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★ 戦前の司法制度をもとに昭和館図書室の資料を紹介します。 

       （書名の後の（ ）の数字は請求記号です。） 

 

問  戦前の裁判制度における陪審制について 

 

答  「陪審」をキーワードとして全ての資料から検索してみます。 

    

例）  全ての資料  →  全資料・全項目  →  陪審  （４５件該当） 

 

☆陪審法（大正 12年公布・昭和 3年施行・昭和 18年施行停止）の条文 

『毎日年鑑 昭和４年』（059 Ma31 1929）※施行時の全文があります。 

『現行日本法規 第 17巻』（320 G34 17） 
※全文（改正後）と陪審ノ停止ニ関スル法律もあります。 

 

☆陪審法の大要 

『事典 昭和戦前期の日本（1990年出版）』（312 Mo27 開架） 

『警視庁史〔第３〕（1962年出版）』（317 Ke27 3） 

 

※下記２冊は後に改正した条項もあるので注意してください。 

『法律学辞典 第４巻（1936 年出版）』（320 H89 4） 

『家の光 復刻版 第 10巻 昭和 3年 4 月～6月（1994 年出版）』（雑誌 051 I21 10） 

 

☆陪審法の事例など 

『週刊朝日 昭和 13年３月６日＝第 33巻第 12号』（雑誌 051 Sh99 1938-3） 

『改造 第 11巻第 2号（1929 年 2月）』（雑誌 051 Ka21 11-2） 

 

…これらの他にも陪審制度に関しての資料があります。… 

 

  図書室には、書棚に並んでいる図書以外にもたくさんあります。 
  検索端末を使って、読みたい本を探してみてください。 
  操作方法等がわからない場合は、カウンター職員までお気軽に…。 



・・・もう一冊！！！・・・ ３７ 

 
 筆者の家には、毎日のように古本屋の目録が届きます。以前は、ただで一番楽しめる本だ。

と、しっかり精読していましたが、最近老眼が入ってきたのか！！、目録を見るのが、少

し苦痛になってしまいました。それでも飽きもせずに目録を読むわけですが、どうも日本

の古本屋さんの目録は、肝心な事がわかりません。古本ですから、一番気になるのが本の

状態ですが、これが分からない。たまに「美本」「極美」などと注記されていますが、一般

的では有りません。外国の古本の目録などは、カバーの擦れ具合から、シミの状態、製本

の締り具合まで、事細かに書いてあるので、どんな状態の本か良く分かります。こんなこ

とをしていては、時間ばかり掛かって、目録に本が沢山載せられないので、書名と著者名、

出版年と値段だけの目録になってしまうのでしょう。例えば、日本の目録だと、 
海原にありて歌える   大木淳夫 昭和１８年            ２０００円 
となってしまう目録が、外国の目録だと、 
海原にありて歌える   大木淳夫 昭和１８年  
アルス刊。第１刷り。Ｂ６版 ２００ページ、青と茶の紙クロス装。 カバー、帯付き、

状態は綺麗だが、製本がややゆるくなっている。見返しの上が折れている。天に目立たな

いシミ有り。第１刷りとなっているが、初版はジャカルタでの出版なので、国内版１刷り

は事実上２版である。帯付きは珍しい。                 ２０００円 
と言うような具合になるのです。読んでいて楽しいとは思いませんか？。こんな目録だと、

思わず注文したくなります。 
 最近はインターネット上の古書検索サイトが発達して、居ながらにして欲しい本を探せま

すが、やはり、ここでも日本の古書検索サイトと、外国のサイトの差が画然とあるのは残

念です。日本の古書目録のレベルが、高まるのを期待して、今日も目録を読んでいるわけ

です。 （午睡） 
 

 
－図書室から－ 
 “秋の夜長”といいますが、この時期「何か始めようかな？」と思う季節でもあります。 
じっくり読書に耽ったり、創作意欲をかきたてられいろいろ作ったり、そして新たな勉強を始

めたり…。それぞれに実りの秋にしたいものですね。 
 
＊資料の返却にご注意ください。 
 新聞・雑誌・開架図書（室内に出ているもの）をご利用になった時は元の場所へ、わからな

い時は返本台へお返しください。なお、書庫から貸出した資料は必ずカウンターにお戻しくだ

さい。 
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