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 ミ ク ロ ネ シ ア 連 邦 憲 法 の 前 文 は 、 以 下 の よ う な 文 言 を 持 っ て
い る 。「  他 の 諸 国 家 の 保 護 を 受 け て き た わ れ わ れ は 、 現 在 お よ
び 永 遠 に 、 わ れ わ れ 自 身 の 島 嶼 の 誇 り 高 き 保 護 者 と な る で あ ろ
う 」。 ミ ク ロ ネ シ ア 連 邦 （ F S N） の 創 始 者 た ち は 、 自 分 た ち の 政
府 が そ の 島 嶼 の 慣 習 と 伝 統 の 保 護 者 で も あ る こ と を 欲 し た の で
あ る 。  
 憲 法 第 五 条 は 、 伝 統 的 権 利 に 関 す る 規 定 で あ る 。 同 条 は 、 伝
統 的 指 導 者 を 承 認 し 、 制 定 法 に よ る 慣 習 の 保 護 を 許 し 、 議 会 お
よ び 諸 州 の 政 府 に お け る 伝 統 的 指 導 者 の 役 割 を 定 め る こ と を 許
し て い る 。 が 、 こ の 条 文 は 、 さ し あ た り 、 わ た し の テ ー マ と は
関 係 が な い 。  
 慣 習 と 伝 統 に 関 す る 憲 法 の 第 二 の 規 定 が 、 こ こ で の わ た し の
テ ー マ の 中 心 で あ る 。 こ の 規 定 は 、 し ば し ば 取 り 上 げ ら れ て き
た 。そ れ は 以 下 の よ う に 定 め て い る 。「 裁 判 所 の 判 決 は 、 こ の 憲
法 、 ミ ク ロ ネ シ ア の 慣 習 お よ び 伝 統 、 な ら び に ミ ク ロ ネ シ ア の
社 会 的 地 理 的 形 状 に 合 致 す る も の で な け れ ば な ら な い 。  」第 一
一 条 第 一 一 節 。  
 こ の 規 定 を 提 案 し た 憲 法 会 議 の 委 員 会 報 告 は 、 こ の 規 定 を 設
け る 必 要 性 を 強 調 し て い た 。そ の 部 分 は 、以 下 の よ う に 読 め る 。  
 
  こ の 条 文 の 意 図 と 目 的 は 、 将 来 の ミ ク ロ ネ シ ア の 裁 判 所 が 、
過 去 に お い て な さ れ て き た こ と に そ の 判 決 の 基 礎 を 置 く の で は
な く 、 ミ ク ロ ネ シ ア の 社 会 と 文 化 に と っ て 何 が 適 切 か と い う 観
点 か ら 考 慮 す る こ と を 許 容 す る と い う 新 し い 基 礎 の 上 に 立 つ も



の で あ る 、 と い う こ と に あ る 。  
  憲 法 に こ の よ う な 条 項 を お い た 結 果 、 裁 判 所 が 過 去 の 信 託 統
治 時 代 の 事 件 の 判 決 ま た は 類 似 の 解 釈 も し く は 法 律 問 題 を 取 り
扱 っ た 種 々 の 外 国 の 判 決 に 従 う と い う 誤 り の も と に な る か も 知
れ な い 。こ れ は 望 ま し く な い で あ ろ う 。何 故 な ら 、こ れ ら の 種 々
の 裁 判 所 に お い て と ら れ て い る 理 由 付 け の 多 く が 、 こ こ ミ ク ロ
ネ シ ア で は 適 当 で は な い か ら で あ る 。 ミ ク ロ ネ シ ア は 、 大 洋 に
広 く 散 在 す る 島 嶼 国 家 で あ る 。 慣 習 と 伝 統 の 価 値 は 、 わ れ わ れ
の 社 会 と ラ イ フ ス タ イ ル の 重 要 な 部 分 を 占 め て い る 。 重 要 な こ
と は 、 こ の 憲 法 が わ れ わ れ の 慣 習 と 伝 統 に 照 ら し て 解 釈 さ れ る
こ と な の で あ る 。 憲 法 上 こ の よ う な 保 障 が な け れ ば 、 わ れ わ れ
の 用 い て い る 言 葉 は 、 わ れ わ れ が 意 図 し た と こ ろ と 異 な っ た 意
味 に 解 釈 さ れ る か も 知 れ な い （ S C R E P  N O . 3 2 , J . o f  
M i c r o . C o n . C o n . 8 2 1 . 8 2 2 .）。  
 
 こ の よ う な 背 景 の な か で 、 Ｆ Ｓ Ｍ の 事 件 の う ち 、 司 法 の 運 営
に お け る 慣 習 の 重 要 性 と い う 問 題 に と り か か る こ と に し よ う 。
そ し て 、 世 界 の な か に お け る 文 化 と 慣 習 に つ い て 、 二 、 三 の コ
メ ン ト で 締 め く く り た い と 思 う 。  
 
   二  
 
 ?  連 邦 刑 法 典 は 、 慣 習 に 関 連 す る 規 定 を 持 っ て い る 。 そ れ
ら は 、 一 般 的 に 受 け 入 れ ら れ た 慣 習 は 承 認 さ れ か つ 考 慮 さ れ な
け れ ば な ら な い 、 そ し て 裁 判 所 は 慣 習 の 適 応 可 能 性 と 重 さ を 決
定 し な け れ ば な ら な い 、慣 習 の 適 応 可 能 性 を 主 張 す る 当 事 者 は 、
そ の 存 在 、 適 応 可 能 性 お よ び 効 果 に つ い て 、 証 拠 の 優 越 性 に よ
る 証 明 責 任 を 負 う ( 1 1  F . S . M . C . 1 0 8 )。  
 刑 法 典 の 刑 罰 の 言 渡 し の 要 綱 は 、 裁 判 所 が 適 切 で あ る と 認 め
る 場 合 に は い つ で も 、 犠 牲 者 ま た は そ の 家 族 に 対 す る 賠 償 、 補
償 そ の 他 の 奉 仕 を 求 め る べ き で あ り 、「 そ の 他 一 般 に 受 け 入 れ
ら れ て い る 習 慣 … … を 正 当 に 認 め る べ き で あ る 。」と 規 定 し て い
る （ 1 1  F . S . M . C . 1 0 0 3 ）。  
  最 初 の 刑 事 事 件 で ま ず 議 論 す べ き 習 慣 は 、 一 九 八 一 年 の ミ ク
ロ ネ シ ア 連 邦 対 ル ー ベ ン （ F S M v . R u b e n ） 事 件 で あ る 。 家 長 は 山
刀 で 義 兄 を 傷 つ け た た め 、危 険 な 武 器 に よ る 暴 行 事 件（ a s s a u l t）
と し て 告 訴 さ れ た 。 義 兄 は 、 酒 に 酔 い 、 妹 に 食 べ 物 を 持 っ て く
る よ う 叫 び な が ら 、 家 の ド ア を 蹴 り 、 ル ー バ ー を 壊 し 、 家 に 侵
入 し た 。 彼 は 山 刀 を 持 っ た 被 告 人 に 出 く わ し た 。  
  被 告 人 は 、 義 理 の 兄 に 対 す る 特 別 な 義 務 が あ る こ と を 知 っ て
い た が 、 義 兄 が 、 深 夜 、 酔 っ ぱ ら っ て 損 害 を 与 え 、 子 供 が お び
え る ほ ど 喚 い て 妹 の 家 に 入 る 権 利 が あ る と ま で は 考 え な か っ た 。
国 側 は 、 義 兄 は 家 に 入 る 特 権 を 有 し て い る の だ か ら 、 家 と 家 族
の 保 護 の た め の 防 禦 は 被 告 人 に は 許 さ れ な い と 主 張 し た 。  
  こ の 争 点 で あ る 慣 習 に つ い て 、 キ ン グ 長 官 は 、 国 側 は 習 慣 に
よ っ て 義 兄 が 上 述 の よ う な 状 況 の も と で 家 に 入 る 特 権 を 有 し て



い た と ゆ う こ と を 立 証 し な か っ た と の 見 解 を と っ た 。被 告 人 は 、
そ れ ゆ え 、 か れ の 家 族 と 家 の 防 禦 の た め 正 当 な 実 力 行 使 を し た
だ け で あ る 、 と い う 裁 判 所 の 〔 事 実 〕 認 定 に も と づ い て 、 無 罪
と さ れ た 。  
  慣 習 に 関 す る 第 二 の 刑 事 事 件 は 、 一 九 八 二 年 の ミ ク ロ ネ シ ア
連 邦 対 ム ド ン グ（ F S M v . M u d o n g）事 件 で あ る 。こ の 事 件 に お い て 、
被 告 人 は 、 慣 習 に よ る 謝 罪 が な さ れ 、 被 害 者 の 家 族 に よ っ て 受
け 入 れ ら れ た こ と に 基 づ い て 、 裁 判 所 に 対 し 訴 追 の 却 下 を 申 し
立 て た 。  
  ミ ク ロ ネ シ ア 連 邦 の す べ て の 州 に は 、 被 害 者 の 家 族 に 対 し 加
害 者 側 の 家 族 に よ っ て な さ れ る 正 式 の 謝 罪（ a p o l o g y）の 習 慣 が
あ る 。謝 罪 が 受 け 入 れ ら れ れ ば 、〔 双 方 の 〕家 族 の 間 に 平 和 が 回
復 さ れ 、 復 習 は 起 こ ら な い で あ ろ う 。 そ の 形 式 は 州 ご と に 異 な
っ て い る 。 し か し 、 原 理 は 同 じ で あ る 。 例 え ば 、 こ の 事 件 に お
い て 、〔 双 方 の 〕 家 族 は 、 ポ ン ペ イ の 重 要 な 儀 式 で あ る サ カ ウ
（ s a k a u ）を と も に 飲 む こ と に よ っ て 、 厳 粛 な 〔 和 解 の 〕 機 会 を
持 っ た 。  
  ム ド ン グ 事 件 に お い て 、 こ の よ う な 和 解 （ s e t t l e m e n t ） が な
さ れ 、 被 害 者 の 家 族 は 、 被 告 人 の 却 下 の 申 立 て に 加 わ っ た の で
あ る 。 却 下 の 申 立 て は 裁 判 所 に よ っ て 拒 否 さ れ た 。 裁 判 所 の 見
解 は 、「 裁 判 手 続 き を 却 下 す る こ と が 、謝 罪 の 儀 式 か ら 常 に 出 て
く る 『 習 慣 上 の 』 結 果 の 一 つ で あ る と い う 確 た る 証 拠 は な い 」
と い う も の で あ っ た 。 こ の 結 論 に い た る 過 程 に お い て 、 キ ン グ
長 官 は 、か れ の 理 由 付 け を 完 全 に 披 歴 す る 広 範 な 意 見 を 書 い た 。
か れ は 、 ミ ク ロ ネ シ ア 連 邦 の 法 制 度 の も と で は 、 刑 事 訴 追 を 始
め る か ど う か は 検 察 官 の 裁 量 に あ る 、こ と を 指 摘 し た 。次 い で 、
か れ は 、 一 〇 〇 年 以 上 も 前 の 時 代 に は 、 ポ ン ペ イ 人 の 慣 習 法 が
そ の よ う な 悪 行 に 関 わ る す べ て の こ と を 取 り 仕 切 っ て い た で あ
ろ う が 、 そ の 後 の 外 国 、 つ ま り ド イ ツ 、 日 本 そ し て ア メ リ カ に
よ る 統 治 は 、犯 罪 を 処 理 す る た め の 裁 判 所 の 手 続 き を 確 立 し た 。
か れ ら の 統 治 の も と で 、 裁 判 所 の 手 続 き と 慣 習 上 の 和 解 と の 間
の 関 連 性 は 、 何 も 示 さ れ て い な い 、 と 述 べ た 。  
 こ れ は 重 要 な 点 で 、 わ た し は そ れ に 自 分 の 見 解 を 付 け 加 え た
い 。 わ た し に 対 し て は 、 キ ン グ 長 官 の 前 に 提 示 さ れ た の と 同 じ
根 拠 を 示 し て 、 却 下 の 申 立 て は な さ れ な か っ た 。 だ か ら わ た し
の 前 で は そ れ は 争 点 に は な ら な か っ た 。 し か し 、 わ た し は 慣 習
に つ い て で き る だ け 知 り た い と 思 っ た の で 、 こ の 事 件 に つ い て
自 分 な り に 調 査 を し た 。 ふ た つ の 手 続 き ― ― 慣 習 と 裁 判 所 ― ―
は 、別 々 で あ る と い う 回 答 が 一 様 に 得 ら れ た 。ハ ワ イ 大 学 ロ ー ・
ス ク ー ル と 最 高 裁 判 所 の 後 援 に よ っ て ポ ン ペ イ で 開 か れ た 司 法
に 関 す る セ ミ ナ ー に 対 す る 公 式 の 声 明 に お い て 、 カ ー ル ・ コ ー
ラ ー （ C a r l  K o h l e r） ポ ン ペ イ 州 最 高 裁 判 所 判 事 は 、〔 ふ た つ の 〕
手 続 き は 別 々 で あ る こ と 、 お よ び 慣 習 上 の 謝 罪 の 目 的 は 、 双 方
の 家 族 の 間 に 平 和 を 再 び う ち 建 て る こ と で あ り 、 裁 判 所 に お け
る 刑 事 手 続 き に 対 し 何 ら 影 響 を 及 ぼ す も の で は な い 、と 述 べ た 。
コ ー ラ ー 判 事 は 、社 会 に お い て 高 い 伝 統 的 な 称 号 を 持 っ て い る 。



ス ー カ 対 ト ゥ ル ッ ク （ S u k a  v . T r u k ） 事 件 に お け る 、 チ ュ ウ ク
（ C h u n k ）〔 ＝ ト ラ ッ ク 諸 島 の 正 式 名 〕 州 裁 判 所 の マ ラ ー ル
（ M a r a r） 判 事 の 見 解 も 、 同 様 の 結 論 で あ る 。  
さ て 、 ム ド ン グ 事 件 に 戻 ろ う 。 キ ン グ 長 官 は 、 申 立 て を い れ て
慣 習 的 な 和 解 を 奨 励 す る の が か れ の 義 務 で あ る か ど う か を 考 察
し た 。か れ は 、刑 法 の も と で は 、「 一 般 的 に 受 け 入 れ ら れ て い る
慣 習（ g e n e r a l l y  a c c e p t e d  c u s t o m s）」を 適 用 す べ き で あ る か ら 、
そ れ は 自 分 の 義 務 で は な い と 結 論 し た 。 か れ は そ の 方 針 を 次 の
よ う に 述 べ た 。  
 
  も し わ れ わ れ が 、慣 習 的 な 和 解 を も っ と 奨 励 し よ う と し て も 、
そ の も っ と も 良 い 方 法 は 必 ず し も 明 か で は な い 。 被 告 人 の 家 族
に は 、 裁 判 所 の 手 続 き を 終 了 さ せ る 可 能 性 を 見 い だ す た め に 、
慣 習 的 な 和 解 を 始 め る 強 力 な 動 機 が あ ろ う 。別 の 面 か ら み る と 、
も し 被 害 者 の 家 族 が 、 憲 法 上 の 法 制 度 が 被 告 人 を 取 り 扱 う こ と
を 確 信 し て い る な ら ば 、 そ の 紛 争 を 解 決 す る の に よ り 意 欲 的 に
な り 、 被 告 人 の 家 族 と 慣 習 的 な 和 解 を し よ う と す る か も し れ な
い 。  
 
  裁 判 所 は 、 慣 習 的 な 謝 罪 は 、 判 決 に お け る 減 刑 の 要 因 で あ り
得 る と の 考 え を 取 っ た 。そ れ が こ の 事 件 で 起 き た 。ム ド ン グ は 、
有 罪 を 認 め 、 五 日 間 の 〔 刑 務 所 に お け る 〕 懲 役 、 二 〇 〇 時 間 の
社 会 奉 仕 、 そ し て 一 〇 ド ル の 罰 金 を 言 い 渡 さ れ た 。  
 ル ー ベ ン 、 ム ド ン グ 両 事 件 は 、 一 九 八 四 年 に 法 律 学 の 教 授 と
人 類 学 者 の 行 っ た 調 査 の 対 象 に 含 ま れ た 。か れ ら は 、チ ュ ウ ク 、
ポ ン ペ イ 、 ヤ ッ プ の 諸 州 の ミ ク ロ ネ シ ア 連 邦 お よ び ポ ン ペ イ 州
政 府 の 行 政 、 立 法 、 お よ び 司 法 部 に お い て 、 管 理 職 や 職 員 の 、
少 な く と も 二 一 人 の ミ ク ロ ネ シ ア 人 に 面 接 し た 。 面 接 を 受 け た
ミ ク ロ ネ シ ア 人 の ふ た つ の 事 件 に 対 す る 回 答 は 興 味 深 い も の で
あ っ た 。  
 ル ー ベ ン 事 件 に つ い て 質 問 さ れ た 人 々 は 、 1 人 を 除 き 、 被 害
者 は あ の よ う な や り 方 で 家 に 入 っ た こ と は 、 伝 統 を 破 る も の で
あ る 、 と 述 べ た 。 こ の 多 数 意 見 は 、 男 に 妹 の 家 に 入 っ て 、 食 料
そ の 他 の 援 助 を 求 め る 権 利 が あ る こ と を 認 め た 上 で 、 そ の 権 利
は 礼 儀 正 し く 行 使 さ れ な け れ ば な ら な い 、 と 述 べ た 。  
 そ の 判 決 に 同 意 す る が 、 ル ー ベ ン は 暴 力 を ふ る い す ぎ た と 感
じ た 者 が 何 人 か い た 。 換 言 す れ ば 、 被 告 人 は 、 も っ と 自 制 す べ
き で あ っ た 。 こ の 点 に つ き 、 キ ン グ 判 事 は 、 ル ー ベ ン は 自 制 し
た と 認 定 し 、 判 決 に お い て こ れ を 論 じ て い る 。 し か し 、 面 接 を
受 け た 人 た ち の も の の 見 方 は 、 い か に 家 族 関 係 が 重 要 で あ る か
を 描 き 出 し た 。 キ ン グ 判 事 は 、 ル ー ベ ン 事 件 に お い て 、 こ の 重
要 性 に つ い て 次 の よ う に 言 及 し て い る 。  
 
 家 族 関 係 が 、 ミ ク ロ ネ シ ア を 通 じ て 高 い 価 値 が 置 か れ て い る
こ と は 疑 い の な い 事 実 で あ る 。 家 族 関 係 は 、 ミ ク ロ ネ シ ア 社 会
の ま さ に 核 で あ り 、 個 々 の ミ ク ロ ネ シ ア 人 の 生 活 全 般 に わ た っ



て 実 際 に 影 響 を 与 え て い る 無 数 の 権 利 義 務 の 源 で あ る 。 こ れ ら
の 関 係 は 、 憲 法 第 五 条 、 お よ び 特 に 連 邦 刑 法 典 第 一 〇 八 節 お よ
び 第 一 〇 〇 三 節 に お い て 一 般 的 に 言 及 さ れ て い る 慣 習 と 伝 統 の
重 要 な 部 分 で あ り 、 お そ ら く も っ と も 重 要 な 構 成 要 素 で あ る 。
本 法 廷 は 、 そ の よ う な 関 係 の 重 要 性 を 無 視 し た り 軽 視 す る 気 持
ち は 毛 頭 な い 。  
 
 ム ド ン グ 判 決 に つ い て は 、 も っ と 意 見 が 分 れ た 。 執 筆 者 は 数
字 を 挙 げ て い な い が 、 慣 習 的 な 謝 罪 が 裁 判 所 の 活 動 に 先 行 す べ
き で あ る か ど う か に つ い て 、 強 い 反 対 意 見 が あ っ た 、 と 述 べ て
い る 。 見 解 の 相 違 の 基 礎 は 、 執 筆 者 に よ っ て 説 明 さ れ て い る 。
調 査 者 は 、 設 問 を い ず れ か 一 つ の 方 向 か ら 見 よ う と す る 強 い 政
策 的 意 図 を 持 っ て い た よ う に 見 え る 。 回 答 は 、 み な 、 慣 習 的 な
謝 罪 が な さ れ た 後 は 刑 事 訴 追 を し な い と い う 慣 習 法 は 確 立 し て
い な い 、 と い う キ ン グ 判 事 の 理 由 付 け に 到 達 で き な か っ た 。  
 
 ?  こ れ ま で 、 わ れ わ れ は 慣 習 が 判 決 の 中 で あ る 部 分 を 演 じ
た ふ た つ の 事 件 、 い ず れ も 刑 事 事 件 、 を 論 じ て き た 。 他 の 事 例
に つ い て 述 べ る 前 に 、 謝 罪 に つ い て 、 チ ュ ウ ク で の わ た し の 経
験 か ら み た 、 こ の 慣 習 の 根 強 い 強 さ を 示 し て い る こ と を 、 も う
少 し 話 し た い と 思 う 。  
 ま ず 、 死 を 引 き 起 こ す 運 転 に つ い て 、 ち ょ っ と 触 れ た い と 思
う 。 チ ュ ウ ク 州 の ヴ ェ ノ 島 （ W e n o ） で は 、 数 マ イ ル の 道 路 が ア
ス フ ァ ル ト で 舗 装 さ れ て い る た め 、 不 幸 な こ と に 多 く の 自 動 車
事 故 に よ る 死 亡 が 発 生 す る 。  
 約 半 数 の 事 件 で は 、 非 常 に 迅 速 に 謝 罪 が な さ れ る 。 謝 罪 が 受
け 入 れ ら れ る と 、 運 転 手 は 、 と き に は 家 族 の 成 員 や 被 害 者 の 家
族 と と も に 、 事 件 が 起 訴 さ れ な い よ う に 頼 ん で く る 。 検 察 官 は
そ の 申 立 て を 受 け 入 れ る の が 常 で あ る よ う に 思 わ れ る 。 交 通 事
故 死 の 謝 罪 〔 の 方 法 〕 に は 、 さ ら に 二 つ の 範 疇 が あ り 、 そ れ ら
が 自 動 車 事 故 死 の 残 り の 半 数 を 占 め て い る 。  
 一 つ は 稀 に し か 起 き な い も の で あ る が 、 謝 罪 は 受 け 入 れ ら れ
た が 、 そ の こ と は 裁 判 所 に お け る 事 件 の 経 過 に 対 し な ん ら 影 響
し な い と 被 害 者 の 家 族 が 告 げ る 場 合 。 こ の 種 の 事 件 は 起 訴 さ れ
る 。  
 次 に 、 何 ら か の か た ち で 謝 罪 が な さ れ た が 、 受 け 入 れ ら れ な
か っ た 場 合 。 受 け 入 れ ら れ な か っ た 理 由 と し て 、 贈 り 物 が 相 当
で な い と 考 え ら れ た 場 合 が 典 型 的 で あ る 。 ま た は 、 被 害 者 の 家
族 が 、 贈 り 物 が 土 地 、 も し く は あ る 事 件 で は 、 死 を 引 き 起 こ し
た 自 動 車 で あ っ た と い う よ う に 、 そ れ を 所 有 す る こ と が で き な
い よ う な 場 合 。 贈 り 物 で あ る 土 地 が 、 そ の 権 原 が 争 わ れ て い る
こ と が 知 ら れ て い る た め 、効 果 的 で な い と い う こ と も あ り 得 る 。
謝 罪 の 儀 式 に お い て 、 約 束 さ れ た 贈 り 物 は 立 派 に 見 え た け れ ど
も 、 引 渡 し が な さ れ な か っ た 場 合 。 こ れ ら の 場 合 、 訴 追 が な さ
れ る 。  
 謝 罪 の 慣 習 の も う 一 つ の 局 面 は 、 殺 人 事 件 に 現 れ る 。 典 型 的



に は 、 死 を 引 き 起 こ し た 者 は 逮 捕 さ れ る 。 か れ も か れ の 弁 護 士
も 復 讐 を 恐 れ て 、 訴 訟 前 の 釈 放 を 請 求 し よ う と し な い こ と が し
ば し ば あ る 。そ う し て 、も し な に か 相 当 な 謝 罪 の 儀 式 が あ れ ば 、
釈 放 の 請 求 が な さ れ る 。  
 慣 習 に よ っ て 、 死 を 引 き 起 こ し た 者 の 家 族 の 一 員 に 対 し 、 復
讐 が な さ れ る こ と が あ る 。 死 を 引 き 起 こ し た 者 の た め 、 家 族 員
に 対 し て な さ れ る 復 讐 を 抑 制 す る の に 刑 務 所 は 役 立 っ て い る 。
被 害 者 の 家 族 は 、 政 府 の 行 動 〔 ＝ 訴 追 〕 に よ っ て 充 分 に 報 わ れ
た と 感 じ る の で あ る 。  
 謝 罪 の 慣 習 が 根 強 く 生 き て い る こ と を 指 摘 し た の は 、 ロ ジ ャ
ー ・ Ｌ ・ ウ ォ ー ド （ R o g e r  L . W a r d ） で あ る 。 ポ ン ペ イ の 慣 習 に
関 す る か れ の 研 究 の 一 つ の 結 論 は 、「 重 要 な こ と は 、謝 罪 の 型 と
そ の 有 効 性 の 存 続 が 、 現 在 の ポ ン ペ イ に お け る 社 会 的 調 和 を 脅
か す ほ ど に な っ て い る 」 と い う も の で あ る 。  
 先 月 、〔 連 邦 最 高 〕裁 判 所 の 上 訴 部 は タ メ ッ ド 対 ミ ク ロ ネ シ ア
連 邦 （ T a m m e d  v . F S M ） 事 件 に お い て 、 非 常 に 興 味 深 い 意 見 を 示
し た 。 同 じ 型 の 事 実 と 法 律 問 題 を 持 つ 二 つ の 事 件 が 別 々 に 発 生
し た の で あ る 。  
 こ れ ら は 、性 的 暴 行 の 事 件 で あ る が 、謝 罪 は 行 わ れ な か っ た 。
加 害 者 は 、 ヤ ッ プ の 慣 習 法 に よ っ て 逮 捕 さ れ 、 刑 罰 が 加 え ら れ
る 場 所 へ 連 れ て 行 か れ た 。 刑 罰 は 、 殴 打 、 恥 を か か せ る こ と お
よ び 罵 詈 を 浴 び せ る こ と を 含 む も の で あ っ た 。  
 後 に 、 被 告 人 は 自 己 を 有 罪 と 認 め た 。 判 決 の 言 渡 し に 際 し 、
わ た し は 、 殴 打 さ れ た こ と に よ る 刑 罰 の 軽 減 を 拒 否 し た 。 上 訴
部 は 、 殴 打 さ れ た こ と に よ っ て 刑 罰 を 軽 減 し 、 判 決 を 変 更 す べ
き で あ る と し て 判 決 を 破 棄 し た 。 慣 習 が 根 拠 と な っ て 殴 打 と い
う 方 法 を 決 定 し た と い う 証 拠 が 、 わ た し の 前 に 提 出 さ れ な か っ
た の で 、 上 訴 部 で は 、 二 つ の 一 般 的 な 状 況 が 述 べ ら れ た 。  
 第 一 は 、 た と え 殴 打 が 慣 習 に 由 来 す る も の で な か っ た と し て
も 、 判 決 を 下 す 過 程 が 個 別 的 な 性 質 の も の で あ る か ら 、 刑 罰 を
軽 減 す る 何 ら か の 配 慮 が な さ れ な け れ ば な ら こ と 。  
 第 二 に 、 も し 被 告 人 が 、 殴 打 が 慣 習 に 従 っ て な さ れ た こ と を
理 由 に 、 刑 罰 を 更 に 軽 減 す る よ う 主 張 し て 判 決 の 変 更 を 求 め る
の な ら 、 そ れ ら の 事 件 に お い て 慣 習 が 被 告 人 の 憲 法 上 の 権 利 を
保 護 し た こ と 、 す な わ ち 、 犯 行 を な し た 者 の 特 定 お よ び 慣 習 上
の 刑 罰 の 妥 当 性 が 、 予 め 刑 罰 の 程 度 を 定 め 殴 打 が 過 度 に な ら な
い よ う に 監 督 す る 、 公 平 な 伝 統 的 指 導 者 に よ っ て 決 定 さ れ た と
い う こ と が 立 証 さ れ な け れ ば な ら な い 。  
 上 訴 部 は 、 州 の 行 為 に 関 す る 問 題 点 に つ い て も 意 見 を 表 明 し
た 。 す な わ ち 、 殴 打 を 加 え た 者 が 慣 習 に 従 っ て 殴 打 し た と み な
さ れ る 場 合 に は 訴 追 さ れ な い 。 そ し て 、 警 察 官 も 殴 打 を 加 え て
お り 、 州 の 政 府 も そ れ を 許 し て い る 。 も し 州 が 関 与 し て い た 場
合 、 州 が 被 告 人 か ら そ の 憲 法 上 の 権 利 を 奪 っ て い た か ど う か を
裁 判 所 が 判 断 す る こ と に な る 。  
 本 稿 に お け る 第 三 の そ し て 最 後 の 刑 事 事 件 は 、 ア ラ フ ォ ン ソ
対 ミ ク ロ ネ シ ア 連 邦 （ A l a p h o n s o  v . F S M） 事 件 で あ る 。 そ れ は 司



法 指 導 条 項 に よ る も の で 、 刑 法 典 の 慣 習 条 項 に よ る も の で は な
い 。上 訴 の 争 点 は 、犯 行 の 充 分 な 証 拠 が あ っ た か 否 か で あ っ た 。
裁 判 所 は 、 そ れ 故 、 必 要 と さ れ る 証 明 の 程 度 を 決 定 し な け れ ば
な ら な か っ た 。 裁 判 所 は 、 憲 法 の 適 正 手 続 条 項 が ア メ リ カ 合 衆
国 憲 法 か ら 借 り た も の で あ る こ と を 知 っ て い た 。 ア メ リ カ 合 衆
国 に お い て は 、 適 正 手 続 と は 、 合 理 的 な 疑 い を 容 れ な い 程 度
（ b e y o n d  a  r e a s o n a b l e  d o u b t ） の 証 明 が 必 要 で あ る と い う 、 定
ま っ た 意 義 を 持 っ て い る .  
 こ の 点 に 至 り 、 裁 判 所 は 、 合 理 的 な 疑 い を 容 れ な い 程 度 と い
う 証 明 の 基 準 は 、 ミ ク ロ ネ シ ア の 慣 習 と 伝 統 に も 合 致 す る と い
う こ と を 満 足 で は な い が 受 け 入 れ る 方 へ 傾 い た 。 裁 判 所 は 、 こ
の 高 度 の 基 準 が 筋 が 通 っ て お り 、 望 ま し い も の で あ る と い う 見
解 を 、 次 の よ う な 理 由 付 け で 採 用 し た 。  


