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第 一 章 概 観

ロ ー マ 刑 法 上 「犯 罪 」 と と ら え ら れ る 行 為 ・行 動 の 内 容 や 範 囲 は 、 時

代 に よ っ て 大 き く 変 動 し て い る 。 共 和 政 末 期 に は 、 厳 密 に 言 う な ら ば タ

テ マ エ の う え だ け の 現 象 で あ る と し て も 、 「罪 刑 法 定 主 義 」 的 な ス タ イ

ル に い く ら か 接 近 し た シ ス テ ム も 生 ま れ る よ う に な っ た の で あ る が 、 こ

の 時 代 の 刑 事 法 の 段 階 に お い て 、 は じ め て 、 「犯 罪(crimen)」 が 枠 づ け

さ れ た こ と に な ろ う 。 ま ず 、 考 察 の 前 提 と し て 、 刑 事 制 裁 な い し 刑 事 裁

判 の 領 域 に お け る 各 種 の 手 続 の 消 長 、 お よ び 、 そ れ ら の あ い だ の 競 合 関

係 を 、 模 式 図 の か た ち で 、 以 下 に た め し に 示 し て み よ う 。

*左 半 分 の 、 全 体 と し て 三 角 形 に な る よ う な 群 の 部 分 は 、 一 応 の と こ ろ 、

国 家 な い し は 国 家 権 力 の 枠 内 で 制 裁 権(刑 罰 権)が 行 使 さ れ る 場 合 に 相 当

す る が 、 こ れ が 、 時 の う つ り か わ り と と も に 、 拡 大 し て い く こ と を 示 す も

の と し て い る 。 右 半 分 の 逆 の 三 角 状 の 部 分 は 、 そ れ 以 外 の 場 合 に 相 当 し 、

左 半 分 の 拡 大 と ほ ぼ 対 応 し な が ら そ の 領 域 が 縮 小 し て い く 様 子 を 示 す も

の と し て い る 。 こ の 図 表 は 、 表 示 を 単 純 化 す る か た ち で 、 全 体 が 矩 形 状 に

な る よ う に 作 成 さ れ て い る が 、 実 は 、 刑 事 制 裁 の 総 量 は ロ ー マ の 各 時 代 で

同 一 で は な く 、 総 体 と し て は 時 と と も に 大 き く 増 加 し て い く 傾 向 が あ る 。

そ こ に は 、 ロ ー マ の 支 配 領 域 の 拡 大 や 政 治 体 制 の 変 化 と 連 動 す る と こ ろ も

あ る 。 一 方 、 根 本 的 に 考 え て み れ ば 、 「刑 事 制 裁 」 と い う 基 本 概 念 の 中 身

も 固 定 的 で は な い の で 、 こ の よ う な 模 式 図 を つ く り あ げ る こ と の 意 味 は 、

そ れ ほ ど 大 き い わ け で は な い 。 ち な み に 、 戦 争 そ の も の も と き に は 犯 罪 を

構 成 す る 、 と い う よ う な こ と も 生 ず る 現 代 に あ っ て は 、 「刑 事 」 の 概 念 も

不 透 明 に な っ て い る 。

*自 立 的 団 体 の 制 裁 が 細 っ て い く 現 象 は 現 代 ま で 続 く 現 象 で あ る が 、 タ

テ マ エ 論 の う え で は と も か く と し て 、 ホ ン ネ 論 か ら す る と 、 そ の よ う な 、

い わ ば プ ラ イ ヴ ェ イ ト な 制 裁 方 式 は 今 後 も 絶 滅 す る こ と は な い で あ ろ う 。
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自 立 的 団 体 の 制 裁 一一一一一一そ の よ う な 団 体(集 団)の う ち で 代 表 的 な も の

と し て は 、 氏 族(gens)、 お よ び 、 そ の 発 展 ・展 開 の 形 態 と 位 置 づ け ら

れ る 家 族(familia)(現 象 的 ・具 体 的 に は 、 そ の グ ル ー プ の ト ッ プ で あ

る 家 長)に よ る 制 裁(刑 事 的 制 裁 と 民 事 的 制 裁 が 統 合 さ れ た か た ち に

な っ て い る も の)が あ り 、 こ れ は 、 か な り 後 代 ま で 国 家 法 の 適 用 の 枠

外 に あ っ た 。 そ れ ら の 各 サ ー ク ル 内 部(た と え ば 、 家 族)で 生 じ た 刑 事

的 な 事 件 は 、 そ の サ ー ク ル 自 体 が 、 社 会 慣 行 に の っ と っ て 、 事 実 上 一 定

の 様 式 を ふ ん だ う え で 、 独 立 的 ・主 体 的 に 処 理 し 、 処 罰 が な さ れ る 。 他

方 で 、独 立 し て い る 各 サ ー ク ル の 構 成 員 相 互 間 に 生 じ た 刑 事 的 な 事 件 の

場 合 に は 、 古 く は 、 そ の サ ー ク ル 単 位 で 、 さ ま ざ ま な ス タ イ ル に よ っ て

復 讐 が は た さ れ な い か ぎ り 、 事 態 は 収 拾 で き な か っ た で あ ろ う が 、 し か

し 、 国 家 権 力 の 成 長 に と も な っ て 、 し だ い に 、 各 サ ー ク ル の 自 力 に よ る

復 讐 の 態 様 ・範 囲 が 限 定 さ れ て い く 。 い わ ゆ る 「犯 罪 」 の う ち で 軽 度 な

も の に つ い て は 、 民 事 上 の 不 法 行 為 と い う 位 置 づ け に お い て 、 こ れ に 公

的 な 処 理 が 行 な わ れ る 。 ま た 、 原 理 的 に は 家 長 に よ る 制 裁 は 無 制 約 で あ

る が 、 習 俗 に 反 す る よ う な 家 長 の 過 激 な 処 置 に は 、 戸 口 調 査 官 が 習 俗 監

視 の 任 務 を 通 じ て 介 入 し て く る こ と も あ る の で 、 こ の 処 置 に 歯 止 め が ま

っ た く な い わ け で は な い 。

懲 戒 権 行 使(coercitio)一 一一一一一 懲 戒 と い う の は 、 共 和 政 時 代 で は 、 政

務 官(公 職 者)が 、 そ の 職 務 命 令 を 強 制 す る た め に 、 あ る い は 、 軽 度 の

違 反 に 対 す る 罰 と し て 、 自 由 裁 量 に よ り く わ え る 比 較 的 軽 い 制 裁 の か た

ち で あ る 。 古 く は 、 共 和 政 の ま え に 存 在 し た 王 政 の も と で 、 王 が 死 刑 ま

で も 含 む 広 範 囲 の 懲 戒 権 を 保 有 し て い た 。 歴 史 的 な 流 れ か ら 言 え ば 、 刑

法 と い う も の は 、権 力 者 の 自 由 な 懲 戒 権 行 使 に 制 約 を く わ え る も の と し

て 生 じ た 、 と も 言 え よ う 。 ロ ー マ 古 期 の 王 の 全 権 は 、や や か た ち を か え

て 、 は る か 後 代 の 帝 政(元 首 政 ・専 主 政)の 皇 帝 の も と で 復 活 す る 。 図

の 下 の 方 に あ る ふ く ら み は 、 民 事 訴 訟 ・ 家 内 部 で の 裁 判 ・ 習 俗 監 視 な ど

の 制 裁 方 法 に よ っ て 従 来 処 理 さ れ て き た 領 域 が 、 や が て 国 家 権 力 に よ る

刑 事 制 裁 の 枠 内 に 組 み こ ま れ る よ う に な っ た 様 子 を 示 す も の で あ る 。 こ

の 懲 戒 権 行 使 と 、 皇 帝 を 頂 点 と す る 、 権 力 者 側 の と り し き る 刑 事 の 特 別

審 理 手 続 と の あ い だ に は 、 本 質 の う え で 類 似 点 も い く つ か 存 在 す る 。

元 老 院 審 理 手 続(cognitiosenatus)一 一一一一一 元 老 院 メ ン バ ー に よ る 、 元

老 院 メ ン バ ー の 犯 罪 の 裁 判 で 、 帝 政(元 首 政)初 期 と い う 特 定 の 時 期 に

例 外 的 に 重 要 に な っ た だ け で あ り 、 こ れ は 、 い ろ い ろ な 部 分 で 、 後 述 の

査 問 所 手 続 と 特 別 審 理 手 続 と は 異 な っ た 側 面 を も っ て い る 。 こ れ を 、 刑

事 手 続 と し て は あ ま り メ リ ハ リ の な い 、 中 間 的 な シ ス テ ム で あ る 、 と 総

括 し て み る こ と も で き る 。 元 老 院 で と り 行 な わ れ る 審 理 手 続 は 、 あ る 程
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度 は 制 度 化 さ れ る よ う に な っ た 恒 常 的 シ ス テ ム で あ る が 、 そ れ よ り ま え

の 段 階 で は 、 国 家 に 対 す る 重 大 な 犯 罪 行 為 を 罰 す る た め に 、 そ の つ ど 、

元 老 院 法 廷 が 設 置 さ れ て い た 。 後 述 の 査 問 所 手 続 が 制 度 化 さ れ て く る

と 、 元 老 院 の 手 か ら 査 問 所 へ と 裁 判 の 任 務 は 移 さ れ た 。

民 会 訴 訟 手 続(judiciumpopuli)、 査 問 所 手 続(quaestio)、 特 別 審 理

手 続(congnitioextraordinem)に つ い て は 、 第 三 章 の 比 較 図 を 参 照 し

て 頂 き た い 。

第 二 章 査 問 所 論

(A)査 問 所 の 構 造

ロ ー マ 共 和 政 の 刑 事 裁 判 を さ さ え て き た 査 問 所 手 続 を 、 同 時 代 や 他 の

時 代 に 存 在 し た 刑 事 裁 判 の 諸 制 度 と 対 比 す る こ と に よ っ て 、 そ の 特 質 を

類 型 的 に 指 摘 し て み た い 。 ま ず 、(1)か ら(XIV)ま で の 指 標 を 用 い て

査 問 所 手 続 を 分 析 し 、そ し て 、あ と の 第 三 章 に あ る 表 に お い て は 、そ の 指

標 を 基 準 と し て 、 他 の 制 度 を 分 析 す る こ と に し よ う 。 な ぜ 査 問 所 手 続 を

中 心 に す え て 刑 事 裁 判 全 体 を 概 観 す る 分 析 方 法 を と っ て い る の か 、 と い

う 点 に つ い て は 、 筆 者 が 、 個 人 的 に 、 ロ ー マ 共 和 政 と い う も の を 高 く 評

価 す る 学 問 的 心 情 を い だ き 、 査 問 所 手 続 が そ の 共 和 政 原 理 を あ る 意 味 に

お い て 体 現 す る も の と し て 、 重 視 し て い る た め 、 と い う よ う に 説 明 し て

お き た い 。 ロ ー マ 帝 政 を 高 く 評 価 す る 立 場 か ら は 、 ま た ち が っ た 分 析 方

法 が 編 み だ さ れ る こ と で あ ろ う 。

(1)構 成 源

犯 罪 類 型 ご と に 民 会 に お い て 各 個 に 制 定 さ れ る 査 問 所 設 置 法 を 基 礎

と し て な り た っ て い る 一一一一一一 査 問 所 手 続 を 一 般 的 ・一 体 的 に 規 制 し た の

は 、 元 首 政(初 期 帝 政)の 創 始 者 で あ る ア ウ グ ス ト ゥ ス が 前17年 に 制

定 さ せ た 、刑 事 訴 訟 に か ん す る ユ ー リ ウ ス 法 と い う 名 の 法 律 で あ る と 考

え ら れ る が 、 そ れ ま で は 、 各 個 の 犯 罪 を あ ら た に 法 律 で 規 定 し た り 、 法

律 改 正 を し た り す る さ い 、 同 時 に 、 そ の 犯 罪 類 型 専 用 の 刑 事 訴 訟 手 続 に

つ い て も 個 別 的 に 定 め て お く こ と が 多 か っ た(た と え ば 、 不 法 利 得 に か

ん す る ア キ ー リ ウ ス 法[G]部 門 第 三 章 第 二 項(B)(b):p113ff.を 参 照)

は 、 こ の 犯 罪 の 構 成 要 件(タ テ マ エ)と あ わ せ て 、 刑 事 手 続(ホ ン ネ)

を 定 め て い る)。 法 律 は 民 会 を 通 過 し た 制 定 法 な の で 、 査 問 所 手 続 と い

う 制 度 は 、最 終 的 に は 市 民 団 の 決 定 に よ っ て 法 制 上 支 え ら れ て い る こ と

に な る 。 こ れ が タ テ マ エ(理 論 的 構 造)で あ る 。

(H)人 的 対 象

ロ ー マ 市 民 一一一一一一 市 民 権 を も つ 者 だ け が 査 問 所 手 続 の 適 用 を う け る

こ と が で き る シ ス テ ム に な っ て い る(ロ ー マ 法 の 属 人 主 義)の で 、 ロ ー
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マ 市 に お い て も 、奴 隷 は も ち ろ ん 、外 人 も 、査 問 所 手 続 と は 無 縁 で あ る 。

他 方 、 市 民 も 、 ロ ー マ 市 以 外 で は 、 ロ ー マ 本 市 に あ る 常 設 の 査 問 所 に お

い て 裁 い て も ら え る 機 会 は 、実 際 上 、そ れ ほ ど 多 く な か っ た だ ろ う 。(a)

イ タ リ ア に あ る ロ ー マ 直 轄 地 で は 、 法 宣 言 代 理 官 が 、 ロ ー マ 市 に い る 法

務 官 の 代 理 者 と し て 、 毎 年 派 遣 さ れ 、ロ ー マ 人(市 民)の 通 常 の 犯 罪 の

裁 判 を 指 揮 し た 。 そ の パ タ ー ン に は い く つ も の 種 類 が あ っ た は ず で あ

る 。 も っ と も 、 反 逆 な ど の 政 治 的 な 事 件 の 場 合 に は 、 ロ ー マ 本 市 の 査 問

所 に 事 件 の 審 理 が 移 さ れ た で あ ろ う 。(b)同 盟 市 戦 争(前91-88年)

の 結 果 、 市 民 権 が イ タ リ ア 全 体 に 大 幅 に 拡 大 さ れ た が 、そ れ ら の 都 市 国

家 が そ の 市 民 に 対 し て 本 来 も っ て い た 刑 事 裁 判 の あ り か た は 、大 部 分 そ

の ま ま 存 続 し た も の と 考 え ら れ る 。 こ こ に も 査 問 所 手 続 に 類 似 し た 手 続

が で き あ が っ て い た 可 能 性 も あ る 。(c)イ タ リ ア の 外 に あ る 属 州 で も 、

ロ ー マ 市 民 は 、 ポ ル キ ウ ス 諸 法(前2世 紀)に よ っ て 、 政 務 官(属 州 長

官)に よ る 無 制 限 の 懲 戒 権 行 使 を う け た り し な い よ う 保 護 さ れ る こ と に

な っ て い る の で 、 ロ ー マ 本 市 の 査 問 所 の 、 ま た は 当 該 属 州 の 査 問 所 に 類

似 す る も の の 手 続 に よ っ て 裁 か れ る こ と が 多 か っ た で あ ろ う 。 も し 査 問

所 手 続 の 「政 務 官(当 局)の 恣 意 だ け に よ ら な い 、 あ る 種 の 助 言 体 に よ

る 裁 判 」 と い う 側 面 を 強 調 す る こ と が で き る と す れ ば 、 市 民 権 を 保 有 す

る 者 は 、 ど こ に お い て も 、 そ の タ イ プ の 刑 事 手 続 の 適 用 を う け ら れ る 可

能 性 が あ っ た わ け で あ る 。 こ の よ う な 手 続 構 造 は 、 い ち お う の と こ ろ 公

正 さ を 保 証 す る も の と な っ て い る の で 、 市 民 以 外 の 者 の 処 罰 の 場 合 に も

利 用 さ れ る 可 能 性 を も っ て い る 。 結 局 、 査 問 所 手 続 は 、 ロ ー マ 市 内 に お

い て 、ロ ー マ 市 民 を 裁 く 手 続 、 と 規 定 し て よ い が 、 市 民 と は い っ て も 、

後 述 の よ う に 、 た ん な る 私 人 に 被 疑 者 を 訴 追 す る 任 務 を 委 ね る 、 と い う

構 造 に な っ て い る 以 上 、私 人 訴 追 者 が タ ー ゲ ッ ト に す る だ け の 地 位 の 高

さ を 被 疑 者 が も っ て い る こ と が あ る 程 度 手 続 発 動 の 要 件 と な っ て い た

関 係 で 、 実 際 に こ の 手 続 の 恩 恵 を う け る こ と が で き た の は 上 流 の 有 産 市

民 だ け で あ っ た こ と が 注 意 さ れ な け れ ば な ら な い 。 こ の よ う に 、 ホ ン ネ

(実 態)の う え で は 、 査 問 所 手 続 の 役 割 ・ 機 能 は そ れ ほ ど 高 次 で 広 範 な

も の で は な か っ た 。

(皿)物 的 対 象

各 個 の 法 律 に よ っ て 定 め ら れ た 特 定 の 犯 罪 類 型 に 限 定 さ れ て い る 。 紀

元 前 一 世 紀 に ス ッ ラ の コ ル ネ ー リ ウ ス 諸 法 の 制 定 な ど を 通 じ て 査 問 所

手 続 の 審 理 対 象 と さ れ た も の は 、 毒 殺 と 刺 殺 、 遺 言 と 貨 幣 の 偽 造 、 不 法

侵 害 、 反 逆 、 不 法 利 得 、選 挙 に か ん す る 不 法 行 為 、公 物 略 取 な ど で あ り 、

つ い で 、 紀 元 前 後 の ア ウ グ ス ト ゥ ス の 時 代 に 整 備 さ れ た も の は 、 姦 通 、

穀 物 を め ぐ る 不 正 、 公 暴 力 と 私 暴 力 、 国 庫 金 の 不 正 支 出 な ど で あ る 。 こ
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の ほ か に も 、 古 く か ら 多 く の 単 行 の 法 律 の 制 定 に よ っ て 、 新 し い 型 の 行

為 が 加 罰 の 対 象 と さ れ て き た 。 そ の 一 方 で 、 新 し い 犯 罪 枠 を 設 定 し よ う

と す る 場 合 、 類 似 の 構 成 要 件 が す で に 既 存 の 法 律 に く み こ ま れ て い る と

き に は 、 そ れ に 依 拠 し て 適 用 を 拡 大 す る 方 法 が か な り 広 く と ら れ た 。 そ

れ で も 、 罪(刑)法 定 主 義 の 萌 芽 を い ち お う は こ こ に 認 め て も よ い で あ

ろ う((V皿)も 参 照)。

(IV)追 行 主 体

私 人 訴 追 者 一一一一一一 査 問 所 手 続 で は 私 人 訴 追 の 原 則 が 貫 か れ て い る

(現 代 の 検 察 官 の よ う な パ ー ソ ナ リ テ ィ ー は 存 在 し な い)。 不 法 侵 害 ・姦

通 ・不 法 利 得 な ど の 場 合 を の ぞ い て 、 被 疑 者 を 訴 追 す る 可 能 性 は 、 す べ

て の 市 民 に 開 か れ て い る 。 訴 追 を 追 行 す る こ と に お い て 当 事 者 主 義 が 大

幅 に 採 用 さ れ て い る 結 果 と し て 、訴 追 の 任 務 を ひ き う け る 者 に は 重 い 負

担 が か け ら れ る こ と に な る の で 、訴 追 者 は 高 度 の 専 門 技 術 を 備 え て い な

け れ ば な ら な い 。 し か し 、 そ の さ い も っ と も 重 視 さ れ る の は 、 法 律 知 識

で は な く 、 む し ろ 、 査 問 所 手 続 に お い て 判 決 を 下 す 任 務 を も つ 多 数 の 審

判 人(比 較 的 上 流 の 階 級 に 属 し て は い る が 、 ふ つ う の 市 民)を 有 罪 の 方

向 へ 説 得 す る た め の 弁 論 術(レ ト リ ッ ク)で あ る 。 そ の た め に 、 こ の 役

割 を ひ き う け る こ と が で き る の は 、政 敵 打 倒 と い う 政 治 的 な 動 機 を も つ

政 治 家 、 あ る い は そ の 一 派 の 者 、 訴 追 に よ っ て 有 名 に な り 政 界 に 身 を 投

じ よ う と す る 上 流 層 出 身 の 若 者 、 あ る い は 勝 訴 の さ い の 財 産 的 利 益 を め

ざ す 職 業 的 な 訴 追 人 な ど に か ぎ ら れ る 。 い ず れ も 、 ギ リ シ ア 流 の 弁 論 術

の ノ ウ ハ ウ を 身 に つ け た 特 殊 技 能 の 持 主 で あ る 。 多 数 の 訴 追 者 が 競 合 す

る と き に は 、 予 選 の 手 続 に よ っ て 一 名 が 決 定 さ れ る 。 私 人 の 訴 訟 追 行 の

や り か た に は か な り の 自 由 が 許 さ れ て い て 、 法 廷 を 指 揮 す る 法 務 官(公

職 者)が そ れ に 干 渉 を く わ え る こ と は 比 較 的 稀 で あ っ た 。 も ち ろ ん 、 法

務 官 は 、 一 年 制 の 行 政 官 で あ る と と も に 、 政 治 家 で も あ る の で 、 政 治 的

に つ ま り 、 政 治 情 勢 を 考 慮 し な が ら 訴 訟 を 指 揮 す る よ う な こ と

も 、 な い わ け で は な い(民 事 訴 訟 の 場 合 と 異 な っ て 、 法 学 者 の バ ッ ク ア

ッ プ は あ ま り 生 じ な か っ た と 考 え ら れ る の で 、制 度 的 に は 訴 訟 指 揮 に 不

安 定 な と こ ろ も 見 ら れ る)。 私 人 訴 追 の 原 則(弾 劾 主 義 一 訴 追 主 義)は 、

後 述 の 私 人 判 決 の 原 則 と と も に 、査 問 所 手 続 を 特 徴 づ け る 大 き な 要 素 と

言 え よ う 。

(V)判 決 主 体

私 人 審 判 人 団 一… 一一 実 際 に は 、 た ん な る 一 般 私 人 で は な く 、一 定 数 の

元 老 院 議 員 階 層 か 騎 士 階 層 と い う 、 ロ ー マ の 上 層 部 の 人 々(ご く 広 い 意

味 に お け る 名 望 家)の な か か ら 、 数 十 名 の 審 判 人 団 が 個 別 の 法 廷 に お い

て 構 成 さ れ て い く か た ち に な る の で 、社 会 の 上 層 部 に 属 す る こ と が ふ つ
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う の 被 告 人 は 、 多 く の 場 合 、 そ の 同 輩 た ち に よ っ て 裁 か れ る か た ち に な

る 。 ま た 、 彼 ら は 、 他 面 に お い て は 、 国 家 権 力 の 担 い 手 を だ す 層 で あ る

た め に 、 近 代 の 陪 審 制 の 場 合 に 見 ら れ る よ う な 「私 人 が 判 断 を 下 す 」 と

い う 要 素 を あ ま り 高 く 評 価 し す ぎ る こ と に は 、 危 険 も と も な う 。 私 人 訴

追 者 ・被 告 人 ・指 揮 政 務 官 ・私 人 審 判 団 と い う 法 廷 の 構 成 員 が す べ て 元

老 院 階 層 か ら で て く る ケ ー ス が 最 初 は ふ つ う で あ っ た が 、 そ の 後 、 政 治

面 で そ の 階 層 へ の 対 抗 勢 力 に ま で 成 長 し た 中 流 の 騎 士 階 層 が 、審 判 人 資

格 を 認 め ら れ て 、 裁 判 に 参 与 し て く る よ う に な る と 、 査 問 所 で の 裁 判 が

も つ 政 治 的 性 格 は い っ そ う 強 ま っ て く る 。 な お 、 審 理 は 公 開 の 場 で な さ

れ る の で 、傍 聴 し て い る 民 衆 の 圧 力 に も 無 視 で き な い も の が あ っ た と 思

わ れ る 。 こ の よ う な 傾 向 は 、 法 廷 に お け る や り と り を 傍 聴 し て い る 民 衆

の 人 気 を え よ う と す る 、 政 治 色 の 濃 い 訴 追 者 ・弁 護 人 の 登 場 に よ っ て い

っ そ う 助 長 さ れ た 。審 判 人 は 有 罪 事 実 の 有 無 に か ん す る 確 定 を す る の で

あ る が 、 彼 ら は 、 法 律 的 な 問 題 も 、 ま た 政 治 的 な 問 題 も 、 事 実 問 題 に か

ら め て 総 合 的 に 判 断 す る の で 、 狭 い 意 味 で の 陪 審 と い う よ う な も の が こ

こ に 存 在 し て い る わ け で は な い 。 も っ と も 、 こ の シ ス テ ム は 、 陪 席 の 人

が 判 断 を 下 す 、 と い う 意 味 に お け る 「陪 審 」 の 概 念 と も か か わ り を も っ

て い る 。

(VI)手 続 構 造

私 人 訴 追 者 ・被 告 人 ・ 指 揮 政 務 官 ・ 私 人 審 判 人 団 の 四 者 が 関 与 す る

一一一一一 前 二 者 の 対 抗 関 係 が 訴 訟 の 中 軸 を 形 成 す る 。 そ の か ぎ り で 、 市 民

が 市 民 を 裁 く と い う 構 造 が な り た つ 。 あ と の 二 者 は 公 平 な 第 三 者 の 位 置

に あ る 。 弾 劾 主 義 の 構 造 が な り た つ 。 し か も 当 事 者 主 義 が と ら れ る 。

(VII)刑 罰(poena)

法 定 刑 一一一… 刑 罰 は 各 個 の 査 問 所 設 置 法 に お い て 定 め ら れ る((罪)

刑 法 定 主 義 の 萌 芽)。 審 判 人 が 有 罪 事 実 を 確 定 す れ ば 、 刑 罰 は 自 動 的 に

決 定 さ れ る 。 そ の た め に 、 犯 行 の 諸 状 況(情 状)が 量 刑 に 反 映 さ れ る こ

と は 、な い 。 頭 格 刑(い わ ば 死 刑)の 判 決 を う け た 被 告 人 の 国 外 退 去(亡

命)が 当 局 に よ っ て 黙 認 さ れ る こ と に よ り 、 刑 罰 が 事 実 上 緩 和 さ れ る ケ

ー ス も 生 じ る 。 こ れ は 、 硬 い 硬 直 的 な タ テ マ エ に 、 柔 か い 、 融 通 性 の あ

る ホ ン ネ が か ら む 事 例 の 一 つ で あ る 。 こ れ は ロ ー マ 人 流 の や り か た な の

で あ っ た 。

(V皿)審 級

第 一 審 が 最 終 審 で あ る 一一一一一一 査 問 所 で 下 さ れ た 判 決 は 、確 定 的 な も の

と し て う け と ら れ た 。 政 務 官 は 、 も ち ろ ん 、 自 身 の 保 有 す る 命 令 権 に よ

っ て そ れ を 修 正 す る こ と は で き な い が 、 民 会 も そ れ に 干 渉 す る こ と は 許

さ れ な い 。 し か し 、 市 民 の 代 表 と は い っ て も 、 現 実 に は 上 流 階 層 の 一 握
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り の 人 々 に よ っ て 決 定 が 下 さ れ る の で 、裁 判 制 度 の あ り か た そ の も の が

政 争 の 争 点 と な っ た よ う な 場 合 に は 、 そ の 終 審 性 に 政 治 的 な 攻 撃 が く わ

え ら れ る こ と も あ っ た 。 査 問 所 は 政 務 官 の 助 言 体 に す ぎ な い か ら 、 政 務

官 の 処 置 に つ い て 、 裁 判 所 の 役 割 も も つ 民 会 へ の 提 訴 が 認 め ら れ る 、 と

い っ た 見 解 が そ れ で あ る 。 し か し 、 査 問 所 の 組 織 ・ 手 続 、 刑 罰 は 民 会 を

通 過 し た 法 律 に よ っ て 定 め ら れ た も の で あ る 、 と い う 終 審 性 の タ テ マ エ

上 の 論 拠 は 、 や は り 揺 る が な か っ た と 考 え ら れ る 。

(D()手 続 に お け る 自 由 裁 量 の 範 囲

手 続 そ の も の は 、各 個 の 査 問 所 設 置 法 に お い て 具 体 的 に 定 め ら れ て い

る の で 、 手 続 を 指 揮 す る 政 務 官 の 裁 量 に は 、 限 度 が あ る 。 そ の 反 面 、訴

追 者 お よ び 被 告 人(弁 護 人)に は か な り 自 由 な 訴 訟 追 行 が 許 さ れ て い る 。

訴 追 人 の ポ ス ト も 弁 護 人 の ポ ス ト も 弁 論 家 が ひ き う け る の で 、弁 論 家 流

の 法 廷 技 術 が 両 サ イ ド で 駆 使 さ れ て 、 こ れ が 、 判 決 の 行 方 に 対 し て 大 き

な 影 響 力 を も つ の は 、 ご く ふ つ う の 現 象 で あ る 。

(X)法 学 と 刑 事 裁 判 の 関 係

ほ と ん ど な い 。 刑 事 関 係 の 事 実 問 題 や 法 律 問 題 を め ぐ る 技 術 的 な 問 題

は 、 法 学 よ り も 、 む し ろ ギ リ シ ア 由 来 の 弁 論 術 理 論 の 分 野 で 論 議 さ れ て

い る 。

(阻)欠 陥

(a)私 人 訴 追 に と も な う 欠 陥 が 目 だ つ 。 犯 罪 の 構 成 要 件 が か な ら ず し

も 明 ら か で は な い の で 、 ど の よ う な 行 為 で も,こ じ つ け て 訴 え で る こ と

が で き た 。 こ こ か ら 濫 訴 も 生 ず る 。 訴 追 は 特 殊 な 利 益(と り わ け 政 治 的

利 益)を 追 求 す る た め の 手 段 と し て 利 用 さ れ る こ と も 少 な く な か っ た の

で 、 有 利 で あ れ ば 、 馴 れ あ い 訴 訟 や 訴 追 の 放 棄 が 容 易 に 生 ず る 。 ま た 、

訴 追 を 妨 げ る 目 的 で 訴 追 者 に 対 し て 圧 力 が く わ え ら れ る こ と も あ る 。

(b)一 般 に 、 毎 年 交 代 し て い く 法 務 官 が 訴 訟 の 動 き を 十 分 に は 統 御 し な

い の で 、訴 追 者 の リ ー ド に よ っ て 訴 訟 追 行 が 恣 意 的 に 行 な わ れ る 危 険 が

あ る 。(c)民 事 訴 訟 の 場 合 と は 異 な っ て 、 法 学 者 が 刑 事 事 件 に ま で 関 心

を よ せ ず 、 他 方 で 、 具 体 的 に 好 都 合 な 結 末 だ け に 関 心 を も つ 弁 論 術 が 全

盛 で あ っ た た め に 、 手 続 全 体 の 法 的 安 定 性 が か な り 害 さ れ た 。(d)審 判

人 に 対 し て 贈 賄 や 脅 迫 が な さ れ た こ と は 、 多 く の 史 料 か ら 知 ら れ る 。 こ

れ は 無 償 の 奉 仕 を す る 審 判 人 の 地 位 に つ く こ と が 嫌 わ れ る と と も に 、 審

判 人 の 資 格 の 拡 大 に よ っ て 公 正 な 判 決 を 期 待 で き な い 層 も そ こ へ 参 入

し て き て 、 そ の 質 が 低 下 し た こ と に も よ る 。(e)伝 統 に し た が っ て 、 頭

格 刑 を 宣 告 さ れ た 者 に も 国 外 へ 逃 亡 す る 道 が 開 か れ て い た と 考 え ら れ

る が 、 属 州 の ロ ー マ 化 に と も な っ て 、 以 前 ほ ど は 強 い 刑 罰 的 色 彩 が な く

な り 、 刑 罰 に は 威 圧 的 効 果 が う す れ て し ま っ た 。(f)元 来 、 査 問 所 手 続
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は 、 ロ ー マ 市 で ロ ー マ 市 民 を 裁 く シ ス テ ム で あ っ た か ら 、 市 民 権 の 拡

大 ・市 民 の 拡 散 に よ っ て 、 不 便 が 生 じ て き た 。(g)手 続 は 煩 雑 で 、 事 件

処 理 能 力 は そ れ ほ ど 大 き く な い 。(h)と く に 、 人 的 ・物 的 に 訴 の 併 合 が

で き な い 点 は 大 き な 欠 陥 と な っ て い る 。

(皿)手 続 内 部 に お け る 国 家 権 力 の 地 位

当 事 者 主 義 が 顕 著 で あ り 、 国 家 権 力 は 指 揮 ・監 督 の 役 割 を は た す だ け

で あ る(法 律 に よ る 国 家 権 力 統 制 の シ ス テ ム の 確 立)。 私 人 訴 追 者 と 被

告 人 ・弁 護 人 と の 対 等 の 対 抗 関 係 が 査 問 所 手 続 の 中 軸 を 形 成 す る 。 国 家

権 力 を 代 表 す る 法 務 官 は 、 一 年 制 の 政 務 官 で あ り 、 も ち ろ ん 法 の 専 門 家

で は な い の で(一 般 的 な 法 の 素 養 は も っ て い る が)、 熟 練 し た 訴 追 者 ・

弁 護 人 に か な り 自 由 な 行 動 が 事 実 上 許 さ れ る こ と に な っ た と 思 わ れ る 。

(X[II)制 裁 全 体 に お け る 査 問 所 手 続 の 地 位

こ の 手 続 の 適 用 範 囲 は か な り 拡 大 さ れ た が 、政 治 的 に み て 重 要 な タ イ

プ の 事 件 が 中 心 を 占 め る の が 特 徴 で あ る 。 時 代 の 流 れ の な か で 、 い く つ

か の 分 野 で 、 広 義 の 制 裁 手 続 と の 競 合 が 見 ら れ る 。(a)不 法 行 為 一一一一一一

違 法 な 行 為 に は 、 「公 的 な 犯 罪 」 と 「私 的 な 不 法 行 為 」 が あ る 。 前 者 は 、

国 家 の 安 寧 ・秩 序 を み だ す 行 為 で 、 刑 事 手 続 で あ る 査 問 所 手 続 の 対 象 と

な る が 、 後 者 は 、 市 民 の 身 体 ・財 産 に 対 す る 侵 害 で 、 こ れ ら は 、 現 代 の

場 合 と は ち が っ て 、 民 事 手 続 で あ る 民 事 訴 訟 に よ っ て 処 理 さ れ る 。 市 民

法 上 不 法 行 為 に 数 え ら れ る の は 、窃 盗 、 不 法 侵 害 、 人 格 権 侵 害 で 、 一 方 、

法 務 官 上 の も の は 、 悪 意 、 強 迫 、 詐 害 な ど で あ る 。 こ れ ら の 制 裁 の 発 動

に イ ニ シ ヤ テ ィ ヴ を も つ の は 被 害 者 自 身 で 、 国 家 は 制 裁 方 法 ・程 度 を 規

制 す る だ け で あ る(私 讐 ・ 自 力 救 済 は 最 小 限 度 に と ど め ら れ て い る)。

制 裁 は 、刑 事 的 な 色 彩 を あ わ せ も つ 身 体 的 復 讐 か ら 物 的 な 罰 金 支 払 制 度

へ と 移 行 す る 。(b)家 内 部 の 制 裁 一 一一一 氏 族 の 解 体 後 に 家 が 社 会 構 成

の 基 礎 単 位 と な っ た が 、 家 は 自 立 的 性 格 を も ち つ づ け た 。 家 の 内 部 で 事

件 が 生 じ た 場 合 に は 、 家 長 が 、 と き に は 身 内 で あ る 家 外 者 を く わ え た 助

言 体 の 協 力 の も と に 、 処 罰 の 措 置 を と る こ と が で き た 。 こ こ に あ る 手 続

は 、 技 術 的 な 用 語 と し て で は な い が 、 実 態 に 着 目 し て 、 「家 内 裁 判 」 と

名 づ け ら れ る こ と も あ る 。(c)例 外 的 刑 事 手 続 一一一一一一 査 問 所 は あ く ま で

も 平 時 の 手 続 で あ る 。 内 乱 に よ っ て 軍 政 の よ う な も の が 施 行 さ れ る 場 合

に は 、 軍 司 令 官 の 判 断 で 処 罰 が 遂 行 さ れ る(そ の 刑 事 手 続 の 形 式 が 査 問

所 手 続 に 類 似 し て い て も 、そ の 基 礎 は 異 な っ て い る と 見 て お か な け れ ば

な ら な い)。 他 方 で 、 平 時 に お い て も 、 軍 隊 内 部 の 事 件 に は 、 特 別 の

処 置 が と ら れ る 。(d)民 会 訴 訟 一一一一 こ れ は 、 廃 止 さ れ た わ け で は な

い の で 、 と き お り 利 用 さ れ る こ と が あ る 。(e)戸 口 調 査 官 の 習 俗 監 視

一一一一一一 法 に 重 要 な 地 位 を 与 え た ロ ー マ で も 、 習 俗 と い う 社 会 規 範 は 長 い
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あ い だ 生 き て い た 。 家 長 が 家 メ ン バ ー に 対 し て 処 分 を す る さ い に 生 ず る

習 俗 違 反 の 措 置 に 対 し て 五 年 ご と に く わ え ら れ る 戸 口 調 査 官 の 自 由 裁

量 的 な 制 裁 は 、 種 々 の 社 会 的 な 不 利 益 を あ た え る 処 置 と し て 、 世 間 か ら

お そ れ ら れ た 。(f)警 察 司 法 的 な も の 一一一一一一 法 保 護 を 事 実 上 完 全 に は あ

た え ら れ る こ と の な い 下 層 民 や 、 奴 隷 ・ 外 人 な ど の 非 行 へ の 制 裁 は 、 政

務 官(と く に 下 級 政 務 官)の 治 安 維 持 の 観 点 が 前 面 に で て 、 専 決 ・即 決

ス タ イ ル で 処 理 さ れ た と 考 え な け れ ば な ら な い 。 も っ と も 、 裁 判 の よ う

な 形 式 が 用 い ら れ た 可 能 性 は あ る 。 こ の あ た り の と こ ろ は 、 史 料 情 報 が

な い の で 、 実 情 は 不 明 で あ る 。

(W)理 念 的 背 景

領 域 国 家 に お け る 共 和 政 の 理 念 一 上 流 階 層 に よ る 共 和 政 支 配 の 理 念

一一一一一一 都 市 国 家 か ら 領 域 国 家 へ の ロ ー マ の 構 造 変 化 の 過 程 に お い て 、 民

会 の 地 位 は タ テ マ エ 上 は 堅 持 さ れ て き た の で あ る が 、 そ の 実 体 は 、 も は

や 市 民 の 全 体 集 会 で は な く 、都 市 に 寄 生 す る 無 産 市 民 の 集 団 の よ う な も

の に す ぎ な か っ た 。 最 上 層 の 元 老 院 階 層 の 人 々 は 、 扇 動 さ れ や す い 民 衆

に よ っ て 裁 か れ る こ と を 好 ま ず 、 同 じ 階 層 の 人 々 に 裁 判 を 委 ね る こ と を

望 ん だ 。 高 度 に 政 治 的 な 事 件 に つ い て 特 別 の 査 問 所 が 個 別 的 に 設 置 さ れ

た の は そ の た め で あ る 。 ま た 、 常 設 の 査 問 所 手 続 を 支 配 す る た め に は 、

彼 ら は 、 そ の 審 判 人 名 簿 を 全 面 的 に 支 配 す る 目 的 で 、 元 老 院 の 定 員 を 増

加 す る と い う 犠 牲 さ え も 払 っ た 、 と も 伝 え ら れ て い る 。 査 問 所 手 続 の 重

要 性 は 、 第 一 に 、 そ こ に 係 属 す る 事 件 が 政 治 的 色 彩 を も ち 、 む し ろ 政 治

的 な 動 機 か ら 訴 追 が 行 な わ れ る の が つ ね で あ る 、 と い う 点 に あ る 。 厳 罰

を と も な う 刑 事 裁 判 は 政 敵 を 倒 す た め の も っ と も 合 法 的 な 手 段 で あ っ

た の で 、 共 和 政 の 中 枢 で あ る 元 老 院 の 階 層 の 内 部 で の 支 配 権 争 い 、 そ れ

と 騎 士 階 層 ・平 民 と の 争 い の 場 と し て 、 裁 判 が 利 用 さ れ た の で あ る 。 こ

の よ う な 状 況 の も と で は 、査 問 所 が つ ね に 公 正 な 判 断 を 下 し た と は と て

も 考 え る こ と は で き な い 。 そ う は い っ て も 、 制 度 論(タ テ マ エ 論)の 観

点 か ら す れ ば 、査 問 所 手 続 は そ れ な り に と と の っ た 刑 事 シ ス テ ム で あ っ

た 。

(B)査 問 所 の 手 続

以 下 に 査 問 所 訴 訟 手 続 の 手 続 過 程 に つ い て 示 す こ と に す る が 、 ま ず 、

こ れ が き わ め て 模 式 的 な も の に す ぎ な い こ と を 指 摘 し て お か な け れ ば

な ら な い 。 順 次 制 定 さ れ て き た 実 体 刑 法 は 、 ほ と ん ど つ ね に そ れ 特 有 の

訴 訟 手 続 に か ん す る 規 定 を 含 ん で い る が 、 こ れ は 、 そ れ ぞ れ に 完 全 な も

の と は 言 え ず 、 ま た 、 そ れ な り に 統 一 的 な 査 問 所 手 続 規 制 法 が 、 前18

年 の 刑 事 訴 訟 に か ん す る ユ ー リ ウ ス 法 の 制 定 の と き ま で 、 か な り 長 い あ

い だ 存 在 せ ず 、 そ れ に 、 私 た ち の も っ て い る デ ー タ が 断 片 的 な た め も あ
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っ て 、 こ こ に は か な り 不 完 全 な 図 式 し か 提 示 で き な い か ら で あ る 。

(a)[期 日]一 一一… 当 該 年 度 に つ い て 審 判 人 名 簿 が 作 成 さ れ た と き か

ら 、 九.月 一 日 ま で に 申 立 が 行 な わ れ る こ と が 必 要 で あ る 。 た だ し 、 暴 力

罪 に か ん す る 訴 訟 は 、 そ の 特 異 性 を 考 慮 し て 、 こ の 期 間 以 外 で も う け つ

け ら れ 、 祝 祭 日 、 公 競 技 の 日 に も 、 休 廷 日 な ど の 特 別 の 日 に も 、 ま た 、

受 付 順 序 を 無 視 し て も 、 行 な わ れ る 。 こ の ほ か に も 受 付 順 序 が 守 ら れ な

い 場 合 が あ る 。

(b)[場 所]一 一一一一一 公 共 広 場(フ ォ ル ム)に 法 廷 が 設 置 さ れ る 。 開 廷

は 、 日 出 か ら 日 没 一 時 間 前 ま で に か ぎ ら れ る 。 ロ ー マ の 夏 は 、 日 本 の 場

合 よ り も 日 が 長 い(そ の 反 面 、 冬 に は 日 暮 れ が 早 い)。

(c)[申 立]一 一一 一 訴 追 者 と な ろ う と す る 者 が 一 人 の 担 当 法 務 官 ま た は

査 問 所 指 揮 者 に 訴 追 の 許 可 を 求 め る 行 為 で あ る 。訴 追 者 の 資 格 の 有 無 な

ど に つ い て 形 式 的 審 査 が 行 な わ れ る 。 刑 事 訴 訟 で は 、 訴 追 を 行 な う 地 位

は 、 行 為 能 力 の あ る 全 市 民 が 原 則 と し て も つ(こ れ が タ テ マ エ で あ る)。

こ こ で 、 訴 追 者 に は 、 濫 訴 を 行 な う も の で な い 、 と い う 宣 誓 が 要 求 さ れ

る(こ の 時 代 に お い て は 、 宣 誓 は 重 大 な 行 為 ・振 舞 と う け と ら れ て い

る)。

(d)[予 選]一 一一一一一 一 つ の 事 案 に つ い て 多 数 の 訴 追 申 立 人 が 競 合 し た

場 合 に お い て 、 一 人 の 訴 追 者 を 決 定 す る た め の 予 備 手 続 で あ る 。 査 問 所

手 続 を 指 揮 す る 者 、 審 判 人 な ど が 、 事 実 証 明 に は も と つ か ず 、 い ず れ が

適 当 で あ ろ う か と い う 点 を 、推 測 す る こ と に よ っ て 、訴 追 者 を 決 定 す る 。

し た が っ て 、 一 般 に 弁 論 に 巧 み な 者 が 選 ば れ る 。 な お 、 予 選 で 敗 れ た 者
ゆ

も 、 補 助 訴 追 者 と な る こ と が あ る 。

(e)[告 訴]一 一一一一一 訴 追 者 が 、 査 問 所 指 揮 者 に 対 し て 、 被 告 人 と さ れ

る 者 と 犯 罪 と を 申 し た て る 行 為 で あ る 。 被 告 人 と さ れ る 者 の 出 頭 が 不 可

欠 で あ る(し た が っ て 、彼 は 、 公 務 に あ る と き 、 お よ び 官 職 在 任 中 に は 、

出 頭 を 免 除 さ れ 、 告 訴 は 成 立 し な い)。 そ の 者 が 出 頭 し な い と き に は 、

彼 に 対 し て 公 的 な 召 喚 や 引 致 の 方 法 も 用 い ら れ る 。 通 常 、 申 立 の 後 一 定

期 間 が 経 過 し て か ら 、 告 訴 の 手 続 が 開 始 さ れ る 。 訴 追 者 が 、 犯 罪 を 開 示

し 、 出 頭 し た 者 に 質 疑 を 行 な う 。 こ の 者 が 有 罪 を 認 め ず 、 し か も 指 揮 者

が 訴 追 の 必 要 性 を 承 認 し た 場 合 に は(こ の 判 断 が 困 難 な と き に は 、 審 判

人 か ら 構 成 さ れ る 助 言 体 に そ れ を 委 ね る)、 記 載 に よ っ て 訴 の 対 象 と 管

轄 査 問 所 が 特 定 さ れ る と と も に 、 告 訴 の 受 理 が 成 立 し 、 そ の 者 は 正 式 に

被 告 人 と な る 。 一 方 、 そ の 者 が 、 自 ら 有 罪 を 認 め る か 、 質 疑 に 対 し て 沈

黙 す る か し た 場 合 に は 、 自 白 者 と な り(黙 秘 権 は 認 め ら れ な い)、 財 産

刑 の と き は 、 そ の あ と 、 訴 訟 物 評 価 手 続 に 移 行 し 、 一 方 、 身 体 刑 の と き

は 、 科 刑 と 執 行 が 行 な わ れ る 。 こ れ で 第 一 段 階 の 手 続 が 終 了 す る 。
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(f)[証 拠 集 め]一 一一一一一 こ の あ と 、 訴 追 者 側 に よ る 証 拠 蒐 集 の た め に 、

一 定 の 期 間(ふ っ う は 一 〇 日 以 上
、 不 法 利 得 訴 訟 で は 、 三 〇 日 以 上)が

お か れ 、 こ の あ い だ に 、 主 と し て 証 人 調 査 が 行 な わ れ る 。 彼 ら は 、 指 揮

政 務 官 の 保 有 し て い る 強 大 な 命 令 権 を 背 景 と し て 、 被 告 人 の 家 宅 を 捜 査

す る と と も に 、第 三 者 ・官 庁 の 文 書 ・帳 簿 な ど を 押 収 す る こ と が で き る 。

こ れ ら の 書 類 は 、 封 印 し て 、 指 揮 政 務 官 の も と に 保 管 さ れ る 。 被 告 人 側

も こ の 期 間 に 弁 護 の 準 備 を 行 な う 。 も し 被 告 人 が 有 罪 判 決 を う け て し ま

う と 確 信 す る よ う に な っ た と き に は 、 彼 は 、 こ の 裁 判 の 期 間 中 は 身 柄 は

拘 束 さ れ て い な い の で 、 国 外 へ 退 去 し て 刑 罰 を 免 れ る こ と が で き る(た

だ し 、 そ れ に よ り 、 ロ ー マ の 市 民 権 は 喪 失 し て し ま う)。

(g)[査 問 所 法 廷 の 構 成]一 一一一 証 拠 集 め が 終 了 し た の ち に 、 抽 籔 と 忌

避 の 手 続 に よ っ て 、 当 該 事 件 に か ん す る 査 問 所 の 担 当 審 判 人 団 が 構 成 さ
く　ラ 　

れ る と と も に 、 査 問 官(訴 訟 指 揮 政 務 官)が 正 式 に 決 定 さ れ る 。 審 判 人

は 宣 誓 を 行 な う 。 査 問 官 は 宣 誓 し な い 。

(h)[査 問 所 で の 審 理]一 一一一一一 訴 追 者 が 定 め ら れ た 期 日 に 出 頭 し て こ

な い と き に は(こ の 者 に 罰 が く わ え ら れ る こ と が あ る)、 欠 席 裁 判 が 行

な わ れ る(た だ し 不 利 益 を 免 れ る こ と が 可 能 な 事 由 が あ る)。 訴 追 者 の

地 位 は 代 行 さ れ な い(た だ し 、 重 要 な 例 外 と し て 、 不 法 利 得 罪 の 場 合 が

あ る)。 被 告 人 に は 弁 護 人 が 、 訴 追 者 に は 補 助 訴 追 者 が 、 そ れ ぞ れ つ け
　

ら れ る こ と が 多 い 。 当 事 者 主 義 の 特 色 が 顕 著 に 示 さ れ る(訴 訟 の 指 揮 者
くの

は 原 則 と し て 手 続 に 介 入 せ ず 、 審 判 人 も 傾 聴 す る だ け で あ る)。 し た が

っ て 、 訴 訟 の 手 続 過 程 を 実 際 に 動 か し て い る の は 、 訴 追 者 ・弁 護 人 と い
　

う 私 人 の 専 門 家 で あ る 。

(i)[弁 論]一 一一一一一 訴 追 者 の 論 告 に よ っ て 手 続 が 開 始 さ れ る 。 つ づ い て
の

被 告 側 が 弁 護 弁 論 を 展 開 す る 。 両 サ イ ド の 弁 論 に は 時 間 の 制 限 が あ

る(竃

(j)[証 拠 調]一 一一一一一 被 告 人 は 訊 問 さ れ な い が(こ の 扱 い は と て も モ ダ

ン で あ る)、 奴 隷 が 犯 罪 に 関 与 し て い る 場 合 に か ぎ り 、 信 糠 性 を 高 め る

た め に 、 こ の 者 に 拷 問 を く わ え た う え で 、 自 白 が 聴 取 さ れ る 。 訴 追 者 側
ゆ

は 法 定 数 の 証 人 を 通 告 に よ っ て 強 制 的 に 出 頭 さ せ る こ と が で き る 。 被

告 人 側 の 提 出 す る 証 人 は 、 す べ て 、 任 意 出 頭 の 証 人 で あ る 。 訴 追 者 側 の

提 出 す る 証 人 か ら 、 訊 問 は 開 始 さ れ る 。 指 揮 政 務 官 の 命 令 に よ っ て 宣 誓

を 行 な っ た 証 人 は 、 提 出 し た 側 か ら 訊 問 さ れ る 。 証 拠 調 の う ち 、 と く に

こ の 証 人 訊 問 を め ぐ っ て 行 な わ れ る 両 当 事 者 の 応 酬 が 、訴 訟 の 中 核 を 形
ロの ぐ　の

成 す る 。 証 人 訊 問 に は ふ つ う 多 く の 日 数 が 必 要 で あ る 。 査 問 所 を 指 揮

す る 者 も 審 判 人 も 、 証 人 訊 問 を 行 な う こ と は で き な い 。 証 人 資 格 に は さ

ま ざ ま な 制 限 が あ る(女 子 ・未 成 熟 者 に つ い て は 、 一 定 範 囲 で 認 め ら れ
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る 。 親 族 ・ 被 解 放 奴 隷(自 由 人)・ 破 廉 恥 の 烙 印 を 押 さ れ た 者 ・他 の あ

る 種 の 刑 事 事 件 で 有 罪 判 決 を う け た 者 は 、 制 限 を う け る 。 ま た 、 そ の 意

思 に 反 し て 証 言 を 強 制 さ れ な い 一 群 の 者 が あ る)。 書 類 に よ る 証 言 は 、

出 頭 を 命 じ ら れ た 証 人 が 出 頭 不 可 能 な 場 合 や 、任 意 証 人 が 出 頭 を 好 ま な

い 場 合 に 行 な わ れ る が 、 そ の さ い 、 証 明 人 に よ っ て 証 言 の 真 正 さ が 保 障

さ れ る 必 要 が あ る 。 国 家 の よ う な 団 体 も 、 代 理 人 を 通 じ て 証 人 と な る こ
くユ　ラ

と が で き る 。 性 格 証 言 は 、 被 告 人 を 、 そ の 人 柄 ・業 績 の 面 か ら 弁 護 す る

た め に 、 国 家 ・個 人 か ら 、 口 頭 ま た は 書 類 で 行 な わ れ る 。 書 証 は 、 民 事

事 件 の 場 合 と 同 様 に 、 重 要 な 役 割 を 演 ず る(と く に 、 不 法 利 得 罪 の 場 合

に は 決 定 的 な 証 拠 と な る)。 奴 隷 の 証 言 は 拷 問 の う え で 調 取 さ れ る(た

だ し 、 奴 隷 は 、 主 人 の 不 利 益 に は 証 言 し な い し 、 他 人 の 奴 隷 の 証 言 を 求

め る さ い に は 、 そ の 主 人 の 同 意 が 必 要 で あ る)。

(k)[再 審 理]一 一一一一一 一 定 数 の 審 判 人 が 、 指 揮 者 の 諮 問 に 対 し て 「事

件 の 内 容 が 明 ら か で な い 」 と 答 え る か 、 あ る い は 票 決 を さ し ひ か え る か

の 行 動 を と っ た と き に は 、 指 揮 者 は 審 理 の 延 長 を 命 ず る 。 再 審 理 の 回 数
く　の

に は 制 限 が あ る 。 と く に 複 雑 な 構 造 に な っ て い る 不 法 利 得 罪 に つ い て

は 、 法 律 に よ っ て さ ら に 一 回 の 審 理 が 強 制 さ れ 、 二 回 の 審 理 が 一 体 と な

る 。 い ず れ の 場 合 に お い て も 、 最 初 か ら 両 当 事 者 の 弁 論 、 証 拠 調 べ が 、

繰 返 さ れ る だ け で な く 、 新 し い 弁 護 人 を 立 て 、 新 証 拠 を 提 出 す る こ と も

で き る 。

(1)[票 決]一 一一一 票 決 に つ い て 協 議 は な さ れ な い 。 票 決 は 書 式 で 秘 密
ロの

に 行 な わ れ る よ う に な っ た 。 当 該 査 問 所 の 管 轄 に 属 す る 行 為 だ け に つ

い て 判 断 が 下 さ れ る(訴 の 併 合 は 認 め ら れ な い)。 審 判 人 は 、A(=absolvo

[無 罪])とC(ニcondemno[有 罪])を 刻 ん だ 蝋 板 を も ち 、 い ず れ か 一

方 ま た は 双 方 の 表 示 を 抹 消 す る こ と に よ り 、 票 決 の 中 味 を 示 す(後 の 場

合 に は 無 票 決 と な る)。 多 数 決 に よ っ て 有 罪 ・ 無 罪 が 決 定 さ れ る が 、 票

が 同 数 の と き に は 無 罪 と な る 。 無 票 決 は 無 罪 票 に 算 入 さ れ る 。

(m)[宣 告]一 一一一一一 「行 な っ た も の と み な さ れ る こ と(fecissevideri)」

と 「行 な わ な か っ た も の と み な さ れ る こ と(nonfecissevideri)」 と い

う 確 定 で あ る 。 と き に は 罪 名 を く わ え て 宣 告 す る こ と が あ る 。

(n)[刑 罰]一 一一一一一 刑 罰 は 査 問 所 手 続 を 基 礎 づ け る 法 律 の 規 定 に よ っ

て 自 動 的 に 決 定 さ れ る の で 、審 判 人 は 裁 量 に よ っ て 刑 罰 を 任 意 に 定 め る

よ う な こ と は で き な い 。 刑 の 執 行 は 政 務 官 の 任 務 に 属 す る 。 上 流 階 層 の

者 が 頭 格 刑 を 法 定 刑 と す る 犯 罪 で 有 罪 と さ れ た と き は 、 ふ つ う 、 被 告 人

の 国 外 退 去 が 黙 認 さ れ る 。 し か し 、 下 層 の 者 の 場 合 に は 、 法 定 刑 が そ の

ま ま 執 行 さ れ る の が 通 例 で あ っ た か も し れ な い 。 実 際 に 死 刑 が 執 行 さ れ
ぐにの

る の は 、 特 殊 な 犯 罪 類 型 に 属 す る 尊 属 殺 人 の 場 合 と 、 下 層 市 民 の 犯 罪 の
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くにの

場 合 だ け で あ ろ う 。判 決 に 対 し て 上 訴 を 行 な う こ と は で き な い 。 不 法 利

得 罪 と 公 物 窃 盗 罪 で は 、 有 罪 の 場 合 に 、 同 じ 審 判 人 団 が 、 別 個 の 手 続 に

よ っ て 、 損 害 額 を 査 定 す る(訴 訟 物 評 価)。 被 告 人 は そ の 額 の 支 払 い に

つ い て 担 保 を 提 供 す る こ と を 求 め ら れ る が 、 そ れ が 不 可 能 な 場 合 に は 、

人 そ の も の に も お よ ぶ 責 任 を の が れ る た め に 、 国 外 へ 退 去 す る こ と に も

な る 。

(o)[濫 訴]一 一一… 被 告 人 が 無 罪 の 判 決 を う け る よ う な 事 態 が 生 じ た と

き 、 同 じ 審 判 人 団 に よ っ て 訴 追 者 の 濫 訴 行 動 が 問 題 と さ れ る こ と が あ
く　ア　

る 。 彼 が 有 責 の 時 に は 、 市 民 の 名 誉 が 減 少 す る 罰 が く わ え ら れ る 。

(1)攻 め る 側 の 政 治 勢 力 が た て て く る 訴 追 者 に 対 抗 す る た め に 、 守 る

側 の 政 治 勢 力 が 、 わ ざ わ ざ 被 告 人 の 身 内 の 者 を 訴 追 者 に し た て あ げ て 、

馴 れ あ い 訴 追 を も く ろ む こ と も あ る 。

(2)ア キ ー リ ウ ス 法 の 規 定([G]部 門 第 三 章 第 二 項(B)(b):p.113ff.)

に よ れ ば 、 当 該 年 度 に つ い て 選 任 さ れ た 四 五 〇 名(こ れ は 元 老 院 議 員 の

総 数 と ほ ぼ 同 じ で あ る)の 審 判 人 の な か か ら 、 被 告 人 ・訴 追 者 に 関 係 の

あ る 者 、 そ れ ぞ れ と 義 父 ・義 子 ・継 父 ・ 継 子 ・従 兄 弟 、 ま た は 、 こ の 血

族 関 係 よ り も 近 い 関 係 に あ る 者 、 そ れ ぞ れ と 同 一 の 講 ・団 体 に 所 属 す る

者 、 一 定 範 囲 の 官 職 に あ る 者 、 を の ぞ い て 、 担 当 法 務 官 が 、 ま ず 、-0

0名 を 選 び 、 そ こ か ら さ ら に 被 告 人 が 五 〇 名 を 選 ぶ こ と に な っ て い る 。

一 方
、 後 代 の ス ッ ラ の 裁 判 制 度 に お い て は 、 審 判 人 任 務 に つ く こ と が で

き る 者(四 〇 〇 人 程 度)が い く つ か の 群 に 分 け ら れ 、 そ れ ら が 輪 番 制 で

お の お の の 査 問 所 を 当 該 年 度 に つ い て 担 当 す る 、 と い う 仕 組 み に な っ て

い た 。 両 当 事 者 は 、 抽 籔 で 選 ば れ た 審 判 人 の な か か ら 、 数 名 を 忌 避 す る

こ と が で き る 。 こ の よ う に し て 構 成 さ れ た 審 判 人 団 は 、 ア ウ レ ー リ ウ ス

法 以 後 の 史 料 に よ れ ば 、 五 〇 ～ 七 〇 名 か ら な っ て い た よ う で あ る 。

(3)法 務 官 は ス ッ ラ に よ っ て 八 名 に 増 員 さ れ 、 市 民 係 法 務 官 と 外 人 係

法 務 官 は 民 事 裁 判 を 、 他 の 者 は 抽 籔 で そ れ ぞ れ 常 設 の 各 査 問 所 を 指 揮 す

る こ と に な っ た 。 こ の ほ か 、 予 備 的 な 審 査 を 法 務 官 が 行 な っ た の ち に 、

審 判 人 の な か か ら 法 務 官 職 に 近 い 地 位 に あ る 者 一 人 を 抽 籔 で 選 ん で 、 こ

の 者 に 以 後 の 指 揮 を 委 ね る 場 合 も あ っ た 。 査 問 所 指 揮 審 判 人 が こ れ で あ

る 。

(4)一 人 の 訴 追 者 は 、 弁 論 ・法 知 識 の 面 で 援 助 を う け る た め に 、 通 常

は 三 人 ま で の 補 助 訴 追 者 を つ け る 。 一 方 、 被 告 人 に 、 四 人 ・ 六 人 ・ 一 二

人 も の 多 く の 弁 護 人 が つ け ら れ た 例 が あ る 。

(5)「 ヘ レ ン ニ ウ ス 弁 論 書 」 の 第 四 巻 のXXXV,47に は 、 つ ぎ の よ う な

明 確 な 記 述 が あ る 。 「訴 追 者 の 職 務 は 犯 罪 を 提 示 す る こ と で あ り 、 弁 護
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人 の[そ れ は][犯 罪 を]否 認 し 、 そ し て し り ぞ け る こ と で あ り 、 証 人

の[そ れ は]、 彼 が 知 っ て い る か あ る い は 聞 い た[こ と を]述 べ る こ と

で あ り 、 査 問 官 の[そ れ は]、 彼 ら の 各 々 を そ の 職 務 に と ど ま ら せ る こ

と で あ る 。」 こ の よ う に 、 指 揮 政 務 官(通 常 は 法 務 官)が 、 ふ つ う の 裁 判

の 内 部 過 程 に 対 し て は 直 接 に 介 入 す る 地 位 を 制 度 上 も た な か っ た こ と

は た し か で あ る 。 そ れ で も 、 命 令 権 を 保 有 す る 法 務 官 は 、 他 の 政 務 官 か

ら の 差 止 権 の 行 使 が な い か ぎ り は 、 例 外 的 で あ る と し て も 、 実 際 に は 訴

訟 の 進 行 に 対 し て 、影 響 力 を さ ま ざ ま な 局 面 に お い て 行 使 す る こ と が で

き た 、 と 考 え て お か な け れ ば な ら な い 。 と く に 、 査 問 所 に は 、 政 治 的 に

重 要 な 、 上 層 部 の 人 々 の 事 件 が 係 属 す る の で 、 党 派 性 を 色 こ く も つ 法 務

官 が 登 場 し て き た と き 、そ の 指 導 力 は 事 実 上 無 視 で き な い 力 を 法 廷 の 現

場 で も っ て い た だ ろ う 。 こ の ほ か 、 彼 は 、 法 廷 の 秩 序 を 維 持 す る 任 務 を

も っ て い た し 、 ま た 、 手 続 自 体 に 疑 義 が 生 じ た と き に 、 審 判 人 団 と 協 議

し た り 、 法 学 者 に 諮 問 し た り す る こ と も 、 彼 の 職 務 に 属 し て い た は ず で

あ る 。 た だ 、法 務 官 に は あ る 制 約 が 存 在 し た 点 は 無 視 で き な い 。 っ ま り 、

法 務 官 は 、 一 年 制 の 政 務 官 で あ り 、 最 高 ポ ス ト で あ る 執 政 官 に い た る ま

で の 一 つ の 段 階 で し か な い の で 、 法 学 者 と は 異 な っ て 、 専 門 的 知 識 や 法

的 経 験 を あ ま り 備 え て い な い 、 と い う 点 で あ る 。

(6)「 専 門 家 」 と い う 表 現 に は 若 干 の 保 留 が 必 要 で あ る 。 共 和 政 時 代

の ロ ー マ で は 、い く つ も の 選 挙 を 経 て 執 政 官 に な る こ と が 最 高 の 名 誉 で

あ る と 考 え ら れ て い た 。 と こ ろ が 、中 流 以 下 の 家 に 生 ま れ た 者 の 一 部 は 、

通 常 は 、 順 調 な 出 世 コ ー ス に は の れ な い の で 、 と く に 弁 論 術 を 学 び 、 あ

ら ゆ る 方 法 で 民 衆 や 有 力 者 の 支 持 を 獲 得 す る こ と に つ と め た が 、訴 追 も

弁 護 も 、 同 様 に 名 声 を 高 め る の に 役 だ つ の で 、 政 治 的 ・社 会 的 キ ャ リ ア

を つ む た め に 、 好 ん で そ れ を ひ き う け る 者 が 現 わ れ た 。 勝 訴 の さ い の 利

得 は 、 た ん な る 名 声 だ け で は な い 。 法 律 の 規 定 に よ っ て 、 没 収 さ れ た 財

産 の 一 部 を 報 償 と し て う け と っ た り 、被 告 人 の も っ て い る 地 位 の 一 部 さ

え も 与 え ら れ た り す る こ と も あ っ た 、 と 言 わ れ て い る 。 弁 論 術 は 、 主 と

し て ギ リ シ ア 各 地 で 教 え ら れ て い た が 、 共 和 政 時 代 に は 、 野 心 の あ る 者

は 、 そ こ に 遊 学 し て 専 門 的 に 法 廷 技 術 を 学 ん だ の で あ る 。 し か し 、 彼 ら

は 、 職 業 と し て の 弁 論 家 に な る の で は な く 、 そ の 活 動 は 政 治 家 の 重 要 な

任 務 と 考 え ら れ る だ け で あ っ た 。 比 較 法 上 や や 特 異 と 考 え ら れ る 私 人 告

発 ・訴 追 の 原 則 は 、 こ の よ う な 状 況 に よ っ て 支 え ら れ て い た 、 と 言 う こ

と が で き る 。

(7)こ の 時 期 に 行 な わ れ た 弁 護 弁 論 の う ち で 私 た ち が 知 っ て い る の

は 、 ほ と ん ど 、 前 一 世 紀 に 生 ま れ た キ ケ ロ ー の も の で あ る が 、 そ の 手 本

と な る 教 科 書 が 、 当 時 す で に 存 在 し て い た 。 一 つ は 、 「ヘ レ ン ニ ウ ス 弁
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論 書 」[M]部 門 で あ り 、 他 は 、 こ れ と ほ と ん ど 同 じ 前 八 〇 年 代 の こ の キ

ケ ロ ー に よ っ て 書 か れ た 「構 想 論 」 で あ る 。 両 者 は 類 似 の 体 裁 を も っ て

い る 。 弁 論 の 重 要 性 は 、 な に よ り も 、 そ れ が 一 定 水 準 の 教 養 は 備 え て い

る が 素 人 で あ る 私 人 審 判 人 に 向 け ら れ て い る 、と い う 点 に あ る 。彼 ら は 、

社 会 の 上 層 部 を 形 成 す る 人 々 で あ る た め に 、政 治 的 利 害 に 極 度 に 敏 感 で

あ っ た 。 弁 護 を 行 な う 者 が 、 被 告 人 の 行 為 が 犯 罪 の 構 成 要 件 に 該 当 し な

い こ と を 立 証 し た り 、 他 方 、 そ れ に 反 証 を あ げ る こ と に 重 点 を お い た り

し た こ と は い う ま で も な い が 、 そ の ほ か に 、 彼 ら 審 判 人 の 利 害(い わ ば

ホ ン ネ)や 感 情 に 訴 え て(と き に は 、 政 治 的 利 害 を ス ト レ ー ト に う ち だ

し て)、 有 罪 ・無 罪 を 獲 得 す る こ と に も 全 力 を か た む け た 。 し た が っ て 、

弁 論 家 は 、論 理 の 中 心 と な る 構 想 一 理 論 枠 組 み を 堅 固 に 組 立 て る と と も

に 、 そ れ を た く み に 配 置 し 、 そ れ に 修 飾 を 加 え 、 記 憶 力 を 高 め 、 説 得 的

な 動 作 を 用 い る 、 と い う 特 別 な 諸 能 力 を 要 求 さ れ た の で あ る 。

(8)あ る 地 方 市 に か ん す る 法 律 に よ れ ば 、 主 訴 追 者 に は 四 時 間 、 補 助

訴 追 者 に は 二 時 間 、 そ し て 、 被 告 人 側 に は 、 訴 追 者 側 に 与 え ら れ る 時 間

の 倍 が 与 え ら れ て い る 。 ロ ー マ 本 市 の 手 続 に つ い て も こ の よ う な 規 制 の

存 在 を 推 測 す る こ と が で き よ う 。

(9)強 制 的 に 出 頭 を 命 ず る こ と の で き る 証 人 の 数 は 、法 定 さ れ て い る 。

ア キ ー リ ウ ス 法 で は 四 八 名 と な っ て い る 。 カ エ サ ル の 制 定 し た あ る 法 律

で は 、 一 二 〇 名 に も な る 。 こ れ に 対 し て 、 任 意 出 頭 の 証 人 に つ い て は 、

と く に 制 限 は 設 け ら れ て い な い 。

(10)証 人 訊 問 も 、 弁 論 と と も に 、 法 廷 弁 論 家 の 活 躍 の 場 と な っ て い

る 。 当 該 事 件 に か ん す る 具 体 的 な 質 問 と な ら ん で 、 両 当 事 者 は 弁 論 術 が

編 み あ げ た 「共 通 拠 点 」 と い う ポ イ ン ト を そ れ ぞ れ 自 在 に 活 用 し て 、 自

身 の 側 に 有 利 な 心 証 を 形 成 す る こ と に つ と め る 。 「証 人 に 好 意 的 な 論 法

は 、 私 た ち が 、 証 人 の 権 威 や 素 行 、 そ し て 証 言 の 一 貫 性 に つ い て 論 ず る

こ と に な る と き の も の で あ る 。 証 人 に 敵 対 的 な 論 法 は 、 素 行 の 卑 劣 さ と

証 言 の 不 一 貫 性 に つ い て 論 ず る こ と に な る と き 、 ま た 、 証 人 が 言 う こ と

は 、 生 ず る こ と が で き な か っ た か 、 あ る い は 、 行 な わ れ な か っ た 、 あ る

い は 、 彼 ら は そ れ を 知 る こ と が で き な か っ た か 、 あ る い は 、 彼 ら が 不 公

平 に 証 言 し 、 論 証 し て い る 、 と 論 ず る こ と に な る と き の も の で あ る 。」

(「ヘ レ ン ニ ウ ス 弁 論 書 」([M]部 門 の 第 二 巻 のVI,9ff.:p.26)の と こ ろ

で 語 ら れ て い る 「応 酬 」 は 、 型 ど お り の 弁 論 で は な く 、 短 い 質 疑 応 答 の

や り と り で あ る 。 こ こ で 、 語 り 手 に 、 頭 の 回 転 の 早 さ 、 即 興 性 、 機 知 、

沈 着 さ が 、 法 廷 に お け る 両 サ イ ド の 語 り 手 に と く に 要 求 さ れ る の は 、 現

代 の 英 米 の 陪 審 法 廷 の 場 合 と 同 様 で あ ろ う 。

(11)あ る 不 法 利 得 事 件 で は 八 日 間 に も な っ て い る 。
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(12)性 格 証 言 に 証 拠 と 同 一 の 価 値 が 認 め ら れ る よ う に な っ て い る こ

と が 、 ロ ー マ の 刑 事 訴 訟 の 一 つ の 特 質 と 言 え よ う 。 と く に 、 政 治 的 な 色

彩 を も つ 査 問 所 の 裁 判 で は 、 被 告 の 廉 直 さ を 証 明 す る 証 人 が 、 多 く 登 場

し た 。 逆 に 、 ま っ た く そ れ を 提 出 し て こ な い 者 は 自 信 を も っ て い る 者 、

と い う こ と に も な る 。

(13)数 回 の 期 日 延 長 も 可 能 で あ り 、 あ る 不 法 利 得 罪 訴 訟 で 七 回 も 延

長 さ れ た 例 も あ っ た が 、 す で に 、 ア キ ー リ ウ ス 法 は 、 三 回 目 の 延 長 の さ

い に 審 判 人 に 罰 金 を 科 す る こ と に す る か た ち で 、 延 長 に 制 約 を か け て い

る 。

(14)判 断 の 表 明 は 、 最 初 は 質 問 者 の 面 前 で 、 口 頭 で 行 な わ れ て い た 。

前 二 世 紀 ご ろ か ら 、 一 般 的 に 投 票 に お い て 秘 密 主 義 が 採 用 さ れ る よ う に

な る(政 務 官 選 挙 に つ い て は 、 前 一 三 九 年 の ガ ビ ー ニ ウ ス 法 、 法 案 へ の

賛 否 に つ い て は 、 前 一 三 一 年 の パ ピ ー リ ウ ス 法 に よ る)。 裁 判 で は 、 前

一 三 七 年 の カ ッ シ ウ ス 法 が
、 大 逆 罪 以 外 の 場 合 に つ い て 民 会 で そ れ を 採

用 し た の ち に 、 前 一 〇 七 年 の カ エ リ ウ ス 法 は 、 大 逆 罪 に つ い て も そ れ を

認 め た 。 そ の 後 、 ス ッ ラ は 、 秘 密 投 票 と 口 頭 で の 公 開 の 意 見 表 明 と の 選

択 を 被 告 人 に 許 し た が 、 ま も な く こ れ は 廃 止 さ れ た(前 七 〇 年 の ア ウ レ

ー リ ウ ス 法 の 措 置) 。

(15)尊 属 殺 人 に 対 す る 制 裁 に つ い て は 、[N]部 門(二)(IV)のXXII,61

-63:p ,35f.、 お よ び 、XXIV,69;XXV,70ff.:p.38f.を 参 照 。 な お 、

弁 論 家 ・キ ケ ロ ー の 残 し て く れ た か な り の 数 の 弁 護 弁 論 か ら は 、 当 時 の

査 問 所 手 続 の リ ア ル な 姿 を 読 み と る こ と が で き る 。

(16)民 事 裁 判 の 場 合 と 同 様 に 、 こ れ は 確 定 的 な 原 則 で あ る 。

(17)訴 追 原 因 が な い こ と を 知 り な が ら 訴 追 す る 、 と い う こ の 濫 訴 の

ほ か に 、訴 追 者 と 被 告 の 馴 れ 合 い 、不 純 な 動 機 に よ る 訴 追 の 放 棄 な ど も 、

制 裁 の 対 象 と な っ た 。
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第 三 章 刑 事 手 続 比 較 論

つ ぎ に 、 査 問 所 手 続 を 中 心 と し な が ら 、

の を 表 に よ っ て 概 観 し て み よ う 。

ほ か の 制 度 の 要 綱 の よ う な も

(A)民 会 訴 訟 手 続

judiciumpopuli

前5～4世 紀 一 前1世 紀

基 準 時 期:前449年

(共 和 政 前 期)

(B)査 問所 手続

quaestio

前2世 紀一後1世 紀

基準 時期:前1世 紀

(共和政 末期)

(C)特 別 審 理 手 続

cognitioextraordinem

後1世 紀 一6世 紀

基 準 時 期:3世 紀 以 後

(帝 政確 立 期)

(

H

)

構

成

源

提訴 にか んす る法律。 し

た がって民会 の決 定に よ

る。

各個 に制 定 され る査 問所

設置 法。 したが って民会

の決 定に よる。

皇 帝の権力。制度 的な(タ

テマエ論 的な)裏 付 け(こ

れ は共和 政的 な発 想法 に

よ る問 題 意 識 に す ぎ な

い)な どは必要 ではな く、

この よ うな裁 判 ス タイル

は、帝政 下で は、 自明の

もの と考 え られ てい る。

「皇帝は法 の上にたつ 」と

い う思想 のあ らわれ の一

つ で ある。

(

印
)

人

的

対

象

ロー マ市民(市 境界線 か

ら1マ イル 以内 にい るロ

ーマ男 子市民)。

ロー マ市 民。 実際 には、

ロー マ市在住 の市 民に適

用 が限定 され る。 そのな

かで も、事 実上 、有産市

民 または 上流 市民 の行為

が 問題 とな る だ け で あ

る。

と く に 限 定 され な い 。

212年 にロー マ市民権 が

原 則 と して全帝 国住民 に

拡 大 され たの で、対象 は

均 一化 した。奴隷 の犯罪

さえ もこれで制裁 され る

こ とが ある。人 的管轄 と

な らん で土地管轄 も重要

にな った。
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高級 政務官(と くに執 政 各個の査問所設置法によ とくに限定 され ない。従

官)が 自身 の保 有す る強 って定 め られ た特 定の犯 来からの実体刑法規定を

大な懲戒権を行使するか 罪類 型。拡 大 ・類推 解釈 中核 と して、それ に変容

A た ちで、市 民に頭格刑 ま の手 法 を用 いて も包 摂 さ が くわ え られ、一 群 の犯

目 た は3,020ア ー ス 以 上 の れ ない よ うな新 しい行為 罪 類型 が形成 され た。他
口

物
高額 の罰金 を科そ うとす を刑 事制裁 の対象 に しよ 方 、 まった く新 しい犯罪

るタイプ の事 案。殺 人に う とす る とき は 、新 しい 類 型 も創 出 され た。皇帝
的

か んす る査 問官、 大逆に 法 律 の 制 定 が 必 要 と な は、 自身 の発布す る勅法

対
か んす る二人 官な どの管 る。 罪(刑)法 定 主義の に よ っ て 、 必 要 に お う じ

象 轄 に属 す る事案。 萌芽 を認 める ことはで き て加罰行為の範囲を任意

る 。 に 増 減 す る こ とが で き

る。 これ まで萌 芽的 に見

えてい た罪(刑)法 定主

義 の発想 はす て られ る。

高級 政務官(と くに執 政 私人 訴追者。 私人訴 追の 皇帝が裁判に直接関与す

官)、殺人 にかんす る査問 原則 が貫 かれ てい る。実 る ことは しだい にな くな

官お よび大逆 にか んす る 際 には、特 定の市 民層が り、皇帝 の一元 的支配 に
A

宅
二人 官な ど。 訴 追 を 行 な うこ とに な 服する下位の官僚組織が

口
る。 弾劾主義 の特徴。 司法 にも利 用 され た(上

追 下構造の委任関係が基礎

行 とな る)。多数 の専門官的

主 な下級官吏が司法官僚を

体 補佐 す る。 私人 の告発 を

またず に公権力 の担い手

が自発的に訴訟を追行す

る こ と も 、 可 能 で あ る 。

民会(兵 員会)。 私人 審判 団。 私人 とはい 皇 帝の官 吏。官 吏が事実

A って も、 上流 階層 に属す 審 理 を行 なっ て判 決 を下

<
る一 定の人 々(元 老院階 す(職 権審 理 の構造)。 司

口

判
層 ・騎 士 階層)で あ る。 法 は、文 官化 した県長官

した が っ て 、 ほ と ん どの な どの高 級官僚 の もっ と
決

場合 、被告 人 と同 じ階層 も重要な職務 に属す る。

主
の者 が判 断を下す ことに

体 なる。有罪 事実 の有無 に

かんす る確 定が任務 の 中

核 とな る。
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訴追 政務官 ・被告人 ・民 私人 訴追者 ・被告 人 ・指 裁 判担 当官吏 ・被 告人 の

A 会 の三者 が関与す る。 国 揮政 務官 ・私 人審判 人団 二者 が 関与す る。 皇帝=

≦ 家権 力の担 い手が 市民 と の四者が 関与す る。 前二 国家が、 その支配 下 にお
口

協働 しな が ら裁判 をお こ 者の対抗関係が訴訟の中 い て い る 国 民 を 裁 判 す
手

な う、とい う構 造 を も つ 。 軸 を形成す る。市 民が市 る、 とい う上下構 造 をも

続
民 を裁 く、 とい う水 平構 っ(皇 帝 の もっ権 力地位

構 造 が な りた っ 。後 二者 は 、 が裁判の分野に表現され

造 公平な第三者の他位にた た もの)。 糺 問 主義 の構

つ。 弾劾 主義 ・当事 者主 造 。

義 の構 造。

懲戒 の場合 は、それ を行 各個の査問所設置法にお 量刑 は 自由で ある。そ の

なお うとす る高級政務 官 いて定 め られ た刑罰(法 反 面、恣 意的 にな らない

が 提 案 す る刑 罰 。 殺 人 定刑)。(罪)刑 法 定主義 よ うに、 勅法 によって規

罪 ・大逆罪 の刑 罰 は、通 の萌 芽。有罪 事実 の確 定 制 がか な り強 く行 な われ

常は法定の頭格刑であ によって 自動 的 に決 定 さ た。厳密 な法定刑 の シス

る 。 れ る。 ここか ら生 じる不 テムは消滅す る。刑 罰 は、

A 都合 を是正 す るために、 全 体的 に見れ ば、専主政

≦ 実 際には科刑 を行 な う政 の傾 向を反映 して、厳 し
口

務官が刑を緩和する措置 くな る。刑 種 は増 加 した
刑

を とる こ とが あ る。 (被告人 の 身 分 に応 じて

罰
区別 され る)。犯行 の諸状

況 を掛酌 してそれ を量刑

に反映 させ るこ とがそれ

な りに可 能 になって、法

定刑 の しば りが と け る

(刑罰 を法 定 す る とい う

共 和政的 なルール は放棄

され る)。
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第一 審が最 終審で ある。 第一 審が最 終審 であ る。 上 訴審 があ る。公 法上 の

従 来 、 これ は 、 学 理 上 、 命令 権 をもっ政務 官 も、 委任 関係 を基礎 として 、

政務 官 によって下 され た 民会 も、私 人審判 団が下 皇 帝 までの上訴 が理論的

A
不利益処分に対する上訴 した判決 を覆 す こ とはで には可能 であ るが、実際

≦ 審 と理解 され てい た こと きない。 終審 性 に攻 撃が には、そ れ以前 の段階 で
口

もある(本 編 で は、その 加 え られ る ことはあった 上訴が切 断 され る ことが
審

よ うな うけ とめか たは し が、 これ は政 治的意 図 に 多い。組 織的 に確 立 され

級
て い な い)。 よる もの であ る(そ の試 た上訴 の制度 は、官僚制

み は不成功 に終 った)。 の運用 を監視す る ととも

に、皇帝 が民情 を探 る う

えで、重 要な手段 となっ

ていた

A 手続 の運用 の しか たは政 手続は各個の査問所設置 皇帝から裁判担当官吏に

屋 治的 な力 関係 に よって左 法 に よって具体的 に定 め 対 して くわ え られ る法手

手 右 され るので、結果 的に、 られ てい るので 、指 揮政 続 規制 が厳 し くな り、そ

続 民会訴訟を指揮する政務 務官の裁量には限度があ の 自由裁 量が制 限 され 、
に

お 官 にはか な り行動 の 自由 る。 その反 面、訴 追者お 結果的に訴訟の運用が画

け

る

自

が あ る(前300年 まで

は、 この手続 を用 いない

よび 被告人(弁 護 人)の

方 には、 自由な訴 追追行

一 化 され た
。

由 で独 断で制裁 をくわえた が許 されてい る。
裁
量 政務 官 にも、罰は設 け ら

の れ て い な か っ た)。
範
囲

A

ま っ た くな い 。 ほ とん ど な い。 法 学の素養 をもつ者 は、
X
口 官僚機構の内部に組み込

法 まれて、 民事 ・刑 事 の区

学

と

刑

別 な く、 自ら高位 の裁判

官 となる とともに、裁判

事 におい て格下 の司法官 を

裁 補 佐 した 。そ の か ぎ りで 、

判
法学と刑事裁判は接点を

の

関
も つ 。

係
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手 続 は か な り煩 雑 で あ 私人 訴追制 に ともな う欠 いちお う完成 され た刑事

る。 民 会 は 、 政 務 官 の 、 陥。 審判人 団が政治 的な 手続で ある。法 的安定性

刑罰 な どの不利 益 を科 そ 圧力 に屈 しや す い。 手続 は、司法 による手 続規制 、

う とす る 提 案 を認 め る はかな り煩雑 で 、事 件処 上 訴の制 度、専 門的知識

か 、拒否す るか、 の選 択 理能 力は 大き くない。 と を もつ者(法 学者 、 司法

しか行な うこ とが できな くに 、訴 の併 合 が で きな 官 僚 な ど)の 助言 な どに

A

い(こ れ は特 別の こ とで い点 は、 大きな欠 陥で あ よ っ て 支 え られ て い る。

XI は な くて 、 民 会 は 、制 度 る。 ロー マの領土 的拡大 しか し、 皇帝 自身 が恣意
口

上 、つね に受 動的 な立場 によって種 々の不便 が生 的決定や 指図 を行 な うと
欠

にお か れ る)。 そ の 後 、領 じた。 きに は、 これ に対 す る防

陥
土 が拡大す るにつれ て、 衛 手段 はまっ た く存在 し

民会 は全市 民の集会 とし ない。そ の結果 、それ な

て の意味 を失 ない 、む し りの レヴェル にまで磨 き

ろ扇 動の場 として利用 さ あげ られ てい た従 来 の適

れ る よ うに な り、 ま た 、 正 手続 は、大 き く傷つ け

複雑化 した刑 事事件 は一 られ る。

般市 民の理解 を超 えた も

の とな る。

職権(命 令権)に よって 当事者主義が顕著であ 職 権主義(糺 問主義)が
A

皿 政務 官が訴追 ・審 問 ・科 り、国家権 力は指揮 ・監 完 全 に貫 かれ て、手続 は
口

刑提 案 を行 な うが 、それ 督 の役割 をはたす だけで 国家権力の支配下に収め
手

続
につ いて最 終判断 を下す ある。私人訴 追者 と被告 られ る。 国家権力(皇 帝

内 の は 、 民 会 で あ る。 この 人 ・弁護人 との対等 の対 権 力)の 完全 な制覇。

部 手続は国家権力の担い手 抗関係が査問所手続の中
に の恣 意 に制約 をくわえ る 軸 を形成す る。法務 官 は
お

け
意 味を もつ ので あるが、 彼 らにか な り自由な訴訟

る 民会の受動的地位やその 追行 を許 した。

国 機構 上の欠 陥のた めに、

家
事実 上は、訴 追政務 官の

権

カ
指導力が民会の意見に圧

の 倒的 に優 越 してい る。

地

位
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この手続 によって処理 さ 適用 範囲 はかな り拡 大 さ ほぼ全面的に国家が制裁
A

皿 れ る事件 は、 きわ めて政 れ たが、 なお、多種 の制 権 を掌握 した ので、 この

口
治的 な ものか、宗教 的な 裁形 態が競合 してい る。 手 続 は刑 事制裁 の唯一 の

制 ものか にかぎ られ 、ほか この手続は政治的性格を 手 続 となる。刑事 裁判 が

裁

全
の多 くの制裁 形態 が競 合 強 く もつ 。 伝 統的 に もっ ていた強度

体 してい るので、適用例 は の政治的性 格 は薄 れ、刑

に 限定 され る。 も っ と も、 事裁 判 も統治一般 の なか

お 民会訴訟 手続 が、国制 上、 に包含 され て しま う。

け

る

手

ある程度 しっか りと設 定

され てい るた めに、高級

続 政務官が処断を下すさ

の い 、彼 らが 自発的 に慎 重

地
な姿 勢 を とる ことが多 く

位
な っ た 、 と見 られ る。

A

都市国家における共和政 領域国家における共和政 帝 政の理 念。支配 者で あ
∬
口 の理 念。政務 官の命令 権 の理 念=上 流 階層 に よる る皇帝 が従属者 であ る国

理 行使 か ら市 民の 自由を擁 共和政 支配 の理 念。 民を支配 す る、 とい う理

念 護す る、 とい う観念 的な 念 の一つ の側面 にす ぎな

的

背
意 味を もってい た。 い 。

旦
尽

最 後 に 、 こ の よ う な 三 つ の 刑 事 裁 判 の 型 が 生 じ て き た 歴 史 的 要 因 に つ

い て 、 か ん た ん に 指 摘 し て お こ う 。

(a)民 会 訴 訟 は 、 貴 族 で あ る 政 務 官 が 保 有 す る 強 力 な 命 令 権 の 濫 用 に

対 し て 、 主 と し て 平 民 に 属 す る 個 々 の 市 民 が 自 身 を 防 衛 す る た め の 具 体

的 な 手 殺 と し て 日 常 的 に 発 生 し 、 そ し て 、 一 二 表 法 の 制 定 と と も に は じ

ま っ た 両 身 分 融 合 の 過 程 に お い て 、市 民 の 全 体 集 会 へ の 救 済 ア ッ ピ ー ル

が 制 度 化 さ れ る か た ち で 発 展 し て き た も の で あ る 。 民 会 は 、 そ れ 自 体 と

し て は 主 導 権 を も た ず 、 そ れ を 招 集 ・指 揮 す る 政 務 官 の 強 力 な 指 導 の も

と に お か れ 、 そ の 意 思 決 定 の 仕 組 み も 決 し て 民 主 的 な も の と は い え な か

っ た が 、 し か し 、 重 大 な 刑 罰 に つ い て の 市 民 の 全 体 集 会 が な ん ら か の か

た ち で 関 与 す る チ ャ ン ス が あ る 、 と い う の は 、 タ テ マ エ 論 を 重 視 す る ロ

ー マ 人 の も の の 考 え か た か ら す る と 、 十 分 に 精 神 的 な 価 値 を も っ て い

た 。 キ ケ ロ ー に よ っ て 「市 民 身 分 の 保 護 者 で 、 自 由 の 擁 護 者(patrona

civitatisacvindexlibertatis)」(Cic.DeOrat.2,199)、 そ し て 、 リ
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一 ウ イ ウ ス に よ っ て 「自 由 を 守 る 砦(arxtuendaelibertatis)」(Liv .3,

45,8)と い う よ う に 、 民 会 へ の ア ッ ピ ー ル 、 と い う 性 格 を も つ こ の 提

訴(provocatio)が 呼 ば れ た の は 、 タ テ マ エ だ お れ の 誇 張 ば か り と は 言

え な い 。

(b)査 問 所 手 続 の 進 展 は 、 な に よ り も ま ず 、 元 老 院 が 巨 大 化 し た ロ ー

マ の 国 政 の 中 枢 と な る よ う 要 請 さ れ て き た こ と と 関 連 が あ る 。 各 政 務 官

は 、 つ ね に 、 そ の 官 職 上 の 先 輩 た ち が 指 導 す る 元 老 院 に 実 際 上 従 属 さ せ

ら れ 、 他 方 で 、 民 会 も 、 ロ ー マ の 領 土 的 拡 大 に よ っ て 市 民 全 体 の 集 会 と

し て の 意 義 を 失 な う よ う に な っ て 、 長 老 ・元 老 の 集 ま り で あ っ た 元 老 院

の 地 位 が 相 対 的 に た か ま っ て き た の で あ る 。 民 会 を 舞 台 と す る 刑 事 裁 判

は 、 そ れ 自 体 あ ま り 効 率 が よ く な い ば か り で な く 、 む し ろ 、 平 民 と 元 老

院 と の 政 争 に 利 用 さ れ る 危 険 が あ っ た た め に 、 最 初 は 、 例 外 的 に 重 大 な

刑 事 事 件 の 審 理 を 、 民 会 ま か せ に せ ず に 、 元 老 院 の 勢 力 の お よ ぶ 範 囲 で

と り 行 な う こ と か ら は じ ま り 、 そ の 後 、 こ の 審 理 は 、 し だ い に 、 裁 判 担

当 の 政 務 官 の 手 に 委 ね ら れ て い っ た 。 そ の さ い 、 元 老 院 階 層 の 者 が そ の

法 廷 の 審 判 人 名 簿 を 独 占 し て い た の で 、 実 質 的 に は 、 査 問 所 手 続 の 支 配

権 は 元 老 院 の 手 中 に 握 ら れ て い る こ と に な る 。 そ の 後 、 騎 士 階 層 も 審 判

人 名 簿 に 組 入 れ ら れ る よ う に な る が 、 彼 ら も 、 ゆ る や か な 意 味 に お い て

は 、 上 流 階 層 に 属 す る の で 、 「上 流 階 層 に よ る 上 流 階 層 の た め の 裁 判 所 」

と い う 基 本 的 な 特 質 が 失 な わ れ る こ と は な か っ た 。

(c)特 別 審 理 手 続 の 発 展 は 、 元 首 政 の 開 幕 と と も に 顕 著 に な っ て き た

元 首(後 代 に お い て は 皇 帝)の 個 人 支 配 の 伸 張 に 完 全 に 対 応 し て い る 。

し か も 、 刑 事 裁 判 は 、 有 罪 と す る さ い に も 、 無 罪 放 免 す る さ い に も 、 元

首 の 強 大 さ を 世 間 に 誇 示 す る た め の 重 要 な 手 段 の 一 つ と な っ て い た 、 と

規 定 す る こ と が で き よ う 。 以 上 の こ と は 、 積 極 的 な 側 面 で あ る が 、 反 対

に 、 査 問 所 手 続 と い う も の が 時 代 の 要 請 に 対 応 力 を 失 な っ て し ま っ た 、

と い う 要 因 も 忘 れ て は な ら な い だ ろ う 。 そ れ が 体 質 的 に も っ て い た 弱 点

は 、 表 の(B)(XI)で 指 摘 し た と お り で あ る が 、 そ れ 以 外 に も 要 因 は あ

る 。 ま ず 共 和 政 末 期 の 動 乱 の 世 紀 で は 、 実 質 的 に 見 た 場 合 、 共 和 政 を 支

え て き た 種 々 の 原 理 は 完 全 に 崩 さ れ 、軍 事 独 裁 が 共 和 政 の 仮 面 を か ぶ っ

た 状 態 が つ づ い た の で あ る が 、 こ の よ う な 状 況 の も と で 、 査 問 所 手 続 が

公 平 ・公 正 に 運 用 さ れ る と は 考 え ら れ な い 。 そ れ を 指 揮 す る 任 務 を お び

た 法 務 官 も 、 武 官 の 資 格 で 軍 の 指 揮 に 関 係 し て い た た め に 、 ロ ー マ に は

い な か っ た は ず で あ る か ら 、 不 便 が 生 じ た だ ろ う 。 ま た 、 一 種 の 厳 戒 令

下 に お い て 査 問 所 手 続 以 外 の 方 法 で 制 裁 が 行 わ れ る 事 例 も 多 か っ た に

ち が い な い 。 こ の 時 期 に 、 正 規 の 刑 事 裁 判 手 続 は 、 迅 速 で 、 簡 便 な 各 種

の 例 外 的 制 裁 手 続 の た め に 、 主 流 と し て の 地 位 を 奪 わ れ た と 見 る こ と が
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で き る で あ ろ う 。 そ の の ち 、 ア ウ グ ス ト ゥ ス が 査 問 所 制 度 を 整 備 し た の

で 、形 の う え で は そ れ が 従 前 の 地 位 を 回 復 し た よ う な 外 見 は 認 め ら れ る

が 、 こ れ は 、 彼 の 復 古 政 策 の 一 環 と し て 評 価 す る べ き で あ っ て 、 現 実 に

は そ の 欠 陥 は 依 然 と し て 匡 正 さ れ な か っ た 。 そ し て 、 元 首 政 の 進 展 と と

も に 、ず っ と 効 率 の よ い 元 首 直 属 の 専 門 的 官 吏 に よ る 刑 事 裁 判 が 地 盤 を

固 め て い く に つ れ て 、 査 問 所 は し だ い に 影 の う す い 存 在 と な っ て い く 。

さ き の 表 を 作 成 す る に あ た っ て 用 い た 方 法 に つ い て 指 摘 し て お き た

い 。 第 一 に 、 こ れ は 、 第 一 節 に 掲 げ た 模 式 図 が 、 あ る 程 度 発 展 的 ・動 態

的 に 描 か れ た の に 対 し て 、静 態 に お い て 流 動 す る 対 象 を と ら え た も の で

あ る 。 し た が っ て 、 上 記 の 三 つ の 型 は 、 発 展 段 階 を 示 す も の で は な い 。

第 二 に 、 発 展 と い う 時 間 的 な 差 異 を 示 す も の で は な い の と 同 時 に 、 こ こ

で は 、 そ れ は 地 域 的 差 異 を ま っ た く 考 慮 の 外 に お い て い る 。 こ の 三 つ の

型 は 、首 都 ロ ー マ で の 刑 事 裁 判 手 続 上 の も の に い ち お う 限 定 し て お き た

い 。 第 三 に 、 こ れ ら の 三 つ は 「型 」 と し て と ら え た も の で あ る 。 す な わ

ち 、@こ れ ら は 、 比 較 的 明 瞭 な 特 質 を も っ て 発 現 し て き た 刑 事 裁 判 手 続

の 、 指 標 を 用 い た 分 析 で あ る 。 し た が っ て 、 こ こ に は 省 略 さ れ た も の が

あ る 。 た と え ば 、 王 お よ び そ の 後 継 者 に あ た る 高 級 政 務 官 の 恣 意 的 ・専

権 的 ・専 決 的 な 刑 事 制 裁 は 、 裁 判 手 続 の 性 格 を ま だ 備 え て い な い と 考 え

ら れ る た め に 、 そ れ ぞ れ 除 外 さ れ 、 そ し て 、 元 老 院 審 理 手 続 は 、 中 間 的

な 形 態 を 多 く 含 ん で い る の で 、 除 外 さ れ て い る 。 ⑤ ロ ー マ に 特 徴 的 な 、

古 い 制 度 と 新 し い 制 度 の 併 存 が 、 刑 事 裁 判 の 分 野 で も 見 ら れ 、 三 つ の 主

要 な 「型 」 相 互 間 、 お よ び そ れ と 中 間 的 な 形 態 と の 競 合 関 係 が 認 め ら れ

る の で あ る が 、 こ れ は 、 他 の 個 所 で の 叙 述 で 補 う こ と に し て 、 こ の 表 で

は 無 視 さ れ て い る 。 ◎ 対 比 の 方 法 と し て 、 ま ず 査 問 手 続 に つ い て 指 標 を

設 定 し 、 そ れ を 用 い て 型 を 分 析 し た が 、 こ れ は 、 査 問 所 手 続 の 、 す ぐ れ

て ロ ー マ 的 な 特 質 を 浮 き 彫 り に す る た め で あ る 。 一 般 に 、 「ロ ー マ 」 と

い う 国 家 の 特 質 を ど の 点 に 認 め る か と な る と 、 二 つ の 見 方 が 可 能 で あ ろ

う 。 一 つ は 、 共 和 政 ・都 市 国 家 ロ ー マ に そ れ を 求 め 、 他 は 、 帝 政 ・世 界

帝 国 ロ ー マ に そ れ を 求 め る や り か た で あ る 。 筆 者 は 前 者 の 側 に た ち た

い 。 そ の 理 由 は 以 下 の と お り で あ る 。 第 一 に 、 歴 史 上 、 西 洋 ・東 洋 を 問

わ ず 、 専 制 的 な 大 帝 国 が こ の 世 界 に 多 数 存 在 し た の に 対 し 、 市 民 共 同

体 ・市 民 社 会 を 形 成 し た の は 、現 代 か ら 見 て 比 較 的 近 い 時 期 を の ぞ け ば 、

古 代 ギ リ シ ア と ロ ー マ だ け で あ り 、 こ の よ う な 見 地 か ら ロ ー マ を 観 察 す

れ ば 、 ギ リ シ ア(ア テ ー ナ イ)民 主 政 と ロ ー マ の こ の 共 和 政 と が 、 な ぜ

古 代 地 中 海 沿 岸 に 、 ほ ぼ 時 期 を 接 し て 誕 生 し た の か 、 と い う 問 題 を 統 一

的 に 考 え て い く の に 便 利 で あ る こ と 、 第 二 に 、 ロ ー マ 帝 国 の 理 念 は 、 近

世 に ま で 強 く う け つ が れ て い る た め に 、 こ の 面 に お け る 古 代 ロ ー マ の 特
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質 を き わ だ っ た も の と 把 握 す る の が や や 困 難 で あ る こ と 、 第 三 に 、 絶 対

的 専 制 か ら 民 主 主 義 へ の 政 治 の 流 れ が 今 後 も 存 在 す る と 仮 定 す れ ば 、 ギ

リ シ ア ・ ロ ー マ 的 な 政 治 理 念 は 、 た ん な る 過 去 の 遺 物 で は な く 、 今 日 的

な 意 義 を も つ こ と が で き る こ と(と く に 、 わ が 日 本 で は 、 こ の よ う な 理

念 の 洗 礼 を う け る こ と が 、現 在 に お い て な お 必 要 で あ る と 考 え ら れ る こ

と)、 第 四 に 、 以 上 の 一 般 的 判 断 を は な れ て 言 え ば 、 査 問 所 手 続 の も つ

近 代 的 と も 言 え る 側 面 は 評 価 さ れ な け れ ば な ら な い と 考 え ら れ る こ と

(す な わ ち 、 こ れ が 、 国 家 権 力 に よ る 制 裁 を 統 制 す る 技 術 と し て そ れ な

り に 完 成 さ れ た 点 が 注 目 に 値 す る か ら で あ る)。 も ち ろ ん 、 査 問 所 手 続

の い わ ば モ ダ ン な た た ず ま い は 、 タ テ マ エ と し て そ う で あ る だ け で 、 こ

れ に は 、 実 際 の 適 用 面 で 種 々 制 約 や 限 度 が あ り 、 そ れ を 額 面 ど お り に う

け と る わ け に は い か な い の で あ る が 、 た と え 形 態 面 だ け に お い て も 、 そ

の よ う な 要 素 が 認 め ら れ る こ と は 、 歴 史 的 に は も ち ろ ん の こ と 、 今 日 的

に も 意 義 の あ る こ と と 考 え な け れ ば な ら な い 。 ⑥ こ の 「型 」 は 、 一 定 の

時 期 に 、 一 定 の 場 所 で 現 実 に 存 在 し た と 考 え ら れ る 明 確 な 形 で シ ン プ ル

に 表 示 し た も の で あ る 。 し た が っ て 、 「理 念 」 な い し は 「理 念 型 」 と は

ま っ た く 異 な る 。

第 四 章 犯 罪 類 型 論

(1)一 般 に 、 ロ ー マ 法 と く に 初 期 の そ れ に お い て は 、 刑 法 の

占 め る ウ エ イ ト は 、 中 世 以 降 の 時 代 の 場 合 よ り も ず っ と 小 さ く 、 ま た 、

民 事 的 な 制 度(民 事 実 体 法 、 民 事 訴 訟 法)と 刑 事 的 な 制 度(刑 事 実 体 法 、

刑 事 訴 訟 法)と は そ れ ほ ど 明 瞭 に は 区 別 さ れ て お ら ず 、 境 界 領 域 に お い

て は 相 互 浸 蝕 が し ば し ば 見 出 さ れ る 。 た と え ば 、 窃 盗 、 強 盗 、 詐 欺 、 身

体 傷 害 、 名 誉 殿 損 な ど に つ い て は 、 当 初 は 、 刑 事 的 な 色 彩 も あ わ せ も っ

て い る 民 事 訴 訟 を 通 じ て 、 実 質 的 に 制 裁 が な さ れ て い た 。 な お 、 ロ ー マ

刑 法 の 始 源 の 姿 に つ い て は 、 学 説 の 対 立 が か な り 激 し く 、 そ の 全 体 像 が

修 正 さ れ る 余 地 は 、 今 も な お 残 さ れ て い る 。

(2)(a)比 較 的 よ く 整 備 さ れ た 常 設 の 刑 事 法 廷 と し て の 査 問 所 に お い

て 処 罰 の 対 象 と さ れ て い た 行 為 は 、 不 法 利 得(属 州 に お け る そ の 長 官 の

不 法 な 搾 取 行 為)、 毒 殺 お よ び 刺 殺(未 遂 も 含 む)、 反 逆(反 国 家 的 行 為

一 般)
、 偽 罪(遺 言 書 お よ び 貨 幣 の 偽 造 ・変 造 な ど)、 選 挙 に か ん す る 不

正 行 為(政 務 官 選 挙 の た め の 秘 密 結 社 結 成 、 投 票 買 収 、 暴 力 に よ る 投 票

脅 迫)、 聖 物 窃 盗 、 公 物 略 取(国 庫 に 属 す る も の の 横 領 ・ 窃 盗)、 姦 通 、

暴 力 行 為 な ど で あ る 。 い ず れ に つ い て も 、 各 常 設 査 問 所 を 設 置 す る た め

の 単 行 法 の う ち の 実 体 法 的 な 部 分 に 構 成 要 件 が 比 較 的 あ い ま い な か た

ち で 規 定 さ れ て い る だ け で あ っ て 、実 体 法 の 集 成 で あ る 刑 法 典 の よ う な
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も の は 存 在 し な か っ た 。

(b)時 代 は さ か の ぼ る が 、 王 政 か ら 共 和 政 初 期 に か け て の ご く 古 い 時

代 に お い て は 、 大 逆 、 故 意 に よ る 殺 人 、 タ ブ ー を 犯 し 宗 教 に 反 す る よ う

な 行 動(一 二 表 法 に は 、 呪 証 、 放 火 、 偽 証 、 審 判 人 買 収 、 牧 草 盗 な ど が 、

そ の 例 と し て 示 さ れ て い る)な ど の 特 殊 な 行 為 類 型 に つ い て 、 多 く の 場

合 死 刑 を 罰 と し て 設 定 す る 一 定 の 手 続 が 形 成 さ れ て い た よ う で あ る 。 伝

承 に よ れ ば 、 共 和 政 時 代 に 先 行 す る 王 政 時 代 に ヌ マ ・ポ ン ピ リ ウ ス と い

う 二 代 目 の 王 は 、 故 意 に(知 り な が ら)自 由 人 を 殺 害 し た 者 と 、 不 注 意

に 殺 害 し た 場 合 を 区 別 す る か た ち で 、 罪 を 問 う 内 容 の 法 律 を 制 定 し た 、

と い う こ と で あ る 。 前 者 の 刑 罰 は 、 追 放 で あ っ た と も 考 え ら れ て い る 。

サ ー ク ル か ら 追 放 さ れ た 者 は 平 和 喪 失 者 と な り 、 そ の 生 命 の 安 全 を 脅 か

さ れ る 。 一 方 、 後 者 の 過 失 殺 人 の 場 合 に は 、 雄 羊 を 親 族 に 捧 げ る こ と で

決 着 が つ け ら れ た 。 そ れ 以 外 に 一 立 証 は 困 難 で あ る が 一 懲 戒 権 行 使 と

い う 警 察 的 な 措 置 の か た ち で 、 相 当 広 範 囲 に 可 罰 行 為 が 捕 捉 さ れ て 、 お

そ ら く 、 政 務 官 お よ び そ の 下 僚 の 手 で 、 即 決 に よ る 専 決 的 な 処 断 が 末 端

に お い て 行 な わ れ て い た に ち が い な い(も っ と も 、 平 民 の 処 罰 に つ い て

は 、 平 民 の 保 護 者 で あ る 護 民 官 の 救 助 権 や 差 止 権 が 、 日 々 現 場 で 発 動 さ

れ て 、 処 罰 の 実 行 が 阻 止 さ れ る 余 地 は 、 た し か に 存 在 し た)。

(c)民 会 訴 訟 手 続 に お い て は 、 大 逆 、 政 務 官 在 職 中 の 不 正 、 穀 物 管 理

を め ぐ る 不 正 な ど が 審 理 さ れ た 。 国 民 へ の 提 訴 が 制 度 化 さ れ た 段 階 で

は 、 政 務 官 の 懲 戒 の 対 象 と な る 行 為 も 、 一 種 の 犯 罪 と 扱 わ れ る こ と も あ

っ た だ ろ う 。

(3)元 老 院 審 理 手 続 に お い て は 、 当 初 、 元 老 院 の 監 督 下 に あ る 属 州 長

官 の 不 法 利 得 、国 家 の 安 全 に 危 険 な 集 団 の 犯 罪 な ど が そ の つ ど 対 象 と な

っ て い た が 、 帝 政 時 代 に は 、 こ れ は 、 常 設 の 制 度 と な り 、 こ こ で 元 老 院

階 層 の ほ と ん ど す べ て の 不 正 行 為 が 問 題 と さ れ る よ う に な っ た(し か

も 、 刑 事 裁 判 が 政 治 的 策 謀 の 手 段 と し て 悪 用 さ れ た た め に 、 犯 罪 の 範 囲

は 著 し く 拡 大 さ れ る)。 も っ と も 、 元 老 院 が 刑 事 法 廷 と し て 機 能 し た の

は 、 歴 史 上 そ れ ほ ど 長 い あ い だ の こ と で は な か っ た 。

(4)ロ ー マ 最 後 の 刑 事 手 続 で あ る 特 別 審 理 手 続 の 段 階 で は 、 帝 政 の 理

念 が 反 映 さ れ て 、 か り に 従 来 の 枠 組 み か ら 外 れ て い て も 、 皇 帝 個 人 や そ

の 代 理 人 が 犯 罪 と し て 立 件 し 、 処 罰 し た い も の な ら 、 そ れ が 刑 事 法 の 対

象 に ふ く ま れ る よ う に な る 。 犯 罪 類 型 を 確 定 ・ 固 定 し て お く こ と は 、 予

測 可 能 性 、 法 的 安 定 性 、 司 法 の 中 立 性 、 ひ い て は 公 正 性 を 保 障 す る も の

と し て 多 く の メ リ ッ ト を も っ て い る が 、 し か し 、 皇 帝 の 一 元 的 ・絶 対 的

支 配 が 練 り あ げ ら れ て い く 帝 政 の 過 程 で は 、 そ の よ う な メ リ ッ ト は し だ

い に か え り み ら れ な く な っ て し ま う 。 モ ダ ン な 色 合 い を も つ 共 和 政 ロ ー
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マ は 、 も は や 遠 く な っ た わ け で あ る 。 こ の 特 別 審 理 手 続 は 、 民 事 訴 訟 の

タ イ プ に お け る 第 三 で 最 後 の も の と し て の 特 別 審 査 手 続 と 同 じ よ う な

ス タ イ ル で 実 行 さ れ る 。 つ ま り 、 皇 帝 の 配 下 で あ る 官 吏 と し て の 裁 判 官

が 判 決 を 下 す の で あ る 。 こ の シ ス テ ム は 、 ス ピ ー デ ィ ー で あ り 、 ま た 、

上 訴 制 も そ な え て い る の で 、 あ る 程 度 は 安 定 し た か た ち を も っ と こ ろ に

メ リ ッ ト は あ る が 、 皇 帝 個 人 の 資 質 し だ い で 制 度 の 運 用 は ゆ れ う ご く の

で 、 そ れ が つ ね に 正 義 を 実 現 し て い る 、 と ま で は 言 え な い 。 な お 、 刑 罰

は 、 全 般 的 に き び し く な る 。 ち な み に 、 ロ ー マ 法 学 者 は 、 こ の タ イ プ の

手 続 が 導 入 さ れ た 段 階 で 初 め て 、刑 事 訴 訟 を 学 理 的 に と り あ つ か う よ う

に な っ た 。 お そ ら く 、 刑 事 裁 判 の 強 度 の 政 治 性 が こ こ に き て と り は ら わ

れ た こ と も あ っ て 、 こ の 分 野 に も 彼 ら が 進 出 し て き た の で あ ろ う 。 も ち

ろ ん 、 高 名 な 法 学 者 が 司 法 官 僚 の ポ ス ト に つ く と き に は 、 刑 事 裁 判 と 法

学 は 密 接 な 関 係 に た つ 。
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