〈hi

s>で は な く て 、 〈ofhim>が く る よ う な も の で あ る)が こ こ に 登 場 す る 。 以

上 の よ う な わ け で 、 こ の 〈bonus>型 の 一 統 は 、 多 彩 な 形 容 詞 や 各 種 の 形 容

詞 族(た と え ば 分 詞)に あ ふ れ た 法 律 ラ テ ン 語 の 文 章 を 読 み 解 く さ い に と

り わ け 重 要 な 語 群 に な っ て い る 。 た だ 、 読 み 手 を 本 当 に 悩 ま せ る の は 、 実

は 、 比 較 的 端 正 な 面 相 を も つ 〈bonus>の 一 統 で は な く て 、 辞 書 の[36]か

ら[38]ま で に な ら ん で い る 、 「第 三 種 転 尾 の 形 容 詞 」 と 総 称 さ れ る も の で

あ る 。 そ れ か ら 、 そ こ に 見 え る 現 在(能 相)分 詞[39]も 、 一 部 過 激 な 動

き を し て 、 こ の 難 物 グ ル ー プ に 加 わ っ て く る 。 以 上 の こ と は 、 法 格 言 の 実

A-84



例 に む き あ っ て み れ ば 、 す ぐ に 理 解 し て 頂 け る 事 柄 で あ る 。

(3)つ ぎ に 、 形 容 詞 に か ん す る 以 上 の 説 明 を 補 足 す る 事 項 を 、 「ま と め 」

と と も に 、 以 下 に 記 そ う 。

① 同 じ 形 が あ ち こ ち に あ る の で(た と え ば 、 〈bonae>は 、 〈bonus>の 変 化

一 覧 に 見 え る よ う に
、 三 カ 所 に あ る)、 文 章 の 内 容 や 文 脈 も 念 頭 に お き な が

ら 、 パ ズ ル を 解 く 気 分 で 可 能 性 を 一 つ ず つ 探 し て い く こ と が 必 要 で あ る 。

あ る い は 、 具 体 的 に は 、 そ れ を 一 つ ず つ 消 し さ り な が ら 、 消 去 法 に よ っ て

正 解 に 近 づ い て い く こ と に な る か も し れ な い 。

② 名 詞 と 形 容 詞 と の ペ ア は 性 ・数 ・格 で 一 致 し て で き あ が る の で あ る が 、

そ の 組 み あ わ せ の 語 尾 は 、 と き に は 似 る が 、 し か し 似 な い こ と も あ る 。 〈d

omin6rumbon6rum>[有 能 な 主 人 た ち の]は う ま く 似 て い る 例(複 数 属

格)で 、 〈poetaemagnl>[偉 大 な 詩 人 た ち[は]]は ま る で 似 て い な い 例

(複 数 主 格)で あ る 。 人 工 言 語 な ら 、 き っ と 語 尾 ぞ ろ え が ス マ ー ト に 行 な わ

れ る こ と で あ ろ う が 、 自 然 発 生 的 な 言 語 で は 、 そ う も い か な い の で あ る 。

③ 名 詞 ら し い 言 葉 と 形 容 詞 ら し い 言 葉 と が な ら ん で い る と す る と き 、 後

の 方 を 形 容 詞 、 前 の 方 を 名 詞 と 見 る こ と か ら ス タ ー ト し て み る の が ま ず は

能 率 的 で あ ろ う(仏 語 や 伊 語 な ど で は 、 形 容 詞 が 英 語 の 場 合 と 異 な っ て

、 意 味 に よ っ て 、 前 へ き た り 後 へ き た り す る 、 と い う 重 要 な 約 束 事 が あ

る の で 、 話 は 面 倒 に な っ て い る が)。 も ち ろ ん 、 本 来 は 形 容 詞 で あ っ て も 、

名 詞 化 し た か た ち の も の が こ こ へ く れ ば 、 結 果 的 に は 名 詞 が 二 つ そ ろ う こ

と も あ る 。 こ う い う と き 、 同 格 に な っ て い る と こ ろ に 細 心 の 注 意 を 払 わ な

け ば な ら な い 。 例 を あ げ よ う 。 〈hom6faber>に は 、 「人 工 の 人 間 」 と い う

「名 詞 〈hom6>+形 容 詞 〈faber>」 の 読 み も あ る が 、 こ こ は 、 「名 詞+名 詞 」

と し て 、 「工 作 者 と し て の 人 間=工 作 人 」 と 読 み た い 。 な お 、 〈homosapi

ens>[分 別 を も つ ヒ ト ー 人 間 一 ホ モ ・ サ ピ エ ー ン ス]も 、 同 格 語 と 読 め な

く も な い 。 し か し 、 〈hom6economicus(oeconomicus)〉[経 済 人]と か 、

〈hom6eroticus>[エ ロ ス 人 間]と か は 、 「名 詞+形 容 詞 」型 の 表 現 で あ る 。

蛇 足 で あ る が 、 筆 者 は 、 〈hom6jUridicus>[ホ モ ー ・ ユ ー リ デ ィ ク ス]=

[法 的 人 間 ・ 法 人 間 ・ 法 の 人]と い う 概 念 を 試 み に つ く り あ げ 、 わ が 日 本 で

「タ テ マ エ 」 と 「ホ ン ネ 」 と い う 対 概 念 が ど の よ う な 間 柄 に な っ て い る か 、

の 問 題 を 法 学 的 ・社 会 学 的 に 考 察 す る さ い の 道 具 と し て 、 こ の 概 念 を 大 い

に 活 用 さ せ て も ら っ て い る(た と え ば 、 「あ の 元 巨 人 の 江 川 選 手 は 、 世 に も

珍 し い 『ホ モ ー ・ ユ ー リ デ ィ ク ス 』 で あ る 」 と い う よ う に し て で あ る)。 ち

な み に 、 「タ テ マ エ ・ ホ ン ネ 論 」 全 般 に つ い て は 、 拙 著 『 タ テ マ エ の 法 ・ ホ

ン ネ の 法 』(第 四 版 ・ 日 本 評 論 社 ・2009)を 御 参 照 頂 け れ ば 、 幸 い で あ る 。

ち な み に 、 名 詞 の 属 格 は 、 原 則 と し て 、 前 に あ る 名 詞 に 後 方 か ら か か っ て

い く の で 、 形 容 詞 の 場 合 の よ う に 、 前 か 後 の ど ち ら か に か か っ て い く か 、
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に つ い て あ ま り 深 く 考 え る 必 要 は な か ろ う。 も ち ろ ん 、 格 言 で も 、 特 有 の

美 意 識 が か ら ん で 、 属 格 が 妙 な と こ ろ に お い て あ る ケ ー ス も 、 あ る 。

④ 名 詞 と 形 容 詞 と い う 二 つ の 言 葉 が 問 題 と な っ て い る と き 、 こ の 形 容 詞

が 「属 性 的 に 」(つ ま り 、 修 飾 語 と し て)用 い ら れ て い る の で は な く 、 い わ

ゆ る 〈be>動 詞(「 ～ で あ る 」)が 省 略 さ れ て い る か た ち で 「述 語 的 に 」 用 い

ら れ て い る 、 と い う ケ ー ス も と き に は あ る 。 と く に 、 短 文 の と き 、 要 注 意

で あ る 。 た と え ば 、 〈beatlpossidentes>「 占 有 す る 者 は 幸 せ[で あ る]」

と 読 む な ら 、こ れ は 述 語 的 な 用 法 ケ ー ス の 方 で あ る(も う 一 つ の 読 み は 、「幸

せ な 占 有 者 た ち(は)」 で あ る)。 そ れ か ら 、 そ の 述 語 的 用 法 の 場 合 に つ い

て 言 え ば 、 英 語 と か 独 語 と か な ど で は 、 い わ ゆ る 〈be>動 詞 の 後 に お か れ て

い る 形 容 詞 は 無 変 化 つ ま り 、 見 出 し 語 そ の ま ま の 硬 い 形 態 と な っ て

い る が 、 し か し 、 仏 語 ・伊 語 ・ 西 語 な ど の ロ マ ン ス 語 で は 、 主 語 の 性 ・数

に 応 じ て 、 形 容 詞 が き ち ょ う め ん に い ろ い ろ と 変 化 す る 。 も ち ろ ん 、 こ れ

ら の ロ マ ン ス 語 の 元 祖 で あ る ラ テ ン 語 で は 、 後 者 の よ う に な っ て い る 。

⑤ 形 容 詞 と 副 詞 は そ れ ぞ れ ち が っ た 形 態 を も っ て い る が(独 語 で は 、 両

者 は 同 形 に な る 場 合 が あ る)、 し か し 、 意 味 の う え か ら 、 形 容 詞 が 副 詞 の よ

う な ニ ュ ア ン ス を 帯 び て く る 場 合 が あ る 。 こ こ の と こ ろ は 、 ひ と ま ず 、 タ

テ マ エ は 形 容 詞 で 、 ホ ン ネ は 副 詞 、 と い う説 明 に で も し て お け ば 、 よ か ろ

う 。[B]部 門 の 索 引([P]部 門)「 形 容 詞 の 訳 し か た 」 を 参 照 。

⑥ 仏 語 ・西 語 で は 、 〈s>と い う 語 尾 が あ れ ば 、 形 容 詞 が 、 複 数 名 詞 と の 関

係 で 複 数 形 を と ら さ れ て い る こ と が 判 明 す る が(同 じ ロ マ ン ス 語 族 の 一 員

で も 、 伊 語 で は そ う は な っ て い な い)、 ラ テ ン 語 で は 、 形 容 詞 の 複 数 形 の 語

尾 は 、 〈s>の ほ か に 、 格 や 性 し だ い で 、 い ろ い ろ な 形 を も っ て い る 。 し た が

っ て 、 形 容 詞 が 単 数 か 複 数 か の 識 別 は 、 名 詞 に つ い て そ れ を や っ て い く 場

合 と 同 じ よ う に 、 と て も か ん た ん に は で き な い わ け で あ る 。

⑦ も し 目 前 に あ る 言 葉 が 形 容 詞 の 一 変 化 ら し い 、 と い う こ と が 察 知 さ れ

た と す る と き(こ れ は そ れ ほ ど た や す い 作 業 と は 言 え な い が 現 に 、副 詞

の 比 較 級 は 、 形 容 詞 の 比 較 級 の 単 数 中 性 対 格 形 と 同 じ に な っ て し ま う)、 ど

の よ う に し て 、 そ の 言 葉 の 占 め て い る 座 標 つ ま り 、 位 置 関 係 を 正 し

く 求 め れ ば よ い の で あ ろ う か?言 う ま で も な く 、 最 終 的 な 目 標 地 点 で あ る

語 の 意 味 づ け に 到 達 す る に は 、 ど う し て も 、 原 点 で あ る 見 出 し 語 を 探 し あ

て な け れ ば な ら な い が 、 そ れ と 前 後 し て 、 そ の 言 葉 が 文 章 中 で ど の よ う な

役 割 を に な っ て い る か つ ま り 、 格 を つ き と め る 必 要 も 出 て く る 。 そ

の さ い 、 形 容 詞 が 修 飾 し て い る 名 詞 の 姿 か ら も 、 性 ・数 ・格 に ま つ わ る 情

報 が え ら れ る は ず で あ る 。 ま た 、 動 詞 の 種 別 他 動 詞 か 自 動 詞 か 、 あ る い

は ま た 、 主 格 が 登 場 す る 繋 辞(コ ー プ ラ)か そ う で な い か も 、 格 に つ い

て 情 報 を 与 え て く れ る 。 ふ つ う 、 目 前 に あ る 文 章 中 の 形 容 詞 の 変 化 形 が 、
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辞 書 の 見 出 し 語 に ぴ っ た り と あ て は ま る ハ ッ ピ ー な 事 例 な ど め っ た に な い

の で 、 ま ず 、 見 出 し 語 を 探 し て 、 そ の 変 化 の パ タ ー ン の 一 覧 表 の な か か ら 、

問 題 の 形 容 詞 の 座 標 を 求 め て い く こ と に な る 。 以 下 に 、 辞 書 の 見 出 し 語 の

欄 の と こ ろ に 具 体 的 な 例 と し て 表 示 さ れ て い る 変 化 の 姿 を グ ル ー プ 別 に ま

と め て 解 説 し て お く こ と に し よ う(〈8>・ 〈10>は 純 正 の 形 容 詞 で は な い)。

〈1>〈bonus,bona,bonum>[よ い](単 数 の 、 男 性 ・女 性 ・ 中 性 の 各 主

格 の 三 タ イ プ)… … 第 一 種 ・第 二 種[34]・[47](最 上 級 一 優 級 の 形 容 詞 の

変 化);[]内 の 数 字 は 「辞 書 」 の 末 尾 に あ る 表 の ナ ン バ ー で あ る 。 辞 書 の

見 出 し 語 は 単 数 男 性 主 格 形 で あ る 。 〈4>の 場 合 の よ う に 、 単 数 女 性 主 格 形

が そ の 男 性 主 格 形 と 同 じ に な る こ と は あ る が 、見 出 し 語 と し て は 、便 宜 上 、

ひ と ま ず 男 性 の ケ ー ス を 想 定 し て お き た い 。

〈2>〈hber,Ilbera,Ilberum>[自 由 な](同 上)… … 第 一 種 ・ 第 二 種[3

5]*も し 男 性 形 が 〈(liber)us>と な っ て い て く れ れ ば 、〈us,a,um>の 組 で 、

〈1>の 〈bonus>の 場 合 と 同 じ 動 き に な る が 、 そ う で は な く て 、 末 尾 の 〈us>が

な く 、 〈er>の と こ ろ で 止 め ら れ て い る 。

〈3>〈pulcher,pulchra,pulchrum>[美 し い](同 上)… … 第 一 種 ・ 第

二 種[35]*〈2>の 系 列 の も の で あ る が 、 こ こ で は 後 の 二 つ の と こ ろ で 〈e>が

欠 落 し て し ま う こ と に 注 意 し て 頂 き た い 。〈1><2><3>全 体 に つ い て 言 え ば 、

法 律 ラ テ ン 語 で も 、 〈1>の よ う な 整 然 と し た 動 き を す る 形 容 詞 が 多 い 。

〈4>〈fortis,forte>[勇 敢 な](単 数 の 、 男 性 ・ 女 性 と い う 二 っ の 性 の 主

格 に 共 通 す る 形 と 、 単 数 の 、 中 性 主 格 の 形 と の ニ タ イ プ)… … 第 三 種[36]

*こ の 第 三 種 型 の 形 容 詞 変 化 に は 、 こ の ほ か に 〈5>・ 〈6>・ 〈7>も あ っ て 、 読

み と り が む ず か し い が 、こ こ の 〈4>の ケ ー ス が 大 部 分 な の で 、と に か く 、(1)

型 の も の と あ わ せ て 、 こ こ の 、 ニ タ イ プ 型 の パ タ ー ン の も の に な れ て 頂 く

こ と が 必 要 と な る 。 こ れ ら を マ ス タ ー す れ ば 、 読 み 解 き は か な り 楽 に な る

は ず で あ る 。

〈5>〈celer,celeris,celere>[速 い](単 数 の 、 男 性 ・女 性 ・ 中 性 の 各 主

格 の 三 タ イ プ)… … 第 三 種[38]*〈4>と 〈5>の ち が い は 、 こ の 〈5>に お い て

男 性 と 女 性 と で 変 化 が ち が っ て い る と こ ろ で あ る 。

〈6>〈acer,acris,acre>[は げ し い](同 上)… … 第 三 種[38]*後 の 二

つ の と こ ろ で 〈e>が 欠 落 し て い る こ と に 注 意 し て 頂 き た い 。 〈3>に お い お て

も そ の よ う な 現 象 が 見 ら れ る 。

〈7>〈audax,audacis>[大 胆 な](単 数 の 、 男 性 ・ 女 性 ・ 中 性 の 各 主 格

に 共 通 す る 形 と 、 単 数 の 、 男 性 ・ 女 性 ・ 中 性 の 各 属 格 に 共 通 す る 形 と の ニ

タ イ プ)… … 第 三 種[37]*第 三 種 変 化 の 名 詞 の 場 合 の よ う に 、 単 数 の 属

格 形 の 方 を 二 つ 目 に 記 し て お く の が 特 徴 で あ る 。 そ れ は 、 困 っ た こ と に

単 数 主 格 形 が 三 性 と も 共 通 に な っ て い る 以 上 、 そ れ を 、 表 示 し て も 意 味
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が な い か ら で あ る 。 そ れ に 、 こ の 方 式 で あ れ ば 、 〈x>の と こ ろ が 語 形 変 化 の

過 程 で 〈c>に 変 わ っ て い く こ と も 指 示 で き る 。 そ の よ う な わ け で 、 こ の よ う

な 二 語 指 示 型 の 形 容 詞 は 、<4>の ケ ー ス 以 上 に 、 要 注 意 で あ る 。

〈8>〈t6tus,t6ta,t6tum>[全 体 の](単 数 の 、 男 性 ・女 性 ・中 性 の 各 主

格 の 三 タ イ プ)… … 代 名 詞 的 形 容 詞 の 変 化[40](こ れ 以 外 の 代 名 詞 的 形 容

詞 に つ い て は 、[41][42][43]を 見 て 頂 き た い)法 律 ラ テ ン 語 の 命 題 に

お い て は 、 こ の 手 の 形 容 詞 が し ば し ば 登 場 す る 。

〈9>〈brevior,brevius>[い っ そ う 短 い](単 数 の 、 男 性 ・女 性 と い う 二

性 の 主 格 に 共 通 す る 形 と 、 単 数 の 、 中 性 主 格 の 形 と の ニ タ イ プ)… … 形 容 詞

比 較 級 の 変 化[45](比 較 級 に 関 連 さ せ て 言 え ば 、[46]・[47]の 一 覧 表 も

要 注 意 で あ る が 、 そ れ は 、 法 律 ラ テ ン 語 に し ば し ば 登 場 す る 比 較 法 や 最 上

級 が そ こ に 含 ま れ て い る か ら で あ る 。 な お 、 比 較 級 な ど が 辞 書 の 見 出 し 語

と し て 採 録 さ れ て い る の は 、 ご く 例 外 的 な ケ ー ス で あ る)

〈10>〈amans,amantis>[愛 し て い る(と こ ろ の)](単 数 の 、 男 性 ・女

性 ・ 中 性 の 各 主 格 に 共 通 す る 形 と 、 単 数 の 、 男 性 ・女 性 ・ 中 性 の 各 属 格 に

共 通 す る 形 と の ニ タ イ プ)… … 現 在 分 詞 の 変 化[39]。 単 数 主 格 形 は 三 性 と

も 共 通 に な っ て い る の で 、 そ の 属 格 の 形 が 二 つ 目 に く る の は 、<7>の 場 合 の

扱 い と 同 じ で あ る 。 も っ と も 、 現 在 分 詞 が 辞 書 に 見 出 し 語 と し て 採 録 さ れ

る の は ご く 例 外 的 な ケ ー ス で あ る 。 な お 、 単 数 全 性 奪 格 の 〈amante>の と こ

ろ は 、 そ の 与 格 の 形 と 同 形 の 〈amantl>と な っ て 登 場 す る 場 合 が あ る 。 い ず

れ に し て も 、こ の 〈10>の 分 詞 は 、〈1>～<9>の 形 容 詞 と は 近 い 関 係 に あ る(も

っ と も 、 こ れ は 、 動 詞 に 由 来 す る 、 と い う本 来 の 性 質 は す て た わ け で は な

い)。 ギ リ シ ア 語 で は 、 分 詞 は 八 つ の 品 詞 の う ち の 一 角 を 占 め る ほ ど 、 し っ

か り し た 姿 を も っ て い る が 、 ラ テ ン 語 で は 、 分 詞 が 十 分 に 発 達 し な か っ た

こ と も あ っ て 、 そ れ ほ ど の 扱 い は う け て い な い 。

そ こ で 、 検 索 の 手 順 に つ い て で あ る が 、 も し 、 目 前 に あ る 形 容 詞 の 語 尾

が 、[34]か ら[38]ま で の 、 モ デ ル 形 容 詞 や 、 現 在 分 詞[39]や 、 代 名

詞 的 形 容 詞([40]～[43])や 、比 較 級 形 容 詞([45])な ど の 変 化 語 尾(単

数 の 三 つ の 性 の 主 格)に 運 よ く マ ッ チ し て い れ ば 、 そ れ で ま ず 見 出 し 語 は

キ ャ ッ チ で き る は ず で あ る 。 し か し 、 そ う で な い も の に つ い て は 、 モ デ ル

中 の モ デ ル で あ る 〈bonus>の 変 化 一 覧 表(上 掲)で ま ず あ た り を つ け(で

き れ ば 、[36]の 〈fortis>の 動 き の パ タ ー ン も チ ェ ッ ク し て お い て 頂 き た い)、

総 合 的 に 考 え て(こ こ の と こ ろ が と て も 微 妙 な 作 業 な の で あ る が)、 見 出 し

語 に い た る の で あ る 。 そ れ で 、 見 出 し 語 か ら 意 味 に た ど り つ い た あ と 、 具

体 的 な 文 章 構 造 の 中 の 形 容 詞 の 文 法 上 の 役 割 を つ き と め な け れ ば な ら な い 。

第 三 章 代 名 詞

(1)代 名 詞 と い う 品 詞 は 、ど の 言 語 に も 存 在 す る よ う に 思 わ れ る も の で 、
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そ の 役 割 や 機 能 な ど に つ い て は あ ら た め て 説 明 す る 必 要 も な か ろ う 。 そ う

は 言 っ て も 、 こ の 便 覧 で と く に タ ー ゲ ッ ト と し て い る 法 律 ラ テ ン 語 の 世 界

で は 、代 名 詞 の 形 で 登 場 し て く る 人 や 物 の 数 が 一 つ で は な い こ と が 多 く(し

か も 、 人 称 代 名 詞 の 主 語 は 、 背 後 に か く れ て い て 、 読 み 手 の 眼 に ふ れ な い

の が ふ つ う で あ る)、 ど れ が ど れ を 指 し て い る の か を 正 確 に キ ャ ッ チ し な い

と 、 と ん で も な い 誤 解 が 生 じ て し ま う 。 幸 い な こ と に 、 ほ と ん ど す べ て の

代 名 詞 の 変 化 語 尾 は 辞 書 の 表 に 見 え て い る の で([52]～[65]:§915～ §9

27)、 根 気 よ く つ き あ わ せ を す れ ば 、代 名 詞 族 の 正 体 は つ か め る ず で あ る(一

方 、 辞 書 の 見 出 し 語 の と こ ろ に は 、 代 名 詞 の 変 化 形 の ほ ん の 一 部 し か 収 録

さ れ て い な い が 、 そ れ も や む を え な い)。 し か し 、 ま た し て も 、 同 形 が 、 同

一 の 代 名 詞 の 性 ・数 ・ 格 に 応 じ た 変 化 の あ ち こ ち で 現 わ れ た り
、 そ れ ど こ

ろ か 、 ま っ た く ち が う 役 割 を も つ 代 名 詞 の な か に 見 え て い た り し て 、 読 み

手 を 大 い に 混 乱 さ せ る 。 つ ぎ に 、 と り あ え ず 、 現 代 日 本 で も よ く 知 ら れ て

い る 例 に か ら め て 、 そ の 実 態 を 見 て 頂 こ う 。 な お 、 代 名 詞 に 格 変 化 が あ る

こ と は 、 現 代 の 無 数 の 言 語 の な か で 簡 略 化 の も っ と も 進 ん だ 英 語 の 例 で も

知 ら れ る 。 〈1-(my)-me>・ 〈he-(his)-him>と い う よ う に で あ る 。

(2)〈adhoc>… 現 代 で も 、 こ の イ デ ィ オ ム は 、 「ア ド ・ ホ ッ ク 」 と い う

よ う に 、 正 確 な ラ テ ン 語 読 み で 通 る(「 ア ド ・ ホ ー ク 」 で も ま ち が い と は 言

え な い が)。 指 示 の 意 味 を も つ 指 示 代 名 詞 ・ 指 示 形 容 詞 で 、 見 出 し 語 の 〈hi

c>[こ の 人(指 示 代 名 詞)・ こ の(指 示 形 容 詞)]の 単 数 中 性 対 格 に あ た る

の が 、 こ こ の 〈hoc>で あ る が 、 〈ad>[～ へ]が 対 格 を 支 配 す る 前 置 詞 な の

で 、 こ の 、 対 格 形 の 〈hoc>(〈h6c>で も よ い)が く る 。 意 味 は 、 そ れ こ そ ア

ド ・ ホ ッ ク(に)、 い ろ い ろ と つ け ら れ 、 「そ の こ と の た め に と く に 」 と か 、

「こ の こ と に 向 か っ て(「 向 け て 」 が 当 世 風 で あ る が)」 と か 、 「こ の こ と に

あ わ せ て(そ く し て)」 と か 、 「こ の こ と だ け に 適 応 す る か た ち で 」 と か 、 「当

座 の 」 と か に な る 。 ち な み に 、 〈ad>は 、 あ の 「ア ド リ ブ 」 の 「ア ド 」 で も

あ る(〈adlib.=adlibitum[任 意 に]=atonelspleasure>)。 こ こ の 〈libi

tum>は 、 非 人 称 動 詞 〈libet>「 気 に 入 る 」 の 完 了 分 詞 〈libitus>の 中 性 単 数 対

格 形 が 名 詞 化 し た も の で あ る 。 つ ぎ に 、 名 詞 変 化 と は 一 味 ち が う 、 代 名 詞

固 有 の 変 化 パ タ ー ン を 示 す こ の 〈hlc>の 動 き を 表 で 示 し て お こ う([53])。

こ の 〈hlc>と 、指 示 代 名 詞(三 人 称 の 人 称 代 名 詞 と も な る 先 行 詞 の 〈is>は 、

本 来 の 指 示 代 名 詞 と は 少 し ち が っ た ニ ュ ア ン ス を は ら ん で い る の で 、 「限 定

代 名 詞 」 と か 「確 定 代 名 詞 」 と か よ ば れ る こ と が あ る)の 〈is>([56])と 、

関 係 代 名 詞 〈qul>[59]と の ト リ オ を 頭 に 入 れ て お け ば 、 た い て い の 変 化 形

に 対 応 で き る は ず で あ る(〈is>と 〈qul>は 、 先 行 詞 と 関 係 代 名 詞 と い う 形 で

組 み あ わ さ っ て く る ケ ー ス が あ り 、 こ の ペ ア の 群 は 、 法 律 ラ テ ン 語 に し ば

し ば 登 場 す る 〈is>の 方 は よ く 省 略 さ れ て し ま う が)。 な お 、 そ の 〈is>の
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系 統 の 用 例 に も 重 要 な も の が あ る 。 た と え ば 、 単 数 中 性 主 格 の 〈id>[こ れ]

の 形 は 、近 代 欧 米 語 で ラ テ ン 語 と い う 意 識 も な し に 用 い ら れ る こ と が 多 い 。

〈idest-i.e.[イ ド ・エ ス ト]〉 に 見 え て い る 〈id>が そ れ で あ る 。 こ の 言 葉

の 直 訳 は 、 「そ れ は ～ で あ る=つ ま り ・す な わ ち 」 と な る が 、 こ の 機 会 に 〈e

st>(〈sum>「 ～ で あ る 」 の 現 在 三 人 称 単 数)の 形 を マ ー ク し て お い て 頂 こ

う(〈est>の 正 体 は 、 仏 語 の 〈est>、 独 語 の 〈ist>が そ の 仲 間 で あ る の で 、 す

で に お 察 し が つ い て い る で あ ろ う が)。

〈hTc,haec,hoc>(こ れ ・ こ の)

単数 複数

男性 女性 中性 男性 女性 中性

主格 hic haec hoc hi hae haec

対 格 hunc hanc hoc h6s has haec

属 格 hujus hujus hujus h6rum harum h6rum

与格 huic huic huic hls hls hls

奪 格 h6c hac h6c hls hls hls

こ こ で 、 長 音 の つ い て い な い 単 数 中 性 主 格 の 〈hoc>の ほ か に 、 長 音 の つ い

て い る 方 の 〈h6c>が 単 数 奪 格 の 二 つ の 個 所 に 見 え る こ と に も 注 目 し て お い て

頂 き た い 。 な お 、 〈huic>の 〈i>の と こ ろ に は 長 音 が な い も の と し た(§918

に は 〈hulc>と あ る)。 ま た 、 〈jus>・ 〈ius>の 語 尾 の 形 は 、 い か に も 代 名 詞 的

な 姿 態 で あ る と 考 え て お い て 頂 こ う(〈jUS>に は 「法 」 と い う 立 派 な 名 詞 型

も あ る が)。 こ の 手 の 指 示 代 名 詞 の グ ル ー プ に は 、 こ の 〈hic>以 下 、〈ille>[あ

れ ・ あ の]、 〈iste>[そ れ ・ そ の]、 〈is>[こ れ ・ こ の:そ れ ・ そ の](こ れ

は 、 「彼 」 ・ 「彼 女 」 ・「そ れ 」 と い っ た 、 ラ テ ン 語 に は 存 在 し な い 、 三 人 称 の

人 称 代 名 詞 の よ う な も の(一 人 称 の 人 称 代 名 詞 と 二 人 称 の そ れ と は ち ゃ ん

と 存 在 す る:[52])、 と ひ と ま ず 考 え て お け ば よ い)、<ipse>[そ れ 自 身]、

〈idem>[同 じ 人 ・ 同 じ]が あ る 。 こ れ ら の う ち 、 英 語 の 〈it>の も つ ニ ュ ア

ン ス を 帯 び た 〈is>系 の 変 化 詞 が 法 律 ラ テ ン 語 の 分 野 で も っ と も 多 く 用 い ら

れ る 。 こ こ で 、 話 の つ い で に 、 〈Ipsedlxit.〉 と い う 用 例 を 見 て お こ う 。 〈i

pse>は 、 名 詞 ・ 代 名 詞 を 強 調 す る 言 葉 で あ り 、 「強 意 代 名 詞(形 容 詞)」 と

名 づ け ら れ て 、 「指 示 代 名 詞(形 容 詞)」 と は 別 の カ テ ゴ リ ー に 入 れ ら れ る

こ と も あ る が 、 「そ れ 自 身 ・ そ れ 自 体 」 の ニ ュ ア ン ス を も つ 表 現(ト ヨ タ に

「イ プ サ ム 」 と い う 車 が あ る)と し て 、 指 示 代 名 詞 の 仲 間 に 入 っ て い る(こ

れ は 〈is>と 〈pse>と が 結 合 し て で き た も の で あ る)。 こ こ で は 、 「彼 は 」 が 背

後 に か く れ て い る が 、訳 は 、そ れ を プ ラ ス す る よ う に し て つ け 、 「彼 は 自 ら ・

彼 自 身 」 と な る 。 〈dlxit>は 〈dlc6>[言 う]の 完 了 三 人 称 単 数 で 、 全 体 と し
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て 、 「彼 自 身 が 言 っ た=師 の た ま え り=独 断 的 定 言 」 と な る 。 そ れ か ら 、 〈i

dem>も 立 派 に 近 代 欧 米 語 の 世 界 で 活 用 さ れ て い る(こ れ は 〈is>と 〈dem>と

が 結 合 し て で き た も の で あ る)。 あ の 「ア イ デ ン テ ィ テ ィ ー 〈identity>」 と

い う 現 代 思 想 の キ ー ワ ー ド の も と と な っ て い る 言 葉 が 、 こ の 〈idem>で(〈i

dentitas>と い う ラ テ ン 語 は 、 後 期 ラ テ ン 語 で あ っ て 、 む か し か ら あ っ た わ

け で は な い)、 こ れ は 、 今 で は 、 「同 じ 人 」 ・「同 じ 著 者 」 ・「同 じ 物 」 ・「同 上 」

と か の 意 味 で 、 さ ま ざ ま に 用 い ら れ る 。 な お 、 〈ldem>は 単 数 男 性 主 格 で 、 〈i

dem>は 単 数 中 性 主 格 な の で 、 人 に 関 係 す る 前 の 方 の 意 味 の と き は 、 「イ ー

デ ム 」 と い う よ う に 、 長 音 を つ け て 読 ま な け れ ば な ら な い 。 な お 、 ラ テ ン

語 の 指 示 代 名 詞 は 、 仏 語 の 〈il>・ 〈elle>・ 〈le>・ 〈la>・ 〈leur>や 西 語 の 〈est

e>な ど に 、 そ の 痕 跡 を と ど め て い る 。

(3)上 述 の よ う に 、 〈hlc>[こ れ ・ こ の]・ 〈iste>[そ れ ・そ の]・ 〈ille>[あ

れ ・ あ の]・ 〈is>・ 〈ipse>は 、 そ れ ぞ れ に 奥 深 い ニ ュ ア ン ス を も つ 指 示 代 名

詞(指 示 形 容 詞)で あ る が(こ れ ら の 〈hic>・ 〈iste>・ 〈ille>と い う 指 示 代

名 詞 の ト リ オ と な ら ん で 、 関 係 代 名 詞 の 先 行 詞 の 役 割 も も つ 〈is>[そ れ(そ

の)]が 、 法 律 ラ テ ン 語 で は と く に 重 要 で あ る も っ と も 、 こ れ は し ば し

ば 省 略 さ れ て し ま い 、 表 に 出 て い な い が)、 そ の ほ か に 、 と り わ け 法 律 ラ テ

ン 語 文 に は 、 重 要 な 関 係 代 名 詞(関 係 形 容 詞)、 不 定 代 名 詞(不 定 形 容 詞)、

再 帰 代 名 詞 、 人 称 代 名 詞 が 多 数 登 場 す る 。 こ れ ら に つ い て は 、 後 で 格 言 の

実 例 に 即 し て 説 明 す る こ と に し た い 。 疑 問 代 名 詞(疑 問 形 容 詞)は 、 「誰 が

～?」 系 の 〈quis>と 、 「何 が ～?」 系 の<quid>と の 二 手 に わ か れ る が 、 そ の

格 ・数 の 変 化 が 関 係 代 名 詞 〈qui>の そ れ と よ く 似 て い る 点 が 、 と て も ま ぎ ら

わ し い([60]§285・924)。 な お 、 代 名 詞 的 形 容 詞 と い う 、 形 容 詞 な の に

代 名 詞 の よ う に 派 手 な 動 き を す る も の は 、 法 律 ラ テ ン 語 の 命 題 で し ば し ば

重 要 語 と し て 登 場 し て く る(た と え ば 、 〈Unus>[一 っ の]、 〈s61us>[単 独

の 、 ～ だ け の]、 〈t6tus>[全 体 の]、<nUllus>[な ん ら の ～ も ～ な い]、 〈ul

lus>[ど れ も(～ な い)]、 〈uter>[ど ち ら か の]、 〈neuter>[ど ち ら の ～ も

～ な い] 、 〈uterque>[ど ち ら も]、 〈alter>[二 つ の う ち の 一 つ の ・ ど れ か

の]、 〈alius>[三 つ 以 上 の う ち の ど れ か の]([40]以 下 §548以 下)。 な お 、

[B]部 門 の 〈483>に 見 え る 〈Cuibon6?〉[誰 に 利 益 に(な る)か]の よ う

に 〈?〉 マ ー ク が 見 え て い る ケ ー ス で は 、 〈cui>が 疑 問 代 名 詞 で あ る こ と が す

ぐ わ か る が 、 し か し 、 文 中 に 〈?〉 な し で 埋 め こ ま れ て し ま う と 、 と た ん に 読

み 解 き が む ず か し く な る 。

第 四 章 動 詞

(1)ふ つ う 、外 国 語 の 学 習 素 材 と い う も の は 、 単 語 や 単 語 群 で は な く て 、

単 純 な 文 法 構 造 と や さ し い 意 味 内 容 と を も っ た 単 文 の か た ち で ま ず 学 び 手

(ビ ギ ナ ー)の 前 に お か れ る(た と え ば 〈Iamaboy.〉 ・〈Iloveyou.〉)。 そ
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の 文 章 に は 動 詞 が 含 ま れ て い る が 、 こ れ は 文 章 の 中 軸 を か た ち つ く っ て い

る の で 、 動 詞 問 題 を と り あ え ず マ ス タ ー す る こ と が 第 一 に 必 要 と な る 。 本

編 で は 、 一 見 し た と こ ろ と っ つ き や す い 「名 詞 論 」 か ら 解 説 を ス タ ー ト さ

せ た が 、 筆 者 の 本 心(ホ ン ネ)を 言 え ば 、 動 詞 が 、 そ の 重 要 性 の た め に 、

最 初 に 扱 わ れ る べ き 対 象 で あ っ た 。 さ て 、 外 国 語 の 勉 強 は 、 手 も と に あ る

辞 書 を ひ い て み る こ と か ら ス タ ー トす る(も っ と も 、 広 い 意 味 に お け る ラ

テ ン 語 に つ い て 見 て み る と 、 最 近 で は 、 カ ペ ラ ー ヌ ス 著/有 川 貫 太 郎 他 編

訳 『現 代 ラ テ ン 語 会 話 』 〔大 学 書 林 ・1993〕 と い う 会 話 の 本 に 対 応 す るCD

を 活 用 し て 、貴 重 な 耳 学 問 も ち ゃ ん と で き る よ う に な っ て き て い る)。 ま ず 、

辞 書 の 検 索 の 手 順 の よ う な も の を 、 実 は レ ッ キ と し た ラ テ ン 語 で あ る こ と

が か な ら ず し も よ く は 知 ら れ て い な い 有 名 な 横 文 字 〈vet6>を 例 に と っ て 、

い く ら か く わ し く 説 明 し て み よ う 。 こ の 〈vet6>は 、 文 法 の 概 念 で 説 明 す る

と 、 ま ぎ れ も な く 動 詞 な の で 、 こ こ で は 、 こ れ を 動 詞 の 代 表 選 手 と し て 扱

う こ と に す る わ け で あ る 。

さ て 、 上 記 の 『羅 和 辞 典 』(「 辞 典 」)に は 相 当 な 情 報 が つ ま っ て お り 、 い

く ら か 特 殊 な 法 律 ラ テ ン 語 を 読 む い さ い に 必 要 と な る 知 識 も 、 か な り の 程

度 こ こ か ら 入 手 す る こ と が で き る 。 問 題 は 、 ど の よ う に し て 、 い わ ば ハ ー

ド ウ ェ ア で あ る 辞 書 か ら 、 目 前 の 具 体 的 な 必 要 に 応 じ て 知 り た い 情 報 を ア

ド ・ホ ッ ク(adhoc)(に)ひ っ ぱ り だ す か に あ る が 、 こ れ が ま た 、 な か

な か む ず か し い こ と な の で あ る 。

問 題 の 〈vet6>は 、 ラ テ ン 語 で は 「ウ ェ ト ー 」 と 読 む が 、 日 本 語 で は 、 こ

れ が 、 わ ざ わ ざ ペ ダ ン テ ィ ッ ク に 「ヴ ェ ト ー 」 と さ れ た り 、 日 本 語 べ っ た

り で 「ベ トー 」 と 簡 略 化 さ れ た り 、 英 語 読 み で 「ヴ ィ ー ト ー 」・「ビ ー トー 」

と さ れ た り し て い る 。 こ の 語 は 、 面 白 い こ と に 、 「私 は 差 し と め る[も の で

あ る]・ 私 は 拒 否 す る 「も の で あ る]」 と い う 動 詞 の 一 変 化 形(本 動 詞 ・定

動 詞)が そ の ま ま 凝 固 し て 、 そ の 意 味 に ち な ん で 、 「拒 否 権 」 と い う よ う な

名 詞 の 扱 い を う け る よ う に な っ た 変 わ り 種 で あ る 。 こ れ が 、 国 連 の 安 全 保

障 理 事 会 に お い て 、 旧 ソ 連 や 中 国 な ど が 土 壇 場 で よ く 使 っ た 奥 の 手 で あ る

こ と は 周 知 の と こ ろ で あ ろ う。 ロ ー マ で は 、 平 民 の 代 表 ・ 味 方 で あ る 護 民

官 は 、 多 年 に わ た る 身 分 闘 争 の 成 果 の 一 つ と し て 、 貴 族 出 身 の 政 務 官(行

政 官 一 政 治 家)の 日 常 の 職 務 行 動 を 現 場 で 阻 止 す る た め の 「差 止 権(拒 否

権)」 を 事 実 上 ・法 制 上 与 え ら れ る よ う に な っ て い た の で あ る が 、 こ の よ う

に ネ ガ テ ィ ヴ な 仕 組 み が ま わ り ま わ っ て 現 代 に ま で う け つ が れ て 、 こ の 制

度 が 生 ま れ た も の 、 と 一 応 の と こ ろ 考 え て よ い 。 さ て 、 英 語 な ど の 近 代 欧

米 語 に あ っ て は 、 辞 典 の な か で 、 動 詞 の 「見 出 し 語 」(代 表 形)と し て は 、

そ の 原 形(不 定 詞 ・不 定 法)が 用 い ら れ る が 、 し か し 、 ラ テ ン 語 で は 、 こ

れ と は ま っ た く ち が っ て 、い わ ば 活 き た ま ま の 「直 説 法 能 動 相(能 動 態)
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現 在 一 人 称 単 数 」 と い う 変 化 形 態(い わ ば 、 「本 動 詞 」)が こ の

役 目 を は た す こ と に な っ て い る 。 こ こ を 英 語 の 例 で 説 明 す る と 、 〈be>で は

な く て 、 〈(1)am>が 登 場 し て く る よ う な も の で あ る 。 そ れ で 、 さ き の 〈ve

t6>と い う の は 、 ま さ に こ の 形 で あ る 。 も っ と も 、 「辞 書 」 に は 、 「私 は 差 し

と め る[も の で あ る]」 と は 書 か れ ず に 、 「私 は 」 の と こ ろ を カ ッ ト し て 、

た ん に 「差 し と め る 」 と い う よ う に 、 い か に も 原 形 風 の 表 記 が 出 て い る が 。

そ れ で 、 こ の 〈vet6>は 、 ま っ た く 偶 然 に も 、 辞 書 の 見 出 し 語 の 好 待 遇 を う

け ら れ る 変 化 形 な の で 、 辞 書 に は 見 事 に 収 録 さ れ て い る わ け で あ る が 、 し

か し 、 こ れ が ま さ に 問 題 の 動 詞 で あ る と は 判 明 し な い 入 門 レ ヴ ェ ル の 段 階

で は 、 〈vet6>の 語 形 は 、 辞 書 に あ る 〈vetus>「 古 い 」 と い う 形 容 詞 の 変 化 の

一 つ に 含 ま れ て い る か も し れ な い
、 と 心 配 し て み る こ と は 必 要 で あ る(結

論 的 に は そ の 可 能 性 は ゼ ロ で あ る が)。

他 方 で 、 同 じ よ う に 日 本 の ジ ュ リ ス ト の あ い だ で そ れ な り に 知 ら れ て い

る 動 詞 系 の ラ テ ン 語 法 律 術 語 た と え ば 、 〈staredecisis>・ 〈n611epr6s

equi>・ 〈mandamus>・ 〈habeascorpus>・ 〈exequatur>・ 〈flat>・ 〈testa

mur>な ど に つ い て は 、 と に か く 「辞 書 」 で そ の 見 出 し 語 を つ き と め ら

れ な け れ ば 、 そ の 意 味 や 用 法 に 正 し く た ど り つ く こ と な ど 、 お よ そ 不 可 能

で あ る 。 そ れ ぞ れ の 見 出 し 語 は 、 〈st6>・ 〈decid6>・ 〈n616>・ 〈pr6sequor>・

〈mand6>・ 〈habe6>・ 〈corpus>・ 〈exequor>・ 〈fi6>・ 〈testor>で あ る 。 な

お 、 〈corpus>(名 詞)以 外 は 、 す べ て 動 詞 の 見 出 し 語 で あ る 。 も し 、 こ の 〈v

et6>の よ う に 、 各 時 称 の 一 人 称 が す べ て<o>で 終 わ っ て く れ て い る の な ら 、

話 は か ん た ん な の で あ る が 、 し か し 、 〈o>の 語 尾 は 、 〈am6>[愛 す る]の 例

(辞 書 の[66～69])で 見 て み る と 、そ の 単 数 の ゾ ー ン に 三 カ 所 に し か な く 、

全 体 と し て は 、 む し ろ 〈m>が 目 立 つ 。 ち な み に 、 英 語 の 〈Iam>の 〈m>も 、

ラ テ ン 語 の こ の 〈m>と は 遠 縁 の 関 係 に あ る 。

(2)そ れ で は 、 「辞 書 」 の 〈vet6>の 項 を 少 し く わ し く 観 察 し て み よ う 。 そ

こ に 〈vet6,are,tui,titum>と あ る が 、 こ れ は 、 と き に は 「動 詞 の 四 基 本

形 」 と 名 づ け ら れ る も の を 示 し て い る(こ の こ と は 、 た と え ば 、英 語 で 、 「原

形 ・ 過 去 形 ・ 過 去 分 詞 」 の 三 基 本 形 が 動 詞 表 示 の さ い に 用 い ら れ る の と 同

じ よ う な こ と で あ る 英 語 で は 、 〈be>と い う 原 形 が 辞 書 の 見 出 し 語 に な

っ て い て 、<Iam>の<am>は ほ ん の お 添 え も の と し て 辞 書 に 収 録 さ れ る だ け

で あ る が 、 ラ テ ン 語 で は 、 そ の 〈am>に 相 当 す る 〈sum>[で あ る ・存 在 す る]

と い う 形 が 、 堂 々 と し た 、 動 詞 の 代 表 形 と な っ て い る の で あ る)。 そ し て 、

見 出 し 語 と し て の 〈vet6>に つ づ く 上 記 の 一 連 の 略 語 で も っ て 、 こ の 動 詞 の

変 化 形 が 、 ① 〈vetare>と い う 「能 動 相 現 在 不 定 法 」 を も つ こ と 、 ② 〈ve

tul>と い う 「直 説 法 能 動 相 完 了(こ の 完 了 は 、 中 心 的 な 用 い ら れ 方

で あ る 歴 史 的 完 了 英 語 な ど の た ん な る 「過 去 」に 相 当 す る の ほ か に 、
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現 在 と い う 時 点 に も か か わ り の あ る 、 い わ ゆ る 「現 在 完 了 」 や 、 い く ら か

特 殊 な 「格 言 的 完 了 」 な ど を 含 む 幅 広 い 用 法 を 誇 る 重 要 な 時 称 で あ っ て 、

過 去 完 了 お よ び 未 来 完 了 と 対 比 さ れ る)一 人 称 単 数 」 を も つ こ と 、

③ 〈vetitum>と い う 「目 的 分 詞(ス ピ ー ヌ ム)」 を も つ こ と(た だ し 、 後 述

の デ ー ポ ー ネ ン テ ィ ア 動 詞 で は 、 こ の 目 的 分 詞 は 表 示 さ れ な い)が 、 そ れ

ぞ れ 示 さ れ る こ と に な っ て い る(た だ 、 文 法 書 に よ っ て は 、 不 定 法 と 目 的

分 詞 ・完 了 分 詞 と の 掲 載 順 序 が い れ か わ っ て い る こ と も あ る)。 と こ ろ で 、

急 に む ず か し い 話 に な っ て し ま う が 四 つ 目 の 「目 的 分 詞 」 と い う の

は 、 近 代 欧 米 語 の 語 法 で は あ ま り 見 か け な い も の な の で 、 こ の さ い 、 ど う

し て も と り い そ ぎ 特 別 に 説 明 を し て お か な け れ ば な ら な い 。 こ れ は 「能 動

の 意 味 を も つ 動 詞 的 名 詞 」 の 一 種 で 、 こ こ に あ る 〈tum(sum)〉 型 語 尾 を も つ

第 一 ス ピ ー ヌ ム の 用 例 の 場 合(一 方 、第 ニ ス ピ ー ヌ ム は 、 〈tU(su)〉 と な る)、

「差 し と め る た め に 」 と い う 「目 的 」 の 意 味 が 、 な ん と た っ た の 一 語 で 見 事

に 表 現 で き る の で あ る(英 語 で も 「〈to>不 定 詞 」 で こ れ く ら い の 芸 当 は で

き る が)。 同 じ 分 詞 仲 間 と し て は 、英 語 な ど の 過 去 分 詞 に あ た る 完 了 分 詞(「 差

し と め ら れ た 〈vetitus>」)の 方 が な じ み ぶ か い が 、 こ の 完 了 分 詞 を つ く る

に は 、そ の 目 的 分 詞 の 末 尾 に あ る 〈um>の と こ ろ を<us>に 変 え て や れ ば よ い 。

逆 に 言 え ば 、 目 的 分 詞 と い う の は 、 完 了 分 詞 の 単 数 男 性 対 格 お よ び 単 数 中

性 の 主 格 ・対 格 の 形 に 相 当 す る の で あ る 。 い っ そ の こ と 、 め っ た に 文 例 中

に 登 場 し て こ な い 目 的 分 詞 の か わ り に 、 き わ め て 重 要 な 完 了 分 詞 を 四 基 本

形 の し ん が り に お い て く れ れ ば よ い の に 、 と も 思 う が 、 文 法 上 そ う す る こ

と に あ る 種 の 重 大 な 難 点 が あ る た め に 、 し か た な く 上 記 の よ う に な っ て い

る の で あ る 。 そ れ は そ れ と し て 、 困 っ た こ と に 、 〈(t)um>の 語 尾 が 見 え た と

き 、 そ れ が 目 的 分 詞 で あ る こ と が な か な か う ま く 識 別 で き な い ケ ー ス も 生

じ て く る(「 言 う も お ろ か な 」・「見 る も 無 残 な 」・「言 う に こ と か い て 」 な ど

の 文 語 的 な 言 い ま わ し に 見 え て い る よ う な 「～ す る の も 」 ・「～ す る こ と に

お い て 」 な ど の 、 「観 点 」 を 表 わ す 用 法 を 特 徴 と し て い る 、 第 ニ ス ピ ー ヌ ム

の 〈(t)u>語 尾 に つ い て も 同 じ こ と が 言 え る)。 ま す ま す む ず か し い 話 に 入 り

こ ん で し ま う が 、 そ れ は そ れ と し て 、 こ の あ た り の こ と を 具 体 例 に そ く し

て 見 て み よ う 。

主 語(「 彼 ら は 」)を 欠 い た 状 態 で 、 〈venerunt>と い う 動 詞(完 了 ≒ 英 語

の 過 去)と 〈auxilium>と い う 名 詞(対 格 ≒ 独 語 の 四 格)と 〈6ratum>と い う

問 題 の 目 的 分 詞 と の 三 つ の 部 分 か ら 構 成 さ れ て い る 〈Veneruntauxilium6

ratum.〉[彼 ら は 援 助 を 乞 い に や っ て き た]と い う 文 章 で は 、 そ の 末 尾 の と

こ ろ に 、 英 語 の 〈toask(help)〉 の 意 味 で 、 〈6r6>[懇 願 す る]の 目 的 分 詞

〈6ratum>[乞 う た め に]が 用 い ら れ て い る の で あ る が 、 も し こ の<um>の

語 尾 に つ ら れ て 、 名 詞 に 完 了 分 詞(英 語 の 過 去 分 詞 の よ う な も の)が か か
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っ て い る 、 と 読 ん で 、 〈auxilium6ratum>と い う よ う に ス ト レ ー ト に つ な

い で し ま う と 、 「乞 わ れ た 援 助 が 」 ま た は 「乞 わ れ た 援 助 を 」 と な っ て し ま

う 。 こ の あ た り が 、 ラ テ ン 語 の な ん と も お そ ろ し い と こ ろ で あ る 。 こ の 種

の 「読 み ち が い 」 を 誘 う 個 所 は 、 そ こ そ こ の 長 さ の 文 章 に な れ ば 、 ほ か に

も ご ろ ご ろ し て い る が 、 そ う な る と 、 実 は 、 正 統 的 な 文 法 的 な ア プ ロ ー チ

を は な れ て 、 「文 意 の 側 か ら よ く よ く 考 え て み る 」 と い う 高 級 な 手 し か な い

か も し れ な い 。 た ま た ま 、 こ の 文 章 で は 、 本 動 詞 〈venerunt>が 複 数 形(三

人 称)に な っ て い る た め に 、 単 数 形 の 〈auxilium>[援 助]は 主 語 に な れ ず 、

ま た 、 〈venerunt>[彼 ら は き た]は い わ ゆ る 自 動 詞 で あ っ て 、 対 格 の 目 的

語 を と る こ と は な い の で 、 結 果 的 に は 目 的 分 詞 と い う こ と に 落 ち つ く 。 そ

れ か ら 、 た と え ば 、 〈6ratum>に は 、 「嘆 願 」 と い う 名 詞 の 一 変 化 形(見 出

し 語 は<6ratus>[乞 い 願 う こ と])さ え も 立 派 に あ る 。 な お 、 目 的 分 詞 に は 、

〈jUssum>(見 出 し 語 は 〈jube6>[命 ず る])と い う よ う に 、 さ き の 〈tum>で

は な く 、 〈sum>の 語 尾 形 を も つ も の も あ る が 、 こ の 〈sum>を も つ も の も 、

た と え ば 〈commissum>[犯 行]と い う 名 詞 と 混 同 さ れ や す い 。 い ず れ に し

て も 、 目 的 分 詞 と い う も の は 、 単 独 に 使 わ れ る と き で も(「 ～ す る た め に ・

～ に 」 の 意 味 と 、 「～ す る の も ・～ す る こ と に お い て 」 の 意 味 と の 二 つ が あ

る)、 ま た 、 文 法 上 一 定 の 役 割 を 与 え ら れ て 、 受 動 的 な 表 現 と の か ら み で セ

ッ ト で 出 て く る と き で も(た と え ば 、 〈datumirl>は 、 「与 え ら れ る で あ ろ

う こ と 」 と い う 意 味 の 受 動 相 未 来 不 定 法 の 形 態 で あ る が(〈lrl>は 〈e6>[行

く]の 受 動 相 現 在 不 定 法 の 形 で あ る)、 こ こ の<datum>[与 え る た め に]の

と こ ろ こ そ が 、 問 題 の 〈d6>[与 え る]の 目 的 分 詞 な の で あ る)、 と び き り む

ず か し い 代 物 で あ る 。 も っ と も 、 用 例 は あ ま り 多 く な い の で 、 こ の 目 的 分

詞 の こ と な ど お 忘 れ 頂 い て よ い よ う に も 思 う が 、 も し ほ ん と う に こ れ に 遭

遇 し た り す る と 、 大 変 な こ と に な る の は ま ち が い な い 。 一 方 、 上 に 示 し た

よ う に 、 一 般 の 動 詞 は 四 基 本 形 に よ っ て そ の パ タ ー ン の 全 体 像 が 描 か れ る

が 、 デ ー ポ ー ネ ン テ ィ ア 動 詞(形 式 所 相 動 詞)の 場 合 、 三 基 本 形 と な る 。

つ ま り 、 〈opinor,opinari,opinatussum>[考 え る]と い う よ う に で あ

る 。 こ こ に は 、 ふ つ う 四 基 本 形 の 四 つ 目 の 言 葉 と し て 現 わ れ る 目 的 分 詞 が

な い(そ れ は 、 す で に 、 複 合 型 の 表 現 に な っ て い る 完 了 の 時 称 の と こ ろ に

出 て い る 完 了 分 詞 の 形 で あ る<OPInatus>か ら 、 語 尾 を 〈s>か ら 〈m>へ と か え

る こ と に よ り 、 〈opinatum>と い う 目 的 分 詞 の 形 が す ぐ つ き と め ら れ る か ら

で あ る)。

(3)も し 、 ラ テ ン 語 の 動 詞 が す べ て こ の 〈vet6>と 同 じ よ う な 変 化 ス タ イ

ル や 仕 組 み を も っ て く れ て い る の な ら 、 私 た ち と し て は と て も 助 か る の で

あ る が 、 し か し 、 未 来 の(?)人 工 言 語 の 場 合 な ら と も か く と し て 、 自 然 に

生 み だ さ れ て 自 在 に 成 長 し て き た 言 語 に は 、 い ろ い ろ な 系 統 ・ 系 列 の 変 化
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パ タ ー ン が ま ぎ れ こ む(英 語 に も 、 規 則 動 詞 と 、 と ん で も な い 不 規 則 動 詞

(一 例 を あ げ る と 、 〈go-went-gone>)と が あ る の で 、 こ の あ た り の 事 情

は す ぐ に 察 し て 頂 け る と 思 う が)。 「運 ぶ 」を 意 味 す る 重 要 な 不 規 則 動 詞 の<f

er6-tuli-latus>が そ の 典 型 的 な 例 で 、 別 系 の 動 詞 で あ る 〈toll6>が 二 つ 目

の 完 了 語 幹 の と こ ろ で 補 充 さ れ た か ら 、 こ の よ う に ね じ れ た 形 に な っ て く

る の で あ る 。 な お 、 完 了 分 詞 の と こ ろ で は 、 〈tlatUS>か ら 〈latUS>が 出 て い

る の で 、 こ れ ら 後 の 二 語 は 同 系 の も の で あ る 。 そ れ か ら 、 ラ テ ン 語 動 詞 の

場 合 、ち ゃ ん と 規 則 的 な 変 化 を す る も の に つ い て も 、タ イ プ が 四 つ も あ り 、

事 態 を い っ そ う 複 雑 に し て い る(そ う は 言 っ て も 、 ラ テ ン 語 の 動 詞 の 動 き

は 、 同 じ 古 代 語 で あ る ギ リ シ ア 語 の 場 合 に く ら べ て 、 ま だ 規 則 的 な 方 で あ

り 、 動 詞 の 活 用 表 を 活 用 す れ ば 、 動 き の 正 体 を つ き と め る こ と は 、 そ れ ほ

ど の 難 事 で は な い)。 つ ま り 、 文 法 書 に よ く 登 場 し て く る 例 を 用 い る と 、 ①

〈amare[愛 す る こ と](現 在 不 定 法)am6[私 は 愛 す る](直 説 法 能

動 相 現 在 一 人 称 単 数 の 形)〉 の 組 は 、 〈are>を 特 徴 と す る 第 一 変

化(こ れ は 、 『新 ラ テ ン 文 法 』 で は 、 簡 略 に(1)と 表 記 さ れ る こ と も あ る

問 題 の 〈vet6>は こ の グ ル ー プ に 属 す る)で 、 ② 〈monere[モ ネ ー レ:警

告 す る こ と](現 在 不 定 法)mone6[私 は 警 告 す る]〉 の 組 は 、長 音 の 〈e>を

も つ 〈ere>「 エ ー レ 」 を 特 徴 と す る 第 二 変 化(2)で 、 ③ 〈agere[ア ゲ レ:

訴 え る こ と](現 在 不 定 法)ag6[私 は 訴 え る]〉 の 組 は 、 短 音 の 〈e>を

も つ 〈ere>「 エ レ 」 を 特 徴 と す る 第 三 変 化(3お よ び3b)(『 新 ラ テ ン 文 法 』

§118を 参 照)で 、 ④ 〈audlre[審 問 す る こ と](現 在 不 定 法)audi6[私

は 審 問 す る]〉 の 組 は 、 〈ire>を 特 徴 と す る 第 四 変 化(4)な の で あ る(受 動

相 で も よ く 似 た 現 在 不 定 法 が 現 わ れ る 〈ari>・ 〈eri>・ 〈i>(〈eri>で は な

い)・ 〈iri>の 四 つ が そ れ で あ る)。 〈vet6>の 形 で 今 や お な じ み と な っ た ラ テ

ン 語 動 詞 の 主 力 で あ る 〈are>型 は 、英 語 の 〈ate>、 仏 語 の 〈er>、 伊 語 の 〈are>、

西 語 の<ar>の 語 尾 を も つ 動 詞 と 深 い 関 係 に あ る 。 し た が っ て 、<am6>[(私

は)愛 す る]動 詞 の 変 化 一 覧 を 愛 し て 頂 け れ ば 、 か な り の 量 の 知 識 が え ら

れ る と い う わ け で あ る 。 各 種 の 文 法 書 や 辞 書 は 、 動 詞 の 種 別 や そ の 変 化 の

形 態 を 具 体 的 に す ば や く と ら え ら れ る よ う に と 、 よ く 考 え て 、 か な り 大 部

の 変 化 表 を 付 録 な ど に つ け て く れ て い る が 、 そ れ で も 、 実 際 に そ れ を 使 う

段 に な る と 、 ラ テ ン 語 の 勉 強 を は じ め た ば か り の 方 々 に は 、 変 化 形 の 正 体

探 し に は や は り 手 間 が か か る こ と だ ろ う 。 実 を 言 う と 、 こ の 手 の も ろ も ろ

の 表 は 、 ほ ん と う の と こ ろ は 、 文 法 の 構 図 を し っ か り と 脳 裏 に 刻 み こ ん で

い る 人 々(つ ま り 、 中 級 以 上 の 人 々)を 対 象 に し つ ら え て あ る の で 、 そ こ

ま で の 用 意 も 余 裕 も な い ま ま 、 と に も か く に も ち ゃ ん と し た 語 ・語 群 や 文

章 に 読 み の 現 場 で た ち む か わ ざ る を え な い 「ア ド ・ホ ッ ク 型 」 の 人 々 に は 、

あ る 意 味 で は 宝 の も ち ぐ さ れ に な り か ね な い の で あ る 。 な お 、 拙 著 『法 学
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ラ テ ン 語 綱 要 』(玄 文 社 ・1976→ 増 補 版 ・1980:絶 版 で あ る が 、 筆 者 に ご

連 絡 頂 け れ ば 、 入 手 は ま だ 可 能 で あ る)の 付 録 に は 、 合 計 一 六 三 個 の 動 詞

変 化 一 覧 が あ げ ら れ て い る(合 成 さ れ た 動 詞 の ケ ー ス を の ぞ い て は 、 こ れ

で ほ と ん ど い け る は ず で あ る)。 ま た 、 拙 著 『学 ぶ 人 の た め に 』(絶 版)の

付 録Aに も 、 数 は 少 な い が 、 計 ニ ー 個 の 動 詞 変 化 表 が 収 録 し て あ る 。

(4)と こ ろ で 、 ラ テ ン 語 に は 困 っ た 点 が あ る 。 そ れ は 、 動 詞 の 変 化 が が

っ ち り し て い て 、 人 称 代 名 詞 の 主 語 な ど な く て も い っ こ う に さ し つ か え な

い 、 と 考 え ら れ た た め か(ほ ん と う の 事 情 は そ れ ほ ど 単 純 な も の で は な い

が)、 こ の 手 の 代 名 詞 主 語 を 手 が か り に し て 、 文 章 の 頭 の 方 か ら 動 詞 の 正 体

を っ き と め る 、 と い う ル ー トが ほ と ん ど 絶 た れ て い る こ と で あ る 。 も し 〈eg

o>「 私[は]」 と あ る と 、 「ほ か の 人 の こ と は 知 ら な い が 、 こ の 私 は 」 と か 、

「私 こ そ が 」 と か の 、 「エ ゴ イ ス テ ィ ッ ク な(英 語 の 〈egotism>な い し は 〈eg

oism>と 関 連 の あ る 言 葉)」 感 じ が 生 ま れ て く る の は 、 原 則 に 反 す る そ の よ

う な 表 現 が わ ざ わ ざ 用 い ら れ て い る せ い で あ る 。 ち な み に 、 〈C6git6erg6

sum.〉[我 思 う 、故 に 我 あ り 。]に は 、動 詞 の 〈c6gito>に か か る 主 語 の 〈ego>が

な い(こ れ が 入 っ て い る 表 現 も あ る こ と は あ る が)。 わ が 日 本 語 に も 代 名 詞

の な い 「首 な し 文 」(?)は ざ ら で あ る か ら(も っ と も 、 日 本 語 の 動 詞 に は

人 称 変 化 の 方 も な い の で 、 胴 体 だ け の 「足 な し 文 」(?)と な り 、 さ ら に や

っ か い で あ る)、 ラ テ ン 語 だ け が こ の 点 で と ん で も な い 変 わ り 者 と い う わ け

で は な い 。 先 行 詞 と し て そ れ な り に 重 い 関 係 節 を 後 に し た が え て い る 、 肝

心 の 代 名 詞 主 語(た と え ば 、 「～ を[～ す る]と こ ろ の ～ は 」 の 「～ は 」 の

と こ ろ た と え ば 〈isqui>の 〈is>、 〈eaquae>の 〈ea>、 〈idquod>の 〈id>)

さ え も が 、状 況 し だ い で は 、 さ っ さ と 消 え て し ま う の は ど う も ぐ あ い が

悪 い よ う に 思 う の で あ る が 。

(5)そ れ で 、 「言 語 構 造 全 体 の イ メ ー ジ を 、 あ ら か じ め 、 ぼ ん や り と で も

よ い か ら つ か ん で お く と 、 役 に 立 つ 」 と い う 話 を さ ら に お し す す め る と 、

一 般 に
、 動 詞 の 変 化 語 尾 は 、 能 動 相(能 動 態)に か ん す る か ぎ り 、 三 人 称

で は 〈t>が 圧 倒 的 に 多 い 。 単 数 で は 〈t>で 、 複 数 で は 〈nt>と な る の で あ る 。

法 律 ラ テ ン 語 命 題 の 多 く が 記 述 文 で あ る 関 係 上 、 こ の 人 称 が ふ つ う で あ る

か ら 、 〈t>語 尾 を も つ 単 語 が 動 詞 と 判 明 す れ ば(ほ と ん ど の 場 合 、 動 詞 で あ

る)、 後 は 、 辞 書 や 文 法 書 な ど に 収 め ら れ て い る 動 詞 の 変 化 表 を 活 用 し て そ

の 単 語 の 正 確 な 位 置 を 探 っ て み れ ば 、 よ い 。 他 方 で 、 一 人 称 お よ び 二 人 称

の 語 尾 に つ い て 言 え ば 、能 動 相 に か ん す る か ぎ り 、前 者 に は 、〈o>か 〈m>(以

上 、 単 数 の 場 合)か 、 〈mus>(複 数 の 場 合)が 、 そ し て 、 後 者 に は 、 〈s>が

多 い(単 数 の 場 合 は 〈S>で 、 複 数 の 場 合 は 〈tis>と な る)。 こ の よ う に 、 特 徴

の あ る 語 尾 を 品 詞 と は 無 関 係 に 採 集 し て 、 パ ソ コ ン に で も 記 憶 さ せ て お け

ば 、 一 瞬 に し て 的 を か な り 絞 り こ む こ と が で き る 。 こ れ は 、 今 か ら 四 〇 年
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も 前 に 開 い て い た 筆 者 の 「私 設 ラ テ ン 語 教 室 」 の 講 義 で す で に 実 験 ず み の

成 果 で あ る(も ち ろ ん 、 そ の こ ろ に は パ ソ コ ン な ど 手 許 に な か っ た の で 、

ロ ー ・テ ク の 手 法 に た よ る し か な か っ た が そ れ が 別 送 分 の 「付 録 」 の な

か に 収 め ら れ て い る 「語 尾 逆 引 表 」 で あ る)。 こ の あ り さ ま は 、 現 在 三 人 称

単 数 で 〈(e)s>が く っ つ い て く る だ け の 、英 語 の 、 さ っ ぱ り し た 人 称 変 化 と は

大 ち が い で あ る(仏 語 ・伊 語 ・ 西 語 で は 、 今 も 、 ラ テ ン 語 系 の 、 飾 り の 多

い 語 尾 が く っ つ い て く る が)。 全 体 と し て 、 英 語 は 、 「ゲ ル マ ン 語 系 の 固 い

核 に 、 ラ テ ン 語 風 の コ ー テ ィ ン グ を ほ ど こ し た 、 と て も お し ゃ れ な(?)言

葉 」 と 規 定 し て も よ い よ う に 思 わ れ る け れ ど も 、 し か し 、 こ の こ と は 、 動

詞 の 変 化 に は あ て は ま ら な い 。

(6)こ こ で 、 ラ テ ン 語 動 詞 の 全 容 を 把 握 し て 頂 く た め に 、 近 代 欧 米 語 の

文 法 に お い て も お な じ み の 、 動 詞 の 五 つ の 顔(変 化 形 態)に つ い て ま と め

て お こ う 。 ヴ ォ イ ス(相)に は 、 能 動 相 と 受 動 相 と が 、 ム ー ド(法)に は 、

直 説 法 と 接 続 法 と 命 令 法(不 定 法 を こ の グ ル ー プ に 入 れ る 考 え も あ る が)

と が 、パ ー ス ン(人 称)に は 、一 人 称 と 二 人 称 と 三 人 称 と が 、ナ ン バ ー(数)

に は 、 単 数 と 複 数 と が(ギ リ シ ア 語 や サ ン ス ク リ ッ ト に は 、 形 態 上 、 主 語

の 数 と 動 詞 の 数 が マ ッ チ し な い 不 思 議 な 現 象 た と え ば 、ギ リ シ ア 語 で 中

性 の 主 語 が 複 数 形 の と き に は 、 動 詞 は 単 数 形 で 対 応 す る し く み に な っ て い

る が 、 ラ テ ン 語 に は そ の よ う な こ と は な い)、 そ し て 、 テ ン ス(時 称 ・

時 制)に は 、 現 在 と 未 完 了 過 去 と 未 来 と 完 了 と 過 去 完 了 と 未 来 完 了 が あ る

(以 上 の 文 法 用 語 に か ん し て は 、文 法 家 に よ っ て い ろ い ろ と ち が っ た 命 名 法

が あ る)。 さ て 、 法 律 ラ テ ン 語 の 文 章 命 題 に は 、 受 動 相 が 比 較 的 多 く(受 動

相 は 、 英 語 な ど の 受 動 態 の よ う な も の で あ る が 、 ラ テ ン 語 で は 、 た と え ば

英 語 で 「い わ ゆ る 〈be>動 詞+過 去 分 詞 」 と い っ た 複 合 的 な 構 造 に は か な ら

ず し も な ら な い と こ ろ に か な り の ち が い が あ る 各 用 例 で こ の 点 を た し か

め て 頂 き た い)、 大 事 な と こ ろ で 接 続 法 が よ く 見 ら れ 、 ほ と ん ど 三 人 称 の 構

文 と な っ て お り 、 現 在 と 完 了(完 了 に は 二 系 統 の 訳 法 が あ る が 、 仏 語 の 「定

過 去 」 と 名 づ け ら れ る 用 法 の 示 す も の に 近 い 、 「～ し た 」 と い う意 味 こ

れ は 、 ギ リ シ ア 語 で は 「ア オ リ ス ト」 と い う 独 自 の 変 化 形 態 が 示 す も の で

あ っ た が 、 ラ テ ン 語 で は 、 ア オ リ ス ト系 の ニ ュ ア ン ス は 完 了 の 中 に 組 み こ

ま れ て し ま っ た の で あ る の 方 が む し ろ 主 流 で あ る と 、 考 え て よ い)と が

よ く 用 い ら れ 、 こ れ に 、 不 定 法(不 定 詞)、 分 詞 、 動 形 容 詞(近 代 欧 米 語 に

は 、 こ の た ぐ い の も の は 、 そ れ と し て は 、 存 在 し な い)、 動 名 詞 が 複 雑 に か

ら ん で く る 、 と い っ た ぐ あ い で あ る 。 こ の 点 か ら す れ ば 、 法 律 ラ テ ン 語 の

文 章 命 題 が 、 近 代 欧 米 語 の 法 律 的 な 文 章 命 題 の 姿 態 と く ら べ て 、 そ れ ほ ど

ち が っ て い る と こ ろ は な い 、 と 言 い き っ て し ま っ て も よ い で あ ろ う 。 し た

が っ て 、 私 た ち と し て は 、 ラ テ ン 語 を や み く も に お そ れ る 必 要 な ど な い わ
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け で あ る 。 こ の よ う に し て 、 軸 と な る 動 詞 の 正 体 を 動 き の な か で っ き と め

る こ と が で き る と 、 文 章 の 骨 格 の 部 分 が 見 え て く る の で 、 文 章 全 体 の 輪 郭

を キ ャ ッ チ す る こ と が 容 易 と な る 。 そ れ で 、 い わ ゆ る 他 動 詞 な ら 、 目 的 語

を つ き と め 、 頭 に あ る 主 語 と 目 的 語 に あ た る 手 足 と を 動 詞 に あ た る 骨 格 に

っ な ぐ 。 構 造 的 に 言 え ば 、 主 語 と 動 詞 以 外 の と こ ろ は 、 い わ ば 飾 り の よ う

な 個 所 な の で あ る が 、 本 体 の 像 が え ら れ た ら 、 つ ぎ に 、 そ こ に ほ ど こ さ れ

て い る 各 種 の 装 飾 の 中 味 を 一 つ ず つ 吟 味 し て い け ば よ い 。 ち ょ う ど 「判 じ

物 ・判 じ 絵 」 を 解 く よ う に で あ る 。 ち な み に 、 ラ テ ン 語 の 〈rebus>が こ の 日

本 語 に 対 応 し て い る が 、 そ の 〈rebus>と い う の は 〈res>「 事 物 」 の 複 数 奪 格

(与 格 も 同 形)で 、 「事 物 に よ っ て[示 す 謎]」 が そ の 原 義 で あ る 。

(7)最 後 に 、 動 詞 変 化 の 具 体 像 を 、 一 つ だ け 、 表 形 式 で 示 し て お こ う 。

こ こ で と り あ げ る 〈capi6>[と る]は 、 短 音 の<e>を も つ<ere>[エ レ](「 エ ー

レ 」 で は な い が 、 し か し 、 筆 者 の 経 験 で は 、 〈capere>と あ る と 、 な ぜ か 、

か な り の 日 本 人 は 、 「カ ペ ー レ 」 と 長 音 を 勝 手 に 入 れ て 読 ん で し ま う 「ア

ゲ レ 」 も 「ア ゲ ー レ 」 と 読 ま れ る)の 形 を 特 徴 と す る 第 三 変 化(『 新 ラ テ ン

文 法 』 で は(3・3b)で 示 さ れ る こ と も あ る §118・933(3b))に 属 す

る 、 法 律 ラ テ ン 語 の 重 要 な 動 詞 の 一 つ で あ る(英 語 の 〈capture>[捕 獲]が

〈capi6>と 関 係 し て い る)。 「辞 書 」 の[82]以 下 に は 、 こ の 〈capi6>で は な

く て 、 〈reg6>が 第 三 種 活 用 の 例 と し て 示 さ れ て い る 。 こ の 第 三 の グ ル ー プ

の 動 詞 に は 、〈6>で 終 わ る タ イ プ の も の が 多 い が 、〈i6>で 終 わ る も の も あ る 。

そ の な か に は 、<faci6>[つ く る ・ な す]、 〈cupi6>[欲 す る]、<sapi6>[知

る]や 、 派 生 動 詞 の 〈effici6>[も た ら す]、 〈incipi6>[は じ め る]、 〈accip

i6>[う け と る]、 〈suscipi6>[ひ き う け る]、 〈objici6>[さ し だ す]、 〈c6n

fici6>[完 成 す る]な ど の 重 要 な 法 律 用 語 も 含 ま れ て い る 。 な お 、 「辞 書 」

の 変 化 表 の 方 が つ ぎ に 示 す 表 よ り も く わ し く 変 化 の 形 を ひ ろ い あ げ て い る

の で 、 検 索 の さ い に は 両 方 に 目 く ば り を し て 頂 き た い 。 別 送 の 「付 録 」 に

収 め ら れ た 動 詞 変 化 表 も 御 参 考 に な る は ず で あ る 。

※1以 下 の 変 化 表 冒 頭 の 〈capi6>な ど は 、 能 動 相 で 、 〈capior>な ど は 、

受 動 相 で あ る 。

※2三 段 組 の 〈capi6>、 〈capis>、 〈capit>は 、 そ れ ぞ れ 、 一 人 称 と 二 人

称 と 三 人 称 の 形 で あ る 。

capi6[と る](直 説 法 能 動 相 現 在 一 人 称 単 数 の 形=「 私 は と る 」)

caplo

cape「e

cepI

captum

見 出 し語=直 説 法能 動 相現 在 一人 称 単数

能動 相 現在 不 定 法

直説 法 能動 相 完 了一 人 称 単数

目的分 詞

亟

A-99



能動 相 受動 相

単数 複 数 単数 複数

現在

一 人称 ,_

caplo
o

caplmus
.

caplo「
●

caplmu「

二人称
,

capls capitis caperis(-re)
・ ・_

caplmln1

三人称 capit
・

caplunt capitur
・

capluntur

未 完 了過 去

一 人称 capiebam capiebamus capiebar capiebamur

二人称 capiebas capiebatis capiebaris(-re) capiebaminI

三人称 capiebat capiebant capiebatur capiebantur

未 来

一 人称 ・
caplam

・_
caplemus

曾
capla「

・_
caplemu「

二人称
・_

caples
・ ・

capletls capieris(-re)
●_●_

caplemln1

三人称
・

caplet
・

caplent
曾

capletur
●

caplentur

完 了

一 人称 一 一

cep1
_●

ceplmus captus(-a,-um)sum capti(-ae,-a)sumus

二人称 cepisti cepistis captus(-a,-um)es capti(-ae,-a)estis

三人称 cepit ceperunt(-re) captus(-a,-um)est capti(-ae,-a)sunt

過 去 完 了

一 人称 一 一

cepe「am
一 一

cepe「amus captus(-a,-um)eram captl(-ae,-a)eramus

二人称
一 一

cepe「as ceperatis captus(-a,-um)eras captl(-ae,-a)eratis

三人称 ceperat ceperant capti(-a,-um)erat captl(-ae,-a)erant

未 来 完 了

一 人称 一 一

cepe「o
_,

cepe「1mus captus(-a,-um)er6 captl(-ae,-a)erimus

二人称
_・

cepe「1s
・ ・

ceperltls caputus(-a,-um)eris captl(-ae,-a)eritis

三人称
・

ceperlt
・

ceperlnt captus(-a,-um)erit capti(-ae,-a)erunt

接 続 法

能動 相 受動 相

単数 複 数 単数 複数

現在

一 人称 ・
caplam

・_
caplamus

曾
capla「

●_
caplamu「

二人称
・_

caplas
・ ●

caplatls capiaris(-re)
●_・_

caplamln1

三人称 capiat capiant
.

caplatur capiantur

未 完 了過 去
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一 人称
cape「em

一
cape「emus cape「e「

一
cape「emu「

二人称
一

cape「es caperetis capereris(-re) _,_

cape「emln1

三人称 caperet caperent caperetur caperentur

完 了

一 人称 _・

cepe「1m
_,

cepe「1mus captus(-a,-um)sim captl(-ae,-a)slmus

二人称
_・

cepe「1s ceperitis captus(-a,-um)sls captl(-ae,-a)sltis

三人称 ceperit ceperint captum(-a,-um)slt captl(-ae,-a)sint

過 去 完 了

一 人称 _・
ceplssem

_曾_
ceplssemus captus(-a,-um)essem captl(-ae,-a)essemus

二人称
_・_

ceplsses
・ ・

ceplssetls captus(-a,-um)esses captl(-ae,-a)essetis

三人称
・

ceplsset
・

ceplssent captus(-a,-um)esset captl(-ae,-a)essent

命令 法

現 在

不定 法

現在

完 了

未 来

cape capite(二 人 称 の 場 合)

能動 相 受動 相

cape「e caPI

ceplsse captus(-a,-um) esse

captUrus(-a,-um) esse captumIrI

分詞

現在

完 了

未 来

能動 相 受動 相一
一 」 。ap・u。(-a,-um)

captUrus(-a,-um) capiendus(-a,-um)

動名 詞 capiendl(属 格),capiend6(与 格),

capiendum(対 格),capiend6(奪 格)
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1目 的 分 詞lcaptum(第 一 ス ピ ー ヌ ム),captU(第 ニ ス ピ ー ヌ ム)

① 〈o>は 、 単 数 一 人 称(能 動 相)の 語 尾 で あ り 、 辞 書 の 見 出 し 語 と し て

も っ と も 親 し ま れ て い る 形 で あ る 。 し か し 、 実 際 問 題 と し て は 、 〈o>と く れ

ば 、 そ れ が ひ ょ っ と し て 名 詞 ・ 代 名 詞 ・ 形 容 詞 な ど の 変 化 語 尾 で は な い の

か 、 と 疑 っ て み る の が 、 ま ず 先 の 仕 事 で あ る 。 法 律 的 な 命 題 で は 、 「私 は ～

す る 」 と い う 構 文 は め っ た に 存 在 し な い か ら で あ る 。[B]部 門 〈646>は そ

の 珍 し い 例 で あ る 。

② 〈m>が 、 語 尾 で は な く て 、 末 尾 の あ た り の 語 中 に く る ケ ー ス が 目 に つ

く が 、 こ れ は 、 複 数 一 人 称(能 動 相 ・ 受 動 相)の 指 標 と な っ て い る 。 ち な

み に 、 末 尾 の 〈m>は 名 詞 ・ 形 容 詞 ・ 代 名 詞 な ど の 単 数 対 格 に 多 い が 、 し か

し 、 こ れ は 、 同 時 に 、 動 詞 の 一 人 称 単 数(能 動 相)の 指 標 と も な っ て い る

(〈vet6>に 見 え る 〈o>と な ら ん で 、 こ の 〈m>と い う 動 詞 語 尾 は 重 要 で あ る)。

③ 〈ba>・ 〈ra>・ 〈re>・ 〈ri>・ 〈ss>は 語 中 に 出 て く る が 、 そ れ ぞ れ 、 あ る

時 称 を 示 す 指 標 と も な っ て い る 。 も っ と も 、 こ の こ と は 、 〈capi6>と い う 動

詞 に つ い て 言 え る こ と で あ っ て 、 動 詞 全 般 に あ て は ま る も の で は な い 。

④<r>は 、 受 動 相 を 示 す 指 標 で あ る 。

⑤ 完 了 系 時 称(完 了 ・ 過 去 完 了 ・ 未 来 完 了 直 説 法 の 場 合:完 了 ・ 過

去 完 了 接 続 法 の 場 合)で は 、 〈sum>系 の 変 化 と 完 了 分 詞(こ れ 自 体 も 、

〈bonus,-a,-um>と 同 じ よ う に 、 性 ・数 ・格 で 変 化 す る)と の 複 合 的 な 組

み あ わ せ が 現 わ れ て く る 。

⑥ 〈t>は 、 す で に し ば し ば 指 摘 し て い る と お り 、 三 人 称 の 変 化 語 尾 で あ

る 。 複 数 の 場 合(右 側 の も の)は 、 単 数 の 場 合 よ り 字 数 が 多 い こ と も あ っ

て 、 す ば や く キ ャ ッ チ で き る は ず で あ る(た と え ば 、 〈it→iunt>・ 〈at→an

t>・ 〈iet→ient>・ 〈iSSet→iSSent>)。

⑦<s>は 二 人 称 の 語 尾 と し て 各 所 に 現 わ れ る が 、 こ れ に つ い て も 、 名 詞 ・

代 名 詞 ・ 形 容 詞 な ど の 変 化 語 尾 で あ る 可 能 性 も 探 っ て み る 必 要 が あ る 。 一

人 称 と か 二 人 称 と か の 用 例 が 記 述 的 命 題 と し て の 法 律 ラ テ ン 語 で は ほ と ん

ど 見 ら れ な い の で 、 な お さ ら の こ と で あ る 。

⑧ 直 説 法 と 接 続 法 は 微 妙 に 異 な る 語 尾 を も っ て い る 。 〈直 説 法:it→ 接 続

法:iat>・ 〈itur→iatur>が そ の 例 で あ る が 、 こ れ は<capi6>だ け に あ て は ま

る 区 別 で 、 他 の タ イ プ の 動 詞 に な る と 、 両 者 の 区 別 の 仕 方 が ま た 変 わ っ て

く る 。

⑨ 〈ceperit>の 形 は 直 説 法 未 来 完 了 三 人 称 単 数 と 接 続 法 完 了 三 人 称 単 数

と の ニ カ 所 に 現 わ れ て く る が(そ の 複 数 の 〈ceperint>に つ い て も 同 じ よ う

な こ と が あ て は ま る)、 直 説 法 未 来 完 了 の 方 が 出 て く る の は か な り 珍 し い ケ ー

ス で 、 そ の 性 質 上 、 接 続 法 が よ く 登 場 す る 法 律 ラ テ ン 語 の 場 合 、 ど ち ら か
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と い う と 接 続 法 完 了 の 方 を ま ず 考 え て み る の が 、 お す す め で あ る 。

⑩ 完 了 三 人 称 複 数 に は 、 〈ceperunt(ere)〉 と 記 さ れ て い る こ と か ら 判 明

す る よ う に 、 〈cepere>と い う 別 形 が 存 在 す る(そ の ほ か 、 こ の 手 の も の と

し て 〈amavere>・ 〈monuere>・ 〈egere>・ 〈audiere>が あ る)。 後 者 は 語 尾 だ

け を と っ て み る と 、 現 在 不 定 法 の 一 つ の パ タ ー ン で あ る 〈ere>・ 〈ere>の 語 尾

と 、 と て も ま ぎ ら わ し い 関 係 に あ る 。

⑪ も う 一 つ 、 完 了 系 の 語 尾 に つ い て の 話 で あ る が 、 子 音 の 〈v>が 消 え て

し ま う 、 と い う 現 象 が あ る 。 『新 ラ テ ン 文 法 』 §212・ §213の リ ス ト を 見 て

頂 く の が 一 番 で あ る が 、 §492の 注 に 記 し て あ る よ う に 、 〈amaverunt[彼

ら は 愛 し た]〉 が 〈amarunt>に な る こ と 、 〈amavisse(愛 し た こ と=完 了 不

定 法)〉 が 〈amasse>に な る こ と の 、 二 つ を 記 憶 し て 頂 け れ ば 十 分 で あ る 。

も っ と も 、 「辞 書 」 に は 、 こ れ ら の 点 に つ い て の 情 報 は 存 在 し な い 。

⑫ 不 定 法 、 分 詞 、 動 名 詞 、 動 形 容 詞 は 、 い わ ゆ る 本 動 詞 が 「メ イ ン 」 で

あ れ ば 、 「サ ブ 」 の 位 置 に あ る 用 い ら れ か た で あ る が 、 こ れ ら に つ い て は 、

本 篇[B]部 門 の 各 命 題 に 対 し て つ け ら れ て い る 文 法 的 解 説 の 個 所 で と り あ

げ る こ と に し た い(「 不 定 法 」 に つ い て は 、 〈171>な ど を 、 「分 詞 」 に つ い て

は 、<55>な ど を 、 「動 名 詞 」 に つ い て は 、 〈153>・<1540>を 、 「動 形 容 詞 」

に つ い て は 、 〈1>を 、 そ れ ぞ れ 参 照)。 な お 、 難 解 な 目 的 分 詞 に つ い て は 、

す で に 、 さ き の 第 四 章(2)の と こ ろ で 少 し ふ れ て お い た 。

(8)つ ぎ に 、 動 詞 族 と い っ た も の を 探 訪 し て み よ う 。 さ き の 〈vet6>ほ ど

は 世 に 流 布 し て い な い が 、 し か し 、 そ れ な り に 現 代 に も 知 ら れ た 動 詞(変

化 し た 形 態 の 動 詞=本 動 詞 ・ 定 動 詞)の 例 を 五 つ あ げ る こ と に す る 。 ひ ょ

っ と す る と 、 あ ま り に も 固 い 意 訳 調 の 日 本 語 訳 が つ い て い る の で 、 世 間 で

は こ れ が ラ テ ン 語 で あ る ら し い と 認 識 さ れ て い る と し て も 、 実 は そ の 正 体

が 動 き を は ら ん だ 動 詞 で あ る こ と ま で は 察 知 さ れ て い な い か も し れ な い が 。

①<mandamus>・ ・・… 「マ ン デ イ マ ス 」 と い う 英 語 読 み の ラ テ ン 語 が 今 も 通

用 し て い る の は 、 古 く か ら ラ テ ン 語 が 英(米)法 の 世 界 で そ れ な り の 重 味

を も っ て い た こ と の 証 拠 と 見 て よ い 。 こ れ は 、 変 化 か ら す れ ば 、 英 語 の 〈w

ecommand>に 相 当 し 、 「令 状 で お ど す 」 と か 、 「職 務 執 行 令 状 」 と か の 意

味 で 用 い ら れ る 。 さ て 、 〈vet6>の 場 合 と は ま っ た く ち が っ て 、 こ の 形 は 辞

書 に そ の ま ま 収 録 さ れ て い な い の で 、 結 局 の と こ ろ 、<mand>と 〈amus>と

に 言 葉 を 二 分 し て 、 両 面 か ら 攻 め る 必 要 が 出 て く る 。 動 詞 で あ っ て も 、 他

の 品 詞 で あ っ て も 、 問 題 の 単 語 が 語 尾 の と こ ろ で 変 化 す る ケ ー ス が 圧 倒 的

に 多 い の で(語 尾 以 外 の と こ ろ で 変 化 す る 言 葉 も あ る)、 筆 者 は 、 そ の 語 尾

に 着 目 し て 、 「語 尾 逆 引 表 」 な る も の を た め し に 作 成 し て み た が(「 付 録 」)、

そ の 「〈s>で 終 わ る グ ル ー プ 」 の 部 門 で 、 〈us>→ 〈mus>→ 〈amus>と ひ き こ ん

で い く と 、 こ の 形 態 が 動 詞 の 変 化 語 尾 で あ る ら し い 、 と 判 る は ず で あ る 。
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た だ 、 〈us>と い う 、 名 詞 や 代 名 詞 の 変 化 語 尾 の 前 に 、 た ま た ま 〈m>と い う

音 が く っ つ い て い る だ け 、 と い う 可 能 性 は 排 除 で き な い の で(た と え ば 〈d

omus>[家])、 こ の 表 を い く ら 用 い て も 、 い つ で も 正 解 が 決 定 的 に え ら れ

る 、 と い う わ け で は な い 。 他 方 で 、 語 頭 の 〈mand>に つ い て は 、 辞 書 に あ る

十 数 語 を ざ っ と 見 て い け ば 、 〈mandans>と い う 言 葉(現 在 分 詞)な ど の 説

明 欄 に 〈mand6>と い う 中 核 語 ・基 幹 語 が し ば し ば 登 場 し て く る こ と が 判 明

す る が 、 そ れ を ヒ ン ト に す れ ば 、 意 味 の 方 は お ぼ ろ げ な が ら で も つ か ん で

頂 け る の で は な か ろ う か 。 結 局 、 こ れ は 、 〈mand6>[命 ず る]の 直 説 法 現

在 一 人 称 複 数 形 な の で あ る 。 こ の さ い 、 仏 語 の 〈noussommes>「 私 た ち は

～ で あ る]中 の 〈sommes>の 〈m>と ひ っ か け て 、 〈amus>と い う 、 一 人 称 複

数 に 特 徴 的 な 語 尾 を 覚 え て 頂 く の も 、 妙 手 か も し れ な い 。

②<habeascorpus>・ ・・… 「ヘ イ ビ ア ス ・ コ ー パ ス 」 と 読 む の が 英 語 風 で あ

る 。 こ れ は 、 「君 が 身 体 を も つ よ う 」(Havethebody)と い う 語 で は じ ま

る 令 状 の こ と で 、 「人 身 保 護 令 状 」 と か 「身 柄 提 出 令 状 」 と か の 訳 が こ れ に

あ て ら れ て い る 。 さ て 、 〈habeas>は 、 語 尾 か ら だ け で は 、 名 詞 の 複 数 対 格

と も と れ る し(た と え ば 〈mensa>[机]の 複 数 対 格 〈mensas>)、 そ の ほ か 、

形 容 詞 ・ 代 名 詞 ・ 副 詞 な ど に も こ の<as>の 形 態 が あ る の で 、 は た し て 〈hab

e6>と い う 動 詞 に た ど り つ け る か 、 心 も と な い 。 そ れ は と も か く と し て 、 こ

の 機 会 に 重 要 動 詞 〈habe6>の こ と は マ ー ク し て お い て 頂 き た い(こ れ は 、

か な ら ず し も 英 語 の 〈have>と ピ ッ タ リ と あ う も の で は な い が 、 そ の 意 味 に

は 重 な り あ う と こ ろ も 多 く あ る)。 つ ぎ に 、 意 味 に つ い て 見 て み る と 、 英 語

の 〈youhave>流 の 直 説 法 の 表 現 な ら 、 〈habes>と な る こ と を 考 え あ わ せ る

と 、 問 題 の 〈habeas>が 、 そ の 直 説 法 で は な く 、 接 続 法 の 現 在 二 人 称 単 数 に

あ た る こ と が い ず れ は つ き と め ら れ る は ず で あ る 。 そ れ で 、 命 令 の ニ ュ ア

ン ス を も つ 接 続 法 の 用 例 と し て 、 こ こ を 文 語 風 に 表 現 す る と 、 「も つ べ し 」

と い う 系 統 の 訳 が 出 て く る わ け で あ る 。 こ の 接 続 法 の 用 法 に つ い て は 、 と

り あ え ず 、 独 語 や 仏 語 の 場 合 の こ と を 想 像 し て 頂 け れ ば 、 問 題 は ほ と ん ど

解 決 す る が 、 こ こ で 、 訳 し か た の パ タ ー ン を 例 示 し て お こ う 。 「現 在 」 と い

う 時 称 に つ い て 言 え ば 、 直 説 法 で は 「～ す る 」 と な る の に 対 し て 、 問 題 の

接 続 法 で は 、 「～ す る べ き で あ る 」・「～ し て ほ し い 」・「～ す る か も し れ な い 」

な ど と な る 。 要 す る に 、 こ れ に は 、 今 や 現 代 の 私 た ち か ら 遠 く な っ て し ま

っ た 、 あ の 、 文 語 の 「べ し 」 の も っ て い た ニ ュ ア ン ス に 近 い と こ ろ が あ る 。

な お 、 英 語 で は 、 〈should>・ 〈could>・ 〈might>・ 〈would>な ど の 助 動 詞 が

接 続 法 の 役 目 を し て く れ て い る 。 つ ぎ に 、 〈corpus>は 、 幸 い に も 見 出 し 語

の と こ ろ に あ る が(〈corpusdelictl>[罪 体 一 コ ー パ ス ・デ ィ ー リ ク タ イ]

は 、こ の 見 出 し 語 つ ま り 、単 数 主 格 の 方 の 用 例 で あ り 、〈delictl>は 、

〈delictum>[犯 罪]の 単 数 属 格 形 で あ る)、 こ の 格 は 主 格 と も 思 え な い の で 、
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ち が っ た 格 の こ と を 考 え て み な け れ ば な ら な い 。 結 局 、 こ れ は 、 い わ ば 英

語 の 目 的 語 の よ う な も の で 、 「身 体 を 」 と い う 単 数 対 格 の 形 で あ る(少 し と

っ つ き に く い 感 じ の の あ る 名 詞 の 第 四 種 変 化 の 項 を 参 照)。 い ず れ に し て も 、

二 人 称(単 数)の 数 少 な い テ ク ニ カ ル ・ タ ー ム の 用 例 と し て 、 〈habeasco

rpus>を マ ー ク し て お い て 頂 き た い 。

③ 〈exequatur>(〈exsequatur>と も 綴 ら れ る)… … ラ テ ン 語 で は 「エ ク セ

ク ァ ー ト ゥ ル 」 と 読 む が 、 英 語 で は 、 「エ ク シ ク ウ ェ イ タ ー 」 と な る 。 こ れ

は 、 文 法 的 に は 、 特 異 な 動 詞 で あ る デ ー ポ ー ネ ン テ ィ ア 動 詞 〈exequor>(〈e

xsequor>)[実 行 す る]の 接 続 法 現 在 三 人 称 単 数(受 動 相)の 変 化 形 な の で 、

「彼 が 執 行 す る よ う 」 と 訳 さ れ る こ と に な る(「 執 行 さ れ る よ う 」 と は な ら

な い)。 英(米)法 で は 「領 事 認 許 状 」 に あ た る 。 と こ ろ で 、 こ れ に は や っ

か い な と こ ろ が あ る 。 つ ま り 、 結 果 的 に 言 う と 、 〈atur>と い う の は 、 受 動

相 の 現 在 三 人 称 単 数 の 典 型 的 な 語 尾 な の で あ る が(こ れ を す ば や く 察 知 す

る に は 、 さ き の 語 尾 逆 引 表 を 用 い て 、[〈r>で 終 わ る グ ル ー プ]に あ た っ て

頂 く し か な い)、 実 は 、 こ の 動 詞 は 、 デ ー ポ ー ネ ン テ ィ ア 動 詞(形 式 所 相 動

詞 ・ 能 動 欠 如 動 詞)と い う も の で 、 変 化 語 尾 の 方 は 受 動 相 の さ い に 現 わ れ

て く る 形 態 を と り な が ら 、 し か し 、 意 味 の 方 は 能 動 的 と い う 、 コ ウ モ リ の

よ う な 生 き 物 で あ る(話 は 変 わ る が 、 英 語 の 「ベ ス ト セ ラ ー 〈abestselle

r>」 も 、 「本 を も っ と も よ く 売 っ た 人 」 と い う 、 ご く ふ つ う の 訳 の ほ か に 、

「も っ と も よ く 売 れ た(売 ら れ た)本 一 売 上 最 高 の 本 」 も あ っ て 、 よ く 考 え

て み る と 、 い わ ゆ る 他 動 詞 と 自 動 詞 の 間 柄 も 、 そ れ ほ ど か け は な れ て い る

と い う わ け で も な い こ と が 判 明 す る)。 こ の 手 の 異 彩 ・ 異 相 の 動 詞 は 意 外 に

も 法 律 用 語 に 多 い([L]部 門 の(XI)①:p.116f.の と こ ろ に そ の 一 覧 表 が

あ る)。 辞 書 に 〈v.dep.〉 と 指 示 が あ る の は 、 問 題 の 動 詞 が 「デ ー ポ ー ネ ン

テ ィ ア 動 詞 」 に 属 す る こ と を 示 す 。 〈v>は 動 詞 を 示 す 略 語 で あ る 。

④<fτat>・ ・・… 「フ ィ ー ア ッ ト 」 が ラ テ ン 語 読 み で あ る が 、 英 語 で は 「フ ァ

イ ア ッ ト 」 と は 読 ま れ る(イ タ リ ア に は 会 社 の 頭 文 字 を つ な い で つ く っ た

「フ ィ ア ッ ト 」 と い う 名 の 名 車 が あ る の で 、 音 そ の も の の 方 は よ く 知 ら れ て

い る は ず で あ る)。 こ れ も 、 接 続 法 現 在 三 人 称 単 数 で 、 見 出 し 語 は 〈fi6>で あ

る 。 こ の 〈fl6>は 二 つ の 顔 を も っ た 面 白 い 動 詞 で 、 「～ に(と)な る 」 と い う 、

い わ ば 自 動 詞 的 な 意 味 と 、 「～ に(と)さ れ る 」 と い う 、 い わ ば 他 動 詞 の 受

動 相 的 な 意 味 と を も つ 。 法 律 ラ テ ン 語 の 世 界 で は 、 「な る 」 と 「さ れ る 」 と

で は 、 微 妙 な ニ ュ ア ン ス の ち が い が あ る 。 さ て 、 〈fiat>の 意 味 は 「そ れ が な

さ れ る よ う 一 命 令 」 で あ る 。 こ こ の と こ ろ の 英 訳 は 〈Beitdone,〉 あ た り に

な る の で あ る が 、 こ の よ う に 、 英 語 で は 、 こ う い っ た 短 い 言 葉 に も 主 語(〈i

t>)が ち ゃ ん と つ い て く れ て い て 助 か る の で あ る が 、 ラ テ ン 語 で は そ う は

な ら な い 。 こ の よ う に 、 ラ テ ン 語 で は 人 称 代 名 詞 が 文 中 に 登 場 し な い こ と
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が む し ろ ふ つ う な の で 、 主 語 探 し は い つ も 広 い 目 に や っ て み な け れ ば な ら

な い の で あ る 。 つ い で に 、 さ き の 〈habeas>と こ こ の 〈flat>の 双 方 に う ま く

関 連 す る 語 例 を あ げ て お こ う 。〈fierlfacias>が そ れ で 、本 動 詞 は 〈facias>で

あ り 、 こ れ は 、 〈faci6>[つ く る]の 接 続 法 現 在 二 人 称 単 数 で 、 〈fi6>[な さ

れ る]の 現 在 不 定 法 〈fierl>を ひ く 。 「君 が 、 な さ れ る よ う に せ よ 。」 が 直 訳

で あ る 。 術 語 と し て は 、 〈fi.fa>な ど の 略 号 で 、 「強 制 執 行 状 」 を 指 す 。

⑤ 〈testamur>… … 「テ ー ス タ ー ム ル 」 が 正 式 の 発 言 で あ る 。 こ こ を 「テ

ス テ イ マ ー 」 と 読 ま れ て し ま う と 、 も は や ラ テ ン 語 の 感 じ は し な く な る 。

こ れ は 、 デ ー ポ ー ネ ン テ ィ ア 動 詞 〈testor>[証 明 す る]の 現 在 一 人 称 複 数

(受 動 相)の 形 で 、 「私 た ち は 証 明 す る 」 が 原 義 で あ る 。 こ こ か ら 、 「試 験 合

格 証 明 書 」 と い う 術 語 的 な 訳 が 生 ま れ た 。

第 四 部 法 律 ラ テ ン 語 格 言 を 読 み 解 く

(「第 一 章 凡 例 」 の と こ ろ に は 、 こ の[A]部 門 に つ づ く[B]部 門 を 利

用 す る さ い に 参 考 に し て 頂 く 「凡 例 」 が 便 宜 上 お か れ て い る 。 第 二 章 以 下

は 、 本 来 の 、 い わ ば 読 み も の 風 の 記 述 で あ る 。)

第 一 章 凡 例

1° あ と の 第 五 部 の[B]部 門 で と り あ げ る 、 ロ ー マ 法 ・ ロ ー マ 法 学 の 見

地 か ら 特 別 に 重 要 な 法 命 題 の 出 典 は 、 以 下 の よ う な 略 号 に よ っ て 示 す こ と

に す る 。

(a)〈Pα ㍑Z.D.50,17,176pr.〉 と あ れ ば 、 そ れ は 、 パ ウ ル ス 〈Paulus>と い

う 法 学 者 が 、 自 身 の あ る 著 作(本 編 の 出 典 表 示 の 欄 に は 掲 げ て い な い が 、〈a

dPlautum>[プ ラ ウ ト ゥ ス 註 解]と い う 著 作)に 書 き 記 し て い た 法 的 命 題

が 、 い わ ゆ る 『市 民 法 大 全(CorpusJUrisClvllls)』 の 中 核 部 分 と な っ て

い る 『学 説 彙 纂(Digesta)』(こ れ は 〈D.〉 と 略 記 さ れ る)の 第 五 〇 巻 第 一 七

章 第 一 七 六 法 文 前 文(こ こ の 「前 文 」 は 〈pr.〉 と 略 記 さ れ る)の 個 所 に 採 録

さ れ て い る 、 と い う こ と を 示 す も の で あ る 。 な お 、 実 質 的 に 見 れ ば 、 こ の

パ ウ ル ス の 法 的 命 題 は 、 彼 の 学 説 の 一 つ の 現 わ れ に す ぎ な い が 、 し か し 、

よ く 知 ら れ て い る と お り 、 ユ ー ス テ ィ ー ニ ア ー ヌ ス 帝(後 六 世 紀)は 、『市

民 法 大 全 』 の 編 纂 に あ た っ て 、 三 世 紀 も 前 の 古 典 期 の 有 力 な 法 学 者 の 学 説

を 、 と き に は 多 少 と も そ れ に 修 正 も ほ ど こ し な が ら 、 法 文 命 題 と し て 扱 っ

て 、 そ こ に 収 載 し た 。 し た が っ て 、 法 の 原 理 ・原 則 を 簡 潔 に 言 い あ ら わ し

た も の は 、 学 説 上 、 法 格 言 ク ラ ス の 扱 い を う け る 、 と い う 程 度 の も の で は

な く 、 レ ッ キ と し た 法 規 定(タ テ マ エ)に ま で な っ て い る の で あ る 。 と こ

ろ で 、 全 五 〇 巻 の う ち に 収 め ら れ た そ の 法 文 の 数 は 九 〇 〇 〇 を こ え る(各
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法 文 に は さ ら に い く つ か の 項 目 が お か れ て い る の で 、 法 文 の 総 数 は 、 何 万

に も お よ ぶ)。

(b)<C.J.10,16,1>と あ れ ば 、 そ れ は 、 さ き の 『市 民 法 大 全 』 の 一 翼 を に

な う 『勅 法 彙 纂(C6dex)』(皇 帝 の 発 布 し た 勅 法 の 集 録:全 一 二 巻)の 第

一 〇 巻 第 一 六 章 第 一 法 文 が 出 典 と な っ て い る こ と を 示 す
。

(c)〈LJ.2,ヱ,1>と あ れ ば 、 そ れ は 、 同 じ よ う に 『市 民 法 大 全 』 の 一 翼 を

に な う 『法 学 提 要(InstitUti6nes)』(国 定 の 法 学 教 科 書 の 役 割 も か ね そ な

え た 全 四 巻 の 作 品)の 第 二 巻 第 一 章 第 一 法 文 が 出 典 と な っ て い る こ と を 示

す 。 な お 、 イ タ リ ッ ク 体 で な い 表 記 の 〈Gai.1.〉 と あ れ ば 、 そ れ は 、 ガ ー イ ウ

ス 〈Gaius>と い う 法 学 者 が 私 的 に 編 集 し た 『法 学 提 要(InstitUti6nes)』 が

出 典 と な っ て い る こ と を 示 す 。 し た が っ て 、 こ ち ら の 方 か ら 選 び だ さ れ た

法 的 命 題 は 、 学 問 的 に は(ホ ン ネ 上 は)そ れ な り に 高 い 権 威 を も っ て い る

可 能 性 は あ る が 、 も ち ろ ん 、 法 規 で は な い 。

(d)〈1Voo.1>と あ れ ば 、 こ れ は 、 『新 勅 法(Novellae)』 の 第 一 法 文 が 出 典

と な っ て い る こ と を 示 す 。 な お 、 〈D.〉 ・ 〈C.J.〉 ・ 〈1.J.〉 ・ 〈Nov.〉 な ど の 法

文 資 料 の 出 典 表 示 は 、 イ タ リ ッ ク 体 に な っ て い る 。 〈G.1.〉 の 場 合 は 、 も ち

ろ ん 法 典 で は な い の で 、 そ の よ う な 扱 い は う け な い 。 し か し 、 こ れ も 、 ロ ー

マ 法 ・ ロ ー マ 法 学 の 立 派 な 資 料 で あ る 。

(e)〈D.〉 、 〈C.J.〉 、 〈1.J.〉 、 〈Nov.〉 以 外 の 資 料 か ら と り だ し た 法 的 命 題

の 一 部 に つ い て は 、 そ の 出 典 を 必 要 に 応 じ て 指 示 す る が(残 念 な が ら 、 さ

ま ざ ま な 事 情 に よ り 、 正 確 な 指 示 の で き な か っ た と こ ろ も 多 い)、 そ の ほ か

に 、 英(米)法 の 世 界 に お い て ラ テ ン 語 で 表 現 さ れ て い る 法 的 命 題 の 一 部

に つ い て は 、 後 の6° の と こ ろ で 示 す よ う な 略 号 で 出 典 を 指 示 す る こ と に

し よ う 。

2Q各 格 言 を 文 法 的 に 読 み 解 い て い く さ い 、 筆 者 の ま っ た く 個 人 的 な 考 え

に し た が っ て 、 以 下 の よ う な 解 析 の ス タ イ ル を 、 採 用 す る 。 ま ず 、 オ リ ジ

ナ ル な 配 列 の か た ち で 、 も し く は 、 ふ つ う 現 代 人 の 眼 に ふ れ る よ う な 配 列

で 、 格 言 命 題 を 「見 出 し 」 と し て 掲 げ る 。 つ ぎ に は 、 見 出 し 語 命 題 の 文 章

全 体 を 文 法 的 に 解 析 し や す く す る た め に 、 近 代 欧 米 語 と り わ け 、 英 語

で ま ず は 標 準 的 と 思 わ れ る よ う な 語 の 配 列 に 見 出 し 語 命 題 を さ し か え た

も の を 示 す(た と え ば 、 主 語 を 頭 に も っ て く る)。 最 後 に 、 格 言 命 題 を ほ ぼ

直 訳 し た か た ち の 日 本 語 の 表 現 を 示 す 。 し た が っ て 、 と き に は 、 世 間 に 流

布 し て い る 訳 語 と は 少 し ち が う 訳 し か た も 生 じ て く る 。 そ の 意 味 で 、 筆 者

の 訳 は 、 「試 訳 ・ 私 訳 ・基 本 訳 」 に す ぎ な い 。 読 者 の 方 々 は 、 御 自 身 の 書 物

な ど で ラ テ ン 語 法 格 言 を 引 用 さ れ る さ い 、 御 自 由 に お 好 み の 訳 を つ け て 頂

け ば 、 そ れ で よ い で あ ろ う 。 こ こ で 、 例 を あ げ て 、 こ の 配 列 形 式 を 示 そ う 。

〈Juranovitcuria.〉 →[CUrian6vitjUra.]→ 「裁 判 所 が 法 を 知 っ て い
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る 。」 と い う順 に な る(「 法 を 知 る の は 裁 判 所 で あ る 」 と い う の は 、 こ な れ

た 日 本 語 の 訳 し か た で あ ろ う)。 二 つ 目 の さ し か え 文 の 個 所 に は 長 音 符 が つ

け て あ る(そ れ に つ づ く 、 単 語 の 文 法 的 解 析 の 個 所 に は 、 そ の 長 音 符 は な

い)。

3° 本 編 の 最 大 の 特 色 は 、 命 題 を 構 成 す る 各 語 そ れ ぞ れ に 文 法 的 説 明 を つ

け て い る 点 に あ る 。 原 テ キ ス ト と 訳 文 を な ら べ る だ け で は 、 ど れ ほ ど 直 訳 ・

逐 語 訳 の 手 法 を 駆 使 し て も 、 原 語 の 意 味 と 日 本 語 の 意 味 と の 対 応 を 正 確 に

と ら え る こ と は ほ と ん ど 不 可 能 で あ る 。 し か も 、 法 格 言 は 、 し ば し ば ア レ

ン ジ さ れ て 、 少 し ず つ も と の 姿 を 変 え て い く こ と も あ る の で(こ こ で 私 製

の も の を 一 つ お 目 に か け る な ら 、 有 名 な 〈Indubi6pr6re6>に 対 抗 す る も

の と し て 、 〈lndubi6pr6salUte.〉[疑 問 が 残 る[こ と]に お い て は 、[社

会 の]安 寧 に 有 利 と な る よ う に[判 断 さ れ る べ き で あ る]。]と な る 、 と い

う よ う に で あ る 「公 共 の 利 益 を 守 る た め な ら ば 、罪 の 嫌 疑 が 疑 わ し い こ

と に も 不 利 益 な 扱 い を す る 」 と い う よ う な ニ ュ ア ン ス の も の で あ る)、 全 語

対 応 型 の 、 初 歩 的 で て い ね い な 解 説 が 用 意 さ れ な け れ ば 、 実 際 の と こ ろ は

読 み の 現 場 で 融 通 が き か な い の で あ る 。 そ の よ う な わ け で 、 文 法 的 解 説 の

部 門 は 相 当 な 量 に な っ て し ま っ た が 、 多 少 の 工 夫 は し て い る 。 格 言 命 題 の

な か に し ば し ば 登 場 す る 専 門 用 語 が 、 本 編 の[0]部 門 の と こ ろ に 「重 要 語

一 覧 」 と し て ま と め ら れ て い る の が
、 そ の 現 わ れ で あ る 。 読 者 の 方 々 が 具

体 的 な 法 格 言 の 語 解 説 の 個 所 で 扱 わ れ て い な い 単 語 に 遭 遇 さ れ た 場 合 に は 、

そ の 重 要 語 一 覧(こ こ に は 変 化 し て い る 形 の 多 く が 含 ま れ て い る)の 方 を

見 て 頂 き た い 。 な お 、 前 置 詞 、 接 続 詞 、 副 詞 な ど の 一 覧 も そ の と こ ろ に 用

意 し て あ る の で 、 辞 書 が 手 も と に な い と き に は 、 そ れ を 適 宜 御 参 照 頂 き た

い 。 も っ と も 、 前 の 三 つ の 品 詞 は 不 変 化 詞 な の で 、 そ れ と 判 り さ え す れ ば 、

「辞 書 」 に あ た っ て 頂 け れ ば 、 そ の 一 覧 表 を 利 用 し な く て も 、 そ の 正 体 は 比

較 的 か ん た ん に つ か め る 。

4° ふ つ う 、a、i、U、e、6な ど の 長 音 符 つ き の 母 音 は 表 示 さ れ な い の で

あ る が 、 文 法 書 と し て の 性 格 を も つ 本 編 で は 、 原 則 と し て 、 原 命 題 を 文 法

的 な 解 析 に 役 だ つ よ う 書 き か え た 部 分 の と こ ろ だ け に 、 長 音 表 示 を し て い

る 。 な お 、 書 き か え な ど 必 要 で な い 、 モ ダ ン で 、 き れ い な 命 題 で は 、 同 じ

配 列 の も の の 該 当 部 分 に 長 音 が つ け て あ る 。

5° ※ 印 に つ づ く 欄 に は 、 ま ず 、 主 と し て 、 文 法 的 解 説 あ る い は 内 容 的 な

説 明 の 部 分 を お く 。 も っ と も 、 ス ペ ー ス の 制 約 も あ っ て 、 こ の 欄 が す べ て

の 法 格 言 に つ い て い る 、 と い う わ け で は な い 。

6° 〈 〉記 号 で く く ら れ た 数 字 は 、 本 命 題 と 同 一 内 容 の も の 、 お よ び 、 対

比 ・参 照 す る 必 要 の あ る も の な ど 、 さ ま ざ ま な 内 容 の 命 題 を 指 示 す る 部 分

で あ る 。 一 方 、 矢 印 で あ る 「→ 」 記 号 を 含 む 指 示 は 、 文 法 的 解 説 が い く ら
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か ほ ど こ さ れ て い る 命 題 の ナ ン バ ー を 示 す も の と 、 「索 引 」 の 所 在 を 示 す 部

分 と で あ る 。

7° こ の 法 格 言 コ レ ク シ ョ ン を 編 集 す る さ い は 、 以 下 の 書 物 を 全 面 的 に 参

照 さ せ て 頂 い た 。 先 人 の 貴 重 な 御 業 績 に 心 か ら 敬 意 を 表 し た い 。Dragomir

Stoj6evi6etAnteRomac,DictaetRegulaeIuris-Latinskapravna

pravila,izrekeidefinicijesaprevodomiobja§njenjima,Savremena

Administracija,1971;Detlef,Liebs,LateinischeRechtsregelnundR

echtssprichw6rter,1981;EdoardoMori,Dizionariodeiterminigiu

ridiciedeibrocardilatini,6・ed.2008;末 川 博 編 『新 訂 ・法 学 辞 典 」』

(1956);田 中 秀 央 ・ 落 合 太 郎 編 『ギ リ シ ア ・ ラ テ ン 引 用 語 辞 典 』(1968);

武 市 春 男 著 『イ ギ リ ス の 法 律 格 言 』(1968);守 屋 善 輝 編 『英 米 法 諺 』(19

73)。 な お 、 本 デ ー タ 作 成 の さ い に 参 照 で き な か っ た 貴 重 な 作 品 と し て 、 宮

崎 康 徳 著 『 リ ー ガ ル ・ マ キ シ ム と は 何 だ ろ う か 英 米 法 格 言 に 学 ぶ 』

が あ る[2006;自 費 出 版 形 式 の も の:連 絡 先 は 、 「公 益 財 団 法 人 ・ 自 治 体

問 題 研 究 所 」(郵 便 番 号12-0011:福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 前1-19-3-508:

tel-fax/092-472-4675)気 付:宮 崎 康 徳 氏 で あ る]。

8° 英 米 法 系 の 格 言 の 出 典 の 略 号 の 主 要 な も の は 、 以 下 の と お り で あ る 。

Allen(Mass.)

Bac.Aph.

Bac.Max.

Barb.

Bell.

Best.Ev.

Binn.

Bing.

Bl.Com.

Bouv.Dic.

Bouv.Inst.

Brac.

Branch,Max.

Branch,Princ.

Broom,Max.

Bulst.

Burr.

Calvin.

Ch.Prec.

Co.Inst.

Allen,MassachusettsReports

Bacon「sAphorismus

F.Bacon,Maxims

BarbourlsNewYorkChanceryReports

BelllsDictionaryandDigestoftheLawsofScotland

BestonEvidence

BinneylsPennsylvaniaReports

Bingham冒sEnglishCommonPleasReports

BlackstonelsCommentariesonTheLawsofEngland,4Vols

Bouvier'sLawDictionary

Bouvier'sInstitutesofAmericanLaw

BractondeLegibusetConsuetudinibusAngliae

BranchlsMaximus

Branch,sPrincipiaLegisetEquitatis

BroomlsLegalMaxims

BulstrodelsEnglishKing'sBenchReports

BurrowlsReports,EnglishKing冒sBench

CalvinusLexiconJuridici

PrecedentsinChancery

Coke,SecondPartoftheInstitutesoftheLawsofEngland
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Co.Litt.

Co.Rep.

Cowp.

Cro.Car.

Cro.Eliz.

Dav.Ir.K.B.

Doct.&Stud.

Dyer

Dwar.St.

Eden

Exch.

Fleta

Fost.Cr.Law

Gilb.Ch.

Gleenl.Ev.

Godb.

Hale,P.C.

Halk.Max.

Hob.

Jenk.Cent.

KamesEq.

Kent.Com.

Lane

Littl.

Lofft

Lofft,Append.

Mackeld.Rom.Law

Macq.H.LCas.

Maule&S.

Metc.

Mir.Jus.

Montesq.Espritdes

Lois

Off.Ex.

Coke,FirstPartoftheInstitutesofTheLawsofEngland,

orACommentaryuponLittleton

Coke'sReports,King'sBench

CowperlsEnglishKing'sBenchReport

Croke'sEnglishKinglsBenchRepoprtsTemporeCharlesI(3

Cro.)

Croke冒sEnglishKingsBenchReportsTemporeElizabeth(1

Cro.)

DavieslReports,IrishKingsBench

DoctorandStudents;Saint-German

DyerlsEnglishKingsBenchReports

DwarrisOnStatutes

EdenlsReports,HighCourtofChancery,England

EnglishExchequerReports

Fleta,CommentariusJurisAnglicani,1647

Foster,CrownLaw

GilbertlsReports,EnglishChancery

GreenleafonEvidence

GodbolfsReports,EnglishKing'sBench

Hale'sPleasoftheCrown

Halkerstone'sLatinMaxims

HobartlsEnglishKing「sBenchReports

JenkinslEightCenturiesofReports,EnglishExchequer

KamelsPrinciplesofEquity

KentlsCommentariesonAmericanLaw

LanelsReports,EnglishExchequer

Littlton'sEnglishCommonPleasandExchequerReports

Lofft「sEnglishKinglsBenchReports

Lofft「sMaxims,appendedtoLof肚lsReports

MackeldeyonRomanLaw

MacqueenlsScotchAppealCases(HouseofLords)

MauleandSelwyn「sEnglishKingsBenchReports

Metcε 己fsMassachusettsReports

HornelsMirrorofJustice

Montesquieu,EspritdesLois

Wentworth'sOfficeofExcutors
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Noy,Max.

P.Wms.

Phil.Ev.

Phillim.Dom

Pic.

Plowd.

Reg,Jur.Civ.

Rolle

Shars.Bl.Com.

Shep.Touch.

Smith,Lead,Cas.

Spence

Starkie,Ev.

Step.Pl.

Story.Ag.

Story,Bailm,

Story,Cont.

Story,ConfLLaws

Story,Eq.Jur.

Term

Tray.Lat.Max.

Vaugh.

Vent.

Vern.

Watts

Wend.

Wing.Max.

Woodd.Lec.

9° ロ ー マ 法 学 者 の 人 名 は 以 下 の 略 号1

〈Afr.〉 …Africanus

紀 の 法 学 者);〈Cel.

ervidiusScaevola

世 紀 の 法 学 者);〈Gai

anus(3～4世 紀 の 法 学 者)

ul.〉 …JUIianus(2世 紀 の 法 学 者)

紀 の 法 学 者);〈Mac

Noy'sMaxims

PeereWilliam冒sEnglishChanceryReports

PhillipsonEvidence

PhillimoreontheLawofDomicil

PicklingsMassachusettsReports

PlowdenlsEnglishKingsBenchCommentariesandReports

Registrum(Regulae)JurisCivilis

Rolle'sEnglishKingsBenchReports

SharswoodlsBlackstoneslsCommentaries

Sheppard,sTouchstone

Smith冒sLeadingCases

Spence'sEquitableJurisdictionoftheCourtofChancery

StarkieonEvidence

StephenonPleading

StoryonAgency

StoryonBailments

StoryonContracts

StoryonConflictofLaws

StoryEquityJurisprudence

TermReports,EnglishKinglsBench(DurnfordandEast's

Reports)

Trayner,LatinMaximsandPhrases,etc.

Vaughan「sEnglishCommonPleasReports

Ventris「EnglishCommonPleasReports

Vernon冒sEnglishChanceryReports

WattslPennsylvaniaReports

WendelllsNewYorkSuperemeCourtReports

Wingate「sMaxims

WooddesonlsLecturesontheLawsofEngland

こ よ っ て 示 す 。

(2世 紀 の 法 学 者);〈Call.〉 …Callistratus(2～3世

〉…Celsus(1～2世 紀 の 法 学 者);〈Cerv.Scaev.〉 …C

(2～3世 紀 の 法 学 者);〈Flor.〉 …Fl6rentinus(2～3

.〉 …Gaius(2世 紀 の 法 学 者);〈Herm.〉 …Hermogeni

;〈Jav.〉 …Javolenus(1～2世 紀 の 法 学 者);〈J

;〈Lic.Ruf.〉 …LiciniusRUfinus(3世

.〉 …Macer(2～3世 紀 の 法 学 者);〈Marce.〉 …Marcell
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us(2世 紀 の 法 学 者);〈Marci.〉 …Marcianus(3世 紀 の 法 学 者);〈Mod.〉 …

Modestlnus(2～3世 紀 の 法 学 者);〈Ner.〉 …Neratius(1～2世 紀 の 法 学

者);〈Pap.〉 …Papinianus(1～2世 紀 の 法 学 者);〈Paul.〉 …Paulus(2～

3世 紀 の 法 学 者);〈Pomp.〉 …Pomp6nius(2世 紀 の 法 学 者);〈Q.Muc.Sc

aev.〉 …QuintusMuciusScaevola(前2～ 前1世 紀 の 法 学 者);〈Ter.Cle

m.〉 …TerentiusClemens(前2世 紀 の 法 学 者);〈Tryp.〉 …Tryphonlnus

(2～3世 紀 の 法 学 者);〈Ulp.〉 …Ulpianus(2～3世 紀 の 法 学 者);〈Ven,〉 …

Venulejus(2～3世 紀 の 法 学 者)

10° 上 記 の ロ ー マ 法 学 者 以 外 で 、本 書 に お い て 引 用 さ れ た 主 な 著 作 家 は 、

以 下 の と お り で あ る(表 記 は 独 語 ス タ イ ル の も の も ま じ っ て い る が 、 そ れ

は 、 本 編 が 、 主 と し て 、 さ き のD.Liebs本 に 依 拠 し て 編 成 さ れ て い る た め

で あ る)。Aristoteles(384～322B.C.);Augustlnus(354～430);Aeg

idiusBossius(1487～1546);BurchardvonWorms(965～1025);

Cicer6(106～43B.C.);Damasus(13世 紀 初 頭);NicolausEverar

di(1462～1532);PhniusMinor(62頃 ～112頃);PUbliliusSyrus

(前1世 紀);VinzenzvonBeauvais(1200頃 ～1264)

11Q西 洋 古 典 学 ・歴 史 学 の 世 界 で 慣 行 的 に 用 い ら れ て い る 省 略 法 を 本 書

で も 利 用 す る 。Dam.Reg.Can.…Damasus,RegulaeCanonicae;Lib.S

ex.…LiberSextus;Nic.Eve.Loc.Arg.Leg.…NicolausEverardi,Loci

ArgUment6rumLegales;Syr.…Syrus,Sententiae

12Q本 編 で の 文 法 的 解 説 の さ い 、 ス ペ ー ス 節 約 の た め も あ っ て 、 多 数 の

略 号 を 用 い る こ と に し て い る 。 以 下 に そ の リ ス ト を 揚 げ る 。(A)の 部 門 が

ア イ ウ エ オ 順 の も の で 、(B)の 部 門 が 内 容 別 の も の で あ る 。

(A)

日 … 一 人 称 、 園 … 完 了 、 匿]… 完 了 不 定 法 、 圖 … 完 了 分 詞 、 國 … 現

在 、 匝]… 現 在 不 定 法 、 匿 … 現 在 分 詞 、 國 … 最 上 級 、 ロ … 三 人 称 、

国 … 主 格 、 図 … 受 動 相 、 國 … 女 性 名 詞 、 圏 … 接 続 法 、 圖 … 属 格 、 団 …

対 格 、 團 … 奪 格 、 團 … 単 数 、 厘]… 男 性 名 詞 、 圃 … 中 性 名 詞 、E]… デ ー

ポ ー ネ ン テ ィ ア 動 詞 、 匡亟]… 動 形 容 詞 、 匡嘔]… 動 名 詞 、 国 … 二 人 称 、

國 … 比 較 級 、 國 … 複 数 、 困 … 未 来 、 圖 … 未 来 分 詞 、 匿 圖 … 名 詞 省 略

(「形 容 詞 が 名 詞 化 し た も の 」 と い う 表 現 に な っ て い る 場 合 と ほ ぼ 同 じ

で あ る)、 囹 … 命 令 法 、 囹 … 与 格

(B)

塵]… 男性 名 詞

匹]… 女性 名 詞

圃 …中性 名 詞

日 … 一人 称

ロ … 二人 称

匡]… 三人 称

匿]… 現 在 分詞

匿]… 完 了 分詞

匪≡至]…未 来 分詞
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圓 …単 数

塵]…複 数

国 …主 格

囲 …対 格

國 …属 格

團 …与 格

囮 …奪 格

匿 唾]…名 詞省 略

圓 …現 在

園 …完 了

困 …未 来

図 …受 動 相

圏 …接 続 法

囹 …命 令 法

匡塵]… 動 形 容詞

匪]… 動 名 詞

匡巫]… 現 在 不 定法

医≡玉]…完 了 不 定法

圃 … 比較 級

國 … 最上 級

医]… デ ー ポ ー ネ ン テ ィ ア 動 詞

13° 柴 田 光 蔵 ・林 信 夫 ・佐 々 木 健 編 『ラ テ ン 語 法 格 言 辞 典 』(薙 学 社 ・2

010年)の 末 尾 部 分 に は 、3353個 の ラ テ ン 語 格 言 の 和 訳 が つ け ら れ て い る

(本 編 の[B]部 門 に は そ の 数 よ り も 多 い4000以 上 の ラ テ ン 語 格 言 が 収 め

ら れ て い る)。 二 つ の 作 品 に つ け ら れ た そ の 和 訳 は 、 か な ら ず し も 同 じ で は

な い 。

第 二 章 文 章 読 解 の 技 法

こ の 章 で は 、 本 書 に お け る こ れ ま で の 説 明 全 体 を 整 理 し て お く 意 味 あ い

も か ね て 、 筆 者 個 人 に さ し あ た り ベ タ ー だ と 考 え ら れ る よ う な 、 読 み 解 き

の し か た(技 法)に つ い て 説 明 し て お こ う。 言 う ま で も な い こ と で あ る が 、

文 章 の 読 解 に と り く む に は 、 正 攻 法 を 含 め て さ ま ざ ま な ア プ ロ ー チ が あ る

の で 、 具 体 的 な 状 況 の も と で 、 読 者 の 方 々 そ れ ぞ れ が 御 自 身 の 語 学 学 習 上

の 経 験 に も と つ い て 独 自 に ノ ウ ハ ウ を 編 み だ し て い か れ れ ば 、そ れ で よ い 。

こ こ で 示 す 技 法 は 、 与 え ら れ た 時 間 が あ ま り な い な か で 、 い わ ば 一 気 に 敵

の 本 陣 を つ く 戦 法 と し て 、か な り せ っ か ち な 性 格 の 筆 者 が ご く 個 人 的 に(つ

ま り 、 勝 手 に)こ れ ま で 開 発 し て き た も の に す ぎ な い 。

(1)ま ず 、 文 章 の 背 骨 に 相 当 す る 動 詞(本 動 詞)を さ ぐ り あ て る 必 要 が あ

る(と き に は 、 近 代 欧 米 語 の 場 合 と は ち が っ て 、 動 詞 の 変 化 語 尾 が 他 の 品

詞 の 変 化 語 尾 と 同 じ に な っ て し ま う こ と も た ま に は あ る の で 、 そ の と き 、

そ の 品 詞 の 識 別 に は 多 少 の 手 間 と 注 意 が 必 要 と な る)。 三 人 称(能 動 相)な

ら 、末 尾 の<t>を 手 が か り に す れ ば 、そ の 作 業 は 比 較 的 か ん た ん に で き る(「 で

あ る 」 系 の 繋 辞 の 場 合 、 こ の 動 詞 が 省 略 さ れ る ケ ー ス も あ る が 、 そ う い う

と き 、 か く れ て い る も の を 正 し く 外 に ひ っ ぱ り 出 し て く る 技 術 が 不 可 欠 で

あ る)。 そ れ か ら 、 も ち ろ ん 、 動 詞 は 一 つ と は か ぎ ら な い(接 続 詞 や 関 係 代

名 詞 に ひ か れ る 節 の 部 分 に も こ れ は ち ゃ ん と あ る)。 動 詞 が 表 に も 裏 に も な

け れ ば 、 そ の ラ テ ン 語 は た ん な る 単 語 の 集 ま り で し か な い が 、 た だ 、 近 代
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欧 米 語 で 記 さ れ た 地 の 文 章 の な か に さ り げ な く ラ テ ン 語 の 動 詞 に 相 当 す る

部 分 が 含 ま れ て い る こ と も 、 と き に は あ る 。 こ う い う と き 、 地 の 文 章 と ラ

テ ン 語 の 単 語 群 と を き ち ん と 統 合 し て 読 ん で い か な け れ ば な ら な い 。

(2)動 詞 が 単 数 形 な の か 複 数 形 な の か を 語 尾 の 形 を 通 し て 見 き わ め た う

え で(能 動 相 の 三 人 称 な ら 、 人 称 語 尾 は 、 〈t>が 単 数 で 、 〈nt>が 複 数 で あ る

の で 、 識 別 は 容 易 で あ る)、 そ れ に マ ッ チ し た 主 語 に あ た り を つ け る 。 背 骨

の つ ぎ は 頭 な の で あ る 。 も し そ の 頭 が 文 の ト ッ プ の 位 置 に は っ き り と 見 え

て い れ ば 、 頭 を つ か ま え る の は 容 易 で あ る が 、 し か し 、 ラ テ ン 語 で は か な

ら ず し も そ う で は な く 、 目 的 語 を さ き に 出 し て お い て 、 頭(主 語)が 後 で

現 わ れ て く る こ と も あ る の で(ち な み に 、 憲 法 第 九 条 に も 「陸 海 空 軍 そ の

他 の 戦 力 は 、 こ れ を 保 持 し な い 」 と あ る が 、 こ の 「は 」 は 主 語 で は な く 、

目 的 語 で あ る 。 な お 、 主 語 は か く れ て い る)、 〈t>で 終 わ る 、 文 章 の 軸 と な

る 骨 格 の 部 分 を さ き に さ が す 方 が 能 率 的 と な る 。 代 名 詞 の 主 語 が 表 に 出 て

こ な い と き に は(こ れ が ふ つ う で あ る が)、 近 代 欧 米 語 の 文 章 の 読 解 の さ い

の 要 領 で 、 主 語 を 頭 の な か に イ メ ー ジ し て み れ ば よ い 。 さ ら に 、 主 格 と 対

格 と が 同 形 の と き も 少 な く な い の で 、 単 純 な 攻 め か た で は 足 を す く わ れ る

こ と も あ る 点 を 特 記 し て お こ う 。 た と え ば 、 後 出 の 第 三 章(皿)[C](a)⑤

p.123の 〈JUran6vitcUria.〉 で は 、 〈jUra>の 形 は 〈jUs>の 複 数 主 格 と そ

の 対 格 の と こ ろ に あ る が 、 し か し 、 完 了 形 動 詞 の 〈n6vit>が 単 数 形 な の で 、

複 数 主 格 の 線 は な い 、 と 考 え て 、 「法 は 法 廷 が 知 る(も の で あ る)。 」 と い う

正 解 を ひ き だ さ な け れ ば な ら な い か ら で あ る 。 こ こ で も 目 的 語 が さ き に く

る 。

(3)い わ ゆ る 「他 動 詞 」 を 用 い た 構 文 な ら 、 直 接 補 語(目 的 語)で あ る

対 格 が ど こ か に あ る の が ふ つ う で あ る(と き に は 自 明 の こ と と し て 消 さ れ

て い る こ と も あ る が)。 問 題 の 対 格 と い う も の は 、 他 の 格 に く ら べ る と 、 比

較 的 き っ ぱ り と し た 姿 を も っ て い る こ と が 多 い の で 、 見 つ け や す い 。

(4)い わ ゆ る 「自 動 詞 」 を 用 い た 構 文 な ら 、 文 章 の 中 軸 部 分 は 「主 語

動 詞 」 の 二 要 素 だ け で 十 分 に み た さ れ る(し か し 、 法 律 ラ テ ン 語 に な る

と 、 た い て い 、 間 接 補 語 と か 状 況 補 語 と か 称 さ れ る も の が お ま け に ぞ ろ ぞ

ろ と つ い て く る そ れ が ま た 私 た ち に 難 題 を ふ っ か け る)。

(5)動 詞(本 動 詞)の 正 体 は 、 法 、 相 、 時 称 、 人 称 、 数 な ど の ポ イ ン ト

か ら 見 破 る こ と に な る が 、 こ の さ い 、 む ず か し い せ ん さ く は や め て 、 単 純

に 、 動 詞 の 変 化 表 な ど を 直 視 し て 頂 こ う 。 そ の た め の 情 報 は 用 意 さ れ て い

る(た と え ば 、 辞 書 末 尾 の 動 詞 変 化 表 や 、 拙 著 『法 律 ラ テ ン 語 綱 要 』 の 別

冊 や 、 拙 著 『学 ぶ た め に 』 の 付 録 部 分 や 、 別 だ て の 「付 録 」 な ど が お 役 に

立 つ は ず で あ る)。 あ り が た い こ と に 、 格 言 的 表 現 で は 、 あ ま り こ み い っ た

も の は 登 場 し て こ な い 。
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(6)動 詞 に 関 係 す る 各 種 の デ ー タ が え ら れ た ら 、 動 詞 以 外 の 変 化 す る 言

葉 と 、 も と も と 変 化 し な い 言 葉(こ れ ら は 、 見 出 し 語 と し て 辞 書 に そ の ま

ま の っ て い る)と を よ り わ け る と 、 効 率 的 で あ る 。 前 置 詞 、 接 続 詞 や 副 詞

が そ の 後 者 で あ る が 、 こ れ ら に つ い て は 、 そ れ と 判 り さ え す れ ば(と き に

は 識 別 が む ず か し い こ と も あ る が)、 辞 書 に あ た る だ け で 、 比 較 的 か ん た ん

に そ の 正 体 が つ か め る 。

(7)動 詞 以 外 の 変 化 す る 言 葉 の 場 合 に は 、 性 ・数 ・格 と い う 三 つ の 局 面

で の 変 化 の 姿 を 具 体 的 に と ら え て 、 相 手 の 正 体 を 探 っ て 頂 く こ と に な る 。

な か で も 、 意 味 を 指 示 し て く れ る 格 の と こ ろ が 一 番 む ず か し い 。 ま た 、 品

詞 の 面 で 言 う と 、名 詞 と 形 容 詞 を よ り わ け る の に 手 間 が か か る こ と が あ る 。

そ れ に 、 形 容 詞 の 一 種 で あ る 各 種 の 分 詞 も 、 形 容 詞 以 上 に 読 み 手 を 悩 ま せ

る 。 分 詞 に は い ろ い ろ な 用 法 が ま つ わ り つ い て い る か ら で あ る 。

(8)変 化 す る 言 葉 が や た ら に 多 い と き は 、 た と え ば 修 飾 語 と 被 修 飾 語 を

い く つ か の グ ル ー プ に ま と め る な ど し て 、 意 味 の 面 で 単 語 群 を そ れ ぞ れ 囲

い こ ん で し ま う と よ い 。そ う す れ ば 、全 体 が す っ き り し て く る は ず で あ る 。

た だ 、 グ ル ー プ に ま と め る 作 業 そ れ 自 体 は 、 か な り や っ か い で あ る 。 つ ね

に い く つ か の 可 能 性 が 存 在 す る か ら で あ る 。

(9)法 格 言 的 な 命 題 は 短 く て 含 蓄 の 多 い こ と を 特 徴 と し て い る が 、 複 雑

な 状 況 が い ろ い ろ と 背 景 に あ る の で 、 た だ 短 い だ け 、 と い う わ け に も い か

な い こ と が あ る 。 接 続 詞 や 関 係 代 名 詞 に よ っ て ひ か れ る 、 い わ ゆ る 従 属 文

(副 文)が 前 後 に お か れ て い る 場 合 が し ば し ば 見 ら れ る か ら で あ る(実 の と

こ ろ 、 不 変 化 の 接 続 詞 の 場 合 は と も か く と し て 、 三 〇 通 り も の 顔 を も つ 関

係 代 名 詞 の 指 し 示 す と こ ろ を し っ か り と キ ャ ッ チ し て 、 前 後 の 主 文 に 接 続

し て い く の は 、 相 当 に 難 度 の 高 い 作 業 で あ る)。 い ず れ に し て も 、 こ う い う

長 文 の 場 合 、 主 た る 命 題 部 分 と そ う で な い 命 題 部 分 と を 手 早 く 識 別 し て し

ま う の が 、 上 策 で あ る 。

(10)不 定 法 の 形 は 、 そ れ 自 体 、 単 純 で 、 す ぐ そ れ と 判 明 す る 。 し か し 、

そ の 用 法 を 正 確 に と ら え る の は 容 易 な こ と で は な い(た と え ば 、 い ろ い ろ

な 構 文 で 重 要 な 部 分 を う け も つ 、 不 規 則 動 詞 の 代 表 格 で あ る 〈sum>の 不 定

法 〈esse>は よ く 省 略 さ れ る)。 そ の 用 法 の う ち で は 、 対 格 不 定 法 が も っ と も

要 注 意 の も の で あ る([B]部 門 〈35>の 解 説 を 参 照)。 一 方 、 主 格 不 定 法 の

場 合 、 自 然 に 意 味 が 判 っ て く る こ と も 多 い([B]部 門 〈98>の 解 説 を 参 照)。

(11)前 置 詞 は 、 い か に も そ れ ら し い 形 態 を し て い る の で 、 と ら え や す い

(も っ と も 、 前 置 詞 が な く て も 、 名 詞 の 格 そ の も の に よ っ て 同 じ よ う な 意 味

を か も し だ す こ と は で き る が)。 近 代 欧 米 語 の 前 置 詞 か ら の 類 推 も 、 十 分 に

可 能 で あ る 。

(12)法 律 ラ テ ン 語 の 世 界 で は 、な に や ら う っ と お し い 感 じ も す る 接 続 法
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に も と き に は ぶ つ か る が 、 動 詞 変 化 の 一 つ 、 と い う こ と で 、 あ ま り 気 に し

な い こ と が お す す め で あ る(し か し 、 奥 深 い ニ ュ ア ン ス を そ こ か ら 汲 み と

っ て 情 感 ゆ た か に 訳 出 し て い く の は か な り 高 級 な 訳 法 に 属 す る)。 「～ す る

よ う な 」 と か 、 「～ す る だ ろ う 」 と か 、 文 語 風 に 「～ す べ き で あ る 」 と か の

ス タ イ ル で ひ と ま ず か わ し て い け ば 、 た い て い は な ん と か な る 。

(13)動 名 詞 と 動 形 容 詞 と は 難 物 で あ る 。 と く に 両 者 の あ い だ に 読 み か

え が し ば し ば 生 ず る の で 、 と ま ど う こ と が 多 い 。 し か し 、 私 た ち に 比 較 的

よ く 知 ら れ て い る 用 例 を い く つ か し っ か り と マ ー ク し 、 こ れ を 知 的 財 産 に

し て お け ば 、 道 は 開 け る に ち が い な い 。 そ の 用 例 に た ど り つ く に は 、[P]

部 門 「索 引 」(「 動 形 容 詞 と 動 名 詞 」 の 項 目)を 利 用 し て 頂 き た い 。 ち な み

に 、 こ う い っ た 読 み か え 法 は 、 近 代 欧 米 語 の 訳 法 に も な い こ と は な い 。 た

と え ば 、 「建 設 さ れ た 町 か ら 」 と い っ た 構 造 に な っ て い る 原 語 の 表 現(こ れ

は 過 去(完 了)分 詞 の 用 例 で あ る が)が あ っ て も 、「町 の 建 設 か ら[数 え て]」

と い う訳 が 日 本 語 に な じ む よ う な ぐ あ い で あ る 。 私 た ち は 、 ど の よ う な 言

語 の 日 本 語 訳 に と り く む さ い に も 、 こ の 手 の 変 換 作 業 を 無 意 識 の う ち に や

っ て い る の で は な か ろ う か 。 各 国 語 の 上 級 文 法 を 扱 う 書 物 に は 、 こ の 手 の

言 い ま わ し に 対 応 す る 訳 に つ い て ち ゃ ん と ふ れ て い る 部 分 が あ る よ う に 思

わ れ る 。

(14)絶 対 的 奪 格 の 用 法 と 分 詞 構 文 的 な 用 法 に つ い て は 、 馴 れ て し ま え ば

近 代 欧 米 語 の 知 識 で 十 分 ま に あ う(し か し 、 こ れ ら が 、 一 連 の 言 葉 の な か

に あ ま り 目 立 た ず に ま ぎ れ こ ん で い る こ と も あ る の で 、 こ れ ら が 文 法 上 独

自 の 存 在 で あ る こ と を 見 つ け 出 す 、 と い う最 初 の 仕 事 が 、 と て も 重 要 で あ

る)。 こ れ ら の 具 体 例 に つ い て は 、 コ メ ン ト の 個 所 で 解 説 を つ け る こ と に し

よ う。[0]部 門 のV皿 に は 絶 対 的 奪 格 の 用 例 一 覧 が か か げ て あ る 。 分 詞 構 文

的 な 用 法 に つ い て は 、[B]部 門 の た め の 「索 引 」([P]部 門)中 の 「分 詞 の

訳 し か た 」 の 項 目 を 利 用 し て 、 用 例 に あ た っ て 頂 き た い 。

(15)い ず れ に し て も 、 長 い 文 章 な ら 、 情 報 量 が 多 い の で 、 む し ろ そ の 内

容 が と ら え や す く 、 他 方 で 、 短 い 文 章 な ら 、 そ の 含 蓄 の 深 さ に 気 を つ け な

け れ ば な ら な い の で 、 か え っ て そ の 意 味 は 難 解 で あ る 、 と い う よ う に 覚 悟

を し て お く 方 が 能 率 的 で あ ろ う 。 ど ち ら に し て も む ず か し い が 、 要 は 心 の

も ち よ う で あ る 。

(16)法 律 ラ テ ン 語 に は 、 事 物 が 主 語 と な っ て 、 受 動 相(受 動 態)の 形 を

と っ た り 、 非 人 称 的 な 表 現 に な っ た り す る こ と が 非 常 に 多 い 。 そ れ に 、 形

は 受 動 的 な の に 意 味 は 能 動 的 、 と い う デ ー ポ ー ネ ン テ ィ ア 動 詞 の よ う に ヌ

エ 的 な も の ま で も 、 私 た ち の フ ィ ー ル ド に し ば し ば 出 没 し て く る 。

(17)論 理 的 思 考 に 強 い と こ ろ を 共 通 に も っ て い る 私 た ち ジ ュ リ ス ト な ら 、

一 つ の 文 章 の う ち 意 味 が 確 実 に と れ て い る 単 語 が 三 分 の 二(二 分 の 一?)
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く ら い あ れ ば 、 残 り の 単 語 な い し は 単 語 群 の そ れ ぞ れ が ど う い う趣 旨 の も

の か は お お よ そ 見 当 が つ く の で は な か ろ う か 。 あ る 程 度 読 み 解 き 作 業 を お

し す す め た 後 に 、 た だ 「調 べ る 」 の で は な く て 、 「トー タ ル に 考 え て み る 」

作 業 に 頭 を 切 り か え て い け ば 、 視 野 が 開 け て 、 そ れ ま で 見 え な か っ た も の

で も き っ と 見 え て く る は ず で あ る 。

(18)要 す る に 、 私 た ち と し て は 、 近 代 欧 米 語 で 表 現 さ れ た 中 味 の 濃 い 法

的 命 題(た と え ば 、 法 格 言)に と り く む さ い と 同 じ よ う な 姿 勢 で 、 法 律 ラ

テ ン 語 に 対 峙 し て い け ば よ い の で あ る 。 こ の さ い 、 思 い き っ て 、 横 文 字 の

文 章 は ど れ も こ れ も み な 同 じ よ う な も の だ 、 と い う こ と に し て し ま え ば 、

気 も 軽 く な ろ う 。 〈ItlsGreektome.〉[そ れ は 私 に と っ て ギ リ シ ア 語 の よ

う な も の だ 。 一 そ れ は 私 に は チ ン プ ン カ ン プ ン だ 。]と は 言 え て も 、〈It'sL

atin(ラ テ ン 語)tome.〉 と い う よ う に は か な ら ず し も な ら な い こ と は こ れ

で 証 明 で き た も の と 信 じ た い 。

第 三 章 三 語 格 言 の 分 析 肩 な ら し と し て

[A]だ い た い の と こ ろ 、 格 言 と い う も の は 、 三 つ 以 上 の 言 葉 か ら 構 成 さ

れ て い る 。格 言 と い う 名 に ふ さ わ し く 含 蓄 の あ る 内 容 を か も し だ す の に は 、

ど う し て も 三 つ 以 上 く ら い の 言 葉 が 必 要 だ か ら で あ る(も っ と も 、 あ ま り

に 言 葉 数 が 多 く な る と 、 だ ら だ ら し て 、 格 言 の 面 白 味 は 逆 に う す れ て し ま

う が)。 っ ぎ に 、 わ ず か 三 語 か ら な る 格 言 の な か で も 、 初 級 ク ラ ス の 文 法 解

説 の 見 地 か ら し て と び き り 上 等 の も の を い く つ か ピ ッ ク ア ッ プ し て 料 理 す

る こ と に よ り 、 法 律 ラ テ ン 語 の 文 章 命 題 を 攻 略 す る た め の 肩 な ら し を し て

頂 く こ と に し よ う。 こ れ か ら 、 文 法 の ジ ャ ン ル 別 に ま と め た も の を 示 す が

([B]・[C])、 そ の 前 に 、 御 参 考 ま で に 一 語 格 言 と 二 語 格 言 の な か

で よ く 知 ら れ た も の を 御 紹 介 し て お き た い 。

① 〈alibD… … こ れ は 、 ラ テ ン 語 読 み で は 、 「ア リ ビ ー 」 と な る 。 日 本 で も

英 語 読 み の 「ア リ バ イ 」 で よ く 通 る ラ テ ン 語 で あ り 、 「ア リ バ イ が あ る 」 と

か い っ た 言 い ま わ し で 、 日 本 語 の 日 常 語 と し て も 市 民 権 を す で に 立 派 に 獲

得 し て い る 。 「事 件(問 題)発 生 の 当 時 、 発 生 地 と は ち が う 場 所 に 自 身 が い

た の で 、 そ の た ぐ い の 事 件 に 自 身 に 関 係 す る こ と は 物 理 的 に 絶 対 に あ り え

な い 」 と 抗 弁 し て 、 当 局 か ら か け ら れ た 嫌 疑 を き っ ぱ り と は ね の け て し ま

う 防 御 用 の 論 法 で あ る が 、 〈alibl>と い う ラ テ ン 語 は 、 も と も と 「別 の 場 所

に 」 と い う 意 味 の 副 詞 に す ぎ な い の で(〈alius>[別 の]と 〈ibi>[そ こ に]

と が 組 み あ わ さ っ て で き て い る)、 多 く の 言 葉 を プ ラ ス し て そ う い う ニ ュ ア

ン ス の 術 語 が で き あ が っ て い る わ け で あ る 。 し た が っ て 、 「現 場 不 在 証 明 」

と い う 訳 語 で は 、 「現 場 不 在 」 の 部 分 が そ の 「ア リ ビ ー 」 に あ た る 。 一 方 、

「ア リ バ イ づ く り 」 と い う ポ ジ テ ィ ヴ な 表 現 も 存 在 す る 。 言 う ま で も な い こ

と で あ る が 、 こ の 言 い ま わ し は 、 厳 密 な 考 え か た を と る と 、 格 言 に は あ た
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ら ず 、 た ん な る 副 詞 で あ る 。 し か し 、 そ の 一 語 の も っ て い る ニ ュ ア ン ス が

全 体 と し て か な り 深 く 重 い 意 味 を は ら ん で い る 関 係 で 、 こ れ を ひ と ま ず 格

言 ク ラ ス の 扱 い に し て お い て も 、 さ し つ か え な か ろ う 。

② 〈suumcuique>… … こ の 二 語 も 文 章 の 形 を と っ て お ら ず 、 直 接 の 目 的

語 と 間 接 の 目 的 語 だ け の 省 略 形 で あ る 。 「ス ウ ム ・ ク ィ(一)ク ェ 」 と い う よ

う な 表 記 が 日 本 の 法 学 書 に も 見 ら れ る こ と が あ る が 、 そ の 点 で 、 ラ テ ン 語

の こ の 発 音 は す で に よ く 知 ら れ て い る こ と に な る 。 こ の 二 語 の 直 訳 は 「各

人 に 彼 自 身 の[も の(分)]を 」 と な る が 、 「分 け 与 え る 」 と い う 動 詞 〈trib

u6>の 命 令 法 未 来 二 人 称 ・ 三 人 称 単 数 の 形 で あ る 〈tribuit6>[分 け 与 え よ]

を 補 っ て 完 全 な 文 章 と 読 ん だ り 、「分 け 与 え る こ と 」を 意 味 す る 〈tribuere>と

い う 不 定 法(現 在)で 止 め て し ま っ た り す る な ど の 、 い ろ い ろ な 語 法 で 私

た ち の 目 に ふ れ る 。 〈suum>は 、 所 有 代 名 詞(形 容 詞)〈suus>[そ れ 自 身

の]の 単 数 中 性 対 格 が 名 詞 化 し た も の で 、 〈cuique>は 、 〈quisque>[各 人]

の 単 数 男 性 与 格 で あ る 。同 じ よ う に よ く 知 ら れ た 二 語 命 題 の 〈cuibon6?〉[誰

に 有 利 に?]に つ い て は[B]部 門 〈483>の と こ ろ で 分 析 す る 。

③ 以 上 は 文 章 と し て は 不 完 全 な 用 例 で あ る が 、 完 壁 な 二 語 格 言 と い う も

の も 、 も ち ろ ん あ る 。 第 一 は 、 〈CoactusvoluT.〉 で 、 直 訳 す る と 、 「強 制 さ

れ た 者[と し て の 私]は 欲 し た 」 と な る が 、 意 訳(と い う よ り も 、 本 来 の

読 み)と し て 、 「私 は 、 た し か に 強 制 さ れ た が 、 と に か く 欲 し て し ま っ た の

だ(つ ま り 、 法 律 行 為 は ひ と ま ず 有 効 な も の と し て 成 立 し た)。 」 と い う 訳

が 生 ま れ て く る 。 〈coactus>は 〈c696>[強 制 す る]の 見 出 し 語 完 了 分 詞 で 、

か く れ て い る 主 語 の 〈ego>[私]に 最 終 的 に か か る 。 〈volui>は 、 〈vol6>[望

む]の 完 了 一 人 称 単 数 の 形 で あ る 。他 方 、も し 〈coactusvoluit.〉 と な れ ば 、

主 語 の 語 形 は 同 じ で も 、 動 詞 の 発 す る 情 報 に よ っ て 、 こ こ に 完 了 三 人 称 単

数 の 主 語 が あ る こ と が 判 明 し 、 「彼(彼 女)は 、 た し か に 強 制 さ れ た が 、 と

に か く 欲 し て し ま っ た の だ 。」 と い っ た 訳 に な る 。 こ の よ う に 、 分 詞 と い う

も の は 、 た だ の 形 容 詞 と は 一 味 ち が っ て 、 含 み の あ る 表 現 に 適 し た 道 具 で

あ る 。 第 二 は 、 現 代 で も よ く 知 ら れ た 〈Caveatemptor.〉 で 、 こ れ を 読 み ぬ

く と 、 結 局 の と こ ろ 、 「買 主 注 意!」 と な る 。 こ こ の 〈emptor>の 個 所 を 〈ven

ditor>に さ し か え る と 、 「売 主 注 意1」 で 、 こ ち ら の 発 想 の 方 が 現 代 の 法 理

論 で は 主 流 を 占 め る よ う に な っ た 。 そ の 意 味 は 、 売 主 の 方 が 自 身 の 売 却 す

る 商 品 に つ い て 十 二 分 に 注 意 し て 、 ま ち が い の な い 商 品 を 買 主 側 に 引 渡 さ

な け れ ば な ら な い 、 と い っ た よ う な 含 み に な る 。 こ の よ う に 、 名 詞 的 表 現

に な っ て い る の は 、 も ち ろ ん 意 訳 で 、 本 来 は 、 「買 主[の 方]が 注 意 す る べ

き で あ る 」 と い う 意 味 で あ る 。 〈caveat>は 〈cave6>[用 心 す る]の 接 続 法 現

在 三 人 称 単 数 で あ り 、 〈emptor>は 「買 主 」 を 意 味 す る 見 出 し 語 で あ る(一

方 、 〈venditor>は 「売 主 」 を 意 味 す る 見 出 し 語 で あ る)。 こ の よ う な 接 続 法
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の 用 例 は 、 断 定 的 な 表 現 ス タ イ ル を と る こ と が 多 い 短 文 の 法 格 言 で は 珍 し

い(文 学 的 表 現 な ら 、 か な り あ る が)。 こ の 手 の 接 続 法 に 対 処 す る に は 、 ひ

と ま ず 、 「～ べ し ・ ～ べ き で あ る 」 を つ け て み る こ と に し て 頂 こ う 。

[B]〈sum>[～ で あ る]系 の 三 語 格 言

① 〈Conventi6estlex.〉[名 詞(主 格)+〈est>+名 詞(主 格)]… … 〈co

nventi6>[合 意]は 見 出 し 語 で あ る 。 文 中 の 言 葉 が 見 出 し 語 で あ る と き は 、

「見 出 し 語 で あ る 」 と い う よ う な 文 法 的 解 説 は 、 こ れ 以 後 は 、 し な い こ と に

す る 。 〈est>は 、 〈sum>[～ で あ る]の 現 在 三 人 称 単 数 で あ る(〈est>は 、

英 語 の 〈is>、 独 語 の 〈ist>、 仏 語 の 〈est>、 伊 語 の 〈e>の 仲 間 で あ る)。/〈lex>[法

律(法)]:こ れ ら 三 語 の 意 味 は 「(当 事 者 間 の)合 意 は 法 律(法)で あ る 。」

で あ る 。 ※ 「法 律(法)は 合 意 で あ る 。」 と い う 訳 法 も 、 も ち ろ ん 可 能 で あ

る 。 名 詞 が 繋 辞(コ ー プ ラ:こ こ で は 〈est>)を は さ ん で 両 側 に き て 、 「A

はBで あ る 」 と な る の は 、 単 純 明 快 な 格 言 パ タ ー ン の 一 つ で あ る 。

② 〈PerTculumestemt6ris(empt6ris).〉(Pα ㍑Z.D.18,6,8pr.;∫.J.3,23,3)

[名 詞(主 格)+〈est>+名 詞(属 格)]… … 〈periculum>[危 険]/〈emtor

(emptor)〉[買 主]の 単 数 属 格:「 危 険 は 買 主 に 属 す る 。」 ・ 「危 険 は 買 主 が

負 担 す る 。」 ※ 〈emt6ris(empt6ris)〉[買 主 の]を 前 の 〈perlculum>に か け

て 読 む 方 法 も 十 分 に あ り う る 。 そ の と き 〈est>は 「存 在 す る 」 の 意 味 に な っ

て く る 。 こ の 邦 訳 で は 、 そ の 属 格 は 、 所 有 の 属 格 が 〈est>と 組 み あ わ さ っ て

述 語 的 に 用 い ら れ 、 「～ の も の で あ る 」 系 の 表 現 と う け と め て い る([P]部

門 の 「索 引 」 「属 格 の 訳 し か た 」 を 参 照)。 そ し て 、 こ れ は 、 後 者 の 、 〈perI

culum>に か け て 読 む 属 性 的 な 用 い か た の ケ ー ス と は ち が っ て い る 。

③ 〈LTbertasestinaestimabilis.〉[名 詞(主 格)+〈est>+形 容 詞]… … 〈l

ibertas>[自 由]/〈inaestimabilis>[[金 銭 に]評 価 す る こ と が で き な い]:

「自 由 は 金 銭 に 評 価 す る こ と は 不 可 能 で あ る 。」 ※ こ こ を 「自 由 と い う も

の は 計 り し れ な い ほ ど 貴 重 で あ る 」 な ど と 読 み 解 く と 、 と た ん に モ ダ ン な

命 題 に 変 わ っ て し ま う 。

④ 〈C6nsu6tOd60bservandaest.〉[名 詞(主 格)+動 形 容 詞+〈est>]…

・〈c6nsuetUd6>[慣 習]/〈observ6>[守 る]の 動 形 容 詞 〈observandus>[守

ら れ る べ き[で あ る]]の 単 数 女 性 主 格:「 慣 習 は 守 ら れ る べ き で あ る 。」 ※

〈observanda>を 前 の 〈c6nsuetUd6>に か け る 読 み か た も あ る が 、そ の と き 、

〈est>は 「存 在 す る 」 の 意 味 と な っ て く る 。 そ れ か ら 、 ラ テ ン 語 で は 語 順 は

自 由 な の で 、 〈est>の 位 置 が 、 と き に は こ の よ う に 最 後 に な る こ と も あ る 。

と こ ろ で 、 格 言 で は 、 こ の 〈est>の 部 分 が 省 略 さ れ て し ま う こ と も あ る 。 動

形 容 詞 に つ い て は[B]部 門 〈1>の 解 説 を 参 照 。

⑤ 〈ErrantTestτgn6scendum.〉(Mαrc{.D.39,4,16,9)[名 詞(与 格)+

〈est>+動 形 容 詞]… … 〈err6>[錯 誤 す る]の 現 在 分 詞 〈errans>の 単 数 男 性
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与 格 が 名 詞 化 し た も の/〈ign6sc6>[許 す]の 動 形 容 詞 〈ign6scendus>[許

す べ き[で あ る]]の 単 数 中 性 主 格:「 錯 誤 す る[人]を 許 す べ き で あ る 。」

※:さ き の<observ6>の よ う な 他 動 詞 の 場 合 、 「守 ら れ る べ き[で あ る]」

と い う よ う に 、受 動 の パ タ ー ン が き れ い に で て く る が 、こ こ の 、〈ign6sc6>と

い う い わ ゆ る 「自 動 詞 」 の 場 合 に は 、 主 語 が 表 に 出 ず 、 動 形 容 詞 が 単 数 中

性 主 格 の 形 に な っ て く る 。 そ し て 、 名 詞 の 与 格 は そ の ま ま 残 る 。 こ れ は 非

人 称 的 表 現 に な っ て い る 。 自 動 詞 の 動 形 容 詞 に つ い て は[B]部 門 〈59>の

解 説 を 参 照 。 な お 、 日 本 語 で 「錯 誤 者 に は 許 し が 与 え ら れ る べ き で あ る 」

と い う よ う に 、 他 動 詞 の 受 動 的 表 現 に き り か え て み れ ば 、 こ こ の 与 格 の 感

じ が う ま く 出 せ る 。

⑥ 〈Pactasuntservanda.〉[名 詞(主 格)+〈sunt>+動 形 容 詞]… … 〈p

actum>[合 意]の 複 数 主 格/〈sum>の 現 在 三 人 称 複 数/〈serv6>[守 る]

の 動 形 容 詞 〈servandus>[守 ら れ る べ き[で あ る]]の 複 数 中 性 主 格:「 合

意 は 守 ら れ る べ き で あ る 」・ 「合 意 は 拘 束 す る 。」 ※ 〈sunt>は 、 〈est>と は ち

が っ て 、 複 数 の 形 で あ る(独 語 の 〈sind>、 仏 語 の 〈sont>、 伊 語 の 〈sono>が

そ の 後 代 の 仲 間 で あ る)。 動 形 容 詞 の 語 尾 変 化 が さ き の 〈lgn6scendum>と こ

こ の<servanda>と で ち が っ て い る の は 、 主 語 の 数 と 性 の ち が い の せ い で あ

る 。

[ま と め]・ ・・… 「で あ る 」 系 の 三 語 の 法 格 言 の 場 合 、 本 動 詞 の 形 と し て は 、

現 在 三 人 称 単 数 の 〈est>が 多 く 、 現 在 三 人 称 複 数 の 〈sunt>の 例 は あ ま り 多 く

な い 。 ま た 、 「法 」 の 点 か ら す れ ば 、 接 続 法 は 少 な く 、 直 説 法 の 断 定 的 命 題

が 圧 倒 的 に 多 い 。 そ の よ う な わ け で 、 私 た ち と し て は 、 「存 在 す る 」 の 〈su

m>系 語(英 語 で は 、 ラ テ ン 語 の 〈sum>と 同 系 の 〈be>動 詞 を 用 い て 、 存 在 の

意 味 を あ ら わ し た い と き に は 、 た と え ば 、 〈Thereis>と い う よ う に 、 〈ther

e>を つ け て う ま く 区 別 す る)の こ と を あ ら か じ め 十 分 に マ ー ク し て お い た

後 で 、<est>と く れ ば(と く に 、 そ れ が 文 の ト ッ プ の と こ ろ に き て い な け れ

ば こ の と き は 「存 在 」 を 示 す こ と が 多 い)、 そ れ を 「で あ る 」 と ひ と ま

ず 考 え て お け ば よ い 。 も ち ろ ん 、 比 較 的 長 い 文 例 で は 、 し ば し ば 、 完 了 を

あ ら わ す 時 称 を 含 む 命 題 に 助 動 詞 の よ う な 役 割 で 〈sum>系 の 言 葉 も キ ー ・

ワ ー ド と し て 現 わ れ て く る こ と が あ る の で 、話 は ま た 別 に な っ て く る が(後

出 の(C)(c)⑤ の 解 説 を 参 照)。

[C]「 ～ が ～ す る 」 系 の 三 語 格 言

(a)い わ ゆ る 「他 動 詞 」 系 の も の

① 〈Lexfacitregem.〉[名 詞(主 格)+動 詞+名 詞(対 格)]… … 〈lex>[法

律(法)]/〈faci6>[つ く る]の 現 在 三 人 称 単 数/〈rex>の 単 数 対 格:「 法

律(法)が 国 王 を つ く る 。」・「国 王 は 法 律(法)が つ く る も の で あ る 。」・ 「王

は 法 律(法)に よ っ て つ く ら れ る 。」 ※ 〈m>の 語 尾 は 名 詞 な ど の 単 数 対 格
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に 多 い 形 で あ る 。

② 〈Locusregitactum.〉[名 詞(主 格)+動 詞+名 詞(対 格)]… … 〈lo

cus>[場 所]/〈reg6>[支 配 す る]の 現 在 三 人 称 単 数/〈actus>[行 為]

の 単 数 対 格:「[行 為]地 は 行 為 を 支 配 す る 。」

③ 〈Malitiasuppletaetatem.〉[名 詞(主 格)+動 詞+名 詞(対 格)]…

・〈malitia>[悪 意]/〈supple6>[補 充 す る]の 現 在 三 人 称 単 数/〈aetas>[年

令]の 単 数 対 格:「 悪 意 は 年 令 を 補 充 す る 。」

④ 〈lmpotentiaexcOsatl6gem.〉(Broom,Max.243,251)[名 詞(主 格)

+動 詞+名 詞(対 格)]… … 〈impotentia>[不 能]/〈excUs6>[弁 解 す る]

の 現 在 三 人 称 単 数/〈lex>[法 律(法)]の 単 数 対 格:「 不 可 能 で あ る こ と は

法 律(法)[の 適 用]を 除 外 す る 。」

⑤ 〈JOran6vitcUria.〉[名 詞(対 格)+動 詞+名 詞(主 格)]… … 〈jUs>[法]

の 複 数 対 格/〈n6sc6>の 完 了 三 人 称 単 数/〈cUria>[法 廷]:「 裁 判 所 が 法 を

知 っ て い る 。」 ・「法 を 知 る の は 法 廷 で あ る 。」 ※ 〈n6vi>は 、 形 が 完 了 で あ っ

て 、 意 味 は 現 在 で あ る 、 と い う 一 風 変 わ っ た 動 詞 で あ る 。

⑥ 〈Casumsentitdominus.〉[名 詞(対 格)+動 詞+名 詞(主 格)]… … 〈c

asus>[事 変]の 単 数 対 格/〈senti6>[負 担 す る]の 現 在 三 人 称 単 数/〈do

minus>[所 有 権 者]:「 事 変[の 責]は 所 有 権 者 が 負 う 。」 ※ こ の ⑥ と さ き

の ⑤ と で は 、 主 語 は 後 に き て 、 目 的 語(対 格)は 前 に き て い る 。

⑦ 〈Tresfaciuntcollegium.〉(Mαrcθ.D,50,16,85)[数 詞(主 格)+動

詞+名 詞(対 格)]… … 数 詞 で あ る<tres>[三 つ の]が 名 詞 化 し た も の/〈fa

ci6>[つ く る]の 現 在 三 人 称 複 数/〈collegium>[団 体]の 単 数 対 格:「 三

[人]は 団 体 を つ く る 。」 ※ こ こ で は 、 動 詞 は 複 数 で あ る 。

⑧ 〈Divideetimpera.〉[動 詞+接 続 詞+動 詞]… … 〈divid6>[分 け る]

の 命 令 法 現 在 二 人 称 単 数/〈et>[そ し て]/〈imper6>[統 治 す る]の 命 令

法 現 在 二 人 称 単 数:「 君 は 、 分 割 し 、 そ し て 統 治 せ よ 。」 ※ こ れ ま で の 用 例

の 場 合 は 直 説 法 で 表 現 さ れ て い る が 、 こ れ は 命 令 法 の 珍 し い 用 例 で あ る 。

目 的 語 は 省 略 さ れ て い る 。

⑨ 〈D6utdes.〉(Pα ㍑z.D.19,5,5pr.:D.19,5,54)[動 詞+接 続 詞+動

詞]… … 〈d6>[与 え る]/〈ut>[～ の た め に]/〈d6>の 接 続 法 現 在 二 人 称 単

数:「 私 は 、 君 が 与 え る[よ う に な る]た め に 、 与 え る 。」 ※ こ れ は 、 厳 密

に 言 え ば 、 法 格 言 で は な い が 、 文 体 が ユ ニ ー ク で あ る う え に 、 法 原 理 を 見

事 に 抽 出 し て く れ て い る 命 題 な の で 、 こ こ で と り あ げ る こ と に し た 。 見 出

し 語 の 一 人 称 動 詞 と 二 人 称 動 詞 を 接 続 詞 が つ な い で い て 、 文 章 の 構 造 が 複

合 的 に な っ て い る と こ ろ に 、 注 目 し て 頂 き た い 。

(b)い わ ゆ る 「自 動 詞 」 系 の も の

① 〈Superficiessol6cedit.〉[名 詞(主 格)+名 詞(与 格)+動 詞]…
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・〈superficies>[地 上 物]/〈solum>[土 地]の 単 数 与 格/〈ced6>[服 従

す る]の 現 在 三 人 称 単 数:「 地 上 物 は 土 地 に し た が う 。」

② 〈τgn6rantiajUrisnocet.〉[名 詞(主 格)+名 詞(属 格)+動 詞]・ ・・…

〈ign6rantia>[不 知]/〈jUs>[法]の 単 数 属 格/〈noce6>[害 す る]の 現

在 三 人 称 単 数:「 法 の 不 知 は 害 す る 。」

③ 〈AffTrmantτincumbitprobati6.〉(Pα ㍑Z.D,22,3,2;C.J.4,ヱ9,23.)[名

詞(与 格)+動 詞+名 詞(主 格)]… … 〈afflrm6>[主 張 す る]の 現 在 分 詞 〈a

fflrmans>の 単 数 男 性 与 格 が 名 詞 化 し た も の/〈incumb6>[よ り か か る]の

現 在 三 人 称 単 数/〈probati6>[立 証]:「 証 明 は 主 張 す る[人]に 課 せ ら れ

る 。」 ・ 「立 証 責 任 は 主 張 者 側 に あ る 。」

④ 〈Generan6npereunt.〉[名 詞(主 格)+副 詞+動 詞]… … 〈genus>[種

類]の 複 数 主 格/<n6n>[な い]/〈pere6>[滅 失 す る]の 現 在 三 人 称 複 数:

「種 類 物 は 滅 失 し な い 。」 ※ こ こ で は 、 動 詞 は 複 数 と な っ て い る 。

⑤ 〈Armatogaec6dant.〉[名 詞(主 語)+名 詞(与 格)+動 詞]… … 〈a

rma>[武 ・器(複 数 形):単 数 形 の 〈armus>は 、 「上 脾 」 と い う 、 別 の 意 味 と

な る]/〈toga>(ト ガ 平 時 に 身 に つ け る 服)の 単 数 与 格/〈ced6>[譲 る]

の 接 続 法 現 在 三 人 称 複 数:「 武 器 が 市 民 服(ト ガ)に 譲 る よ う 。」 ・ 「武 は 文

に し た が う べ き で あ る 。」 ・ 「武 を 文 に し た が わ せ る べ き で あ る 。」(こ れ は 、

「シ ヴ ィ リ ア ン ・ コ ン ト ロ ー ル 」 の 考 え か た に も 近 い と こ ろ を 示 し て い る)

※ こ こ に は 、 接 続 法(複 数)の 〈cedant>が 見 え る 。 こ れ が 、 あ り き た り の

直 説 法 で は な く て 、 含 み の あ る 接 続 法 の 用 例 で あ る こ と を キ ャ ッ チ す る の

は そ れ ほ ど 容 易 で は な い が 、 つ ぎ に 、 そ の あ た り を 解 明 す る 手 順 を 辞 書 に

そ く し て 示 し て み よ う 。 ま ず 、 〈t>と い う 語 尾 か ら 、 こ れ が 動 詞 で あ る ら し

い 、 と 見 当 を つ け 、 そ れ か ら 、 〈ced6>と い う 見 出 し 語 を 手 さ ぐ り に よ っ て

発 見 す る 。 そ こ に 、 見 出 し 語 の 〈ced6>の つ ぎ の 位 置 に 、 〈ere>と い う 不 定 法

(現 在)の 形 が 重 要 な 情 報 と し て 示 さ れ て い る こ と を 手 が か り と し て 、〈ere>型

動 詞 の い わ ば モ デ ル と な っ て い る 「辞 書 」[82以 下]の 〈reg6,regere>に た

ど り つ き(一 方 、[74以 下]の 〈mone6,monere>な ら 、 〈e>の と こ ろ が 長

音 と な っ て い る)、 そ こ に あ る 一 〇 〇 個 以 上 の 、 動 詞 の 変 化 形(活 用)を 一

つ ず つ チ ェ ッ ク し て い く と(〈t>だ け を マ ー ク す る の で あ れ ば 、 そ の 数 は う

ん と へ る が)、 〈regant>と と い う 形 が 接 続 法 現 在 三 人 称 の と こ ろ に 存 在 す る

こ と が つ き と め ら れ る(拙 著 『法 学 ラ テ ン 語 綱 要 』 の 付 録 に あ る 「動 詞 全

変 化 表 」 に は 、 問 題 の 〈ced6>の 変 化 が ほ と ん ど す べ て 収 載 し て あ る)。 こ れ

が 〈cedant>の 文 法 的 ポ ジ シ ョ ン な の で あ る 。

(c)デ ー ポ ー ネ ン テ ィ ア 系(他 動 詞)の も の

① 〈Aequitassequiturl6gem.〉[名 詞(主 格)+動 詞+名 詞(対 格)]…

・〈aequitas>[衡 平]/〈sequor>[し た が う]の 現 在 三 人 称 単 数(受 動 相)
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/〈lex>[法 律(法)]の 単 数 対 格:「 衡 平 は 法 律(法)に し た が う 。」 ※

デ ー ポ ー ネ ン テ ィ ア 動 詞 で あ る 〈sequor>は 、 受 動 相 の 変 化 を し な が ら 、 意

味 の 方 は 能 動 的 で 、 目 的 語 と し て 対 格 を ち ゃ ん と と る 不 思 議 な 動 詞 で 、 こ

の 手 の も の は 法 律 用 語 に 意 外 に 多 く 見 ら れ る 。

② 〈Adopti6natUramimitatur.〉(1.J.141,4)[名 詞(主 格)+名 詞(対

格)+動 詞]… … 〈adopti6>[養 子 縁 組]/〈natUra>の 単 数 対 格/デ ー ポ ー

ネ ン テ ィ ア 動 詞 で あ る 〈imitor>[模 倣 す る]の 現 在 三 人 称 単 数(受 動 相):

「養 子 縁 組 は 自 然 を 模 倣 す る 。」

(d)本 来 の 受 動 相 系 の も の

③ 〈lmperTtiaculpaeadnumeratur.〉(Gα ∫.D.5047,132)[名 詞(主 格)

+名 詞(与 格)+動 詞]… … 〈imperltia>[未 熟 練]/〈culpa>[過 失]の 単

数 与 格/<adnumer6>[数 え る]の 受 動 相 現 在 三 人 称 単 数:「 未 熟 練 は 過 失

に 数 え ら れ る 。」 ※ 〈culpae>と い う 形 は 、 三 カ 所 に あ る 。 「辞 書 」 の[17]

に あ る 〈mensa>[机]の 変 化 表 で こ の こ と を た し か め て 頂 こ う 。

④ 〈BonafidespraesOmitur.〉[形 容 詞+名 詞(主 格)+動 詞]… … 〈bon

us>[よ い]の 単 数 女 性 主 格/〈fides>[信 義]/〈praesUm6>[推 定 す る]

の 受 動 相 現 在 三 人 称 単 数:「 善 意 は 推 定 さ れ る 。」 ※ 〈bonafides>と い う 術

語 に は 、 「よ い 信 義 」 ・「信 義 」 ・「信 義 誠 実 」 と い う 、 こ こ の 「善 意 」 と は 肌

あ い の 異 な る ニ ュ ア ン ス も 、 ほ か に あ る 。

⑤ 〈POnTturnepeccetur.〉[代 名 詞(主 格:省 略)+動 詞+接 続 詞+代

名 詞(主 格:省 略)+動 詞]… …<PUni6>[罰 す る]の 受 動 相 現 在 三 人 称 単

数/〈ne>[～ な い よ う に]/〈pecc6>[犯 す]の 接 続 法 受 動 相 現 在 三 人 称

単 数:「 悪 行 が な さ れ る こ と が な い よ う に 、 罰 せ ら れ る 。」 ・ 「犯 罪 を 生 じ さ

せ な い た め に 、 刑 罰 が 科 せ ら れ る 。」 ※ 直 説 法 と 接 続 法 が 接 続 詞 に よ っ て

つ な が れ て い る 珍 し い 文 例 で 、 内 容 も か な り 意 味 深 重 で あ る 。 実 際 の と こ

ろ 、 直 説 法 系 の 表 現 と し て 〈PUnlturquiapeccatumest.〉 と な っ て い れ

ば 、 「悪 行 が な さ れ た の で 、 刑 罰 が 科 せ ら れ る 。」 と な る が 、 こ こ の 〈est>は 、

完 了 分 詞 の 〈peccatum>と 組 み あ わ さ っ た か た ち の 受 動 相 完 了 三 人 称 単 数 の

た ん な る 構 成 部 分 に す ぎ な い 。 こ れ ら に あ っ て は 、 さ き の も の と 対 照 的 な

刑 法 思 想 が そ れ ぞ れ 顔 を の ぞ か せ て い る の で あ る 。 〈quia>は 、 「～ の で 」(も

と も と は 、 「な ぜ な ら ば 」 と い う 、 少 し 軽 い ニ ュ ア ン ス の 接 続 詞 で あ る)を

意 味 す る 接 続 詞 で 、 〈peccatumest>は 、 受 動 相 完 了 三 人 称 単 数 で あ る 。 受

動 相 の 完 了 は 、 こ の よ う に 〈sum>系 の 言 葉 〈est>と 完 了 分 詞 〈peccatus>系 の

言 葉(単 数 中 性 主 格)〈peccatum>と を 組 み あ わ せ て つ く ら れ て い る 。

(e)省 略 の あ る 三 語 格 言

① 〈Ambiguitascontrastipulat6rem.〉(CeZ.D.34,5,26;Mαrcf.D.34,5,

9;Pα ㍑Z.D.50,17472)[名 詞(主 格)+動 詞(省 略)+前 置 詞+名 詞(対
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格)]… … 〈ambiguitas>[あ い ま い さ]/〈contra>[～ に 反 し て]/〈stipu

lator>[要 約 者]の 単 数 対 格:「[契 約 文 言 上 の]あ い ま い さ は 、 要 約 者 に

不 利 益 と な る か た ち で[解 釈 さ れ る べ き で あ る]。 」 ※ こ こ に は 、 「解 釈 さ

れ る よ う 」 と い っ た 部 分 が 省 略 さ れ て い る と も 考 え ら れ る(こ の よ う な ニ

ュ ア ン ス な ら 、 動 詞 の 法 は 接 続 法 と な っ て く る)。 と こ ろ で 、 こ の 表 現 と 刑

事 法 の 法 格 言 と し て の 〈Indubi6pr6re6.[疑 わ し い[こ と]に お い て は 、

被 告 人 に 有 利 に 。]〉 と で は 、 文 法 の 構 造 上 異 な る と こ ろ が あ る が 、 考 え か

た に は 似 た と と こ ろ も あ る 。 な ぜ な ら ば 、 〈stipulator>[要 約 者]と い う

の は 、 債 権 者 の 位 置 に あ っ て 、 契 約 当 事 者 と し て は ア ク テ ィ ヴ な 側 で 、 見

方 に よ れ ば 、 い ざ と い う と き に 攻 め 手 の 検 察 官 の よ う な 追 及 者 の 位 置 に た

つ 人 物 と 言 え な く も な い か ら で あ る 。

② 〈N6ultrapetτta.〉[接 続 詞+動 詞(省 略)+前 置 詞+名 詞(対 格)]

…… 〈ne>[～ な い よ う に]/〈ultra>[～ を こ え て]/〈pet6>[請 求 す る]

の 完 了 分 詞 〈petitus>の 複 数 中 性 対 格 が 名 詞 化 し た も の:「 請 求 さ れ た[額]

を こ え て[進 ま]な い よ う 。」 ※ こ の 、 本 動 詞 を 欠 い た 不 完 全 な 文 章 に は 、

〈jUdexeat>が 省 略 さ れ て い る も の と 考 え ら れ る 。 〈jUdex>は 、 「裁 判 官 」 を

意 味 す る 見 出 し 語 で 、<eat>は 、 〈e6>[行 く]の 接 続 法 現 在 三 人 称 単 数 で あ

る 。 「裁 判 官 が 行 く べ き で あ る 」 が こ れ ら の 二 語 の 意 味 で あ る 。

③ 〈Cavereautcarere.〉(σZp.D.39,2,9pr.)[不 定 法+接 続 詞+不 定 法

+動 詞(省 略)]… … 〈cave6>[担 保 を 設 定 す る]の 現 在 不 定 法/〈aut>[あ

る い は]/〈care6>[な し で あ る]の 現 在 不 定 法:「 担 保 を 設 定 す る か 、 あ

る い は[物 を]も た な い で い る か[の ど ち ら か の 成 り 行 き に あ る]。 」 ※ こ

こ に は 、 主 語 に 相 当 す る 不 定 法(現 在)が 、 二 つ 、 択 一 的 な 関 係 に た ち な

が ら 、 お か れ て い る だ け で 、 省 略 さ れ た 動 詞 の 部 分 の 意 味 が 、 も と も と の

意 味 か ら 離 れ て 、 文 脈 に 応 じ て い ろ い ろ と 変 わ っ て い く 余 地 も あ る 。

[ま と め]… … 省 略 型 の 三 語 格 言 の 場 合 、 し ば し ば 意 味 に ふ く ら み が 見 ら

れ 、 読 み 解 き に は 十 分 注 意 す る 必 要 が あ る 。 読 み 手 し だ い で 命 題 の 意 味 が

い ろ い ろ と 動 く 、 と い う た ぐ い の も の は 法 格 言 と し て は 一 級 品 で は な い と

も 言 え る が 、 そ の あ い ま い な と こ ろ が 、 ま た 面 白 い の で あ る 。 と こ ろ で 、

法 格 言 に は 、 そ の 性 質 上 、 三 人 称 の 現 在(単 数 ・ 複 数)の パ タ ー ン が し ば

し ば 見 ら れ る が 、 そ の う ち 、 「～ す る 」 系 の 本 動 詞 の 形 と し て は 、 能 動 相 な

ら 、 〈t>(単 数)・ 〈nt>(複 数)の 形 の 語 尾 が 多 い 。 一 方 、 受 動 相(本 来 の

受 動 相)と デ ー ポ ー ネ ン テ ィ ア 動 詞 形 の う え だ け の 受 動 相 の 場 合 な

ら 、 〈tur>(単 数)・ 〈ntur>(複 数)の 語 尾 が 多 い 。 つ ま り 〈t>と 〈r>が 注 意 点

な の で あ る 。 法 格 言 の 性 質 上 、 断 定 的 な 口 調 の 直 説 法 が 圧 倒 的 に 多 く 用 い

ら れ る が 、 ま れ に 、 さ き の[C](d)⑤ の 〈peccetur>や[C](b)⑤ の 〈ceda

nt>の よ う に 、 接 続 法 が 文 中 に 登 場 し て く る と き も あ る 。 い ず れ に し て も 、
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わ ず か 三 っ の 単 語 で 法 格 言 的 な 命 題 が 言 い あ ら わ さ れ る と い う と き 、 そ の

内 容 が 明 晰 で あ る こ と が 多 い の は も ち ろ ん で あ る が 、 文 体 も 文 法 上 の 構 造

も 比 較 的 簡 明 で あ り 、 法 律 ラ テ ン 語 格 言 へ の イ ン ト ロ ダ ク シ ョ ン と し て は

便 利 な も の で あ る 。 は た し て 、 読 者 の 方 々 は 、 法 律 ラ テ ン 語 な ど そ れ ほ ど

の も の で も な い 、 と い っ た よ う に お 感 じ に な ら れ た だ ろ う か?

第 三 章 サ ン プ ル 文 型 の 分 析

こ の 項 で は 、 サ ン プ ル 文 型 を い く つ か あ げ て 、 後 に つ づ く 四 千 以 上 の 法

格 言 へ の 参 考 と し て 頂 こ う 。 す で に 、 三 語 格 言 の と こ ろ で モ デ ル と な る よ

う な も の を 示 し た が 、 法 格 言 と い う も の は 、 多 く の 場 合 、 四 語 以 上 に も な

る の で 、 そ の よ う な や さ し い 例 へ の 取 組 み だ け で は 、 ま っ た く 不 十 分 で あ

る 。 こ こ で は 、 モ デ ル と い う こ と に は あ ま り こ だ わ ら ず に 、 も う 少 し こ み

い っ た も の も 素 材 に し て 、 法 文 の 読 み 解 き に か か る さ い に 注 意 す る 必 要 の

あ る ポ イ ン ト を い く つ か 示 し て み よ う 。 こ の あ た り に さ し か か っ て く る と 、

き っ と 「ラ テ ン 語 は や っ ぱ り 難 解 な の だ!」 と お 感 じ に な る む き も あ ろ う。

そ こ の と こ ろ は ど う か お 許 し 願 い た い 。

(A)「 ～ は(が)～ で あ る 」 と い う ス タ イ ル の 文 例

① 〈TUfuτ,egoeris.〉 …… こ れ は 法 的 命 題 で は な い が 、 含 み の 多 い 言 い

ま わ し の 第 一 級 の 好 例 と し て 、 ま ず 検 討 し て み よ う 。 こ こ で は 、 一 つ 一 つ

の 言 葉 は 単 純 で あ り 、 一 見 し た と こ ろ 、 中 学 英 語 の 〈Iamaboy.〉 風 の 、

底 の 浅 い サ ン プ ル 的 命 題 に 見 え る が 、 実 の と こ ろ 、 こ れ は 、 古 代 ロ ー マ の

昔 か ら(こ の よ う な 銘 文 を 刻 ん だ 墓 石 が あ っ た と か)、 人 生 の 悲 哀 を 物 語 る

名 表 現 と し て も て は や さ れ て き た も の で あ る 。 変 わ っ た 物 が 大 好 き な 筆 者

と し て は 、 こ れ を こ の 「サ ン プ ル 文 型 」 の 項 目 の ト ッ プ の 位 置 で 扱 わ せ て

頂 く こ と に す る 。ラ テ ン 語 に は 、代 名 詞 の 主 語 が な く て も よ い の で あ る が 、

一 見 す る と
、 こ こ の 〈tu>と 〈ego>は 、 「君 は 」 と 「私 は 」 を 意 味 す る 、 立 派

な 主 語 の 形 で あ る 。 し か し 、 実 を 言 え ば 、 こ れ ら は 、 実 は 、 コ ー プ ラ(つ

な ぎ 語)を 介 し て 、 べ つ に 存 在 す る 主 語 と 同 格 の 位 置 に た つ 、 い わ ば 格 下

ク ラ ス の 補 語 で し か な い 。 そ し て 、 そ の 主 語 の 方 は 、 そ れ ぞ れ 、 か く れ て

い る 〈ego>と 〈tU>で あ り 、 こ の 〈ego>は 〈tUfui>の 文 章 に 対 応 し 、 つ ぎ の 〈t

U>は 〈egoeris>の 文 章 に 対 応 す る の で あ る 。 そ れ か ら 、 動 詞(コ ー プ ラ)

は 、 と 言 え ば 、 〈ful>は 、 〈sum>[で あ る]の 完 了 一 人 称 単 数 で あ り(二 人

称 の 〈tU>が 主 語 と な っ て い れ ば 、〈fui>で は な く て 、〈fuisti>と な る)、 一 方 、

〈eris>の 方 は 、 そ の 〈sum>の 未 来 二 人 称 単 数 で あ る(一 人 称 の 〈ego>が 主 語

と な っ て い れ ば 、 〈eris>で は な く て 、 〈er6>と な る)。 こ の よ う に 、 人 称 や

時 称 と い う も の が 明 確 な デ ー タ を つ む ぎ 出 し て く れ る の で 、 主 語 な ど な く

て も 、意 味 は 、 し ば ら く 考 え て み れ ば 、 つ き と め ら れ る こ と に な っ て い る 。

つ ぎ に 、 語 順 の こ と で あ る が 、 文 頭 に あ る 、 い か に も 主 語 ら し い 言 葉 を あ
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ま り に も シ ン プ ル に 主 語 と う け と っ て は い け な い ケ ー ス も あ る 、 と い う こ

と を こ の 一 文 は 私 た ち に 教 え て く れ る 。 そ れ で 、 逐 語 訳 を 試 み る と 、 「君 だ

っ た の だ 、 こ の 私 は 。 そ の 君 は 、 い ず れ こ の 私 の よ う に な る の だ よ 。」 と で

も な ろ う か 。 こ の 墓 碑 の 主 は 、 「私 は 、 今 、 こ ち ら の 世 界(あ の 世)で 眠 っ

て い る が 、 か つ て は 、 そ ち ら の 世 界 に い る 今 の 君 と 同 じ 生 者 だ っ た 。 君 も 、

い ず れ は 、 こ ち ら の 世 界 に い る 、 死 者 の 私 と 同 じ よ う に な る 。 せ い ぜ い 今

の 人 生 を 大 切 に し 、 楽 し み た ま え 。」 と で も 語 り か け て い る の だ ろ う か 。 「人

生 を 楽 し め 」 と い う ス ロ ー ガ ン が 背 後 に 墓 石 に 刻 み こ ま れ て い る の は 、 い

か に も ロ ー マ 人 ら し い や り く ち で あ る 。こ こ で 、人 称 代 名 詞 の 〈ego>[私(は)]

と 〈tU>[君(は)]が 、 上 の 用 例 の 場 合 と ち が っ た 役 割 を も っ て 登 場 し て く

る 表 現 を 参 考 例 と し て 示 そ う 。 〈Quodegosum,idtueris.〉 が こ れ で 、 逐

語 訳 を す れ ば 、 「こ の 私(死 者)が[今]あ る こ と(状 態)に 、 君 は な る だ

ろ う 。」 と な る 。 ふ つ う 、 〈ego>と か 〈tu>と か い っ た 人 称 代 名 詞 の 主 語 は 文

の 表 面 に は 見 え な い ケ ー ス が 多 い の で あ る が 、 し か し 、 こ こ で は 、 ご く ふ

っ う の 主 語 を 二 っ ち ゃ ん と 見 せ て く れ る 言 い ま わ し と な っ て い る 。 〈id>[そ

れ]を 先 行 詞 と し て も つ 、 関 係 代 名 詞 〈quod>[～ が ～ す る と こ ろ の]で ひ

か れ る 関 係 節 が 、 そ の 先 行 詞 の<id>よ り も さ き に く る か た ち で 、 こ の 文 章

に メ リ ハ リ を き か せ て い る と こ ろ が ミ ソ で あ る 。 「こ の 私 が[今]あ る と こ

ろ の そ れ[で あ ろ う]」 が 関 係 節 の 逐 語 訳 で あ る 。 〈id>(英 語 の 〈it>)は 、

結 局 の と こ ろ 〈ego>の こ と な の で 、 こ の 用 例 は 、 原 文 の 語 順 を 尊 重 し た 言 い

か た に す る な ら 、 〈egotUeris.〉 と い う こ と に な ろ う(現 代 的 な 感 覚 の 表 現

で は 、 主 語 が さ き に き て 、 〈TUerisego.〉 と い う な ら び か た に な る の が ふ

つ う で あ る)。 「君 は 、 い ず れ 、 今 の 、 こ こ に 眠 っ て い る 私 の よ う に な る だ

ろ う 。」 と 語 り か け て い る こ ち ら の 墓 碑 銘 の 方 が 、 説 明 調 で 、 わ か り や す い

が 、 説 明 調 で あ る た め に 、 お 味 の 方 は 少 し お ち る の で は な か ろ う か 。 結 局

の と こ ろ 、 こ の 後 者 の 四 語 命 題 か ら は 、 人 称 代 名 詞 と 、 語 順 と 、 法 律 ラ テ

ン 語 で し ば し ば 登 場 し て く る 関 係 代 名 詞 お よ び 先 行 詞 と 、 動 詞 の 変 化 と い

う 四 つ の 重 要 な ポ イ ン ト に つ い て の 知 識 が 一 挙 に え ら れ る こ と に な る 。 こ

の 点 か ら す る と 、 前 者 よ り も 後 者 の 方 が 懐 が 深 い わ け で あ る 。

② 〈SociTmeTsociusmeussociusn6nest.〉(σZμD.50,17,47,1;17,

2,20)… … 答 を さ き に 明 か し て し ま う と 、 な ん の こ と も な い 明 快 な 中 味 を も

っ た 法 文 で あ る が 、 言 葉 遊 び を し て い る 風 情 も あ る の で 、 少 し も や も や と

し た 構 造 に な っ て い る 。 読 み の 可 能 性 を す べ て 示 す の は 、 わ ず ら わ し い の

で 、 や め る こ と に し て 、 正 解 に 近 づ く だ い た い の 道 筋 に つ い て 少 し だ け 記

す と 、以 下 の よ う に な る 。 こ こ の 〈est>の も と と な る 〈sum>系 の 言 葉 に は 「存

在 す る 」 と い う 重 い 意 味 が あ る の で 、 ま ず 、 そ の 「あ る 」 と 軽 い 方 の 「で

あ る 」 と を 区 別 す る こ と か ら は じ め な け れ ば な ら な い 。 そ の 「存 在 」 系 の くs
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um>の 用 例 と し て よ く 知 ら れ た も の に 、〈C6git6erg6sum.〉[コ ー ギ ト ー ・

エ ル ゴ ー ・ ス ム]い う デ カ ル ト の 言 葉 が あ る 。 〈c6git6>[考 え る]は 、 見

出 し 語(現 在 一 人 称 単 数)で(ラ テ ン 語 文 で は 、 ふ つ う 、 主 語 で あ る<ego>は

省 略 さ れ て し ま う)、 〈erg6>は 「そ れ 故 に 」 を 示 し 、 〈sum>は 、 た ま た ま 見

出 し 語 の 形 と な っ て お り 、 「[私 は]存 在 す る 」 を 示 す 。 「我 思 う 、 故 に 我 あ

り 。」 が ふ つ う の 訳 し か た と な っ て い る 。 さ て 、 本 題 の 用 例 中 に あ る 〈est>が

単 数 の 「で あ る 」 の 意 味 を も つ 、 と い う 前 提 か ら ス タ ー ト す れ ば 、 一 見 し

た と こ ろ(プ リ ー マ ー ・ フ ァ キ エ ー-prlmafacie)、 主 語 の 位 置 に 入 る 資

格 を も つ 主 格 形 の 言 葉 は 、 〈socius>二 つ と 〈meus>と で あ る 。 〈socius>は 、

辞 書 に 示 し て あ る と お り 、 形 容 詞 と 名 詞 の 両 方 の 扱 い を う け て い て 、 こ れ

が ま た や っ か い な 代 物 な の で あ る が 、 名 詞 が ま っ た く な い 文 章 は い か に も

お ち つ き が 悪 い の で 、 〈sociUS>を 「組 合 員 」 と い う 意 味 を も つ 名 詞 と と ら

え る こ と に し よ う 。 〈meus>は 、 辞 書 の 説 明 か ら す ぐ 察 知 で き る よ う に 、 所

有 代 名 詞(形 容 詞)で 、 英 語 の 〈my>や 独 語 の 〈mein>の 仲 間 で あ る(英 語 の

〈my>は も は や 変 化 し な い 言 葉 と な っ て い る が 、 独 語 の 〈mein>は 、 何 通 り に

も 変 化 す る)。 一 般 に 、 〈meus>な ど の 形 容 詞 は 、 英 語 な ど の 場 合 と 異 な っ

て 、 名 詞 の 後 に く る の で(<ParadiseLost>[失 楽 園 一 失 な わ れ た 楽 園]

は 古 い 英 語 の 表 現 で あ る)、 〈sociusmeus>[私 の 組 合 員]と い う 組 み あ わ

せ を 想 定 す る の が ふ つ う で あ り 、 そ う す る と 、 〈socilmel>と 〈sociusmeu

s>が 対 に な っ て い て 、 な に や ら う ま く い く よ う に 見 え る 。 し か し 、 結 論 か

ら 言 え ば 、 そ の 〈meus>は 、 こ こ で は 前 の 〈socius>の 方 に は か か ら ず 、 後 の

〈socius>の 方 に か か っ て し ま い 、 そ の 結 果 、 正 解 は 、 〈socius>と 〈meuss

ociUS>が 主 語 と 補 語 の 関 係 に た つ 、 と い う 読 み に な る(も ち ろ ん 、 前 者 が

補 語 で 後 者 が 主 語 と な る 可 能 性 も 否 定 で き な い が)。 つ ぎ に 〈sociimei>の

正 体 を つ き と め る 作 業 に 入 る が 、 困 っ た こ と に 、 こ れ に は 、 単 数 属 格(独

語 の 二 格 の よ う な 働 き を す る 格)の 組 合 わ せ と 、 複 数 主 格 の 組 合 わ せ と が

あ る 。 た だ 、 動 詞 が 〈est>で 、 単 数 な の で 、 複 数 の 線 は 消 え る 。 そ れ で 「私

の 組 合 員 の 」 と な り 、 全 体 の 訳 は 、 「私 の 組 合 員 の 組 合 員 は 、 私 の 組 合 員 で

は な い 。」 と な る 。 「組 合 員 」 と い う の は 、 信 義 に あ ふ れ た 、 い わ ば 特 別 に

深 い 人 間 関 係 に あ る ビ ジ ネ ス ・ パ ー ト ナ ー な の で 、 パ ー ト ナ ー シ ッ プ が 拡

大 さ れ て い ろ い ろ と 困 っ た 事 態 が 生 じ て く る の を 避 け よ う と し た ロ ー マ 人

の 智 恵 が こ こ に 示 さ れ て い る の で あ る 。 も っ と も 、 「私 の 友 人 の 友 人 は 私 の

友 人 で あ る 。」 ぐ ら い の こ と な ら 、 言 え る か も し れ な い が(そ の 昔 、 公 け の

場 で 、 「私 の 友 人 の 友 人 は ア ル カ イ ー ダ(い わ ゆ る ゲ バ ル ト 集 団 の メ ン バ ー)

で あ る 。」 と い う よ う に し ゃ れ た(?)言 葉 を は い た 大 臣 が い た が 、 こ の 、

教 養 の あ る 、 名 家 出 身 の 政 治 家 は 、 い っ た い な に を 言 い た か っ た の だ ろ う

か?)。 ち な み に 、 〈sociUS>に は 「友 人 」 と い う 意 味 も ち ゃ ん と あ る 。 こ の
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言 葉 遊 び の 法 的 命 題 を 賞 味 し て 頂 け れ ば 、 語 順 と 品 詞 と 格 の 決 定 の さ い の

問 題 点 に つ い て 、 理 解 が す す む に ち が い な い 。

③ 〈SubstitOtussubstitUt6estsubstitUtusτnstitOt6.〉(PαP.D.28,6,4

1pr.)… … こ れ も 明 ら か に 手 の こ ん だ 言 葉 遊 び の 文 型 で あ る が 、 〈substitUt

US>と い う 形 を ど う う け と め る か で 後 の 展 開 が 大 き く ち が っ て く る 。つ ま り 、

こ の 〈substitUtus>が ら み で 、 「～ は(が)で あ る 」 と い う 系 統 の 動 詞 の 訳

と 、 「～ は(が)～ す る 」 と い う 系 統 の 、 〈est>に は 軽 い 役 割 し か 与 え ら れ

て い な い 動 詞 の 訳 と が 理 論 的 に 存 在 し う る か ら で あ る(後 述)。 も っ と も 、

文 頭 に 〈substitUtus>の 形 が き て い る う え に 、〈substitUt6>と 〈institUt6>と

は 似 通 っ た 姿 を し て い る の で 、 素 直 に 読 め ば 、 〈ABestAC>の パ タ ー ン で

言 葉 遊 び が 展 開 さ れ て い る ら し い 、 と い う こ と は 自 然 に 読 め て く る よ う に

も 思 え る が 、 そ う な る と 、 最 終 の 読 み は 、 「補 充[相 続 人]の 補 充[相 続 人]

は 、 指 定[相 続 人]の 補 充[相 続 人]で あ る 。」 と な る 。 さ き の 〈sociUS>法

文 の 場 合 と 比 較 す る と 、 人 の 連 鎖 に つ い て の 法 的 な 理 解 の し か た が 異 な っ

て い る こ と が 判 明 す る で あ ろ う 。 相 続 人 は 、 た が い に 、 た だ の 組 合 員 よ り

も は る か に 濃 い 人 的 関 係 を も っ て い る の で 、 そ の よ う な 扱 い に な る も の と

思 わ れ る 。 さ て 、 言 葉 を 文 法 的 に 解 説 す る と 、 以 下 の よ う に な る 。 〈subst

itutus>は 〈substitu6>[補 充 指 定 す る]の 完 了 分 詞 〈substitutus>[補 充 指

定 さ れ た]の 単 数 男 性 主 格 が 名 詞 化 し た も の で 、 〈substitUt6>は そ の 単 数

男 性 与 格 が 名 詞 化 し た も の で 、 〈mstitUt6>は 〈mstitu6>[指 定 す る]の 完

了 分 詞 〈lnstitUtus>[指 定 さ れ た]の 単 数 男 性 与 格 が 名 詞 化 し た も の で あ

る 。 と こ ろ で 、 肝 心 の 、 も う 一 つ の 読 み か た は 、 と 言 え ば 、 そ れ は 、 〈sub

stitUtUS>を 、名 詞 で は な く 、本 動 詞 の 構 成 要 素 と 理 解 す る や り か た で あ る 。

つ ま り 、 受 動 相 の 完 了 は 、 英 語 の 受 動 態 の 現 在 と 同 じ よ う に 、 「い わ ゆ る 〈b

e>動 詞 現 在+完 了 分 詞(過 去 分 詞)」 で 示 さ れ る の で 、 こ こ は 、 〈estsubs

titUtus>の 組 合 わ せ で 、 過 去 形 の 示 す ニ ュ ア ン ス を も つ も の と し て 、 「～ は

補 充 指 定 さ れ た 」 と も 読 め る 。 し か し 、 同 じ 〈substitUtus>を 、 一 方 は 名 詞

と し 、 他 方 は 完 了 分 詞 と す る の は 、 少 し ア ン バ ラ ン ス と も 言 え る の で 、 同

一 の 訳 を 双 方 に つ け て み た わ け で あ る
。 こ の 命 題 を 吟 味 し て み れ ば 、 完 了

分 詞 の 名 詞 化 現 象 と あ わ せ て 、 法 律 ラ テ ン 語 命 題 に よ く 登 場 し て く る 受 動

相 完 了(～ さ れ た)の 形 態 に つ い て 、 つ い で に 知 識 が え ら れ る わ け で あ る 。

(B)「 ～ は(が)～ す る 」 と い う ス タ イ ル の 文 例

① 〈Nem6plUsjUrisadaliumtransferrepotest,quamipsehabe

t.〉(σZp.D,50,17,54:D,4ヱ,1,20pr.;Pα ㍑Z.D.50,17,175,1:D.50,17,ヱ2

0:D,50,17,177pr.)… ・一構 文 的 に は 相 当 に む ず か し い 部 類 に 属 す る が 、 中

味 の 方 が よ く 知 ら れ て い る 点 を 利 用 し て 、 思 い き っ て サ ン プ ル に と り あ げ

て み る こ と に し よ う 。 こ こ で は 、 近 代 欧 米 語 の 「助 動 詞 」 に 一 部 似 た 用 法
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も も つ 〈possum>[～ で き る]が 軸 と な り(補 足 不 定 法 の 〈transferre>を ひ

く)、 そ れ に 、 も っ と も 典 型 的 な 比 較 の 構 文 〈plUs～quam>が か ら ん で い

る 点 が 目 立 つ が 、 そ の ほ か に 、 法 律 ラ テ ン 語 で は お な じ み の 〈nem6>[誰 も

～ な い] ,〈alius>[他 の ・他 人],〈ipse>[そ れ 自 身]が 要 所 要 所 に 配 置 さ

れ て い る と こ ろ も 見 の が せ な い 。 〈nem6>は 、 「誰 も ～ な い 」 を 意 味 す る 見

出 し 語 名 詞 で(あ の 伝 説 の 「ネ モ 船 長 」 の 「ネ モ 」 で あ る)、 〈plUs>は 、 〈m

ultus>[多 い]の 比 較 級 〈plUs>の 単 数(中 性)対 格(名 詞 省 略)で 、 〈jUri

s>は 、 〈jUs>[権 利]の 単 数 属 格 で 、 〈ad>は 、 「～ へ 」 を 意 味 す る 前 置 詞 で 、

〈alium>は 、 〈alius>[他 の]の 単 数 男 性 対 格 が 名 詞 化 し た も の で 、 〈transf

erre>は 、 〈transfer6>[移 転 す る]の 現 在 不 定 法 で 、 〈potest>は 、 〈possu

m>[～ で き る]の 現 在 三 人 称 単 数 で 、 〈quam>は 「～ よ り も 」 を 意 味 す る

副 詞 で 、<ipse>は 、 「そ れ 自 身 」 を 意 味 す る 見 出 し 語 強 意 代 名 詞 で 、 〈habe

t>は 、 〈habe6>[も つ]の 現 在 三 人 称 単 数 で あ る 。 全 体 の 訳 は 、 「誰 も 、 自

身 が も っ て い る 以 上 の 権 利 を 他[人]に 移 転 す る こ と は で き な い 。」で あ る 。

い か に も ラ テ ン 語 ら し い 表 現 の 〈plUsjUris>の と こ ろ は 、 属 格 の 〈jUris>を

用 い て い る の で 、 「権 利 の 多 く を 」 と い う な ら び か た に な っ て い る が 、 日 本

語 で は 「い っ そ う 多 く の 権 利 を 」 と い っ た 意 味 に な る(日 本 語 で も 、 「絶 品

の 数 々 を 」 と 表 現 し て 、 「数 々 の 絶 品 を 」 を 示 す 語 法 が ち ゃ ん と あ る:属 格

の う け と め か た に つ い て は 、[B]部 門 〈393>、 お よ び そ の 「索 引 」([P]部

門)「 属 格 の 訳 し か た 」 を 参 照)。 〈quam>に は 、 多 彩 な 変 化 を 誇 る 関 係 代 名

詞 〈qul>の 一 つ の 用 法(「 そ れ を ～ が ～ す る と こ ろ の 」 の 形)も あ る が 、 こ

こ で は 不 変 化 詞 の 副 詞 で あ る 。 こ の さ い 、 仏 語 の 〈plus～que>の 構 文 に か

こ っ け て 、〈plUs～quam>を 理 屈 ぬ き で 覚 え こ ん で 頂 く の が ベ ス ト で あ る 。

こ の 命 題 は 、 い か に も 法 律 ラ テ ン 語 命 題 ら し い 重 厚 さ と 、 豊 か な 法 律 的 な

表 現 を そ な え て い る 。

② 〈QuodprTncipTplacuit,legishabetvig6rem.〉 …… こ こ に は 関 係

代 名 詞 が あ る 。 一 般 に 、 こ の 関 係 代 名 詞 と 接 続 詞 と は 、 と も に 、 中 心 的 な

主 文 命 題 に い ろ い ろ と ア ク セ ン ト を つ け る 、 と い う 重 要 な 仕 事 を し て い る 。

接 続 詞 の 方 は 、 不 変 化 詞 で 、 見 出 し 語 と し て す ぐ に キ ャ ッ チ で き 、 比 較 的

か ん た ん に そ の 意 味 が 判 明 す る が(も っ と も 、 こ こ に 見 え る 〈quod>の よ う

に 、 一 方 で 、 関 係 代 名 詞 の 一 変 化 で あ り 、 他 方 で 、 法 律 ラ テ ン 語 で と て も

重 要 な 役 ど こ ろ を も つ 接 続 詞 に も な る と い う 、 め ん ど う な 代 物 も あ る が)、

関 係 代 名 詞 の 方 は 、 そ の 役 割 し だ い で 形 も 役 割 も 変 幻 自 在 な の で 、 正 体 の

と ら え か た が い か に も む ず か し い 。 し か し 、 近 代 欧 米 語 文 法 の 関 係 代 名 詞

に か ん す る 常 識 を 総 動 員 し て 頂 け れ ば 、 そ れ ほ ど 手 強 い 相 手 で も な か ろ う 。

さ て 、 こ の 一 文 の た た ず ま い は い か に も ラ テ ン 語 的 で あ る 。 つ ま り 、 関 係

代 名 詞 の 〈quod>が 文 頭 に き て お り 、 先 行 詞(こ の 場 合 は 「後 行 詞 」 と 言 う
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べ き か)の 〈id>が 〈legis>の 前 の あ た り に あ る は ず な の に 、 例 に よ っ て 、 省

略 さ れ て し ま っ て い る 。 そ し て 、 法 律 ラ テ ン 文 に し ば し ば 見 ら れ る 非 人 称

用 法 と も 関 係 す る 〈placuit>が く る 、 と い っ た ぐ あ い に な っ て い る の で あ る

(〈placuit>の 見 出 し 語 で あ る 〈place6>の 系 列 の 言 葉 に 、「プ ラ シ ー ボ(擬 薬)」

と い う 面 白 い 専 門 用 語 が あ る が 、 な ん と 、 こ れ は 、 〈placeb6>[私(薬 の こ

と)は[服 用 す る あ な た に]気 に い る こ と で し ょ う]と い う 、 未 来 一 人 称

単 数 の ラ テ ン 語 な の で あ る)。 さ て 、 〈quod>は 、 関 係 代 名 詞 〈qul>[～ が ～

す る と こ ろ の]の 単 数 中 性 主 格 で 、<prlncipl>は 、 〈prlnceps>[元 首]の

単 数 与 格 で 、 〈placuit>は 、 〈place6>[気 に い る]の 完 了 三 人 称 単 数 で 、 〈l

egis>は 、 〈lex>[法 律(法)]の 単 数 属 格 で 、 〈habet>は 、 〈habe6>[も つ]

の 現 在 三 人 称 単 数 で 、 〈vig6rem>は 、 〈vigor>[効 力]の 単 数 対 格 で あ る 。

全 体 の 訳 は 、 「元 首(皇 帝)の 認 め た[こ と は]、 法 律(法)の 効 力 を も つ 。」

と な る 。 こ の 命 題 を 手 が か り と し て 、 法 律 ラ テ ン 語 命 題 に お い て 重 要 な 役

割 を 演 ず る 非 人 称 的 な 言 い ま わ し と 関 係 代 名 詞 の こ と を と り あ え ず 理 解 し

て お い て 頂 け れ ば 、 幸 い で あ る 。

③ 〈OccTdit,quτn6nservatperitOrum,ubTpotest.〉 … … こ こ に は 、 関

係 代 名 詞 が あ り(先 行 詞 と な る べ き 代 名 詞 は 、 例 に よ っ て 、 省 略 さ れ て し

ま っ て い る そ れ ど こ ろ か 、 主 語 が 、 三 つ と も 、 見 え な い)、 そ れ か ら 、

関 係 節 の な か に 〈peritUrum>と い う 未 来 分 詞 が 組 み こ ま れ て い て 、 そ の あ

と に 接 続 詞 に ひ か れ る 文 章 が つ づ く 。 し か も 、 〈potest>の 後 に は も う 一 つ

の 動 詞(補 足 不 定 法)が 省 略 さ れ て い る 。 〈occldit>は 、 〈occld6>[殺 す]

の 現 在 三 人 称 単 数 で 、 〈qui>は 、 「～ が ～ す る と こ ろ の 」 を 意 味 す る 見 出 し

語 関 係 代 名 詞 で 、 〈n6n>[な い]は 、 否 定 を 意 味 す る 副 詞 で 、 〈servat>は 、

〈serv6>[救 う]の 現 在 三 人 称 単 数 で 、 〈peritUrum>は 、 〈pere6>[滅 び る]

の 未 来 分 詞 〈peritUrus>[滅 び よ う と す る[と こ ろ の]]の 単 数 男 性 対 格 が

名 詞 化 し た も の で 、〈ubl>は 、「～ の と き に 」を 意 味 す る 接 続 詞 で 、〈potest>は 、

〈possum>[で き る]の 現 在 三 人 称 単 数 で あ る 。 全 体 の 訳 は 、 「[ま さ に]死

の う と し て い る[人]を[救 う こ と が]で き る よ う な と き に 、[そ の 人 を]

救 わ な い[人 は 、][そ の 人 を]殺 す こ と に な る 。」 と な る 。 〈occidit>は 、 や

っ か い な こ と に 、 現 在 と 完 了 と で 同 形 で あ る(し か も 、 母 音 の 長 短 も 同 じ

で あ る)。 ち な み に 、 〈peritUrus>の よ う な 未 来 分 詞 の 仲 間 の う ち 、 私 た ち

に よ く 知 ら れ て い る の は 、 〈nascitUrus>[ま さ に]生 ま れ よ う と す る[と

こ ろ の]者=胎 児]で あ る 。 も と と な る 動 詞 は 〈nascor>[生 ま れ る:デ ー

ポ ー ネ ン テ ィ ア 動 詞]で あ る(〈natUrus>が 本 来 の 未 来 分 詞 で あ る)。 英 語

の 〈nature>も こ の 系 列 の 形 で あ る 。英 語 の 〈adventure>も 、元 を た ど れ ば 〈a

dveni6>[突 然 に 起 る]の 未 来 分 詞 〈adventUrus>に 由 来 す る も の で あ ろ う 。

そ れ か ら 、 英 語 の 〈future>は 、 〈sum>[で あ る]の 未 来 分 詞 〈futUrus>に 関
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係 の あ る 言 葉 で あ る 。 こ の よ う な 説 明 で 、 ひ と ま ず 、 近 代 欧 米 語 に あ ま り

な じ み の な い 未 来 分 詞 と い う 分 詞 に も な ん と か 親 し ん で 頂 け た の で は な か

ろ う か 。 現 在 分 詞 、 完 了 分 詞 と な ら ぶ こ の 未 来 分 詞 は 法 律 ラ テ ン 語 で は め

っ た に お 目 に か か れ な い も の で あ る が 、 こ こ で 、 こ の 実 例 を 知 っ て お い て

頂 け ば 、 い ろ い ろ と 役 に た つ こ と で あ ろ う 。[B]部 門 専 用 の 「索 引 」([P]

部 門)に は 、 「未 来 分 詞 」 の 項 目 が お か れ て い る の で 、 つ い で に 未 来 分 詞 の

文 例 を の ぞ い て 頂 け れ ば 、 幸 い で あ る 。
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