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民事詐欺の違法性 と責任 (3)

第2節 19世紀の詐欺論

第 領款 ドイツ民法典の成立前期

第 1項 自然法学説と歴史法学派

くり 自然法学説の衰退

①その背景

ローマ法におけるdolusは欺同者の行為態様に着 目していたのである

が､しかしキリス ト教思想から展開された自由意思論が法的概念として

自然法学説-受け継がれ199､その成果としてプロイセン一般ラント法に

おける民事詐欺は被欺同者の自由意思を害する行為 として理解された｡

-後述するように､ ドイツ民法123条 1項の詐欺取消制度の目的も意思決

定自由の保護 として理解されている｡ それゆえ､プロイセン一般ラント

法における詐欺解釈が19世紀を支配 し続けていたなら､この解釈 と現行

ドイツ民法典の関連は明快である｡ ところが､以下の事情から､自然演

学説は次第に衰退 し､ このことによって詐欺解釈 は再びローマ法の

dolusへ近づいた｡そこで､まず自然法学説が衰退 した背景について簡

単に確認する｡

フランス革命を通 じて軍事力を増 したフランスに対 して､他の小さな

ドイツ諸国家はフランスと同盟を結ぶことによって存立の可能性を求

め､いわゆるライン同盟が1806年 7月に締結 された200｡この同盟によっ

199 自然法学説の影響は刑法学においても見られ､例えばフォイエルバッハ

(paulJohannAnselmvoaFeuerbach,1775-1833)は詐欺を真実性に対する権

利の侵害として理解した (PaulJohannAnselmvoaFeuerbach,Lehrbuchdes

gemeineninDeutschlandgeltendenPeinlichenRechts,180日Neudruck1996),

S.12-13u.359)｡フォイエルバッハの見解は19世紀における刑事詐欺解釈学の

出発点であった (MichaelPawlik,unerlaubteVerhaltenbeimBetrug,1999,S.

115)｡詐欺を真実に対する権利の侵害として捉える解釈はConradCucumus,

UeberdasVerbrechendesBetrugs,1820,S.3u.70においても見出された｡

200 ランケ (村岡哲 訳)｢列強論｣林健太郎 (編)『世界の名著 続11』(1974年)

70頁以下､ハフナ- ｡前掲注146･144-145頁および151頁､フルブロック･前

掲注60･144頁､ハルトウング･前掲注112･228頁､ゲルハルト シュック (屋

敷二郎 訳)｢ライン同盟規約と近代 ドイツ立憲主義の端緒｣一橋法学3巻2号
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論 説

て､例 えばバーデンにおいては､フランス民法 と若干の補充条項 を加 え

た法典がバーデ ン地方法 として成立 し､ これ は1900年 まで効力 を有 し

た201｡プロイセンは1806年にフランス と戦争 を開始 し202､これに敗れた も

のの､ この敗戦はプロイセンにおける改革の契機 を与え203､いわゆる解

汲戟 争 (1813年 か ら1814年) におい て プロイセ ンは フラ ンス軍 を破

り204､これによって ドイツ資本主義経済が発展する条件 も整えられた205｡

問題 は法典の整備であ り､ ドイツ解放 を契機 としてテ イボー (Anton

(2004年)489頁を参照｡

201 ｢ナポレオン法典が､プロイセン一般ラント法典 (ALR)と同様､市民的

な自由と平等にのみ関するかどうかは､問題であ｣ り､さらに ｢ライン同

盟時代のナポレオン法典の継受の試みは､その多 くが挫折 したけれども､

その後の ドイツの自由主義の発展に貢献 した｣という評価 も見 られる (五

十嵐清 ｢ドイツにおけるナポレオン法典の推受 -Fehrenbacb,Traditionale

Gesellschaftundrevolution畠resRecht;dieEinftihrungdesCodeNapoleonin

denRheinbundstaaten,G5ttingen,1974の紹介-｣北大法学論集29巻 3.4合

併号 (1979年)798J799頁および809頁)｡この間の経緯が ドイツ史の全体的評

価に与える影響については本稿において検討 し得ないものの､現行 ドイツ民

法典における総則編の部分草案の担当者たるゲ-プハル トがバーデン出身者で

あった点は､詐欺取消制度の理解において重要である｡この点は後述する｡

202 プロイセンが開戦-踏み切った理由は､必ずしも明確ではない｡この点に

ついて､フルブロック ･前掲注60･152頁を参照｡

203 フルブロック ･前掲注60･144頁を参照｡例えば､世襲華氏制の廃止､土地

売買と職業選択に対する拘束の廃止､あるいは一般兵役義務の導入など (ハル

トウング ･前掲注112･340-344頁)｡

204｢プロイセン的一国民 ドイツ的パースペクティブに支配された第-の時期に

特徴的であるのは､ライン同盟とプロイセンの対照であり､プロイセンは､一

八〇六年の対ナポレオン敗戦以後､改革によって再び強力となり､反ナポレオ

ン運動の中心となって､一八一三年一一四年の解放戦争におけるナポレオンの

没落をもたらしたとされる｣(ゲルハル ト シュック(権左武志･遠藤泰弘 訳)｢ラ

イン同盟の改革と一八〇〇年前後の連続性問題｣北大法学論集55巻5号 (2005

午)2029頁)｡

205フルブロック ･前掲注60･147-149頁を参照｡プロイセンの復興 ･躍進は､

プロイセン一般ラント法と現行 ドイツ民法典の関係において重要な意味を持

つ｡ この点は後述する｡
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民事詐欺の違法性と責任 (3)

FriedrichJustusThibaut,1770-1840)は全 ドイツに適用される法典の制

定 を主張 したのであるが､ しか しサ ヴイニー (FriedrichCarlvon

Savigny,1779-1861)はテイボーの法典統一論に反対 し､さらに自然法

にも反発した｡サヴイニーの理解によれば､自然法は､法にとって欠 く

べからざる民族の特性を理性に基づいて削ぎ落し､結果として民族から

精神生活の最良部分を奪うからである206､という｡そして､サヴイニーは､

制定法的拘束力を受けないローマ法学に目を向け､自然法学の結晶たる

プロイセン一般ラント法にも攻撃を加えたのであった207｡

サヴイニーの歴史法学派の影響は周知であろう｡ 歴史法学派の登場に

よって､プロイセン一般ラント法における私法分野の学問的発展は停滞

し208､プロイセン一般ラント法の成立から閏もなくして､ ドイツにおけ

る自然法時代は終寓を迎えた209｡ そして､このことは詐欺解釈にも影響

を及ぼしたのである｡

(彰詐欺と自由意思の轟離

当時の詐欺の解釈論においても､ローマ法に近い理解が見られる｡ 例

えば､ダベロフ (ChristophChristianDabelow,1768-1830)210は意思の

206FriedrichCarlvonSavigny,VomBerufunsrerZeitftirGesetzgebungund

Rechtswissenschaft,1814,S.ll-13i,u.115-117.

207 ヴイーアツか一･前掲注51･419頁および476頁｡

208 ヴイ-アツカー･前掲注51･420頁｡確かにサヴイニーはプロイセン一般ラ

ント法を講義していたが､しかしプロイセン法がパンデクテシ法から逸れてい

る点を簡単に紹介しているに過ぎず､実質はローマ私法の講義であった｡サヴイ

ニーのプロイセン法講義について､石部雅亮=野田龍一 ｢イェ-ニゲン稿 『サ

ヴイニー･プロイセン一般ラント法講義』(1)｣法政研究48巻 1号 (1981年)

196頁を参照｡

209HermannConrad,in:Vortr畠gedberRechtundStaatvonCarlGottlieb

Svarez(1746-1798),1960,hgg.voaHermannConradundGerdKleinheyer,S.

XIX.

210 ダベロフは､ネッテルブラット (DanielNettelbladt,1719-1791)の弟子で

あり､ネッテルブラットはヴオルフの弟子であった (ヴイーアッカー ･前掲注

51･394頁以下)｡ ネッテルブラットについて､｢法律行為の概念は､中世の一

方的約束 (promissio)にその萌芽をもつ長い歴史的発展の産物であるが､そ
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論 説

自由を法律行為の第一条件 として理解せず､さらに詐欺の存否を判断す

る基準 として､錯誤が他人によって惹起 されたか否か､かかる惹起が意

図的に行われたか否か､その際に利得する目的または加害の目的が存す

るか否か､を重視する211｡ すなわち､ダベロフの詐欺論によれば､プロ

イセン一般ラント法の理解 と異なり､被欺同者の意思自由に対する侵害

という観点は詐欺解釈の要素 として取 り入れられず､むしろ解釈の基点

は欺同者であって212､この意味においてローマ法における dolusの解釈

へ接近 しているのである213｡

れが確立したのは､ネッテルブラットあたりであると考えて間違いなかろう之

思う｣(浜上則雄 ｢法律行為論の 『ローマ ･ゲルマン法系』的性格｣阪大法学

65号 (1968年)19頁)0

211christophChristianDabelow,HandbuchdesPandecten-Rechts,2.Tell,

1817,S.22u.25.

212 このことは､本人も指摘している｡Dabelow,a.a.0.(Fn.211),S.25.

213 自由意思を法の基盤ないし出発点として認めるヘーゲル (GeorgWilhelm

FriedrichHegel,1770-1831)も自由意思と詐欺を結び付けているわけではない

(GeorgWilhelmFriedrichHegel,GrundlinienderPhilosophicdesRechtsoder

NaturrechtundStaatswissenschaftimGrundrisse,1821(Neudruck1970),§4

u.§99Zusatz(ここで､ヘーゲルは､自由意思を否定するフォイエルバッハの

見解を批判している)｡なお､同書の邦訳として､例えばヘーゲル (藤野渉 ･

赤滞正敏 訳)｢法の哲学｣岩崎武雄(編)『世界の名著 35ヘーゲル』が存在する｡

以下では､同邦訳書を引用する)｡むしろヘーゲルによれば詐欺は犯意なき不

演 (unbefangenesUnrecht)と犯罪 (Verbrechen)の中間に位置する独立し

た不法類型であり､しかもヘーゲルの理解によれば犯意なき不法は刑罰を生ぜ

しめないが､しかし詐欺は刑罰を生ぜしめ(ヘーゲル･前掲･289頁および292頁)､

むしろ詐欺と犯罪は犯意ある不法 (begangnenUnrecht)として間置させるこ

とも可能であって､つまり詐欺は犯意なき不法よりも犯罪に近い｡この点に

ついて､RudolphvonJhering,SchuldmomentimramischenPrivatrecht,1867,

S.5nitFui5n.1を参照｡さらに､AlexanderLafaer,UnrechtundNotwehr,

ZStW 21(1901),S.545.;賃ansAlbrechtFischer,DieRechtswidrigkeitnit

besondererBerticksichtigungdesPrivatrechts,1911(Neudruck1966),S.120も

参照｡

その後､ヘーゲルの詐欺解釈は支持されていない｡例えば､イェ-リングの

評価によれば､ヘーゲルの理解は不法行為の一種である詐欺を強引に類概念
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民事詐欺の違法性と責任 (3)

自然法学説の衰退は刑法学においても見られた｡権利を重視する哲学

的形式の命題は必ず しも実定法 と一致せず､このことが実務に弊害と混

乱 を引 き起 こし､批判 され始めたのである214｡ 例えば､ビルンバオム

(JohannMichaelFranzBirnbaum,1792-1877)は権利侵害に代えて､財

の侵害 という観点から犯罪を捉えるべ き旨を説き215､これを詐欺罪にも

妥当させている216｡ 本稿が注 目する点は､ビルンバオムが刑事詐欺 と対

比 された民事詐欺 として actiodoli(のみ)を挙げている点である｡ ビ

ルンバオムによれば､詐欺は策略的挙動によって他人に不利益を与える

ことを意味 し､これに相当する概念がローマ法の dolusmalusであって､

へ押し込める内容であり､法律家にとって理解し難い区分であった､という

(Jhering,a.a.0 .)｡ ただし､ヘーゲルの犯意なき不法は後にイェ-リングによっ

て提唱される客観的違法論の基礎であり､客観的違法論と詐欺論の関係につい

ては後述する｡

214RichardLoening,UbergeschichtlicheundungeschichtlicheBehandlungdes

deutschenStrafrechts,ZStW3(1883),S.330.内藤謙 ｢刑法における法益概念の

歴史的展開 (1)｣東京都立大学法学会雑誌6巻2号 (1966年)241頁も参照｡

215J.M.F.Birnbaum,UeberdasErfordernii5einerRechtsverletzungzum

BegriffedesVerbrechens,mitbesondererRdcksichtaufdenBegriffder

Ehrenkrえnkung,ArchivdesCriminalrechts,N.F.1834,S.150u.172-176.ビルン

バオムの主張は､現在に至る法益論に影響を与え､刑法学史において重要な位

置を占める｡ この点について､内藤 ･前掲注214･242頁以下､杉藤忠士 ｢刑法

における実質的法益概念とその機能-とくにフォイエルバッハからビンディン

グまで-｣青山法学論集13巻 3号 (1971年)161頁以下､伊東研祐 『法益概念

史研究』(1984年)29頁以下を参照｡もっとも､確かに法益論は権利侵害説に

対する批判として登場したのであるが､しかし後の理解によれば法益は権利も

包摂するのであって､結局は権利侵害が法益侵害を意味し､これによって違法

性を基礎づける理解-連なる｡これはドイツ民法典の起草過程においても重要

であり､この点は後述する｡

216J.M.F.Birnbaum,BeitragzurLehrevonFalschungundBetrug,

insbesonderedberdiesogenannteVerletzungdesRechtsaufWahrheitals

HauptmerkmaldcrFえ1schung,ArchivdesCriminalrechts,N.F.1834,S.527-

536.
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論 説

さらにactiodoliとcrimensteliinatus217は類似する成立要件を備える218､

という219｡

こめように､当時の学説が自然法学的詐欺解釈から離反している様チ

が窺われる｡ この点について､さらに以下でも確認する｡

(2)歴史法学派の台頭

(Dサヴィニーの詐欺論

自然法学説の衰退に伴い､民事詐欺の解釈は自由意思から離れ､ロー

マ法の理解に近づいた｡このこと自体がサヴイニーの歴史法学の直接の

影響であるか否か､は必ず しも明確ではないとしかし､ローマ法に依拠

した民事詐欺に関する最も重要な論者は､やはりサヴイニーであろう｡

そこで､サヴイニーの詐欺論を概観する｡

217stellionatusはローマ法における刑事詐欺を意味する｡ この点について､前

掲注29およびBirnbaum,a.a.0.(Fn.216),S,552も参照｡

218Birnbaum,a.a.0.(Fn.216),S.550-551f.

219 こうした理解はビルンバオムのみではない｡例えばガイプ (GustavGeib,

1808-1864)は､権利侵害説に対するビルンバオムの批判を基本的に支持し､

さらに民事詐欺と刑事詐欺の画定基準として､例えば損害の程度を挙げ､

軽微な損害は民事法上の請求権 (よctiodedolo)を基礎づけ得るが､しかし

刑法の適用を受ける詐欺は一定程度以上の損害が必要であって､その程度は

民族的見解 (Volksansicht)によって判断さjtる旨を説 く (Geib,a.a.0.(Fn.

29),S.111-133i当時の実務も詐欺罪を肯定する前提として損害の発生を要求

していたようである｡ この点について､Gtinther,Betrug,aus:JuliusWeiske,

RechtslexikonfdrJuristenal1erteutschenStaaten,Bd.2(1840),S.91を参照)｡

ガイブもビルンバオムと同様に､民事詐欺としてローマ法のactiodoliを挙げ

るのみである｡

ガイブの見解においては､民族的見解という用語が多用されている点も注

目される｡ ガイブによれば､｢全ては常に変転し､民族から生まれ､民族の内

に生きる見解に左右される｣､という (Geib,a.a.0.(Fn.29),S.123)｡ ガイブの

理解がサヴイニーの歴史法学派と如何なる関係に立つか､という点は必ずしも

明確ではない｡しかし､サヴイニーの歴史法学派が当時の刑事法の領域に対し

ても影響を及ぼしていたことは指摘されている｡ この点に関して､PeterSina,

DieDogmengeschichtedesstrafrechtlichenBegri茸S"Rechtsgut",1962,S.14お

よび内藤 ･前掲注214･239頁の注8も参照｡

[47] 北法63(5･278)1578



民事詐欺の違法性と責任 (3)

確かにサヴイニーは自然法学説を退けたが､しかし自由意思の意義を

完全に否定しているわけではなく､自由意思が法律関係において活動し

得る余地を認める220｡ただし､サヴイニーは､自由意思の作用よりも､ロー

マ法の原理を重視する｡ すなわち､サヴイニーによれば､例えば錯誤を

理由とする意思表示が全て無効であるならば､詐欺に基づ く契約も無効

になるはずであるが､しかし特定のローマ法源を見る限り､錯誤に基づ

く意思は意思として作用しておらず､その証拠が dolusの理論であって､

ローマ法は詐欺に関しては錯誤の詐欺による発生に注目しているのでめ

り､それゆえローマ法においては詐欺それ自体が法律関係の単独の発坐

原因であって､したがって詐欺は意思表示の有効性に何ら影響を与えず､

むしろ詐欺に見出される反良俗性 (Unsittlichkeit)が実定法的反作用を

生み出し､これが不法 (Unrecht)として認識される221､という｡ そして､

サヴイニーによれば､詐欺の要件として､相手方の不利益-向けられた

悪 しき意図 (baseAbsicht)が存在 しなければならない 222､というので

ある｡

以上の如 く､サヴイニーは欺同者の違法性を重視する223｡サヴイニー

が被欺同者の自由意思を重視 しない理由は､まずは彼がローマ法に基づ

いて欺同者の違法性を重視する反射的帰結であろうが､しかしサヴイ

220例えば､FriedrichKarlYonSavigny,SystemdesheutigenRbmischenRechts,

1.Bd.,1840,S.57.なお､同書の邦訳としてサヴイニー (小橋一郎訳)『現代ロー

マ法体系 第1巻』(1993年)が存在する｡ 以下では､同邦訳書を引用する｡

221FriedrichKarlYonSavigny,System desheutigenRamischenRechts,3.

Bd.,1840,S.115fE.,340ff.u.358mitFuan.(a).なお､同書の邦訳としてサヴイ

ニー(小橋一郎訳)『現代ローマ法体系 第3巻』(1998年)が存在する｡以下では､

同邦訳書を引用する｡

222サヴイ二一･前掲注221･110頁 ｡

223この点について､Sprenger,a.a.0.(Fn.64),S.385-386を参照｡サヴイニーは

強迫に関しても､詐欺と同様の理解を示す｡すなわち､｢法的保護の根拠は､

畏怖する者の意思自由の欠落ではなく､強迫者の違法な反良俗性に置かれなけ

ればならない｣(サヴイ二一･前掲注221･94頁および103頁)｡
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ニーの表示主義224も無関係ではないであろう225｡

論 説

224サヴイニーは表示主義者であるか､という点は争われている (この点につ

いて､例えば新井誠 ｢サヴイニーの意思表示､法律行為概念一特に心裡留保を

めぐって-｣民商法雑誌96巻5号 (1987年)637頁以下を参照)｡｢意思表示に

関するサヴイニーの理論において表示が独自の意義を持つのは心裡留保だけで

ある｣という指摘も見られる (新井 ･前掲 ･650頁)｡ところが､サヴイニーの

理解によれば､例えば強迫は自由意思を害さず､被強迫者にも三種の選択の自

由が未だ残され､すなわち第一は強迫者が欲する行為を為す自由､第二は強迫

に抵抗する自由､第三は強迫された害悪を被る自由であり､例えば第-を選択

した被強迫者の意思表和 声現実に存在しているのであって､これに対しては当

該意思表示の効力を肯定し､その法的効果を認めて良い､というのである (サ

ヴイニー ｡前掲注221･96頁)｡しかし､少なくとも現代の法体系の理解によれ

ば､サヴイニーが言う被強迫者の意思は自由な意思ではなく､むしろ内心の意

思と表示された意思の間に敵瀞が生じている心裡留保に近い状態である (｢詐

欺は､表意者は､自己のなした意思表示が本来ならなされなかったものである

ことを表意者が自覚していなかった点では､錯誤と共通であり､強迫は､表意

者にこの点の自覚がある点では､心裡留保ないし虚偽表示に近い｣(鈴木禄弥

『民法総則講義 (改訂版)』(1990年)147頁))｡そもそも､サヴイニーによれば

個人の意思よりも各個人の意思から成る総意が重要であって､すなわちサヴイ

ニーによれば法は共通の民族精神を意味する総意において存在し､確かに総意

は各個人の意思ではあるが､しかし個人の意思が総意に反するならば､これは

不法 (Unrecht)であって､ゆえに個人的自由は総意によって拘束され､総意

に没する､という (サヴイ二一･前掲注220･49頁)｡つまり､サヴイニーにとっ

て認識可能な外界において発露した意思が重要であって､その意思は心理的

出来事ではないのである (WernerFlume,AllgemeinerTeildesbtirgerlichen

Rechts,2.Bd.,DasRechtsgeschaft,3.Aua,1979,S.50を参照)｡要するに､｢サ

ヴイニーは､カントとは異なる基礎にもとづいて､自由意思の概念に規範的意

義を確保している｣(筏浄安恕｢ドイツ近代私法学における三つの自由意思概念｣

法政論集201号 (2004年)145頁)｡

以上の点から､サヴイニーの立場は､意思主義よりも､表示主義に近いよう

に思われる｡ そして､このことが､サヴイニーの詐欺論において被欺同者の意

思決定自由が必ずしも重視されない理由の一端を成しているように思われるの

である｡

225サヴイニーの理解からは､主知主義の傾向も見出される｡このことも､サヴイ

ニーが被欺同者の自由意思を重視せず､むしろ欺同者の態度を重視する一理由

を成しているように思われる｡ 意思より知性 ･理性の優位を説 く主知主義と意
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②詐欺と主観的違法性

恩の優位を説 く主意主義の関係について､前述(本誌63巻4号2ト22頁)を参照｡

確かにサヴイニーは､権利の発生 ･消滅の理由に関係する法律事実の最 も

重要な部類 として､行為の自由という概念を指摘する (サヴイニー ･前掲注

221･22頁)｡既に確認 したように､例えばプ-フェンドルフの理解あるいはプ

ロイセン一般ラント法の規定においては行為の自由は自由意思と密接な関係を

有 したのであるが､しかしサヴイニーが理解する行為の自由においては､理性

の使用 (Vernunftgebrauch)が重要な意味を持つ (サヴイニー ･前掲注221･

23頁および79頁)｡さらに､サヴイニーによれば､naturalisratio(自然的理性)

は､あらゆる人間の本性に内在する共通の法意識に見出されるものとして理解

されている (サヴイニー ･前掲注220･115頁および358頁)｡サヴイニーは次の

ように述べる｡｢法の一般的な課題は､まさに､キリス ト教的人生観において

現れるような､人間の本性の道徳的使命に帰せられる｡ というのは､キリス ト

教は､われわれが生活の規則 と認めうるのみならず､実際にも世界を変えてき

たのであり､したがって､われわれの思想はすべて､どんなにキリス ト教 と無

関係にみえても､それどころかキリス ト教に敵対するようにみえても､やはり

キリス ト教が支配 し､浸透しているからである｣(サヴイ二一 ･前掲注220･70

頁｡なお､サヴイニーはルター派を信奉する父とカルヴァン派を信奉する母の

間に生まれ､さらに妻はカトリックであり､サヴイニーにとって確かに宗教は

実生活の規準であったが､しかしキリス ト教思想における宗派の差異それ自体

は重要ではなかった､と言われている｡ この点について､田中耕太郎 ｢サヴイ

ニーに於ける国際主義と自然法思想｣神川彦桧 (編)『山冒教授還暦祝賀論文集』

(1930年)340頁の注 (3)を参照)｡

これに対 して､既に確認 したように､例えばカントは主意主義の立場であっ

たのであった (前掲注179)｡すなわち､｢サヴイニ-は､いかにもドイツ的で

形而上学的な当時の時代思潮にのっとりつつ､そこに新たな法学の構築を進め

るという極めて重要な貢献を果たしている｡ それは私法学と学問の上では自由

を擁護しながらも､法の本質､法実務､法哲学については､自由主義およびカ

ント的な立場 とは襖を分かつものであった｣(ヨアヒム ･リュッケル ト (耳野

健二 ･西川珠代 訳)｢サヴイニーの法学の構想 とその影響史一法律学 ･哲学 ･

政治学の トリア-デ｣比較法史学会 (編)『比較法史研究の課題一思想 ･制度 ･

社会①』(1992年)245頁)｡なお､サヴイニーの主知主義を示唆する文献 として､

安田幹太 ｢法律解輝に於ける主知と主意｣船田享二 (編)『京城帝国大学法文

学禽 私法を中心 として』(1930年)347頁､玉井克哉 ｢ドイツ法治国思想の歴

史的構造 (2)｣国家学会雑誌103巻11･12号 (1990年)24頁も参照｡後述する

ように､ボワソナー ドも主知主義に近い｡そして､ボワソナー ドの詐欺論には
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論 説

詐欺の局面において被欺同者の決定自由の保護を問わず､むしろ専 ら

詐欺者の違法性を重視するサヴイニーの理解は､もちろんプロイセン一

般ラント法の解釈に反する｡

例えば､プロイセン出身のボルネマン (FriedrichWilhelm Ludwig

Bornemann,1798-1864)226によれば､虚構によって自由に望まれていな

い意思表示へ誘導された他人は既に選択の自由 (Wahlfreiheit)を一書さ

れているのであって､これに加えて欺同者の侵害意図を求める必要はな

く227､さらに悪 しき意図の推定 も認められる228､という｡

ところが､その後の判例および学説は､詐欺者の違法性を重視するサ

ヴイニーの理解に追従 した229｡

ObertribunalszuStuttgart2.12.1853(SeufEertTsArchiv13,112)

によれば､｢詐欺者の主観的不法性 (subjectiveUnrechtlichkeit)が

被詐欺者に与えられる救済の根拠になるのであって､詐欺者によって

惹起された被詐欺者の錯誤または詐欺者に利用された被詐欺者の錯誤

が被詐欺者に与えられる救済の根拠になるのではない｡しかし､詐欺

者の不法性 (Unrechtiichkeit)が被詐欺者の不注意によって解消され

ることも減 じられることもないから､その錯誤が非常に軽微で回避可

サヴイニーの詐欺論と共通する点が多く見られるのであり､この点は後述する｡

226ボルネマンの著書『systematischeDarstellungdesPreuBischenCiviirechts』は､

19世紀におけるプロイセン私法の最初の研究業績であった｡ボルネマンについ

て､クラインハイヤー-シュレーダー ･前掲注163･40頁も参照｡ボルネマン

は司法省において幾度もサヴイニーと対立していたらしい｡

227W.Bornemann,SystematischeDarstellungdesPreui3ischenCivilrechts,1

Bd.,1842,S.148.

228ボルネマンによれば､確かに被詐欺者は意思表示-詐欺的に誘われたこと

を立証しなければならないが､しかし欺岡行為の存在が立証されれば足りるの

であって､このような行為が認められるなら､悪しき意図も存在していること

が通常であるからであり､ゆえに詐欺者として冒される者は反対立証を引き受

けなければならない､という (Bornemann,a.a.0.(Fn.227),S.153f.)｡

229サヴイニーの見解が当時の通説であった点について､田中敦雄 ｢十九世紀

ドイツ普通法における詐欺･強迫理論とドイツ民法典の編纂過程｣石部雅亮(編)

『ドイツ民法典め編纂と法学』(1999年)272頁も参照｡
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能であったとしても､それは重要となり得ない｣(事案の詳細は不明)｡

裁判所が説示する主観的違法性の意味内容は必ず しも明確ではない

が､しかし詐欺と自由意思が結び付けられていないことは確実である｡

当時の裁判例と同様に､学説も詐欺の違法性を重視する｡ 例えば､プ

フタ (GeorgFriedrichPuchta,1798-1846)やゾイフェル ト (Johann

Adam Seu茸ert,1794-1857)も､政活の根拠を､相手方によって引き起

こされた錯誤ではなく､詐欺それ自体の違法性に求めている230｡

以上の如 く､当時の学説および判例は､民事詐欺の救済根拠を自由意

思に対する侵害ではなく､詐欺者の違法性に求めていたのであって､か

かる理解が19世紀の中葉における支配的見解であった｡

第2項 経済自由主義の影響

(1)要件面における影響

(D刑事詐欺の悪意要件

自然法学説の衰退が詐欺解釈をローマ法へ引き戻 した｡この意味にお

いて､詐欺論は変容を受けたのであるが､しかし当時の詐欺論に影響を

与えた要素は､それだけではない｡プロイセンにおいては1835年に鉄道

が開通 し､経済生産も高速化され､さらに1838年にドイツ関税同盟が成

立 し231､資本主義経済の要求に対応 した政策も実施され､しかも1850年

か ら好況が持続 し､ ドイツにおいて経済的自由主義の時代が到来 し

た232｡ そして､この経済的自由主義は､まず刑事詐欺の解釈に影響を及

230GeorgFriedrichPuchta,Vorlesungen正berdasheutigeramischeRecht,1･

Bd.,6.Al乱 hgg.voaAdolfAugustFriedrichRudor茸,1873(Neudruck1999),

S.133.;JohannAdam Seuffert,praktischesPandektenrecht,2.Bd.,4.Åun.,

1867(Neudruck1998),S.73iその他に､CarlFriedrichFerdinandSintenis,Das

practiscbegemeineCivilrecht,1.Bd.,1844,S.192fも､救済根拠として述べて

いるわけではないものの､欺岡行為に違法性を見出している｡

231 フルブロック･前掲注60･165-169頁を参照｡

232JoachimHirsch,Wissenschaftlich-technischerFortschrittundpolitisches

System,1970,S,19u.23.フルブロック･前掲注60･156-180頁も参照｡
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ほし233､詐欺の立件に伴い取引の､自由が阻害されることを回避するため､

可罰的詐欺の成立を抑制する方向へ作用 した｡

例えば､プロイセン刑法典の1843年草案においては､可罰的詐欺の範

囲を限定するために､悪意 (Arglist)234が要件として導入された235｡ この

悪意要件は､現行 ドイツ民法典の詐欺取消制度 (123条 1項)における

悪意の欺岡 l(arglistigeTauschung)という概念の由来であり､重要な

意味を持つ236｡ もっとも､確かにプロイセン刑法典の1845年草案は悪意

要件の不明確性を理由として､悪意から故意という表現へ変更 している

ものの237､可罰的詐欺の範囲を限定する企図それ自体は構成要件を明確

化することによって達成されている238｡1845年草案は故意という表現を

233KarlLackner,StrafgesetzbuchLeipzigerKommentar,10.AUK,6.Bd.,1979,

hgg.YonHans-HeinrichJescheck-WolfgangRu且 -GtintherWillms,S.ll.

234プロイセン刑法典の1830年草案においては既に､詐欺という表現に代えて､

悪意の欺岡 (arglistigeT畠uschung)という表現が予定されていた｡この変更

も､詐欺の範囲を限定する趣旨であった (Berathungs-ProtokolleIII,S.393-
395,zitiertmachGeorgBeseler,KommentartiberdasStrafgesetzbuchfordie

PreuaischenStaaten,1851,S.459)｡ ところが､草案の表現としては最終的に

悪意の欺岡ではなく､｢故意による錯誤の誘発｣という表現が採用された (WET

desVorteilswegendurchvorsえtzlicheVeranlassungeineslrrtumsjemandem

zum NachteilseinesRechtsam Vermagenbeschadigt,istdesBetruges

schuldig.)｡ 悪意から故意へ変更された理由は､明確ではない (Wolfgang

Naucke,ZurLehrevomstrafbarenBetrug,1964,S.75nitFui3n.34)0

2351843年草案448条は､次のように規定された｡｢利益が意図されるか否かに

関わらず､他人の権利の不利益となるよう､誰かある者を悪意な仕方で錯誤に

陥らせ､そのことによって損害を生ぜしめる者は､詐欺を犯している｣｡

236ドイツ民法典の起草過程においても､当初は詐欺という表現が用いられて

いたのであるが､しかし刑法学者のリストが民事詐欺と刑事詐欺を区別するた

めに､民事詐欺を表現する用語として ｢悪意の欺岡｣を提案した｡この点は後

述する｡

237 プロイセン刑法典の1845年草案 :｢故意に他人に対して､誤れる事実の虚構

または正しい事実の隠蔽を通じて錯誤を惹起させることによって損害を加える

者は､詐欺を犯している｣｡

2381845年草案の規定から､例えば一般的な吹聴的な言明や将来の出来事に関

する誤れる予想は詐欺の構成要件として排除することが予定され､不作為に
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利得意図とい う文言-修正 し239､さう に詐欺罪は財産犯 としても確立

し240､そして1851年のプロイセン刑法典 (PreufもischesStra短esetzbuch)

へ結実 したのである241｡

よる欺岡の否定も予定されていた (TbeodorGoltdammer,Materialienzum

StrafgesetzbuchftirdiePreussischenStaaten,2.Teil,1852,S.538-543)｡当時の

一般的見解によれば､｢刑法は､詐欺の概念を十分に狭 く解してよいが､しか

し民事法より広く解することはできない｣(Goltdammer,a.a.0.,S.539.;Beseler,

a.a.0.(Fn.234),S.461)｡多数の市民を､処罰の対象になる詐欺師にすることが

あってはならない､という憂慮が存在していたのである (この点について､

Naucke,a.a.0.(Fn.234),S.79を参照)｡

2391847年草案293粂 :利得意図のもとで他人の財産を､j呉れる事実の陳述また

は正しい事実の歪曲もしくは隠蔽によって錯誤を惹起することを通じて害す

る者は､詐欺を犯している (WeringewinnstichtigerAbsichtdasVermbgen

einesanderendadurchbeschadigt,da且erdurchVorbringenfalscheroder

durchEntstellenoderUnterdrtickenwahrerTatsacheneinenlrrtumerregt,

begehteinenBetrug.)｡

240例えば､1833年草案の484条の段階においては､次のように規定されてい

た｡｢自己または第三者が財産的利益を獲得もしくは他人に財産的利益を獲得

させる意図でも√つて､または他人に損害をも与える意図でもって､他人の錯

誤を惹起もしくは他人の錯誤を利用して､他人の権利を害する (dieRechte

desselbengekr畠nktwerden)ことになる行為を為す者は､そのことから損害

が実際には発生しなくても､詐欺の責に帰す｣｡

この草案においては権利侵害説の影響が窺われるのであるが､しかし逆に

1843年草案448条においては損害の発生が求められ､詐欺罪を真実に対する権

利に反する罪として理解する余地は､ほぼ消滅している｡ これは､1845年草案

の以降も同様である｡

241プロイセン刑法典の詐欺規定は､現行刑法典263条へ受け継がれている｡ す

なわち､今日の詐欺概念はプロイセン刑法典において初めて規定され (Peter

Cramer,VermagensbegriffundVermt)gensschadenimStrafrecht,1968,S.

27)､この時から-詐欺罪を真実に対する権利に反する罪として理解する学説は

姿を消した(この点について､林幹人『財産犯の保護法益』(1984年)20頁を参照)｡

その後の学説として､例えばケストリン (ChristianReinholdKastlin,1813-

1856)も､詐欺罪を財産犯 として理解 し (ChristianReinholdKbstlin,ⅤⅠⅠ.

UeberdieGrenzenzwischendemstrafbarenunddembloacivilrechtlichzu

verfolgendenBetrug,Zeitschriftf也rCivilrechtundProzeB,NF14(1857),S.
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②違法性と責任の分離

経済自由主義の影響は､当時の不法論 (とりわけ客観的違法論に基づ

く違法と責任の分離)からも窺われる｡ この間題に関しては､メルケル

(AdolfMerkel,1836-1896)の主観的違法論とイェ-リング (Rudolfvoa

Jhering,1818-1892)の客観的違法論が重要である｡ 確かに両者の違法

論それ自体は詐欺取消制度と直接の関係 を有 しないが､ しか し特に

イェ-リングの違法論は民法典成立後における詐欺取消制度の解釈に

とって重要を意味を持つから､ここで概観する｡

メルケルによれば､人間の意思に関連させ得ない事柄は自然現象に過

ぎず､逆に法の命令は当該命令の作用が期待され得る者においてのみ翠

えられるのであるから､法の命令に対する違反を意味する不法は帰寮能

力ある者の意思を前提としてのみ語られ得るのであり､したがって不法

は帰責可能性(帰寮可能性は責任と同義242)という要件を含む243､という｡

メルケルの理解によれば､責任は不法の前提であるから244､責任なくし

て不法は語 り得ず､すなわち違法性と責任は必ずしも分離されているわ

けではない｡

こうしたメルケルの不法論埠､イェ-リングによって批判されている｡

イェ-リングによれば､例えば他人の物を善意で占有している第三者に

401)､さらに可罰的詐欺の抑制を説く｡ すなわち､現代文明の興隆にとって極

めて重要な意味を持つ取引の自由は､詐欺の可罰性が容赦なく拡大されること

になれば､耐え難い桂根を課せられるし､他人の費用で利益を獲得しようと

することは取引において必然的に伴う事柄であって､ある程度の甘言は取引

の本質から切り離すことができないからである､という (ChristianReinhold

Kastlin,a.aO.,S.408;ders.,VI.UeberdieGrenzenzwischendem strafbaren

unddenbloi3civilrechtlichzuverfolgendenBetrug,ZeitschriftftlrCivilrecht

undProze鳥,NF14(1857),S.295)｡

242 この点について､AdolfMerkel,Kri血nalistisheAbhandlungen,ZurLehrevoa

denGrundeintheilungendesUnrechtsundseinerrechtlicbenFolgen,auchals

ProlegomenazurLehrevomstrafbarenBetrug,1867,S.50i.;HansAchenbach,

HistorischeunddogmatischeGrundlagenderstrafrechtssystematischen

Schuldlehre,1974,S.24も参照｡

243 Merkel,a.a.0.(Fn.242),S.42-47.

244Achenbach,a.a.0.(Fn.242),S.24.
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対 して主張される所有者の請求権においては権利の所在が問題であっ

て､当該占有者の主観的な非難は当該請求権にとって特別な意味を持た

ず､すなわち過責を要しない不法も存在するのであるから (他人物の占

W拠者が如何なる主観的態度であれ､他人の所有権侵害という違法性が認

められるべきことに何 ら変わりはない)､過責を不法の唯一の基準へ高

めるメルケルの理解は不当である245､という｡ 過責を要 しない不法を肯

定するイェ-リングの用語法によれば､過責を要しない不法は客観的不

法､過責を要する不法は主観的不法として区別される246｡

イェ-リングは､メルケルと異なり､必ずしも過責を不法の前提とし

て理解せず､有責を (主観的な)不法と無責な (客観的な)不法を対置

させる247｡ このように､客観的違法論は責任から区別された点が特徴で

245Jhering,a.a.0,(Fn.213),S.4-5.
246 さらに､前者の意味における不法はヘーゲルが理解する犯意なき不法に相

当する､という (Jhering,a･a･〇･(Fn･213),Sl5nitFuiSnll･)｡ヘーゲルの不法

論について､前掲注213を参照｡イェ-リング自身の詐欺論については本稿で

は解明し得なかったが､しかし例えば前述のサヴイニーや裁判例が言う主観的

違法はイェ-リングの過責を要する主観的違法に相当するであろうし､そうで

あるなら､ヘーゲルが犯意なき不法から詐欺を分離した理解とも整合的であり､

イェ-リングの客観的不法とヘーゲルの犯意なき不法が一致することをイェ-

リング自身が認めているなら､イェ-リングの理解においても詐欺は主観的違

法に近いことになる｡

247 この点について､Fischer,a.a.0.(Fn.213),S.120.ただ し､メルケルと

イェ-リングは､人間の意思と無関係な自然を違法の主体 として認めない

点では共通している (この点について､EdmundMezger,Diesubjektiven

Unrechtselemente,GS89(1924),S.212を参照)｡主観的不法と客観的不法を区

別するイェ-リングは､過貴を要しない不法概念を認めるなら､風や雨も不法

の主体として認める他なくなる､というメルケルの指摘にも応接し､次のよう

に述べる｡ 例えば竜が私の田畑を荒らしても､これは権利の客体たる財 (Gut)

が侵害されているに過ぎず､このこと自体は法にとって何の意味も持たないの

であるから､このことに対する法的措置も存在しないのであるが､しかし例え

ば善意で私の物を占有していた第三者が物の返還を拒むならば､そこには私に

対抗する人間の意思 (menschlichenWillens)が存在し､しかも返還を拒む第

三者の知不知を問わず､その人間的意思は私の権利を傷つけているのであるか

ら､これに対しては法的措置が必要であって､以上を要するに客観的不法は過
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あり､これは責任概念の明確化をも意味する｡ イェ-リングは､責任と

法律効果(とりわけ損害賠償)の関係について248､次のように述べる｡｢責

任がなければ行為に関する答資性はなく､賠償義務はない｡損害が損害

賠償を義務づけるのではなく､責任が義務づけるのである｣249｡

損害の発生のみによって賠償責任を肯定する結果責任主義は､経済自

由主義と相容れない｡この意味において､損害賠償義務の前提として過

責を求める過責主義は､責任を制約する原理として機能し､経済自由主

義の理念に適合する｡ イェ-リングが展開した過寮主義も経済的自由主

義が支配した時代の産物であったのである250｡

イェ-リングの違法論は､まず刑法学に強い影響を与え251､過責なく

して違法 性 を基 礎 づ け る理論 は客 観 的遠 法 論 (Lehrevonder

objektivenRechtswidrigkeまt) と呼ばれ252､こうして犯罪を純粋な客観的

側面と純粋な主観的側面に区別する基礎が与えられた253｡さらに､イェ-

リングの見解が及ぼした影響は私法学においても見出され254､広 く支持

責要素を要しないが､しかし人間の意思という要素を排除しているわけではな

いのであって､これを要求する限り､自然現象は不法の主体たり得ない(Jhering,

a.a.0.(Fn,213),S.6)｡この意味においてイェ-リング自身の立場は純然たる客

観的違法論ではなく､客観的違法論と主観的違法論の中間に位置しており､

イェ-リングの立場が折衷説と呼ばれる所以である｡ この点について､末川博

『権利侵害論 (第2版)』(1971年｡初出は1930年)182頁､高橋敏雄 『違法性の

研究』(1963年)11頁を参照｡

248Jhering,a考.0.(Fn.213),S.6.これに対して､過責なき権利侵害の効果は､客

観的に不適法な物的状態を解消する点にある (Jhering,a.a.0.(Fn.213),S.7.)｡

249Jhering,a.aO.(Fn.213),S.40.

250CertBrdggemeier,Deliktsrecht,1986,S.45;ChristianKatzenmeier,Zur

neuerendogmengeschichtlichenEntwicklungderDeliktsrechtstatt)estえnde,

AcP203(2003),S.91工も参照｡さらに､ヴイーアツカ←･前掲注51･542頁も参照｡

251Achenbach,a.a.0.(Fn.242),S.25.

252Fischer,a.a.0.(Fn.213),S.12侶

253Achenbacha.a.0.(Fn.242),S.25.

254例えば､ヴイントシャイト､デルンブルク､レ-ゲルスベルガー等が挙げ

られる｡Fiscber,a.a.0.(Fn.213),S.123を参照｡
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された255｡ そして､客観的不法は､次第に単なる違法性 と呼ばれ､主観

的不法は過責 (故意 ･過失)と呼ばれ､違法性 と過責は対置され256､こ

れが後の ドイツ民法典へ結実するのであった257｡

(2)効果面における影響

①原状回復 (Wiedere毒nseizumgin由nvorigenS臨md)の体系的地位

詐欺の悪意要件 も､違法と責任の分離も､現代の詐欺取消制度の関係

においては､要件論に相当する｡ これに対 して､効果論はヴイントシャ

イト(BernhardWindscheid,1817-1892)によって展開された｡そして､

この点にも､経済的自由主義の影響が見出されるのである｡ヴイントシャ

イ トの主張は当時の支配的見解に対する批判から展開されているから､

まず当時の支配的見解を概観する｡

例えば､サヴイニーは､意思表示あるいは法律行為の有効性の障害に

関する概念 として Ungt1itigkeitという概念を用い､さらにUngtiltigkeit

を完全なUng混tigkeitと不完全をUngtiltigkeitへ分け､一方で完全な

Unかltigkeitを無 効 (Nichtigkeit) と同置 させ､ 他 方 で不 完 全 な

Un如itigkeitに対 しては訴権や原状回復を含む様々な内容を取 り込み､

その総称として取消可能性 という名称を与えている258｡

さらにサヴイニーによると､原状回復の目的は現在の法的状態を変更

することによって以前の法的状態を復旧することであるから259､以薪の

法的状態を回復する点において共通する限り､原状回復は訴権 (例えば

255この点について､Mezger,a.a.0.(Fn.247),S.212も参照｡

256HansStoll,ZumRechtfertigungsgrunddesverkehrsrichtigenVerhaltens,

JZ,1958,S.139.

257Fischer,a.a.0.(Fn.213),S.123i.;Stoll,a.a.0,(Fn.256),S.139.

258FriedrichKarlvonSavigny,System desheutigenRamischenRechts,4.

Bd.ユ841,S.536.なお､同書の邦訳としてサヴイニー (小橋一郎訳)『現代ロー

マ法体系 第四巻』(2001年)が存在する｡

259FriedrichKarlYonSavigny,System desheutigenRamischenRechts,7.

Bd.,1848,S.100.なお､同書の邦訳としてサヴイニー (小橋一郎 訳)『現代ロー

マ法体系 第七巻』(2007年)が存在する｡ 以下やは､同邦訳書を引用する｡
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actiodoll)と同列に置かれる260､という｡ 既に検討 したように､ローマ

法においてもactiodoliとinintegrum restitutioは必ずしも常に明確に

区別されていたわけではなかった261｡サヴイニーも､actiodoliによって､

詐欺を理由とする原状回復の大部分が不要になっている旨を指摘 してい

るのである262｡

法律効果の内容の類似性のみならず､法律効果の実現方法も類似する｡

サヴイニーによれば､訴権であれ､原状回復であれ､これら敦済手段は

裁判で求められなければならない263｡ 他の論者においても原状回復を一

般的な訴権法に関する民事法理論に割 り当てる理解が見 られるのである

が (例えば､プフタおよびジンテニス)､ しか し原状回復を総則の別章

あるいは法体系全体の補遺において扱 う論者 も存在 し (例えばフアンゲ

ロウ､ハイゼおよびゾイフェル ト)､原状回復の体系的地位は必ず しも

明確ではなかった264｡

②意思表示による取消可能性

以上の支配的見解に対 して､まずヴイントシャイ トは､当時において

依然 として強 く残る訴権的色彩を問題視 し265､裁判上の追求可能性を権

利の帰結 として捉えることによって､訴権を法的に認められた請求権 と-

いう表現へ言い換えるべき旨を説 く266｡

260サヴイ二一 ･前掲注259･96頁｡

261 この点について､前述 (本誌63巻4号12-13頁)を参照｡

262サヴイ二一 ･前掲注259･180頁｡

263 原状回復について､サヴイ二一 ･前掲注259･192頁以下｡もっとも､例

外的に裁判外の表示によって取消効果が生じ得たことを示唆する見解も存在

する (GeorgFriedrichPuchta,Pandekten,3.Au札 1845,S.97を参照 (ders.,

Pandekten,6.Au札 1852,S.100も参照))｡しかし､かかる運用が少なくとも制

定法によって認められていたわけではない｡

264以上の各論者について､Ber血ardWindscheid,LehrbuchdesPandektenrechts,

1.Bd.,1862,S.274mitFu鳥n.7の指摘を参照｡

265奥田昌道 『請求権概念の生成と展開』(1979年)17頁以下｡

266BernhardWindscheid-TheodorMuther,DieActiodesrdmischen

Zivilrechts,1856(Neudruck198動 S.5f.
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もっとも､現行民法における詐欺を理由とする取消権は請求権ではな

く､actiodoliそれ自体は現行 ドイツ民法123条 1項における取消権の起

源ではなく267､取消権の起源は原状回復に遡る｡

原状回復 (restitutioinintegrum;Wiedereinsetzungindenvorigen

stand)について268､ヴイントシャイ吊ま､訴権と回復の相違から､支配

的見解と異なる理解を示す｡すなわち､ヴイントシャイ吊こよれば､従

来の体系は回復の理論を一般的訴権法に割 り当てるが269､しかし訴訟上

の救済に関する一般原則よりも回復それ自体の目的が重要であって､そ

れゆえ体系における回復の地位も回復の目的によって決定されるのであ

り270､そして回復の目的は法律事実の法的効果の廃止であるから271､回復

の理論は法律事実のUnかltigkeitの理論に属する㌘2､というのである｡

ヴイントシャイトが言う法律事実は､権利の発生 ･消滅 ･変更を生ぜ

しめる個別要素を意味 し､法律事実の一種 として法律行為が含まれ

る273｡ そして､ヴイントシャイ トによれば､Un離ltigkeitは法律行為の

取消可能性 (あるいは無効)を導き､その原因として詐欺が考えられ､

取消可能性を実現する方法として法律行為の解消を求める方法が存在

し274､この法的効力を奪う原理が原状回復であって､その要件として財

産的不利益は必要ではなく､さらに原状回復は裁判官の判決ではなく､

私的行為275によって効力が生じる276､というのである｡

267 この点について､Harder,a.a.0.(Fn.198),S.219も参照｡例えば､Kaser,a.a.0.

(Fn.18),S.149によれば､actiodoliはドイツ民法826条の前身である､という｡

268Harder,a.a.0.(Fn.198),S.218茸.も参照｡

269windscheid-Muther,a.a.0.(Fn.266),S.227.

27nwindscheid-Muther,a.a.0.(Fn.266),S.227.

271windscheid=Muther,a.a.0.(Fn.266),S.227i

272windscheid-Muther,a.a.0.(Fn.266),S.228.

273BernhardWindscheid,LehrbuchdesPandektenrechts,i.Bd.,7.Aua.,1891,

S.163-166.

274windscheid,a.a.0.(Fn.273),S.218-221u.324-333.

275私的行為 (privatthえtigkeit)の意味は必ずしも明確ではないものの､ヴイ

ントシャイトは法律行為を私的意思表示 (Privatwillenserkはrung)として定

義しているから､ヴイントシャイトが言う私的行為は裁判所という国家機関を

介さず実現する行為という程度の意味であろう｡
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裁判官の判決を介さない取消可能性の実現が認められた点は重要であ

り､このことは経済的自由主義の発露としても評価できるであろう277｡

そして､ヴイントシャイ トの影響はザクセン民法典 (1863年に公布､

1865年に施行)においても見られる278｡ 同法典は詐欺の効力について､

次のように規定した279｡

第3編債権法833条 :一方の契約締結者が他方の契約締結者によっ

て詐欺により契約を締結させられたなら､その者は契約を存続させる

か､または契約を取 り消すことができる｡ 第三者の詐欺は､他方当事

者が契約の成立に際して第三者の詐欺を認識していた場合を除き､被

詐欺者に詐欺に基づく契約の取消権を与えない280｡

同849条 :無効な契約は､無効の表示を必要とすることなく､最初

から法的効力を有さない｡取消 しは､取消権者が相手方に対して契約

を取り消す旨を表示するときに初めて生じ､契約は双方当事者のため

に解消する281｡

276 windscheid,a.a.0.(Fn.264),S.272-276.

277本田･前掲注198･237頁､HehzHdbner,SubjektivismusinderEntwicklung

desPrivatrechts,in:FestschriflftirMaxKaserzum70.Geburtstag,1976,S.

725を参照｡当時の自由主義は経済基盤と密接な関係を有していた｡この点に

ついて､ハロルド･ラスキ (石上良平訳)『ヨーロッパ自由主義の発達』(1951

辛)249頁以下を参照｡

278 当時の法文化や立法に及ぼしたヴイントシャイトの影響力について､ヴイー

アッカー･前掲注51･532頁以下を参照｡

279 以下の条文について､NeudruckeprivatrechtlicherKodi免kationenund

Entwtlrfedes19.Jahrhunderts,4.Bd.,1973を参照した｡

280 WirdeinedervertragschlieBendenPersonenvoaderanderenzur

EingehungdesVertragesdurcbBetrugvermocht,sokannsicbe主den

Vertragestehenbleibenoderdenselbenanfechten.DerBetrugeinesDritten

giebtdenBetrogenenReinRechtzuAnfechtungdesVertragesaufGrunddes

Betruges,ausgenommenwennderandereTheilbe主EingehungdesVertrages

umdenBetrugndenDrittengewuathat.

281 EinnichtigerVertraghatvoaAnfangankeinerechtlicheWirkung,ohne
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ザクセン民法典は ドイツ法典の先駆であったこと282､ヴイントシャイ

トがザクセン民法典 の起草 に対 して影響 を与 えていたこと283､そ して

ヴイントシャイ守が ドイツ民法典の第一委員会の委員 として参画 してい

たことに鑑みても､ザクセン民法典の詐欺取消規定が ドイツ民法典へ撹

入 された可能性は十分に考えられる284｡

ただし､ザクセン民法典によれば､例えば錯誤は第 1編総則規定にお

ける法律行為領域に規定されたが､ しか し詐欺取消制度は第3編 ｢債権

法｣の第 1部 ｢債権一般｣における第3章 ｢債権の発生｣に規定されて

いる｡ これは､現在の ドイツ民法典の体系 と異なる｡ さらに､詐欺を理

由とする救済根拠の理解 も問題である｡確かにザクセン民法典の詐欺は､

要件 として財産的損失を要 しか ､285｡ これは､現行 ドイツ民法典におけ

る詐欺取消制度の解釈 と異 な らないが､ しか しザ クセ ン民法典 (91

粂 286) はプロイセン一般ラン ト法 (1編 4章 4粂 287) と異なり､意思表示

が自由でなければならない旨を規定 しておらず､詐欺取消制度の救済梶

拠 と意思自由の関係は必ず しも明確ではない288｡ この点に関しては､現

在の詐欺取消制度へ亘る過程において､なお確認 されなければならない

da且eseinerNichtigkeitsrekiarungbedarf.DieAnfechtunggilterstals

geschehen,WennderdazuBerechtigtedenAnderengegentibererkはrt,daj3

erdenVertraganfechte,undeslastsichdamnderVertrag飽rbeideTheile

auf.

282ヴイーアツカー ･前掲注51･559頁.

283この点について､Harder,a.a.0.(Fn.198),S.214u.218を参照｡

284Harder,a.a.0.(Fn.198),S.221は､この点を示唆する｡

285この点について､MarieRaschke,DerBetrugimCivilrecht,1900,S.92を参照｡

286第 1編総則91条 :意思表示は､本心 (ernstlich)でなければならない ;そ

れ以外の法律行為は無効である (DieWillenerkl畠rungmuaeineernstliche

sein;auBerdemistdasRechtsgeschaftnichtig.)｡

287プロイセン一般ラント法 1編4章4条:意思表示は､自由でなければならず､

本心 (ernstlich)かつ確実でなければならず､あるいは信頼できなければなら

ない｡

288 現行 ドイツ民法典の詐欺取消制度に関する通説の解釈によれば､その規範

目的が意思決定自由の保護である点に鑑みて､財産的損害を要件として求めな

い｡この点については後述する｡

北法63(5･263)1563 [62]



論 ･ 説

問題 として残 る289｡ この点について､引 き続 き検討する｡

289詐欺と被欺同者の意思を結び付ける解釈それ自体は存在 していた｡例えば､

干ムゼン (FriedrichMommsen,1818-1892)は､次のように述べる (Friedrich

Mommsen,UeberdieHaftungderContrahentenbeiderAbschlieiSungYon

Schuldvertragen,1879,S.156i.)｡｢取消 し (Rescission)を求める赤は､非

常に多様であって､大抵の事例においては純粋を損害賠償の訴であるよう

に思われる｣｡ しか し､｢dolusを理由 とする取消 しの赤は､原状回復の訴

(Restitutionsklage)である｡ その訴は､詐欺が相手方の意思に影響を及ぼし､

それを断じて容認できない､という観点に立脚 している｣｡それゆえ､｢取消 し

の訴を基礎づけるために､契約の締結が原告の財産の減少を生ぜしめた､とい

うことは必要な｣ く､すなわち ｢取消 しの訴は契約の締結が買主に積極的な損

害を引き起こした､ということを成立要件 としないのである｣｡

これに対 して､むしろ民事詐欺の要件として損害を求める裁判例も存在した｡

例えば､病気に篠患 した馬を買わされた原告が dolusを理由として契約を解消

し､代金の返還を求めた事案において､ROHGzuLeipzig23.3.1872(Seu茸ert's

Archiv30,192)は､財産的損害 (Vermagensschaden)がdolusの成立要件お

よび取消権 (Rescissionsrecbt)の成立要件であること､そして専門家の鑑定

によれば本件の馬が売買価格より高 く評価されていることを確認し､ゆえに財

産的損害を欠 く本件においては訴の利益 も欠ける旨を説示して､原告の訴を退

けた｡

損害要件を重視する解釈は､原因を与える悪意 (欺岡なかりせば契約を締結

していなかったであろう場合の詐欺)と偶然に生 じる悪意 (欺岡が存在 しな

くても契約は締結 していたであろうが､しかし当該内容あるいは当該条件で

は締結 していなかったであろう場合の詐欺)という区別からも間接的に窺われ

る｡既に確認したように､この区別は解釈学派によって導入された (前掲注64

を参照)｡この区別によれば､前者においてのみ取消権は認められ､それ以外

は損害賠償 しか認められない｡この区別は19世紀においても維持され､この区

別が争われる事案も少なくなかった｡そして､その大半は偶然に生じる悪意し

か認められず､効果として損害賠償しか認められなかった (例えば､OAG.zu

Dresden24.7.1847,SeufEert'sArchiv2,216.;OAG.zuOldenburg24,4.1872,

Seuffert'sArchiv27,189.;RG19.3.1880,Seuffert'sArchiv36,S.ll.;RG27.i.

1881,SeufFertfsArchiv36,S.264.;RG10.i.1888,Seuffert'sArchiv43,270.た

だし､RDHG.zuLeipzig27.9.1878,SeufEert'S34,S.216は､取消しを認める｡

O G.zuWolfenbtittel.28.6.1878,Seu茸ert-sArchiv35,S.154お よびROHG.zu

Leipzig16.5.1879,Seuffert'sArchiv36,S.12は必ずしも明確ではないが､ しか

し前者は建物の塀庇の事案であり (少なくとも損害は認定され得る)､後者に
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第2款 ドイツ民法典の成立過程

第 1項 詐欺取消規定の立法過程

(日 詐欺取消制度の起源と意義

①プロイセンの影響

後述するように､悪意の欺岡を理由として意思表示による取消可能性

を認める現行 ドイツ民法典123条 1項の規範目的は､被欺同者の意思決

定自由の保護として理解されている｡ 悪意という要件や取消可能性とい

う効果については､19世紀における議論を通じて確認した｡欺岡の概念

に関しても､19世紀を通じて民事詐欺の概念として妥当したdolusから､

その概要を知ることができよう｡ 残る問題は､同条項の規範目的を意忠

決定自由の保護として理解する考え方の由来である｡こうした考え方は､

ローマ法のdolus理論からは説明できず､むしろプロイセン一般ラント

法の理解に近い｡この間題について引き続き検討する｡ ただし､その節

提として､立法前夜におけるプロイセンの影響について確認 しなければ

ならない｡

プロイセンは経済的自由主義を背景として躍進を果たしたものの290､

おいてはactiodoliが提起されている)｡

取消権の前提として損害の発生が要求されるなら､少なくとも詐欺取消制

度における保護法益は意思決定自由たり得ず､これはプロイセン一般ラント

法の理解に反するし (この点について､Meisner,DasPreu上もischeAllgemeine

LandrechtundderEntwurfdesDeutschenbdrgerlichenGesetzbuchs,1890,S.

75を参照)､そして現行 ドイツ民法典の解釈にも反する｡ 少なくとも､現行 ド

イツ民法典成立の後の裁判所は､現行 ドイツ民法典が当該区別を採用していな

い点を理由として､原因を与える悪意と偶然に生じる悪意という区別を否定す

る｡ この点は後述する｡

ただし､現行 ドイツ民法典における詐欺取消制度と契約締結上の過失

法理は､その確定基準を巡り議論され､その基準として原因を与える悪

意と偶然に生 じる悪意という区別を採用する論者も存在する (Stephan

Lorenz,Vertragsaufhebungwegenculpaincontrahendo:Schutzder

EntscheidungsfreiheitoderdesVerm6gens?,Zip1998,S.1056)｡ この間題も後

述する｡

290その状況 について､HelmutB6hme,ProlegomenazueinerSozial-und
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ドイツ全体 という観点から捉えるなら､プロイセン一般ラント法は特別

法に過ぎなかった291｡ところが､ ドイツ国内における商取引や法律家の

交流が意識され､ ドイツにおける一般民法が求められ始め292､民法草案

の起草が各邦の代表者から成る連邦参議院によって第二委員会に託され

た｡その出身構成員は当時の各部における力関係に応 じて､プロイセン

が最多の4人､その他はバーデンの2人､バイエルンの2人､ザクセン

の 1人､ヴユルテンベルクの 1人､そしてエルザス ･ロー トリンダンの

1人であった293｡このことから既に､立法過程において与えるであろう

プロイセンの影響が窺われる｡ もっとも､本稿において確零されるべき

問題は､その影響と詐欺取消制度の関係である｡

まず､部分草案から確認する｡ 総則編の部分草案起草者として､バー

デン出身のゲ-プハル ト (AlbertGebhard,1832-1907)が選出された｡

既に確認したように､バーデン地方法はフランス民法典の翻訳と若干の

補充条項を加えた法典であった294｡つまり､バーデン地方法は ドイツに

おいて所詮は外国法であって､バーデンはプロイセンによる法統一に戻

WirtschaftsgeschichteDeutschlandsim19.und20.Jahrhundert,1968,S.57fE.

なお､同書の邦訳として､ヘルムート･ベ-メ (大野英二-藤本建夫 訳)『現

代 ドイツ社会経済史序説』(1976年)が存在する (ただし､同邦訳書の底本は

1972年の第4版)｡以下では､同邦訳書を引用する)｡さらに､プロイセンは､

1867年に北 ドイツ連邦という形において部分的統一を実現し､北 ドイツ連邦憲

法をも制定したのであり､この憲法によればプロイセン王が軍事 ･外交の全権

および連邦宰相の任命権を有していた (ベ-メ･前掲 ･81頁の注10)｡

291 クラウス ･ルーイク (佐々木有司 訳)｢プロイセン私法学の創始者として

の後期パンデクテン法学者ハインリヒ･デルンブルク｣日本法学61巻3号 (1996

辛)138頁を参照｡

292この点について､Katzenmeier,a.a.0.(Fn.250),S.80.

293連邦参議院は1871年に成立したドイツ帝国憲法において規定され､そして

同憲法は前述した北ドイツ連邦憲法を引き継いでいるのであって､すなわちプ

ロイセンの影響力も引き継がれている｡この点について､石部雅亮 ｢ドイツ民

法典編纂史概説｣石部雅亮 (編)『ドイツ民法典の編纂と法学』(1999年)9頁

以下も参照｡委員会の構成について､平田公夫 ｢ドイツ民法典を創った人びと

(1)｣岡山大学教育学部研究集録 (1981年)56号67頁も参照｡

294バーデンとフランスの関係について､前述2-3頁を参照｡
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対する理由を有さず､さらにグープハル ト自身は部分草案の起草者とし

て選出される以前からプロイセンの法律家と交流を持ち､ゲ-プハル ト

は第-委員会におけるプロイセン委員の強い影響下に置かれ､ゲ-プハ

ル トはプロイセンの潜在的な支持者として理解されていた295｡ そして､

ゲ-プハル 吊ま､普通法における詐欺取消制度の支配的理論としてプロ

イセン一般ラント法を挙げ､これに従う旨を述べて296､部分草案におけ

る詐欺取消制度を次のように規定 した｡

部分草案総則編101条 1項297:誰かある者が他人によって違法に根拠

のある恐怖の惹起 を通 じて意思表示 をさせ られ､あるいは詐欺

(Betrug)を通 じて意思表示をさせられた場合は､その意思表示は直

接に作用する取消 しに服する｡

まず意思表示による取消可能性が認められている点が注目される｡ と

ころで､ゲ-プハル トの部分草案を補助する担当者がザクセンから選任

295 この点について､KarlheinzMuscheler,DieRolleBadensinder

EntstehungsgeschichtedesBtlrgerlichenGesetzbuchs,1993,S.22u.37および

WernerSchubert,DieVorlagenderRedaktorenftirdieersteKommissionzur

AusarbeitungdesEntwurfseinesBdrgerlichenGesetzbuches,Allgemeiner

Tell1,hgg.Yon,1981,S.XVを参照｡確かにゲ-プハルトの人事に関しては異

論も出たのであるが､しかしプロイセン出身のパーぺ (第-委員会の委員長)

はゲ-プハルトの起用を支持した (Schube托 a.a.0 .)｡ なお､ゲ-プハルト

と同様にバーデン出身であったヴイントシャイトも､､自身の 『Lehrbuchdes

Pandektenrechts,1.Bd∴7.Au札 1891』をパーぺに捧げており､その関係が窺

われる｡

296AlbertGebhard,DieVorlagenderRedaktoren飽rdieersteKommission

zurAusarbeitungdesEntwurfseinesBtirgerlichenGesetzbuches,Allgemeiner

Tell1,hgg.voaWernerSchubert,1981,S.135.

297IstJemandzurAbgabeeinerWillenserklえrungvoneinem Anderen

widerrechtlichdurchErregungeinergegrtindetenFuchtbewogenoderdurch

Betrugverleitetworden,soistdieWillenserklえrungunmittelbarwirkender

Anfechtungunterworfen.
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されていた298｡既に確認 したように､プロイセン一般ラント法において

認められていなかった意思表示による取消可能性がザクセン民法典にお

いて認められていたのであった299｡

このように意思表示による取消可能性は認められたものの､依然とし

て詐欺取消制度の規範目的に関しては部分草案においても十分に語られ

ていない300｡これは続 く第一草案において明確化する｡

②詐欺取消制度の規範員的

第一委員会はプロイセン選出の委員によって主導され､しかもヴイン

トシャイ トが途中で委員 を辞 し､その一票がプロイセン側に与えられ

た301｡ こうして､プロイセン勢が過半数を占め､第一草案においてもプ

298schubert,a.a.0.(Fn.295),S.XV.

299この点について､前述19頁以下を参照｡ところで､バーデンにおいてフラ

ンス法の影響が見られた点も､既に確認した(前述2-3頁)｡ゲ-プハルトは､

取消可能性の理解について､フランス法の影響も示唆する (AlbertGebhard,

VorentwtirfederRedaktorenzumBGB,AllgemeinerTei12,hrsg.YonWerner

Schubert,1981,S.148-150)｡フランス法における取消可能性に関しては､ヴイ

ントシャイ トの研究も存在 していた (BernhardWindscheid,ZurLehredes

CodeNapoleonYonderUngtiltigkeitderRechtsgeschAfte,1847(Nachdruck

1969),S.44を参照)｡既に確認したように､ザクセン民法典において意思表示

による取消可能性が規定された経緯においては､そこにヴイントシャイトの影

響が見られ (前述19頁以下)､さらにヴイントシャイトがグープハルトと同様

にバーデン出身であった点も､ ドイツ民法典の取消可能性に関するフランス法

の影響を窺わせる｡ この点に鑑みても､フランス法の理論の影響を検討するこ

とは本稿においても重要な意味を持つはずであるが､しかし立ち入れなかった｡

なお､大木雅夫｢独仏法学交流の史的素描｣上智法学論集19巻2･3合併号 (1976

年)94頁によれば､ヴイントシャイトは ｢当時としてはフランス法を最もよく

知っていたドイツ人のひとりであり､当初は､ラインのフランス法地域をドイ

ツ法学に結合する諸関連を確認しようと企てていた人である｡ しかしその後パ

ンデクテン学の構築に没頭して､フランス法の研究を放棄した｣､という｡

300詐欺取消制度の規範目的に関しては､後述するように､フランス法ではなく､

自然法学説から連なるプロイセン一般ラント法の影響が大きいであろう｡

301 第-委員会は主としてパーペを含む4名のプロイセン出身者とヴイン

トシャイ 吊こよって主導されたようであ り (石部 ･前掲注293･24頁)､
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ロイセン法に傾斜する可能性が十分に存在 していた302｡ そして､部分草

案に基づ く第-草案103条 1項は次のように規定された｡

第一草案103条 1項303}:誰かある者が強迫によって､または詐欺

(Betrug)によって違法に意思表示を為さしめられた場合､その者は

その意思表示を取 り消すことができる｡

部分草案の起草者と同様に､第一草案理由書は､プロイセン一般ラン

ト法に従う旨を宣言し､さらに同法が違法に干渉されていない自由な意思

決定 (Die&eie,d.h.rdchtrechtwidrigbeein乱113teWimensentscheidung)を

法律行為の構成要件要素として捉える立法例である点を確認し､そして

第一草案の立場について次のように述べる｡

｢意思決定の自由は意思表示の有効性の前提であ｣り､｢法秩序は､法

律行為領域における自由な自己決定 (diefreieSelbstbestimmung)が

違法な方法で干渉されることを許すことができない｣304｡

ヴイントシャイトの欠員分の一票は議長のパーペに与えられた (Werner

Schubert,PreuiSensPlえnezurVereinheitlichungdesZivilrechtsmachder

Reichsg拍ndung,SZ(Ger.)96(1979),S.247mitFuBn.16)｡

302この点について､石部 ･前掲注293･30頁も参照｡

303 "IstJemandzurAbgabeeinerWillenerklarungYoneinem Anderen

widerrechtlichdurchDrohungoderdurchBetrugbestimmtworden,sokann

erdieWillenserklえrunganfechten."

304 Motivezuden EntwurfeeinesBtirgerlichenGesetzbuchesf也rdas

DeutscheReich,I.Bd.,1888,S.204u.206(以下では､｢MotiveI｣として引用

する).

この時から､第一草案103条に由来する現行規定123条1項が意思決定自由を

保護する規範であることは､現在に至るまで､争われていない｡先の理由書

の一節は､その根拠として､現在も頻繁に引用されている｡ ｢123条は法律行為

上の意思決定の自由を保護せんとする (理由書第-巻204頁 - I･･･を参

拷)｡同規定は､意思形成が欺岡および強制から自由に行われた場合に限り､

私的自治によって前提とされる法律行為上の自己決定が効力あらしめられる､

という考え方に依拠しているのである｡同規定は一刑法263条 (詐欺)および
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違法に干渉されていない自由な意思決定が有効な意思表示の前提とし

て宣言され､こうした理由書の説明から詐欺取消制度が被欺同者の観点

から捉えられていること､さらに意思決定自由が違法評価の対象として

捉えられ得ることが理解される｡

しかし､同条項は､その後の立法過程において修正を受け､とりわけ

悪意の要件305と違法性の要件306に関して修正されている｡ こうした修正

は詐欺取消制度の態度決定にも関わる問題であるから､この点について

引き続き検討する｡

(2)詐欺取消制度における文言の変遷

①悪意の要件

第一草案の規定から判明するように､同草案においては詐欺という秦

現が用いられていた｡ところが､刑法においても詐欺という文言が用い

られていたから､刑事詐欺と民事詐欺の区別という観点から､第-草案

が ｢詐欺十という文言を採用したこと自体が批判の対象となった｡

例えば､刑法学者のリス ト (FranzvonLiszt,1851-1919)によれば､

刑法学における詐欺は本質的に悪意の欺岡 (arglistigeTauschung)に

基づく財産的被害を意味するのであるが､しかし詐欺取消制度における

詐欺は財産的損害を要せず､この意味における詐欺は財産的損害へ至る

以前の悪意の欺同それ自体を意味し､それゆえ刑法の意味における詐欺

刑法253条 (恐喝)と異なり一財産を保護しているのではなく､したがって財

産的損害を要件としていない｣(HeinzPalm,in;ErmannHandkommentarzum

BtirgerlichenGesetzbuch,1.Bd.,12.Au札 2008,S.296)｡ その他に､例えば

ErnstA.Kramer,in;MtinchenerKommentarzumBdrgerlichenGesetzbuch,1.

Bd.,5.AUK,2006,S.1401も参照｡

305現行ドイツ民法典123条1項の悪意要件を､民法典における故意ドグマの一

端を成すものとして理解する見解も存在し､このことは詐欺取消制度と契約締

結上の過失法理の競合問題においても重要な意味を持つ｡この点は後述する｡

306現行ドイツ民法典123条1項の規定上､違法性の要件は､強迫にのみ関係し､

悪意の欺岡に関係していないように見えるが､しかし現在の解釈においては悪

意の欺岡が要件として違法性を要する点について異論は見られず､ゆえに違法

性は悪意の欺岡に関しても解釈論として重要な意味を持つ｡この点は後述する｡
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と本質的に異なる307､という｡ こうして､リス トは､詐欺取消制度の意

味における詐欺と刑法における詐欺を区別するために､第一草案が用い

た詐欺という表現に代えて､悪意の欺岡 (arglistigqTauschung)とい

う表現の使用を提案している308｡

リス トのみならず､デーテルマン (ErnstZitelmann,18524923)も

草案の文言を問題視 し､リス トと同様に民法の取消制度における詐欺の

要件として詐欺者の食欲な意図や財産的侵害を求めず､悪意の欺岡とい

う表現を用いれば足 りる旨を述べている309｡

リス トとチ-テルマンの批判が影響 してか､第二委員会は第一草案

103条における詐欺という表現を悪意の欺岡という表現-変更し､第二

草案98条 1項を次のように規定した｡

第二草案98条 1項 :悪意の欺 岡または強迫 によって違法 に

(widerrechtlich)意思表示を為さしめられた者は､その表示を取り消

すことができる310｡

第二委員会は､修正理由としてリス トやチ-テルマンと同様の指摘､

すなわち民事詐欺と刑事詐欺の区別および詐欺取消制度における財産的

損害の不要を挙げている311｡ ここに､リストとチ-テルマンによる批判

307FranzvonLiszt,DieGrenzgebietezwischenPrivatrechtundStrafrecht.

KriminalistischeBedenkengegendenEntwurfeinesBdrgerlichen

GesetzbuchesfardasDeutscheReich,1889,S.22-25.

308Liszt,a.a.0.(Fn.307),S.25.

309ErnstZitelmann,DieRechtsgeschafteim EntwurfeinesBtirgerlichen

GesetzbuchesftirdasDeutscheReich,2.Theil,1890,S.43.

310"WerzurAbgabeeinerWillenserklarungdurcharglistigeTえuschung

oderdurchDrohungwiderrechtlichbestimmtwordenist,kanndieErkはrung

anfechten."

311protokollederKommissionftirdiezweiteLefungdesEntwurfsdes

BtirgerlichenGesetzbu占hs,1.Bd.,1897,S.119(以下では､｢Protokollei｣と

して引用する).
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の影響が窺われる312｡

ところで､悪意の欺岡という概念が刑事詐欺の立法過程において登場

し､刑事詐欺の可罰性を制限するために採用された概念であったことは､

既に確認した313｡ 悪意の欺岡という表現を持ち出したリス トの趣旨が詐

欺概念の限定も合意していたか否か､は必ずしも明確ではない｡しかし､

少なくとも第二委員会が第一草案を実質的に修正する目的を有していな

かった点は､留意されなければならない314｡ つまり､民法における詐欺

取消制度の目的は､たとえ悪意の文言が加わろうとも､依然として意忠

決定自由の保護であるのである (少なくとも第二委員会は､この理解を

修正していないし､変更していない)｡

②違法性の要件

悪意に続いて､違法性の要件も問題である｡ 既に確認したように､第

二草案98条 1項の規定によれば､違法性要件は悪意の欺岡と強迫の両者

に妥当しているように見える｡ ところが､帝国議会の審議において､逮

法性要件を強迫の直前に置くことが決定された315｡

悪意の欺岡により､または違法に (widerrechtlich)強迫により意

思表示を為さしめられた者は､その意思表示を取 り消すことができ

312 wiebkeReitemeier,TえuschungenvorAbschluaYonArbeitsvertrえgen:

Zum Verhaltniszwischendem StraftatbestanddesBetrugesunddem

AnfechtungsrechtwegenarglistigerTauschung(§§263Abs.1StGB,123

Abs.1Aユt.iBGB),2001,S.74,;HannesR6sler,ArglistimSchuldvertragrecht,

AcP207(2007),S.572は､第二委員会に対するリストないしチ-テルマンの批

判の影響を指摘する｡

313 この点について､前述13頁を参照｡

314 第二委員会は､基本的に第一草案の理解を踏襲する旨を述べている

(protokolleI,S.119)｡Reitemeier,a.aO.(Fn▲312),S.75も参照｡

315BennoMugdan,DiegesammtenMaterialienBtirgerlichenGesetzbuch餌

dasDeutscheReich,1.Bdリ1978,S.965によると ｢強迫によって違法に (durch

Drohungwiderrechtlich)｣の代わりに ｢違法に強迫によって (widerrechtlich

durchDrohung)｣と定めるべきだとする提案が満場一致の承認を得て可決さ

れた｡
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る316｡

かかる帝国議会の提案内容は､そのまま現在の民法における詐欺取消

制度として規定された｡

民法123粂 1項 :悪意の欺岡により､または違法に強迫により意思

表示 を為 さしめられた者は､その意思表示を取 り消すことができ

る317｡

最終的に､悪意は詐欺特有の要件として､そして違法性は強迫特有の

要件として確定された｡ただし､悪意の欺岡が違法性要件を持たない理

由は､悪意の欺岡が違法性と無関係であるからではなく318､悪意の欺岡

は当然に違法である319｡ むしろ問題は､違法性と悪意の関係であり､さ

らに悪意と意思決定自由の関係である｡

既に確認したように､自然法学説に依拠したプロイセン一般ラント法

を否定するサヴイニーの詐欺論によれば､詐欺の局面において意思決定

自由の侵害は語られず､むしろ詐欺の違法性は欺岡行為によって基礎づ

けられる旨が確認されていたのであり､それに続 く学説および判例も欺

同者の主観的違法性を重視 していた320｡ この理解を維持するなら､123条

1項における悪意要件も違法性を基礎づける要件として重要な意味を拷

316werzurAbgabeeinerWillenserklえrungdurcharglistigeTまuschungoder

widerrechtlichdurchDrohungbestimmtwordenist,kanndieErkはruug

arlfechten.

317 同上｡

318 このことはJ刑法が犯罪を定める各条文において必ずしも違法性の要件を

明記していなくても､当然に違法性が語られることを想起すれば､理解される

であろう｡

319 むしろ､悪意の欺岡に違法性の要件が付されなかった理由について､｢悪意

の欺岡の違法性は自明のことであるから｣(Mugdan,a.a.0.(Fn.315),S.965)､

という｡ ならば強迫の違法性要件は何を意味するのか､この意味の違法性と悪

意の欺岡は如何なる関係にあるのか｡この点は後述する｡

320 この点について､前述7-12頁を参照｡
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つのであろう｡

しかし､既に確認したように､この時期には違法性と責任を分離する

客観的違法論が確立され始めていたのであって､主観的要件の悪意に

よって違法性を基礎づける解釈は客観的違法論に反している｡ さらに､

民法の起草者は､プロイセン一般ラント法の理解に依拠し､詐欺取消刺

度の規範目的を意思決定自由の保護として理解している｡ 客観的違法論

に依拠 し､かつ意思決定自由を重視するなら､違法性の根拠は意思決定

自由に対する侵害に求められることになる｡ この理解によれば､被欺同

者の保護の可能性を悪意に限定する理由は存在せず､もし悪意に限定す

るならば､別個の説明を要する｡

要するに､問題は､ ドイツ民法123粂1項における違法性の根拠は悪

意であるか意思決定自由であるか､意思決定自由は悪意の侵害によって

のみ保護される性質の法益であるか､過失の侵害によっても保護される

性質の法益であるか､という点である｡

ところが､こうした問題に関して起草者の理解は必ずしも明確ではな

く､少なくとも詐欺取消制度の立法過程からは窺い知ることはできない｡

これに対して､不法行為法の立法過程においては､違法性と過責 (故

意 ･過失)あるいは意思決定自由の要保護性について語られている｡ そ

こで､この点を確認するべ く､不法行為法の立法過程を続けて概観する｡

第2項 不法行為規定の立法過程

詐欺取消制度の立法過程において残された問題は､いずれも自由意忠

に関係する問題である｡ それゆえ､まず民法が予定している自由意思に

ついて､確認されなければならない｡民法における自由意思が語られる

局面は､主として2つに分かれる｡ 第一は行為能力における自由意思で

あり､第二は不法行為法において法益 として列挙される自由意思である｡

その意味と内容について､まず前者から検討する｡

(1)民法典における自由意思一責任横拠の自由意思-

① ｢理性の僅周｣

民法典における重要な自由意思の規定として､まず行為能力に関する

諸規定が挙げられる｡ 例えば､第一草案は､行為能力を次のように規定
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していた｡

･第-草案708条 :理性の使用を奪われていた者が他人に損害を加え

た場合､その者は責を負わない｡しかし､自ら引き起こした酷釘によっ

て理性の使用が排除された場合には､損害について責を負う321｡

かつて普通法は､法律行為能力と不法行為能力の双方を含む概念とし

て､行為能力 (Handlungsfahigkeit)という概念を用いていた｡しかし､

この意味における行為能力は法的行為 (juristischeHandlung)を為 し

得る能力という程度の意味しか持たず､法律行為能力と不法行為能力は

暖味に結び付けられ､能力概念として不十分であった｡それゆえ､民法

典 は､ 普 通 法 の 行 為 能 力 概 念 を採 用 せ ず､ 不 法 行 為 能 力

(Deliktsf畠higkeit)と意思表示を為 し得る能力としてのみ理解される法

律行為能力 (Geschaftsf畠higkeit)322に分けたのであった323｡ ただし､両者

は本質的に同一であって､それゆえ法律行為能力に関しても不法行為鰭

力規定と類似 した内容の規定が設けられた324｡

第一草案64条 i項 :幼少期の者は､法律行為無能力である325｡

321HateinePerson,wahrendsiedesVernunftgebrauchesberaubtwar,einem

AndereneinenSchadenzugeftigtsoistsiehierftlrnichtverantwortlich.Sic

istjedochfordenSchadenverantwortlich,WenrlderVernunftgebrauchdurch

selbstverschuldeteBetrunkenheitausgeschlossenwar.

322GeschaftsfAhigkeitは行為能力と訳されることがある (例えば､柚木馨 『現

代外囲法典叢書 猫逸民法 〔Ⅰ〕民法級別』(1938年)163頁以下)｡しかし､

Handlungsfahigkeitと区別するために､本稿はGeschaftsfahigkeitを法律行為

能力と訳す｡

323 LudwigEnneccerus-HansCarlNipperdey,AllgemeinerTeildes

BtirgerlichenRechts,Halbb.2,15.Aua,1960,S.869mitFufSn.1.

324確かに不法行為能力と法律行為能力は分離されたが､しかし民法典の理

解は行為能力概念によって法律行為能力と不法行為能力を包摂していた普通

法の理論から逸脱しているわけではなく､普通法理論を修正したに過ぎない

(Enneccerus-Nipperdey,aa.0.(Fn.323),S.869nitFuBn.1.)｡

325EinePerson,welcheimKindesaltersteht,istgeschaftsunfAhig.
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同条2項 :このことは､一時的であれ､理性の使用が奪われていた

者にも､その状態の期間は安当し､精神病の故に禁治産宣告を受けた

者にも､当該宣告が存続する限り､妥当す6 326｡

以上の如く､不法行為法能力規定および法律行為法能力規定は ｢理悼

の使用を奪われていた者｣という共通の表現を用いている｡ ところが､

これら能力規定は､第二草案において､｢理性の使用｣から ｢自由な意

思決定｣という表現へ修正される｡

② ｢自由な意思決定｣

｢理性の使用｣から ｢自由な意思決定｣へ修正された規定として､ま

ず第二草案750条が挙げられる｡ 次のような規定であった｡

第二草案750条 :無意識の状態または自由な意思決定を排除する精

神活動の病的な障害の状態において他人に損害を加えた者は､その損

害について責を負わない｡誰かある者が自らアルコール飲料または類

似する手段によって､この種の一時的な状態にいた場合､過責がない

場合を除いて､その状態において違法に惹起された損害に関して､そ

の者が過失の責に任ぜられる場合と同様に､責を負う327｡

326Daselbegiltvoneinerperson,welchedesVernunftgebrauches,wennauch

nurvortibergehend,beraubtist,ftirdieDauerdiesesZustandes,ingleichen

voneinerPerson,WelchewegenGeisteskrankheitentmdndigtist,Solangedie

Entmtlndigungbesteht.

327 werim ZustandederBewu鳥tlosigkeitoderineinem diefreie

Willensbestimmungausschlie鳥endenZustandekrankhafterStbrungder

GeistesthatigkeiteinemAnderenSchadenzufdgtistf丘rdenSchadennicht

verantwortlich.Hatsi°hJemanddurchgeistigeGetrankeoder畠hnliche

MittelineinenvortibergehendenZustanddieserArtversetzt,soister飽r

einenindemselbenwiderrechtlichverursachtenSchadeningleicherWeise

verantwortlich,wiewennibmFahrlえssigkeitzurLastBele,esseidenn,da鳥er

ohneVerschuldenindenZustandgerathenist.
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もちろん､行為能力規定の修正は不法行為能力のみならず､法律行為

能力規定にも及び､次のように修正された｡

第二草案78条 :以下の各号の者は法律行為無能力である｡ 1号 ′7

歳未満の者｡2号 自由な意思決定を排除する精神活動の病的な障害

にある者｡3号 精神病を理由として禁治産宣告を受けた者328｡

第二草案750条および78条は､ほとんど変更されず､それぞれ次のよ

うに現行規定として確定されている｡

現行規定827条 :無意識の状態または自由な意思決定を排除する精

神活動の病的な障害の状態において他人に損害を加えた者は､その損

害について責を負わない｡その者が自らアルコール飲料または類似す

る手段によって､この種の一時的な状態にいた場合､その状態に際し

て違法に惹起した損害について､過失の責に任ぜられる場合と同様に､

責を負う ;その状態に通景なく陥った場合は､責を負わない329｡

現行規定104粂2号 :自由な意思決定を排除する状態が精神活動の

病的障害の本質からして一時的ではない限りで､自由な意思決定を排

328GeschAftsunf象higist:1.WerdassiebenteLebensjahrnichtvollendethat;

2.Wersi°hineinem ZustandekrankhafterStbrungderGeistesthAtigkeit

befindet,durchdenseinefreieWillensbestimmungausgeschlossenwird;3.

WerwegenGeisteskrankheitentmdndigtist.

329 werim ZustandederBewu飢losigkeitoderineinem diefreie

Willensbestimmungausschlie鳥endenZustandkrankhafterSt6rungder

Geistesthatigkeiteinem AnderenSchadenzufbgt,istfardenSchadennichtI

verantwortlich.HatersichdurchgeistlgeGetr畠nkeoderahnlicheMittel

ineinenvort'lbergehendenZustanddieserArtversetzt,soisterftireinen

Schaden,denerdiesem Zustandewiderrechtlichverursacht,ingleicher

Weiseverantwortlich,wiewennihm FahrlassigkeitzurLastfiele;die

Verantwortlichkeittrittnichtein,wennerohneVerschuldenindenZustand

gerathenist.
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除する精神活動に病的障害ある状態にある者は､法律行為無能力であ

る330｡

このように､｢理性の使用｣という用語に代えて､｢自由な意思決定｣

という表現が用いられるようになった｡問題は､その由来と修正理由で

ある｡ この表現の由来は刑事責任能力を定めた帝国刑法51条331であり､

起草者は民法の行為能力規定を刑法の責任能力規定に従わせたのであ

る332｡ そして､起草者は､その修正理由として､草案規定が意思的側面

を軽視 し過 ぎている点を挙げ333､さらに帝国刑法51条の規定方式を採用

することによって､私法規定を解釈する際に豊富な刑法学説を利用 し得

る点を挙げている334｡

刑法の責任能力規定が採用されている点に鑑みても､現行規定827条

および104条 2号の意味における自由意思は､責任を基礎づける前提 と

330Geschaftsunfahigist:2.WersickineinemdiefreieWillensbestimmung

ausschliessendenZustandekrankhafterStarungderGeistestatigkeitbe丘ndet.

SofernnichtderZustandseinerNaturnacheinvordbergehenderist.

331行為者が行為を犯 した時点で､その自由な意思決定を排除せしめる無意

識または精神活動の病的障害の状態にいた場合､可罰的行為は存在 しない

(EinestrafbareHanlungistnichtvorhanden,wennderThaterzurZeitder

BegehungderHandlungsi°hineinemZustandevonBewuatlosigkeitoder

krankhafterStbrungderGeistesthAtigkeitbestand,durchwelchenseinefreie

Willensbestimmungausgeschlossenwar.)｡

332BennoMugdan,DiegesammtenMaterialienzumBtirgerlichenGesetzbuch

fardasDeutscheReich,2.Bd.,1899,S.1084.

333｢第1草案においてはドイツ普通法学の伝統にしたがい単に 『理性使用をな

し得ない者』として構成されていたが､この構成は知的側面に傾きすぎて意思

的側面を顧慮しない不当のものとして第2委員会で棄てられて､責任能力に

関する刑法51条旧規定 (1933年改正までのもの)にならい､現行法のように改

められた｣(山胃底 ･村上淳一 (編)『ドイツ法講義』(1974年)96-97頁)｡こ

うした起草者の態度は､民法典が主知主義ではなく､主意主義に依拠してい

ることを物語るであろう｡ 主知主義と主意主義について､前述 (本誌63巻4号

2ト22頁)を参照｡

334Mugdan,a.a.0.(Fn.315),S.673.上山泰 ｢行為能力制度史論序説-ドイツに

おける法の変遷を素材として-｣法学政治学論究23号 (1994年)174頁も参照｡
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して意味を持つ内容であって､いわば責任根拠の自由意思として理解で

きるであろう｡ ところが､民法が予定している自由意思は､責任根拠の

自由意思のみではない｡この点について､続けて検討する｡

(2)もう-つの自由意思一違法根拠の自由意思-

① ｢違法横軸の自由意思｣の意味

ドイツ民法典における三大不法行為構成要件の一つ823条 1項は､次

のように規定されている｡

現行規定823条 1項:故意または過失により他人の生命､身体､健康､

自由､所有権またはその他の権利を違法に侵害する者は､その他人に

対 してそのことによって生じた損害を賠償する義務を負う335｡

同条項によれば､自由は過失によって侵害され得る権利として規定さ

れている336｡ ただし､自由概念の定義は与えられていない 337｡ 第一草案の

段階のみならず､最終的に立法者は､民法における自由の概念について

必ずしも明確を定義を与えなかったのである338｡

こうした立法者の態度に対 しては､既に批判が提起されていた｡例え

ばリス トの批判によれば､自由に対する犯罪を規定 した刑法239条は自

335wervorsぇtzlichoderfahrlえssigdasLeben,denKbrper,dieGesundheit,

dieFreiheit,dasEigenthum odereinsonstigesRechteinesAnderen

widerrechtlichverletzt,istden Anderenzum Ersatzedesdaraus

entstehendenSchadensverpAichtet.

336第-草案理由書によれば､これまで生命､身体､健康､自由および名誉の

権利性は必ずしも確立されず､その保護も往々にして不十分であったから､そ

れら法益の権利性を明記することによって､その保護の可能性に疑義を差し挟

む余地を解消し､もって十分なる保護を目指したのである､という (Mugdan,

aa.0.(Fn.332),S,406)0

337 この点 につ いて､ErwinDeutsch,FreiheitundFreiheitsverletzunglm

Ha食ungsrecht,FestchriftぬrFritzHau鳥zum70.Geburtstag,1978,S.48を参照｡

338 この点について､JbrnEckert,DerBegriffFreiheitimRechtderunerlaubten

Handlungen,JuS1994,S.629も参照｡
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由の剥奪 (Freiheitsentziehung)を処罰 しているのであるが､ しか し民

法823条 1項における自由の意味 を自由の剥奪339に限定する理由は存在

しないのであって､それゆえ民法823条 1項の自由は広 く妨害をき意思

決定 (ungestbrteWillensbestimmung)として理解 され､その侵害は如

何 なる方法であれ､823条 1項の規定に服するのである340､ という｡

リス トが意思決定自由を重視する理由は必ず しも明確ではないが､ し

か しリス トの法思想は明 らかに啓蒙主義の理念 を反映 している341｡イリス

339現行823粂1項の他に､現行845条 (847条 1項も同旨｡同条項の検討は省略)

も自由について規定している｡

現行845条 1文 :人を殺害した場合､身体または健康を侵害した場合､な

らびに自由を剥奪した事案において､被害者が法律により第三者に対 して第

三者の家事または業務において労務を給付する義務を負う場合､賠償義務者

は第三者に対 して､その免れた労務について金銭定期金を支払うことによっ

て賠償することを要す｡

この条文の文言から判るように､自由の ｢剥奪｣が規定されている｡ この

自由を身体的自由に限定し､このことから823条 1項の自由も身体的自由に限

定すべき旨を説 く見解 も見られるものの (RichardMaschke,Boykott,Sperre

undAussperrung,1911,S.54)､これに対 して同条の自由の概念は立法過程に

おいても明確ではなく､少なくとも現行845条 1文 (第-草案727条 1項 1文)

は損害賠償義務の特別な拡張事例を規定しているのであるから､かかる規定の

制限的自由概念から現行823条 1項 (第一草案704条2項)の自由概念を推論す

ることはできず (WolfgangLeinemann,DerBegriffFreiheitmach§823Abs.1

BGB,1969,S.56.;Eckert,a.a.0.(Fn.338),S.629)､現行823条 1項における自由

を身体的な活動の自由に限定すべき根拠は立法過程から見出されず (Deutsch,

a.a.0.(Fn.337),S.48)､たとえ現行845条における自由が身体的自由の意埠で

あったとしても､これは現行823条 1項の自由と区別されているのであり､後

者においては広義の自由概念 (例えば､意思決定自由)が根底に置かれている

(Eckert,a.a.0.(Fn.338),S.629)､という考え方も主張されている｡

340FranzvonLiszt,DieDeliktsobligationenim System desBdrgerlichen

Gesetzbuchs,1898,S,24.

341 こ の 点 に つ い て､KnutAmelung,RechtsgtiterschutzundSchutzder

Gesellscha札1972,S.69を参照｡さらに､｢リス ト及彼の後継者に其聾を見出し

たものは後期啓蒙期の思想である｣(佐伯千傍 ｢犯罪の行為者の本質｣法学論

叢28巻3号 (1932年)122頁)｡
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吊こよれば､法は全て人間の生活利益を保護するために存在 し342､人の

利益 (Interessen)は法によって保護され､こうして法的に保護された

利益は法益 と呼ばれるのであり､そして法益 という概念は刑法学のみな

らず一般的法理論にとっても根本的な意義を有するのである343､という｡

法の目的が法益の保護であるなら､法益の∴保護に欠ける事態は法に違

背する事態であ り､違法である｡ すなわち､リス トによれば､｢犯罪は-･

法的に保護された利益に対する攻撃として違法である｣344｡ しかも､リス

トによれば､｢刑事不法は､その種類に関して､民事不法と異ならない

のである｣345｡

法益の侵害が違法性を基礎づけ､この点に関して民事 と刑事に差異が

存在 しないなら､823粂 1項において法益 として認められる意思決定自

由に対する侵害 も違法性を基礎づける346｡この意味における自由意思は､

その特徴 として権利性を帯び､その反面として被侵害性 も備え､外在袷

な侵害を通 じて違法性の評価を受ける対象であって､いわば違法根拠の

自由意思であり､前述 した責任根拠の自由意思から区別されなければな

らないであろう｡

続 く問題は自由意思の要保護性である｡ 故意 と過失を区別 しない823

粂 1項において列挙 された自由として意思決定自由が含まれるなら､意

思決定自由は過失行為によって害され得る性質の法益を意味するはずで

ある｡ ならば､同じ法益を保護する123条 1項の悪意の要件は不当では

ないか､という疑問が生 じる｡ これは民法における過責 (故意 ･過失)

342FranzvoaLiszt,DerBegriffdesRechtsgutesim Strafrechtundinder

Encyklop畠diederRechtswissenschaftZStW8(1888),S.141f,

343FranzvoaLiszt,RechtsgutundHandlungsbegrifHm Bindingschen

Handbuche,ZStW6(1885),S.672-673.

344FranzvonLiszt,LehrbuchdesDeutschenStrafrechts,9.AuB.,1899,S.133.

345FranzvoaLiszt,DerZweckgedankeimStrafrecht,ZStW 3(1883),S.23∫.

リス吊こよれば､刑法の犯罪と民法の不法行為は法律効果において差異が生じ

るに過ぎず､不法の点において異ならない､という (Liszt,a.a.0.(Fn.344),S.

187mitFu鳥n.1)｡

346 リス トも､法的に保護された利益の侵害が違法を基礎づける原則は､私法

においても妥当する旨を説いている (Liszt,a.a.0(Fn.307),S.34.)｡
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の問題 も関係するのであって､この点について引き続き検討する｡

② ｢違法横軸の自由意思｣の要保護性

法益の侵害を違法性の根拠として認める理解は客観的違法論の帰結で

あり347､客観的違法論によれば故意の法益侵害と過失の法益侵害は違法

性の程度において差異を生ぜ しめない｡ならば､同じ法益を保護する

123条 1項の詐欺取消制度においても過失による意思決定自由の侵害の

可能性が認められるはずであり､その要件も故意ではなく､過失で足る

はずではないか348｡ ただし､こうした疑問は､故意と過失の区別が民法

において特別な意味を持つものであるなら､成 り立たない (123条 1項

の故意は特別な意味を持つ要件 として正当化される余地が生まれるか

ら)｡そこで､この点に関して､立法者の理解を確認する｡

債務法の部分草案を担当 したキューベル (FranzPhilippFriedrich

YonKdbel,1819-1884)は､不法行為の一般原則規定を次のように起草

した｡

部分草案 1条 1項 :誰かある者が意図または過失に基づ く違法な行

為または不作為によって他人に損害を加えた場合､その他人に対 して

損害賠償義務を負う349｡

キューベルの理解によれば､ローマ法における不法行為の効果は刑罰

347 既に確認したように､客観的遠法論は､メルケルが提唱した主観的違法

論に対する反論として､イェ-リングによって展開されたのであった (この

点について､前述15-18頁を参照)｡ そして､リス トは､イェ-リングとメル

ケルから学んでいる (GerdKleinheyer-JamSchrbder(Hrsg.),Deutscheund

EuropaischeJuristenausneunJahrhunderten,5,Au乱 2008,S.258)｡

348少なくとも､客観的違法論は123条においても安当する｡ この点について､

例えばArthurMenge,DerBegriffderWiderrechtlichkeitbeiderDrohungim

§123B.G,Bリ1906,S.16を参照｡

349HatJemanddurcheinewiderrechtlicheHandlungoderUnterlassungaus

AbsichtoderausFahrlえssigkeiteinemAndereneinenSchadenzuge飽gt,soist

erdiesemzumSchadensersatzverp且ichtet.
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的性質を備えていたが､しかし行為者に対する制裁と被害者に対する補

償は今や異なる法秩序の任務であり､賠償義務の目的は被害者が受けた

損害の補填であって､それゆえ私法上の保護に億する利益の侵害は原則

として全て賠償されるべきであるが､しかし外書β的な原因に基づ く損害

を全て行為者に負わせることは妥当ではなく､したがって客観的な権刺

侵害に加えて､過責 (verschulden)350を要求する原則を採用する351､と

いう｡

既に指摘 したように､過責主義は経済的自由主義と密接に関係 してい

る352｡ 過責主義は､法益保護を担う民法において､一方の法益保護と他

方の行為自由 (Handlungsfreiheit)の妥協を意味するのである353｡ それ

ゆえ､相手方の行為自由を確保する要素として機能する限り､散意およ

び過失の間に差異は存在 しないはずである354｡

350過貴は､故意および過失を含めた概念である (Motivei,S.281.)｡

351FranzPhilippYonK丘bel,RechtderSchuldverhAltnisseTeil1,in:Die

VorlagenderRedaktorenftlrdieersteKommissionzurAusarbeittlngdes

EntwurfseinesBtirgerlichenGesetzbuches,hgg.YonWenerSchubert,1980,S.

658-661.

352 この点について､前述17頁を参照｡

353｢ドイツ不法行為法は､『違法性』と 『過責』 との峻別 ･対置という構成

に立脚しており｣､｢いわゆる過責主義 (verschuldensprinzip)- 『過失責任

の原則』という経済的自由主義のイデオロギーに支えられて｣いる (平井宜

雄 『損害賠償法の理論』(1971年)346-348頁)｡ さらに､ManfredLawisch,in:

StaudingersKommentarzum B丘rgerlichenGesetzbuchnitEin飽hrungsgesetz

undNebensgesetzen,2004,S.282も参照｡

354例えば､起草者は､民法と刑法の分離を認め､過賞の種類や程度に応じて

損害賠償義務の範囲を区分することを否定している｡ 理由書によれば､かかる

区分を採用すれば､民事効果を決する際に､道徳的あるいは刑法的観点を引き

込まざるを得なくなる､という (MotiveII,S.17f.)｡

もっとも､道徳的あるいは刑法的観点を民法-持ち込むことが､なぜ問題

であるのか､ということ自体も一応は問題である｡ この間題に対しては､次

のような解答を与えることができるであろう (この点についてHeyer,Sol上der

ErsatzdesSchadensStrafausschlieiSungsgrundsein?,GS21(1869),S.1fE.を参

鷲)｡まず､民事的効果と刑事的効果が接近すれば､｢損害賠償は刑罰を阻却す

る｣という発想が生まれる｡損害賠償が刑罰を阻却することは､換言するなら､
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そして続 く第一委員会 も､意図(Absicht)という表現を故意(Vorsatz)

という表現へ変更した以外はキューベルの理解 と異ならない355｡むしろ､

その後の審議過程 (とりわけ第二草案の以降356) においては経済的自由

主義の理念が徹底され､キューベルが提案 した一般条項規定は修正 さ

れ357､個別構成要件主義が採用された358｡こうして､一般条項規定は三大

不法行為構成要件 (823条 1項､823条 2項および826条)へ分化 し､そ

して現在に至るのである｡823条 1項は前掲 した｡823条 2項および826

条は､次のように規定されている｡

有産者の行為 (だけ)が常に不可罰化され得る点が憂慮され､さらに犯罪の予

防効果も低減する｡ しかも､結果を伴う害悪の大きい既遂は損害賠償によって

不可罰化し得るが､しかし結果を伴わない害悪の小さい未遂は損害賠償によっ

て不可罰化し得ず､害悪の大きい既遂は損害賠償で済むのに対して､害悪の小

さい未遂は損害賠償より強力な刑罰という法律効果を避けることができない､

という不均衡を生み出す｡以上の如く､道徳的あるいは刑法的観点を民法へ持

ち込むことは､道義的観点からも刑事政策的観点からも､問題を生ぜしめるの

である｡

355HorstHeinrichJakobs-WernerSchubert,DieBeratungdesBurgerlichen

GesetzbuchsinsystematischerZusammenstellungderunver6ffentlichten

Quellen,RechtderSchuldverha1tnisseIH,1983,S.874.

356確かに第一草案も､部分草案に比べれば､制限された一般条項主義を採用

していた｡しかし､一般条項として規定された第-草案704条および705条にお

ける違法性要件の内容は制限されていなかったから､結果的に南条は包括的

な侵害禁止規定として理解され得たのである｡ この点について､Katzenmeier,

a.a.0.(Fn.250),S.104を参照｡

357個人の自由を可能な限り制約しないことが国民経済全体に資する､という

経済的自由主義の観念は不法行為の一般条項主義と相容れない､という理解が

存在していたからであった｡この点について､Katzenmeier,a.a.0.(Fn.250),S.

103を参照｡

358第二委員会は､裁判官に対して予め客観的な基準を明示すべきこと､損害

賠償請求権の過度な認容を回避すべきこと等の理由から､一般条項規定に反

対した (ProtokollederKommissionfrlrdiezweiteLesungdesEntwiirfsdes

BtirgerlichenGesetzbuchs,2.Bd.,1898,S.57H.(以下ではProtokolleIIとして

引用する))｡
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民事詐欺の違法性と責任 (3)

現行規定823条 2項 :他人 を保護す る 目的の法律 に違反する者 も､

同様の義務 を負 う｡ 当該法律の内容によれば､退寮がな くて も当該法

律 に違反 し得 る場合 は､過責が あ る場合 に限 り､賠償義務 が生 じ

る359｡

現行規定826条 :善良の風俗 に反する方法で他人に対 して故意に損

害を加 える者は､その他人に損害 を賠償する義務 を負 う360｡

一方で経済的自由主義の理念は一般条項主義か ら個別構成要件主義へ

変更せ しめたが､ しか し他方で経済的 自由主義 は過責原則 の根拠で も

あった361｡ それゆえ､個別要件主義の採用は故意 と過失の理解 を変 じる

わけではな く362､やは り故意 または過失は加害者の行為 自由を確保する

要件 に過 ぎず､両者の問に差異は見出されない｡確かに826条は故意に

限定 されているが､ しか し826条でさえ､その第-草案 (705条)の段階

においては故意に限定 されていたわけではなかった363｡ そ もそ も､立法

359DiegleicheVerpflichtungtrifFtdenjenlgen,WelchergegeneindenSchutz

einesanderenbezweckendesGesetzversta鳥t.Istmachden lnhaltdes

GesetzeseinVersto鳥gegendiesesauchohneVerschuldenmaglich,Sotritt

dieErsatzpaichtnurimFalledesVerschuldensein.

360WerineinergegendiegutenSittenversto凸endenWeiseeinemAnderen

vorsatzlichSchadenzuft'lgt,istden Anderenzum ErsatzedesSchadens

verpaichtet.

361それゆえ､第二委員会も過責主義は維持 し､次のように述べている｡ 結果

主義 (veranlassungsprinzip)と異なり､過責主義は各人の法領域を画定する

決定的な意義を有するのであり､むしろ､この原則を踏み外せば､取引の発展

を阻害することになるであろう (PiotokolleII,S.568f.)｡

362要するに､第二草案における修正は､基本的に不法行為責任の射程範囲を

制限したに過ぎず､第一草案と根本的な相違点は存在 しないのである｡ この点

について､HansStolュ,RichterlicheFortbildungundgesetzlicheUberarbeitung

desDeliktsrechts,1984,S.27.;Katzenmeier,a.a.0.(Fn.250),S.112も参照｡

363第-草案705条 :一般的自由によりそれ自体は許される行為も､それが他人

に損害を与え､その実行が善良な風俗に反するときは､違法と見なされる｡

これに対 して､確かに､第二委員会においては､不誠実を行為による他人の
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論 ･ 説

過程の議論を前提とする限り､826条の規定と123条の問題は切 り離して

考えることができるはずである｡

過責 (故意または過失)の意義が加害者の行為自由の確保であり､し

かも823条 1項において被害者の意思決定自由の保護と加害者の行為自

由の確保を調整する要件として過失が設定され､さらに意思決定自由が

過失行為によって侵害され得ることも承認され､そして123条 1項にお

ける ｢悪意｣という表現が刑事詐欺と区別するため (だけ)tこ導入され

た要件であるなら､123条 1項における悪意を故意として理解する解釈

は明らかに欺同者の側の行為自由へ偏重し過ぎである｡

ところが､次章において検討するように､学説および判例は詐欺取消

制度における悪意要件を故意-読み替え､これを堅持し､この敵意要件

が違法根拠の自由意思に対する政活の栓桔となる｡ そして､その反省か

ら故意要件の緩和を図る種々の議論 (とりわけ契約締結上の過失法理)

が展開されることになる｡ この点について､章を改めて､検討する｡

(未完)

利益領域に対する侵害が過失によって生じることは稀である､という理由から

故意に限定された (ProtokolleII,S.576を参照)｡しかし､この第二委員会の理

解を民法の理解として受け取るならば､823条 1項は存立し得ないのであって､

それゆえ第二委員会の上記説明から民法における故意の特別な機能を読み取る

ことはできないであろう｡
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