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は
じ
め
に

　「
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
西
に
お
け
る
古
文
書
学
の
現
在
」
と
題
さ
れ
た

本
特
集
に
お
い
て
、
本
稿
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
初
期
中
世
か
ら
伝
わ
る
文

書
を
扱
う
立
場
か
ら
何
ら
か
の
貢
献
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
が
（
１
）

、
本

題
に
入
る
前
に
二
点
断
り
を
入
れ
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
本
稿

が
取
り
上
げ
る
の
は
「
古
文
書
学
」
を
構
成
す
る
で
あ
ろ
う
三
つ

の
分
野
、
す
な
わ
ち
古
書
体
学
（Paläographie

）・
文
書
形
式
学

（D
iplom

atik

）・
古
書
冊
学
（K

odikologie

）
の
う
ち
、
主
に
文

書
形
式
学
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
点
も
ま
た
叙
述
範
囲
の
限

界
に
関
わ
る
。
本
稿
に
期
待
さ
れ
た
役
割
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
文

書
形
式
学
の
現
状
を
示
し
つ
つ
今
後
の
課
題
・
展
開
の
可
能
性
を
示

唆
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
史
以
外
を
専
門
と
す
る

人
々
に
比
較
の
た
め
の
素
材
・
視
座
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
限
ら
れ
た
紙
幅
、
何
よ
り
筆
者
の
能
力
と
い
う
足
枷
の
故
、
以

下
の
叙
述
が
筆
者
個
人
の
関
心
・
研
究
手
法
に
基
づ
い
た
極
め
て
偏

り
の
あ
る
も
の
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
断
り
つ
つ
、

読
者
諸
賢
の
ご
寛
容
を
請
う
次
第
で
あ
る
。

報
告
一

　
初
期
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
史
へ
の
「
文
書
形
式
学
的
」
ア
プ
ロ
ー
チ

　
　
―
定
型
表
現
の
形
成
・
変
遷
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
―
　

菊
　
地
　
重
　
仁

キ
ー
ワ
ー
ド

　
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
フ
ラ
ン
ク
王
国
　
国
王
文
書
　
財
産
交
換
確
認
文
書
　
刑
罰
条
項
　
バ
イ
エ
ル
ン
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初
期
中
世
ヨ
ー
ロ
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史
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「
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学
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」
ア
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ロ
ー
チ
（
菊
地
）

　
さ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
文
書
形
式
学
は
一
七
世
紀
に
始
ま

っ
た
と
さ
れ
る
（
２
）

。
学
問
史
的
叙
述
に
お
い
て
ほ
ぼ
決
ま
っ
て
言
及
さ

れ
る
の
は
イ
エ
ズ
ス
会
の
ボ
ラ
ン
デ
ィ
ス
ト
た
ち
と
サ
ン
・
モ
ー
ル

会
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
修
道
士
た
ち
の
学
術
的
活
動
、
と
り
わ
け
後

者
に
属
す
る
ジ
ャ
ン
・
マ
ビ
ヨ
ン
に
よ
る
六
巻
本
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク

『
公
文
書
な
る
も
の
に
つ
い
て
』
の
刊
行
（
一
六
八
一
年
（
３
）
）
で
あ
る
。

こ
う
し
た
動
き
は
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
多
発
し
て
い
た
土
地

財
産
な
ど
の
法
的
権
利
を
め
ぐ
る
争
い
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
権
利

文
書
の
真
贋
が
問
題
と
さ
れ
た
こ
と
と
か
か
わ
っ
て
い
た
。
こ
の
状

況
は
「
古
文
書
戦
争
（bella diplom

atica

）」
の
時
代
と
さ
え
呼

ば
れ
る
が
、
こ
の
時
期
は
真
贋
判
定
（discrim

en vari et falsi

）

こ
そ
が
科
学
的
・
学
術
的
に
古
文
書
と
取
り
組
む
際
の
主
要
な
関
心

だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
方
法
・
技
術
の
確
立
が
試
み
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
後
、
修
道
院
か
ら
領
邦
、
王
国
に
至
る
ま
で
の

様
々
な
共
同
体
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
そ
の
正
当
性
や
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
ー
の
誇
示
の
た
め
文
書
編
纂
が
行
わ
れ
て
い
く
際
の
重
要
な

基
準
と
な
り
、
方
法
論
的
に
も
さ
ら
な
る
洗
練
が
な
さ
れ
て
い
く
こ

と
に
な
る
。

　
さ
て
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
イ
タ
リ
ア
・「
ド

イ
ツ
」・
フ
ラ
ン
ス
で
始
ま
っ
た
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
」
枠
組
み
で
の

歴
史
史
料
の
大
編
纂
事
業
に
お
い
て
も
文
書
史
料
は
そ
の
少
な
か
ら

ぬ
部
分
を
占
め
て
い
た
。
一
九
世
紀
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
近
代

の
科
学
的
歴
史
学
が
確
立
し
た
時
期
と
さ
れ
て
い
る
が
、
歴
史
史
料

と
し
て
の
文
書
の
価
値
が
高
ま
っ
た
の
も
こ
の
時
期
、
と
り
わ
け

一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
見
ら
れ
た
「
実
証
主

義
」
的
歴
史
学
の
時
代
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
の
歴
史
学
の
主
要
な

関
心
が
政
治
史
や
法
制
・
国
制
の
批
判
的
再
構
成
だ
っ
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
具
体
的
な
権
利
関
係
、
法
的
・
政
治
的
事
実
関
係
が
記
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
真
正
文
書
は
格
好
の
情
報
源
だ
っ
た
の
で
あ

り
、
利
用
の
た
め
の
「
史
料
批
判
」
の
方
法
が
練
り
上
げ
ら
れ
た
。

こ
の
時
期
に
は
プ
ロ
イ
セ
ン
で
設
立
さ
れ
た
古
ド
イ
ツ
歴
史
学
協

会
、
す
な
わ
ち
現
在
の
「
モ
ヌ
メ
ン
タ
・
ゲ
ル
マ
ニ
ア
エ
・
ヒ
ス
ト

リ
カ
」
と
い
う
史
料
編
纂
所
的
機
関
、あ
る
い
は
パ
リ
の
エ
コ
ー
ル
・

デ
・
シ
ャ
ル
ト
す
な
わ
ち
国
立
古
文
書
学
校
と
い
っ
た
研
究
・
教
育

機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
発
展
を
遂
げ
、
各
機
関
の
関
係
者
・
出
身
者
が
史

料
編
纂
お
よ
び
文
書
を
用
い
た
歴
史
研
究
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を

果
た
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
中
で
も
テ
オ
ド
ー
ル
・

ジ
ッ
ケ
ル
、
ア
ル
チ
ュ
ー
ル
・
ジ
リ
ィ
、
ハ
リ
ー
・
ブ
レ
ス
ラ
ウ
と

い
っ
た
面
々
が
活
躍
し
た
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か

け
て
の
時
期
が
文
書
形
式
学
の
最
初
の
黄
金
期
と
み
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
言
及
し
て
お
こ
う
。
彼
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
著
し
た
文
書
形
式
学

に
つ
い
て
の
体
系
的
な
テ
ク
ス
ト
は
、
現
在
に
お
い
て
も
な
お
参
照

さ
れ
る
べ
き
重
要
な
研
究
文
献
と
し
て
の
地
位
を
保
っ
て
い
る
（
４
）
。
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こ
う
し
た
古
文
書
に
対
す
る
歴
史
家
た
ち
の
態
度
が
大
き
く
変
わ

っ
た
の
は
、大
ま
か
に
言
っ
て
二
〇
世
紀
後
半
以
降
で
あ
ろ
う
。「
カ

ル
チ
ュ
レ
ー
ル
」
あ
る
い
は
「
寄
進
帳
」
と
い
っ
た
文
書
集
成
が
、

単
な
る
個
々
の
情
報
源
の
集
成
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
み
で
な
く
、
中

世
人
に
よ
る
文
書
集
成
・
編
纂
物
と
し
て
そ
の
実
践
そ
の
も
の
が
考

察
の
対
象
と
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
偽
文
書
が
史
料
的
に
無
価
値
な

も
の
と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
偽
文
書
作

成
の
背
景
に
あ
っ
た
心
性
や
戦
略
が
と
り
ざ
た
さ
れ
た
り
、
と
い
っ

た
か
た
ち
で
研
究
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
多
様
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
筆
者
自
身
の
研
究
の
関
心
と
も
合
わ
せ
て
、
大
き
く
三
つ
の
潮

流
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
第
一
に
は
、
文
書
、
と
り
わ
け
君
主
の
文
書
を
構
成
す
る
様
々
な

書
式
か
ら
、
発
給
者
の
政
治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る

ア
プ
ロ
ー
チ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
潮
流
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
歴
史

家
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ィ
ヒ
テ
ナ
ウ
の
「
ア
レ
ン
ガ
」
す
な
わ
ち
文
書

序
文
の
研
究
に
よ
っ
て
始
ま
り
、
主
に
彼
の
ウ
ィ
ー
ン
に
お
け
る
弟

子
筋
に
お
い
て
発
展
さ
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
ナ

ウ
以
降
、
君
主
文
書
は
単
に
権
利
関
係
を
保
証
す
る
法
的
効
力
を
持

っ
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、「
君
主
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
」
に
も
益
し
て

い
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
５
）

。

　
第
二
点
と
し
て
、
文
書
の
外
形
に
つ
い
て
の
新
た
な
注
目
が
指
摘

さ
れ
る
。
先
に
触
れ
た
テ
ク
ス
ト
書
式
に
せ
よ
、
文
書
の
外
形
に
せ

よ
、
旧
来
の
文
書
形
式
学
が
関
心
を
払
っ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は

な
い
が
、
分
析
の
目
的
は
真
贋
判
定
の
基
準
策
定
に
あ
っ
た
と
み
な

す
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
た

ペ
ー
タ
ー
・
リ
ュ
ッ
ク
は
君
主
の
署
名
で
あ
る
モ
ノ
グ
ラ
ム
、
認
証

記
号
、
教
皇
文
書
の
ロ
タ
、
ベ
ネ
・
バ
レ
ー
テ
と
い
っ
た
文
書
中
の

視
覚
的
要
素
を
も
記
号
論
的
に
解
釈
し
、
象
徴
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

読
み
解
こ
う
と
し
た
。
彼
の
手
法
を
彼
自
身
の
言
葉
を
借
り
て
端
的

に
表
す
な
ら
ば
、
君
主
文
書
を
「
君
主
に
つ
い
て
の
図
像
報
道
」
あ

る
い
は
「
プ
ラ
カ
ー
ド
」
と
し
て
解
釈
す
る
、と
い
う
も
の
で
あ
り
、

そ
の
際
に
文
書
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
言

語
的
・
図
像
的
・
物
質
的
な
符
号
の
体
系
」
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
う

し
た
手
法
は
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
周
辺
の
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
発

展
さ
せ
ら
れ
、
文
書
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
含
め
た
多
様
な
視
覚
的
要

素
が
分
析
の
俎
上
に
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
６
）
。

　
第
三
の
傾
向
は
、
文
書
発
給
の
プ
ロ
セ
ス
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
文
書
形
式
学
で

は
、
文
書
発
給
プ
ロ
セ
ス
の
再
構
成
を
も
っ
ぱ
ら
文
書
発
給
担
当
部

局
の
仕
事
の
再
構
成
と
し
て
行
な
っ
て
き
た
が
、
ペ
ー
タ
ー
・
ヴ
ォ

ル
ム
や
ハ
ー
ゲ
ン
・
ケ
ラ
ー
は
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
大
学
で
盛
ん
だ
っ

た
儀
礼
研
究
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
受
益
者
の
請
願
に
始
ま
る
一

連
の
文
書
発
給
プ
ロ
セ
ス
を
発
給
者
・
受
給
者
（
７
）
・
同
席
者
た
ち
の
間

で
と
り
か
わ
さ
れ
る
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
捉
え
る
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こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
の
立
場
に
立
て
ば
、
上
に
述
べ
た
二
つ
の
視

点
、
す
な
わ
ち
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
出
す
る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
文
書

の
意
義
を
よ
り
い
っ
そ
う
的
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の

で
あ
る
（
８
）
。
以
上
の
よ
う
な
三
つ
の
方
向
性
を
発
展
的
に
継
承
し
て
い

る
存
在
と
し
て
、
現
在
の
文
書
形
式
学
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ス
カ
ラ

ー
、
マ
ー
ク
・
メ
ル
ジ
オ
ヴ
ス
キ
ー
の
名
前
を
挙
げ
て
お
こ
う
（
９
）

。

一
、
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
フ
ラ
ン
ク
王
国
政
治
史
へ
の

　
　「
文
書
形
式
学
的
」
ア
プ
ロ
ー
チ
Ⅰ
：
尊
称
の
分
析

　
さ
て
大
ま
か
に
は
以
上
の
よ
う
な
研
究
潮
流
を
指
摘
で
き
る
が
、

文
書
形
式
学
と
い
う
学
問
の
状
況
は
決
し
て
楽
観
視
で
き
る
も
の
で

は
な
い
。
現
在
の
文
書
形
式
学
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
こ
れ
を
含
む

「
歴
史
補
助
学）
（1
（

」
一
般
の
傾
向
と
し
て
の
大
学
内
に
お
け
る
制
度
的

苦
境
、
さ
ら
に
は
歴
史
学
内
部
に
お
け
る
地
位
低
下
が
言
及
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る）
（（
（

。
し
か
し
こ
の
状
況
で
擁
護
の
声
を
上
げ
て
い
る
の
は

史
料
学
な
い
し
文
書
形
式
学
で
す
で
に
名
を
成
し
た
研
究
者
た
ち）
（1
（

だ

け
で
は
な
い
。
必
ず
し
も
狭
義
の
文
書
形
式
学
者
で
は
な
い
若
手
の

中
世
史
研
究
者
た
ち
の
う
ち
に
も
、
こ
の
学
問
の
問
題
を
認
識
し
可

能
性
を
提
示
し
よ
う
と
努
め
る
者
が
お
り
、
微
力
な
が
ら
筆
者
も
そ

の
一
人
た
ろ
う
と
し
て
い
る
。
本
節
で
は
ま
ず
、
筆
者
が
論
集
『
初

期
中
世
文
書
史
料
の
問
題
と
可
能
性）
（1
（

』
に
寄
稿
し
た
仕
事
を
紹
介
す

る
こ
と
で
、
こ
う
し
た
傾
向
を
例
示
し
た
い
。
素
材
と
し
た
の
は
八

世
紀
半
ば
か
ら
一
〇
世
紀
に
か
け
て
現
在
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
半

を
支
配
下
に
お
い
た
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
フ
ラ
ン
ク
王
国
（
七
五
一
年
〜

一
〇
世
紀
）
の
君
主
文
書
で
あ
り
、
文
書
形
式
学
的
な
分
析
か
ら
こ

の
時
代
の
政
治
文
化
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
君
主
の
文
書
は
先
行
す
る
王
朝
で
あ
る

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
期
（
四
八
一
年
頃
〜
七
五
一
年
）
の
君
主
文
書
の
延

長
線
上
に
あ
る
と
は
い
え
、
少
な
か
ら
ぬ
点
で
変
化
が
見
ら
れ
る
。

ペ
ー
タ
ー
・
ク
ラ
ッ
セ
ン
や
加
納
修
の
研
究
に
依
拠
し
て
ご
く
簡
単

に
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
帝
政
ロ
ー
マ
期
の
、
し
か
も
皇
帝
文
書
よ
り

は
属
州
官
僚
文
書
の
流
れ
を
汲
み
つ
つ
、「
役
人
に
対
す
る
命
令
書
」

と
い
う
形
式
・
性
格
を
保
持
し
て
い
た
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
君
主
文
書

に
対
し
、
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
君
主
文
書
は
そ
れ
自
体
と
し
て
権
利
保

証
す
る
「
証
書
」
へ
と
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る）
（1
（

。
こ
う
し
た
変
化

に
伴
い
、
カ
ロ
リ
ン
グ
期
の
君
主
文
書
に
は
様
々
な
「
装
飾
」
も
施

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
は
以
下
の
よ
う
な
構
成
を
一
つ
の
典

型
と
す
る
に
至
っ
た
。
大
き
く
三
つ
の
部
分
に
分
け
る
な
ら
ば
、
ま

ず
は
冒
頭
定
式
（protocolum

）
が
神
へ
の
呼
び
か
け
の
象
徴
記

号
ク
リ
ス
モ
ン
を
も
っ
て
始
ま
る
。
神
へ
の
祈
り
の
文
字
表
現
で

あ
る
祈
願
定
式
（invocatio

）、
発
給
者
の
名
乗
り
で
あ
る
称
号
定

式
（intitulatio

）、
そ
し
て
序
文
と
し
て
の
ア
レ
ン
ガ
（arenga

）

が
こ
の
冒
頭
定
式
に
含
ま
れ
る
。
つ
い
で
コ
ン
テ
ク
ス
ト
、
い
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わ
ば
文
書
の
本
文
が
叙
述
部
（narratio

）、
措
置
部

（dispositio

）、
認
証
定
式
（corroboratio

、
認
証
方

法
の
予
告
）
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
最
後
に
発
給
主
体

の
署
名
（signum

）、発
給
責
任
者
（
な
い
し
彼
の
代
理
）

に
よ
る
認
証
（recognitio

）、
発
給
日
時
・
発
給
地
の
明

示（datum

）な
ど
を
含
む
終
末
定
式（eschatocollum

）

が
置
か
れ
る
が
、
署
名
部
に
付
さ
れ
た
君
主
の
モ
ノ
グ
ラ

ム
や
認
証
部
の
ク
リ
ス
モ
ン
お
よ
び
認
証
記
号
、
さ
ら
に

は
印
璽
な
ど
、
君
主
文
書
の
中
で
も
っ
と
も
視
覚
的
演
出

に
富
ん
で
い
る
の
が
こ
の
終
末
定
式
で
あ
る）
（1
（

。

　
先
に
述
べ
た
よ
う
な
フ
ィ
ヒ
テ
ナ
ウ
と
そ
の
フ
ォ
ロ
ワ

ー
た
ち
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
諸
要
素
の
う
ち
、
例
え
ば

称
号
定
式
に
見
ら
れ
る
君
主
称
号
と
そ
の
形
容
辞
か
ら
同

時
代
の
君
主
な
い
し
宮
廷
の
自
意
識
が
読
み
取
ら
れ
た

り
、
ア
レ
ン
ガ
す
な
わ
ち
前
文
が
君
主
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
表
出
と
捉
え
ら
れ
た
り
、
と
い
っ
た
様
々
な
分
析
が
行

な
わ
れ
た
。
君
主
の
文
書
が
単
に
受
給
者
の
手
に
渡
さ

れ
、
文
書
テ
ク
ス
ト
が
彼
と
そ
の
周
囲
の
者
の
目
に
の
み

触
れ
る
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
文
書
発

給
の
場
に
お
い
て
は
文
書
が
受
給
者
を
含
む
列
席
者
た
ち

の
面
前
で
読
み
上
げ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
な
ら
ば
、
こ

う
し
た
文
書
中
の
定
式
表
現
が
備
え
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
政

ルートヴィヒ敬虔帝のサン・モール・デ・フォッセ修道院宛インムニタス・国
王保護特権状（816年 6月 20日）BM² 617 = Diplomata Karolinorum. Recueil 
de reproductions en fac-similé des actes originaux des souverains carolingiens 
conservés dans les archives et bibliothèques de France, ed. by F. Lot & P. 
Lauer, 10 voL., Paris, 1936-1949, voL. 2/1, PL. 6 (facsimiLe).
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治
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
い
っ
そ
う
妥
当
性
を

持
つ
も
の
と
言
え
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
研
究
潮
流
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
文
書
中
の
君
主
の
抽
象
的
尊
称
の
も
つ
意
義
が
本
格
的
に
分
析

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た）
（1
（

。
こ
こ
で
い
う
抽
象
的
尊
称
と
は
、
一
人

称
複
数
の
所
有
代
名
詞
（noster

「
余
の
」）
と
「
高
み
に
あ
る
も

の
」
を
表
す
抽
象
名
詞
（celsitudo, m

aiestas, sublim
itas

な

ど
）
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
現
代
語
で
は
「
朕
」

や
「
余
」
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
訳
出
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
し

ば
し
ば
で
あ
る
。
こ
う
し
た
抽
象
的
尊
称
が
帝
政
ロ
ー
マ
期
の
慣
行

に
遡
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
尊
称
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
違
い
が
君
主

毎
に
見
ら
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
尊
称
の
用
い
ら
れ
方
が

文
書
の
真
贋
判
定
に
寄
与
し
う
る
こ
と
な
ど
は
従
来
の
研
究
に
よ
っ

て
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
な
ぜ
特
定
の
尊
称
が
そ
の
君
主
の
尊
称

レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
含
ま
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
分
析
が
な
さ
れ

て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
こ
う
し

た
尊
称
は
す
べ
て
「
高
み
に
あ
る
も
の
」「
崇
高
な
も
の
」
を
示
し

て
お
り
、
互
い
に
代
替
可
能
な
も
の
と
さ
え
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ

っ
た
。

　
筆
者
が
試
み
た
の
は
、
一
つ
の
尊
称
が
あ
る
宮
廷
に
お
い
て
新
規

に
導
入
さ
れ
る
ケ
ー
ス
、
あ
る
い
は
急
激
に
そ
の
使
用
頻
度
を
増
し

て
い
る
ケ
ー
ス
を
取
り
上
げ
、
当
該
の
尊
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
抽
象
名
辞
が
同
時
代
に
お
い
て
潜
在
的
に
持
ち
得
た
意
味
を
洗
い

出
し
、
そ
れ
を
当
時
の
政
治
的
文
脈
の
中
に
位
置
付
け
て
み
る
と

い
う
作
業
で
あ
っ
た
。
分
析
の
結
果
の
み
を
簡
潔
に
ま
と
め
よ
う
。

例
え
ば
英
語
のYour M

ajesty

と
い
う
表
現
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
現
在
で
も
国
王
に
対
す
る
呼
び
か
け
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

m
aiestas

と
い
う
概
念
を
、
フ
ラ
ン
ク
君
主
が
自
称
と
し
て
用
い

た
の
は
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
敬
虔
帝
（
在
位
七
八
一
／
八
一
四
〜
八
四
〇

年
）
が
最
初
で
あ
っ
た
。
こ
の
概
念
は
カ
ロ
リ
ン
グ
期
に
お
い
て
神

の
荘
厳
さ
を
示
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

っ
た
が
、
ロ
ー
マ
期
に
遡
れ
ば
こ
れ
は
皇
帝
な
い
し
国
家
の
至
高

の
権
威
、
あ
る
い
は
家
父
長
の
権
威
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
っ
た
。

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
敬
虔
帝
が
こ
の
言
葉
を
自
称
と
し
て
用
い
始
め
た

八
三
四
年
は
、
ま
さ
し
く
前
年
の
息
子
た
ち
の
反
乱
に
伴
う
廃
位
と

修
道
院
幽
閉
と
い
う
危
機
か
ら
脱
出
し
た
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
タ
イ

ミ
ン
グ
の
一
致
は
、
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
彼
は
復
位
に
伴
い
自

ら
の
帝
権
の
イ
メ
ー
ジ
を
至
高
な
る
も
の
と
し
て
王
国
内
に
示
す
こ

と
を
企
図
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。m

aiestas

と
い
う
自

称
が
政
治
的
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
減
退
さ
せ
、「
日
常
的
な
」
君

主
の
尊
称
と
な
っ
て
い
く
の
は
、
皇
帝
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
の
死
後
、
す

な
わ
ち
八
四
〇
年
以
降
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　
敬
虔
帝
の
次
男
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
「
独
人
王
」（
在
位
八
一
七
／

八
二
六
／
八
四
〇
〜
八
七
六
年
）
の
ケ
ー
ス
に
移
ろ
う
。
彼
は
父

の
死
の
直
後
か
ら
「
清
廉
さ
」
を
意
味
す
るserenitas

と
い
う
抽
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象
名
辞
を
自
称
と
し
て
用
い
始
め
た
が
、
こ
の
言
葉
も
ま
た
ロ
ー

マ
期
以
来
皇
帝
権
と
結
び
つ
い
た
イ
メ
ー
ジ
を
含
有
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
「
独
人
王
」
に
よ
るserenitas

概
念
の

使
用
開
始
が
明
確
な
意
志
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

は
、
父
帝
の
存
命
中
、「
独
人
王
」
が
自
ら
の
文
書
の
中
で
極
め
て

慎
重
に
こ
の
言
葉
を
扱
い
、
こ
の
語
で
形
容
さ
れ
る
対
象
を
父
の
み

に
限
定
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
窺
い
知
れ
る
。
父
が
自
称
と
し
て

serenitas

を
用
い
つ
つ
発
給
し
た
文
書
に
つ
い
て
、
受
給
者
の
願

い
に
よ
り
確
認
文
書
を
発
給
す
る
必
要
性
が
出
た
際
も
、
彼
は
モ
デ

ル
と
な
る
父
の
先
行
文
書
を
広
範
に
引
用
し
つ
つserenitas

の
部

分
の
み
は
削
除
し
、
そ
の
都
度
自
身
に
妥
当
な
抽
象
名
辞
に
置
き
換

え
て
自
称
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
八
四
〇
年
以
降
、
父

が
死
去
し
た
と
は
い
え
皇
帝
で
は
な
い
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
「
独
人
王
」

がserenitas

を
自
称
と
し
て
用
い
始
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は

父
の
死
と
と
も
に
激
化
し
た
兄
弟
間
の
相
続
権
争
い
、
と
り
わ
け
長

男
に
し
て
皇
帝
位
を
継
承
し
て
い
た
ロ
ー
タ
ル
一
世
（
在
位
八
一
四

／
八
一
七
／
八
四
〇
〜
八
五
五
年
）
と
の
ラ
イ
バ
ル
関
係
の
中
で
採

用
さ
れ
た
、
支
配
の
正
当
性
を
喧
伝
す
る
た
め
の
戦
略
の
一
つ
で
あ

っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
争
い
の
中
で
当
初
ロ

ー
タ
ル
陣
営
に
立
っ
て
い
た
ラ
バ
ー
ヌ
ス
・
マ
ウ
ル
ス
が
、
ル
ー
ト

ヴ
ィ
ヒ
と
和
解
し
た
時
期
に
同
王
に
宛
て
た
書
簡
に
お
い
て
初
め
て

vestra serenitas

（「
清
廉
な
る
陛
下
」）
と
呼
び
か
け
て
い
る
こ

と
は
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
の
支
配
権
の
承
認
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
の
弟
、
シ
ャ
ル
ル
禿
頭
王
（
在
位
八
三
八

／
八
四
〇
年
〜
八
七
七
年
）
の
例
を
取
り
上
げ
よ
う
。
彼
の
尊
称
用

法
に
お
い
て
目
立
つ
の
はsublim

itas

（「
崇
高
さ
」）
と
い
う
概

念
で
あ
る
。
彼
の
文
書
に
お
い
て
こ
の
尊
称
が
用
い
ら
れ
る
頻
度
が

八
四
八
年
を
境
に
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
こ
れ
は

同
年
六
月
に
挙
行
さ
れ
た
国
王
戴
冠
式
と
の
関
連
性
に
お
い
て
理
解

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
同
時
代
史
料
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の

sublim
itas

と
い
う
言
葉
と
語
源
を
共
に
す
る
動
詞sublim

are

は
、
王
座
の
高
み
に
上
げ
る
こ
と
を
意
味
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
言

葉
で
あ
っ
た
（sublim

are in regno

）。
す
な
わ
ち
聖
油
の
塗
布

に
よ
っ
て
注
ぎ
込
ま
れ
る
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
し
聖
性
、
お
よ
び

聖
俗
の
有
力
者
た
ち
に
よ
る
選
出
・
合
意
と
い
う
フ
ラ
ン
ク
族
に
お

い
て
伝
統
的
に
正
当
な
手
続
に
よ
っ
て
王
座
の
高
み
に
あ
げ
ら
れ
た

も
の
が
備
え
る
崇
高
さ
、
と
い
う
二
重
の
イ
メ
ー
ジ
を
こ
の
言
葉
が

喚
起
し
得
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
王
座
の
高

み
に
あ
る
シ
ャ
ル
ル
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
文
書
中
の
特
定
の
自
称

を
通
じ
て
意
図
的
に
喧
伝
さ
れ
た
と
い
う
推
測
は
、
こ
の
八
四
八
年

の
頃
に
初
め
て
、
天
上
の
神
の
手
を
通
じ
て
祝
福
を
受
け
つ
つ
臣
下

ら
に
囲
ま
れ
玉
座
に
座
わ
る
国
王
の
図
像
が
、
し
か
も
シ
ャ
ル
ル
禿

頭
王
を
モ
デ
ル
に
し
て
作
成
さ
れ
手
稿
本
に
綴
じ
込
ま
れ
た
と
い
う
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事
実
と
も
合
致
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
分
析
を
通
じ
て
筆
者
が
学
界
に
提
言
し
た
の
は
、

君
主
文
書
に
含
ま
れ
る
様
々
な
尊
称
が
、
常
に
と
は
言
え
ず
と
も
、

少
な
く
と
も
そ
れ
が
「
定
式
化
」
さ
れ
る
際
に
極
め
て
ア
ク
チ
ュ
ア

ル
な
意
味
を
持
ち
得
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
分
析
し
て
い
く
こ
と

は
当
時
の
政
治
文
化
の
理
解
の
深
化
の
み
な
ら
ず
、
文
書
形
式
学
の

進
展
に
も
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
歴
史
家
た

ち
に
と
っ
て
す
で
に
「
既
知
」
の
も
の
で
あ
り
、か
つ
「
月
並
み
な
」

表
現
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
き
た
定
式
表
現
も
ま
た
、
政
治
的
分
析

の
材
料
に
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
テ
オ
・
ケ
ル
ツ
ァ
ー
の
言
葉
を
借

り
る
な
ら
ば
、
我
々
は
折
に
触
れ
、
自
分
た
ち
の
知
識
の
「
在
庫
」

に
つ
い
て
「
棚
卸
し
」
を
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
か）
（1
（

。

二
、
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
フ
ラ
ン
ク
王
国
政
治
史
へ
の

　
　「
文
書
形
式
学
的
」
ア
プ
ロ
ー
チ
Ⅱ
：
交
換
確
認
文
書
と

　
　
い
う
文
書
類
型
の
隆
盛
に
つ
い
て

　
で
は
、
次
い
で
現
在
筆
者
が
取
り
組
ん
で
い
る
別
の
問
題
へ
と
話

題
を
移
し
て
い
こ
う
。
現
在
進
行
形
で
行
わ
れ
て
い
る
研
究
に
関
す

る
話
題
と
い
う
点
で
は
「
古
文
書
学
の
現
在
」
と
い
う
特
集
テ
ー
マ

に
は
合
致
す
る
が
、し
か
し
現
在
進
行
形
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
結
論
」

め
い
た
も
の
を
述
べ
る
と
こ
ろ
ま
で
は
達
し
て
い
な
い
こ
と
を
あ
ら

か
じ
め
断
っ
て
お
き
た
い
。
大
ま
か
な
問
題
意
識
は
、
前
節
で
述
べ

た
尊
称
に
関
す
る
研
究
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
と
あ
る

書
式
や
定
式
表
現
、
さ
ら
に
は
文
書
類
型
が
生
成
な
い
し
衰
退
し
て

い
く
背
景
に
我
々
は
何
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
問
い
か
け
は
ま
っ
た
く
新
し
い

も
の
で
は
な
い
が
、
我
々
が
抱
え
て
い
る
史
料
群
を
あ
ら
た
め
て
眺

め
回
し
て
み
る
な
ら
ば
、
ま
だ
ま
だ
再
考
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
気
づ
く
。
以
下
、
二
つ
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
み
た
い
。

　
ま
ず
は
前
節
に
続
き
カ
ロ
リ
ン
グ
期
の
君
主
文
書
を
取
り
上
げ

よ
う
。
カ
ロ
リ
ン
グ
期
の
君
主
文
書
に
特
徴
的
な
文
書
類
型
と
し

て
、
教
会
な
い
し
修
道
院
が
少
な
く
と
も
一
方
の
当
事
者
と
な
る
か

た
ち
で
取
り
交
わ
さ
れ
た
財
産
交
換
契
約
を
君
主
が
確
認
す
る
文
書

が
挙
げ
ら
れ
る）
（1
（

。
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ド
ゥ
プ
ル
ー
に
よ
れ
ば）
（1
（

、
こ
れ
は

と
り
わ
け
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
敬
虔
帝
の
治
世
に
特
徴
的
な
文
書
形
態
で

あ
る
。
彼
の
試
算
に
よ
れ
ば
、
七
世
紀
末
の
も
の
が
二
通
、
カ
ー
ル

大
帝
（
在
位
七
六
八
〜
八
一
四
年
）
期
に
四
通
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
敬

虔
帝
期
に
三
六
通
、
彼
の
四
人
の
息
子
た
ち
の
も
と
で
発
給
さ
れ
た

も
の
（
そ
の
う
ち
シ
ャ
ル
ル
禿
頭
王
が
二
〇
通
）
が
合
計
で
お
よ
そ

三
〇
通
伝
来
し
て
い
る
と
い
う）
11
（

。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
確
認
文
書
が
必

要
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
ハ
リ
ー
・
ブ
レ
ス
ラ
ウ
の
見

解
を
引
用
し
よ
う
。
一
般
に
私
文
書
を
通
じ
て
成
立
し
た
法
的
行
為
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の
確
認
を
国
王
に
求
め
、
後
者
に
よ
る
確
認
文
書
を
発
給
し
て
も
ら

う
と
い
う
慣
行
が
あ
っ
た
の
は
、
国
王
文
書
が
よ
り
高
度
な
保
証
効

力
を
備
え
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
教
会
が
少
な
く
と
も
一

方
の
当
事
者
で
あ
る
よ
う
な
財
産
交
換
に
際
し
て
は
、
法
的
行
為
が

有
効
で
あ
る
た
め
に
国
王
に
よ
る
確
認
が
必
要
不
可
欠
と
さ
れ
た
場

合
が
あ
っ
た
と
す
る
。
ど
の
よ
う
な
状
況
で
国
王
に
よ
る
確
認
が
必

要
と
さ
れ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
ブ
レ
ス
ラ
ウ
は

当
該
交
換
の
対
象
と
な
っ
た
財
産
の
規
模
の
多
寡
が
問
題
で
あ
っ
た

可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る）
1（
（

。
一
方
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
テ
シ
エ
に
よ
れ
ば
、

君
主
に
よ
る
財
産
交
換
確
認
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

私
的
な
法
的
行
為
に
補
助
的
な
保
証
を
与
え
る
こ
と
で
も
、
当
該
の

法
的
行
為
に
関
す
る
「
真
正
のauthentique
」
文
書
が
発
給
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
こ
の
文
書
類
型
の
登
場
は
、
カ
ロ
リ
ン

グ
朝
の
君
主
た
ち
に
よ
る
教
会
財
産
保
護
措
置
の
帰
結
で
あ
る
と
い

う
の
で
あ
る）
11
（

。
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
極
め
て
簡
潔
に
提
示
さ
れ
た
こ
れ

ら
の
見
解
は
、
こ
の
文
書
類
型
が
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
敬
虔
帝
の
治
世
に

隆
盛
を
迎
え
た
背
景
を
説
明
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
こ
の
文
書

類
型
に
つ
い
て
詳
細
な
検
討
を
加
え
た
ド
ゥ
プ
ル
ー
は）
11
（

、
こ
の
文
書

類
型
の
隆
盛
を
、
同
皇
帝
が
八
一
四
年
の
単
独
統
治
開
始
直
後
か
ら

始
め
た
教
会
保
護
政
策
と
結
び
つ
け
る
。
こ
の
と
き
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ

は
イ
ン
ム
ニ
タ
ス
特
権
（

≒

不
輸
不
入
）
と
国
王
保
護
特
権
と
を
結

合
さ
せ
、そ
れ
ら
を
同
時
に
付
与
す
る
新
た
な
文
書
形
式
を
導
入
し
、

こ
の
種
の
文
書
を
多
く
の
教
会
施
設
に
発
給
し
て
い
た
の
だ
が）
11
（

、
ド

ゥ
プ
ル
ー
に
よ
れ
ば
、
交
換
確
認
文
書
の
隆
盛
も
ま
た
こ
の
政
策
の

延
長
線
上
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
財
産
交
換
を
皇
帝
が
確
認
す

る
こ
と
の
目
的
は
、
君
主
が
保
護
者
で
あ
る
所
の
教
会
が
持
つ
財
産

を
保
護
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
教
会
に
と
っ
て
後
々
不
利
に
な
る
よ

う
な
形
で
の
交
換
が
行
な
わ
れ
な
い
よ
う
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
教
会
財
産
の
散
逸
を
防
ぐ
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
。
確

か
に
研
究
者
た
ち
が
「
カ
ピ
ト
ゥ
ラ
リ
ア
」
と
呼
ん
で
い
る
立
法
的

規
範
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
敬
虔
帝
が
教
会
財
産
に

関
す
る
「
交
換
」
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
し
て
い
た
形
跡
が
見

て
取
れ
る）
11
（

。

　
し
か
し
我
々
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
観
点
を
加
味
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
交
換
確
認
文
書
と
い
う
文
書
形
式
に
つ

い
て
の
見
識
を
も
う
一
歩
深
め
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
君
主

が
交
換
確
認
を
行
な
っ
た
場
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
伝
来
す
る

三
六
通
の
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
敬
虔
帝
に
よ
る
財
産
交
換
確
認
文
書
の
う

ち
、
お
よ
そ
半
分
弱
の
一
五
通
が
王
国
集
会
の
場
、
あ
る
い
は
君
主

が
王
国
巡
行
の
機
会
に
交
換
当
事
者
の
も
と
を
訪
れ
た
際
に
発
給
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る）
11
（

。
君
主
と
接
触
を
も
つ
こ
と
が
で
き

た
機
会
が
文
書
発
給
機
会
と
な
る
こ
と
は
別
段
珍
し
い
こ
と
で
は
な

い
が
、
交
換
確
認
文
書
を
扱
う
際
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の

は
、
交
換
確
認
が
行
な
わ
れ
た
場
に
は
、
交
換
の
当
事
者
の
み
な
ら
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初
期
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
史
へ
の
「
文
書
形
式
学
的
」
ア
プ
ロ
ー
チ
（
菊
地
）

ず
、
交
換
契
約
が
締
結
さ
れ
る
際
に
証
人
と
な
っ
て
い
た
人
物
た
ち

も
ま
た
列
席
し
て
い
た
可
能
性
が
想
定
で
き
る
と
い
う
点
で
あ
る）
11
（

。

交
換
契
約
文
書
と
確
認
文
書
の
両
方
が
伝
来
す
る
と
い
う
幸
運
に
恵

ま
れ
る
か
否
か
は
史
料
伝
来
の
偶
然
に
左
右
さ
れ
て
し
ま
う
が
、
例

え
ば
八
二
〇
年
に
行
わ
れ
た
ト
ゥ
ー
ル
伯
ユ
ー
グ
と
ヴ
ォ
ル
ム
ス
司

教
ベ
ル
ナ
リ
ウ
ス
の
財
産
交
換
は
、
キ
エ
ル
ジ
ー
王
国
集
会
に
お
い

て
な
さ
れ
て
お
り
、
司
教
・
修
道
院
長
・
伯
等
の
称
号
を
備
え
た
人

物
だ
け
で
も
一
三
人
の
証
人
を
伴
っ
て
い
た）
11
（

。こ
の
契
約
の
締
結
後
、

こ
の
法
的
行
為
は
同
王
国
集
会
の
最
中
に
皇
帝
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ

て
い
る）
11
（

。
こ
の
よ
う
な
皇
帝
・
交
換
当
事
者
・
契
約
の
証
人
た
ち
が

一
堂
に
会
す
る
機
会
を
同
時
代
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い

た
の
か
を
示
唆
す
る
例
を
挙
げ
よ
う
。
八
二
五
年
六
月
三
日
、
ア
ー

ヘ
ン
で
の
王
国
集
会
の
際
に
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
敬
虔
帝
は
マ
コ
ン
司

教
ヒ
ル
デ
バ
ル
ド
ゥ
ス
と
伯
ワ
リ
ヌ
ス
の
財
産
交
換
を
確
認
し
て
い

る）
11
（

。
と
こ
ろ
で
そ
の
後
に
権
利
譲
渡
が
実
行
さ
れ
た
様
子
を
記
録
し

た
文
書
（
ノ
テ
ィ
テ
ィ
ア
）
に
よ
れ
ば
、
七
月
四
日
、
当
該
土
地

財
産
が
あ
る
ク
リ
ュ
ニ
ー
に
お
い
て
、「
皇
帝
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
陛
下

の
臨
席
の
も
とin presentia dom

ni H
ludovici im

peratoris
」

多
く
の
証
人
を
伴
っ
て
財
産
権
利
の
譲
渡
が
行
な
わ
れ
た
と
さ
れ

る）
1（
（

。
五
月
の
一
度
目
の
ア
ー
ヘ
ン
王
国
集
会
か
ら
八
月
の
二
度
目
の

ア
ー
ヘ
ン
王
国
集
会
ま
で
の
皇
帝
の
動
向
を
考
え
る
な
ら
ば）
11
（

、
彼
が

実
際
に
臨
席
し
た
可
能
性
は
低
い
。
ノ
テ
ィ
テ
ィ
ア
に
付
さ
れ
た

「
七
月
四
日
火
曜
日
」
と
い
う
日
付
自
体
は
間
違
い
で
は
な
い
も
の

の
、「
陛
下
の
臨
席
」
に
関
す
る
文
言
は
文
書
の
作
成
時
あ
る
い
は

筆
写
時
の
不
備
に
よ
っ
て
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
、
元

来
は
皇
帝
に
よ
る
確
認
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
の
だ
と
ジ
ッ
ケ
ル

は
想
定
し
て
い
る）
11
（

。
し
か
し
こ
の
ノ
テ
ィ
テ
ィ
ア
の
中
に
は
交
換
が

「
い
と
も
清
廉
な
る
皇
帝
陛
下
の
命
令
に
よ
っ
てper jussionem

 
dom

ni serenissim
i im

peratoris

」
行
わ
れ
た
こ
と
が
臨
席
に

つ
い
て
の
言
及
の
直
後
に
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、「
命
令
で

per praeceptionem

」
が
「
臨
席
の
も
とin presentia

」
と
書

き
間
違
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
む
し
ろ
こ
の
隣
席

の
話
が
そ
も
そ
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
フ
ィ
ク
テ
ィ
ブ
な
君
主
の
臨
席
を
あ
え

て
記
述
し
て
い
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
が
重
要
で
あ
る
。つ
ま
り
、

財
産
交
換
と
い
う
法
的
行
為
に
お
い
て
君
主
に
よ
る
承
認
が
重
要
で

あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
法
的
行
為
へ
の
立
会
人
で
あ
る
証
人
た
ち
―

―
同
文
書
で
は
一
二
人
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
―
―
の
前
に
君
主

が
姿
を
現
わ
す
こ
と
も
ま
た
望
ま
し
い
と
同
時
代
人
に
よ
っ
て
認
識

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
敬
虔

帝
お
よ
び
彼
の
宮
廷
が
交
換
確
認
文
書
と
い
う
文
書
形
式
を
新
た
に

積
極
的
に
用
い
始
め
た
際
の
目
的
・
意
図
は
、
お
そ
ら
く
ド
ゥ
プ
ル

ー
の
考
察
通
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
法
的
行
為
の
当
事
者
の
み
な
ら

ず
、
証
人
と
し
て
立
ち
会
う
者
た
ち
を
含
め
た
「
記
憶
」
を
共
に
す
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る
集
団
が
地
域
社
会
の
中
で
形
成
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
既
存
の
そ
れ

が
強
化
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
君
主
を
も
巻
き
込
む
こ
と
が
お
そ
ら

く
何
ら
か
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
を
持
ち
得
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
交

換
確
認
文
書
の
請
願）
11
（

・
受
給
と
い
う
あ
ら
た
な
一
手
間
が
、
受
給
者

側
に
と
っ
て
も
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
意
味
の
あ
る
プ
ロ
セ
ス
と
し
て

受
容
さ
れ
実
践
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
な
お
こ
の
財
産
確
認
文
書
は
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
敬
虔
帝
の
治
世
以
来

ひ
と
つ
の
類
型
と
な
る
「
略
式
特
権
状
」、
す
な
わ
ち
君
主
の
署
名
・

モ
ノ
グ
ラ
ム
を
欠
い
た
特
権
状
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が）
11
（

、
実
際
こ
の

財
産
確
認
文
書
と
い
う
類
型
の
中
で
も
書
式
に
揺
れ
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
原
本
に
よ
っ
て
伝
来
し
て
い
る
も
の
を
含

む
幾
つ
か
の
財
産
確
認
文
書
に
お
い
て
、
モ
ノ
グ
ラ
ム
を
含
む
王
の

署
名
部
が
記
さ
れ
た
文
書
が
挙
げ
ら
れ
る）
11
（

。
こ
の
文
脈
に
お
い
て
興

味
深
い
の
は
八
二
〇
年
四
月
二
八
日
付
け
で
フ
ァ
ル
フ
ァ
修
道
院
と

ス
ポ
レ
ー
ト
司
教
と
の
間
の
財
産
交
換
を
確
認
し
た
文
書
で
あ
る
。

こ
の
文
書
は
、
皇
帝
が
自
身
の
代
理
人
で
あ
る
ミ
ッ
シ
・
ド
ミ
ニ
キ

を
派
遣
し
て
両
者
間
の
紛
争
解
決
を
試
み
た
末
に
、
妥
協
案
と
し
て

出
て
き
た
財
産
交
換
の
産
物
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
書
で
は
し
か
し
通

常
の
財
産
交
換
確
認
文
書
に
見
ら
れ
る
「
交
換
（com

m
utatio

）」

と
い
う
表
現
は
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
代
わ
っ
て
「
合
意
締
結
」
を

示
すconvenientia

やpactuatio

が
言
及
さ
れ
て
お
り
、
皇
帝

は
こ
の
合
意
を
確
認
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
文
書
は
形
式

に
お
い
て
も
「
略
式
特
権
状
」
的
な
財
産
交
換
確
認
文
書
と
は
異
な

り
君
主
の
署
名
と
モ
ノ
グ
ラ
ム
を
備
え
て
い
る
が
、
さ
ら
に
類
例
の

な
い
ア
レ
ン
ガ
を
伴
っ
て
い
る
。
い
わ
く
、
紛
争
の
解
決
と
調
和
の

維
持
は
王
の
責
務
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
全
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
責
務

で
あ
る
、
し
か
し
も
た
ら
さ
れ
た
平
和
と
調
和
を
自
身
の
権
威
を
も

っ
て
確
か
な
も
の
と
す
る
の
は
王
の
責
務
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ

る）
11
（

。
こ
の
例
は
、
法
的
な
内
容
と
し
て
は
同
じ
「
財
産
交
換
確
認
」

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
発
給
さ
れ
た
文
脈
に
応
じ
て
、

君
主
な
い
し
宮
廷
が
そ
の
文
書
の
含
有
し
う
る
特
殊
な
政
治
的
意
義

を
意
識
し
、
通
常
と
は
異
な
る
よ
り
盛
式
な
様
相
を
伴
っ
た
文
書
を

発
給
し
て
い
た
様
子
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
ル
ー
ト
ヴ
ィ

ヒ
の
宮
廷
が
文
書
発
給
に
際
し
て
皇
帝
の
署
名
お
よ
び
モ
ノ
グ
ラ
ム

を
付
与
す
べ
き
か
否
か
、
厳
密
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
た
こ
と
を

踏
ま
え
る
と）
11
（

、
そ
う
し
た
推
測
の
妥
当
性
は
高
ま
る
だ
ろ
う
。

三
、
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
フ
ラ
ン
ク
王
国
政
治
史
へ
の

　
　「
文
書
形
式
学
的
」
ア
プ
ロ
ー
チ
Ⅲ
：
刑
罰
条
項
に
つ
い
て

　
最
後
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
書
形
式
学
に
お
い
て
「
私
文
書
」
に

区
分
さ
れ
て
き
た
文
書
に
お
け
る
定
式
表
現
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お

き
た
い
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
の
は
、
財
産
譲
渡
・
売
却
の
際
に
作

成
さ
れ
た
文
書
に
見
ら
れ
る
刑
罰
条
項
あ
る
い
は
威
嚇
条
項
と
呼
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ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
書
に
記
録
さ
れ
た
法
的
行
為
を

侵
害
す
る
者
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
罰
を
あ
ら
か
じ
め
記
載
す
る

書
式
で
あ
り
、
侵
害
行
為
を
未
然
に
防
ご
う
と
す
る
措
置
と
考
え

ら
れ
る
。
一
九
世
紀
以
来
の
研
究
に
よ
り
、
こ
の
刑
罰
条
項
は
古
代

ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
期
か
ら
の
連
続
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
内
容

に
お
い
て
霊
的
威
嚇
（poena spiritularis

）
―
―
キ
リ
ス
ト
教
世

界
に
お
い
て
は
神
や
天
使
、
聖
人
た
ち
の
怒
り
な
い
し
教
会
か
ら
の

破
門
―
―
お
よ
び
世
俗
法
的
罰
則
（poena saecularis

）
の
二
種

類
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
の
後
者
、
と
り
わ
け

バ
イ
エ
ル
ン
に
お
け
る
罰
金
支
払
い
に
関
す
る
表
現
を
取
り
上
げ
た

い
。
バ
イ
エ
ル
ン
と
い
う
特
定
地
域
に
考
察
の
対
象
を
絞
る
の
は
、

現
段
階
に
お
け
る
筆
者
の
研
究
の
進
捗
状
況
と
も
関
わ
る
が
、
ハ
イ

ン
リ
ッ
ヒ
・
フ
ィ
ヒ
テ
ナ
ウ
が
唱
え
た
地
域
ご
と
の
「
文
書
景
観

（U
rkundenlandschaften

）」
の
特
性
を
把
握
す
る
試
み
と
い
う

近
年
見
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
研
究
潮
流
に
竿
挿
し
た
い
と
い
う
意
図

も
あ
っ
て
の
こ
と
と
了
解
い
た
だ
き
た
い）
11
（

。

　
初
期
中
世
の
刑
罰
条
項
を
精
査
し
た
フ
リ
ッ
ツ
・
ボ
イ
エ
に
よ
れ

ば
、
現
在
の
ド
イ
ツ
南
部
、
バ
イ
エ
ル
ン
の
文
書
に
お
け
る
刑
罰
条

項
で
は
、
フ
ラ
ン
キ
ア
お
よ
び
ア
レ
マ
ニ
ア
の
そ
れ
と
同
様
、
公
権

力
に
対
す
る
罰
金
支
払
い
を
示
唆
す
る
こ
と
に
よ
る
威
嚇
が
通
例
で

あ
る
と
さ
れ
る）
11
（

。
こ
う
し
た
威
嚇
が
現
実
的
な
意
味
合
い
を
も
っ
て

い
た
か
否
か
と
い
う
問
い
を
め
ぐ
っ
て
研
究
者
た
ち
が
議
論
を
戦
わ

せ
て
い
る
が
、
古
く
は
ヨ
ア
ヒ
ム
・
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ゥ
マ
ン
が
初
期

中
世
に
お
け
る
刑
罰
条
項
の
現
実
味
を
一
般
的
に
認
め
て
お
り）
1（
（

、
近

年
に
お
い
て
も
佐
藤
彰
一
が
六
世
紀
末
頃
の
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
前
期

の
素
材
を
手
に
、
国
庫
に
よ
る
罰
金
徴
収
の
様
相
に
つ
い
て
考
察
を

行
な
っ
て
い
る）
11
（

。
し
か
し
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
そ
う
し
た

罰
金
徴
収
シ
ス
テ
ム
の
実
在
性
で
は
な
い
。
以
下
で
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
文
書
が
、王
や
公
と
い
っ
た
支
配
者
の
権
力
に
拠
ら
な
い「
私

人
」
間
の
取
引
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
、
彼
ら
が
も

し
も
の
と
き
の
備
え
と
し
て
「
公
権
力
」
な
る
も
の
を
ど
の
よ
う
に

認
識
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
を
探
る
手
が
か
り
が
刑
罰
条
項
の
盛
衰

を
分
析
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
本
節
は
そ
う
い
っ

た
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
。

　
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
け
る
刑
罰
条
項
は
七
四
〇
年
代
か
ら
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
が）
11
（

、
こ
れ
は
同
時
期
に
成
文
化
さ
れ
た
『
バ
イ
エ
ル
ン

部
族
法
典
』
と
の
緊
密
な
関
係
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）
11
（

。
刑
罰
条

項
の
罰
金
額
が
「
法
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
にsicut lex est

」
と
し

て
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る）
11
（

。
な
お
、
同
法
の
当
該
条
項
を
見

る
と
、
バ
イ
エ
ル
ン
で
は
罰
金
の
支
払
先
と
し
て
ま
ず
は
「
現
地
の

ユ
ー
デ
ク
ス
」
に
重
量
に
し
て
三
ウ
ン
キ
ア
分
の
金）
11
（

を
支
払
い
、
被

害
者
に
は
侵
害
財
産
を
返
還
す
る
の
み
な
ら
ず
そ
れ
と
同
等
の
も
の

を
譲
渡
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
返
還
・

譲
渡
を
強
制
執
行
さ
せ
る
存
在
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
の
が
、「
王
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ま
た
は
同
地
に
お
い
て
ユ
ー
デ
ク
ス
た
る
諸
侯
す
な
わ
ち
プ
リ
ン
ケ

プ
ス
」
で
あ
る）
11
（

。
同
時
期
の
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
け
る
プ
リ
ン
ケ
プ

ス
と
は
公dux

の
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
先
に
挙
げ
た
罰
金

が
支
払
わ
れ
る
べ
き
対
象
と
し
て
の
ユ
ー
デ
ク
ス
も
、
個
々
の
裁
判

を
主
宰
す
る
判
事
と
し
て
の
ユ
ー
デ
ク
ス
で
は
な
く
、『
バ
イ
エ
ル

ン
部
族
法
典
』
当
該
規
定
で
「
同
地
に
お
け
る
ユ
ー
デ
ク
ス
」
と
等

置
さ
れ
て
い
る
バ
イ
エ
ル
ン
公
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
七
八
八
年
の

フ
ラ
ン
ク
王
国
併
合
以
前
の
バ
イ
エ
ル
ン
で
見
ら
れ
る
刑
罰
条
項
に

お
い
て
言
及
さ
れ
る
フ
ィ
ス
ク
ス
（fiscus

(11

(

）
も
ま
た
バ
イ
エ
ル
ン

公
の
国
庫
を
指
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
バ
イ
エ
ル
ン
か

ら
伝
わ
る
文
書
に
お
い
て
、
罰
金
の
支
払
は
し
ば
し
ば
「
公
に
対
し

て
（partibus ducis

）」
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い

る）
11
（

。
さ
ら
に
八
世
紀
の
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
け
る
刑
罰
条
項
の
特
徴
を

挙
げ
て
い
く
な
ら
ば
、
文
書
で
規
定
さ
れ
て
い
る
権
利
の
移
転
を
侵

害
し
た
人
物
が
ユ
ー
デ
ク
ス
な
い
し
フ
ィ
ス
ク
ス
に
対
し
て
有
罪

（culpabilis

）
で
あ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
う

点
が
あ
る）
11
（

。「
そ
の
者
は
法
に
違
反
し
た
が
ゆ
え
に
（quia contra 

legem
 egit

）」
と
い
う
表
現
も
パ
ッ
サ
ウ
司
教
座
関
連
の
文
書
で

見
受
け
ら
れ
る）
1（
（

。
こ
う
し
た
刑
罰
条
項
に
お
け
る
「
法lex

」
へ
の

言
及
は
特
記
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、『
バ
イ

エ
ル
ン
部
族
法
典
』
に
お
け
る
当
該
条
項
は
『
ア
レ
マ
ン
部
族
法
典
』

を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
の
だ
が）
11
（

、
こ
の
法
典
が
通
用
し
て
い
た
ア
レ

マ
ニ
ア
地
域
の
文
書
の
刑
罰
条
項
に
お
い
て
「
法
」
に
言
及
す
る
こ

と
、
例
え
ば
「
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
罰
金
を
支
払
う
」
と

い
っ
た
表
現
が
出
て
く
る
の
は
、
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
な
の
で
あ

る）
11
（

。
逆
に
同
時
期
の
バ
イ
エ
ル
ン
の
私
文
書
で
は
、
以
下
で
確
認
す

る
よ
う
に
、
刑
罰
条
項
自
体
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
き
、
九
世
紀

後
半
に
は
消
滅
し
て
し
ま
う
。

　
フ
ベ
ル
ト
・
エ
メ
リ
ッ
ヒ
が
作
成
し
た
、『
フ
ラ
イ
ジ
ン
グ
司
教

座
教
会
寄
進
帳
』
に
見
ら
れ
る
刑
罰
条
項
の
件
数
の
時
期
に
よ
る
偏

差
を
示
す
表
を
参
照
す
る
と
、
世
俗
的
刑
罰
条
項
へ
の
言
及
が
八
世

紀
後
半
か
ら
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
集
中
し
て
お
り
、
九
世
紀
後
半

に
は
皆
無
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
エ
メ
リ
ッ
ヒ
の
解
釈
に

よ
れ
ば
、
刑
罰
条
項
が
盛
り
込
ま
れ
た
文
書
数
の
減
退
は
、
九
世
紀

に
な
る
と
寄
進
件
数
が
減
り
、
財
産
交
換
を
記
録
す
る
文
書
が
多
く

収
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に

七
七
〇
年
代
以
降
九
世
紀
初
頭
ま
で
「
法
に
従
っ
た
」
罰
金
の
支
払

い
を
求
め
る
書
式
が
多
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
前
の
刑
罰
条

項
が
具
体
的
に
罰
金
額
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
と
対
照
を
な
し
て
い

る
が
、
こ
れ
は
七
七
〇
年
代
以
降
よ
う
や
く
バ
イ
エ
ル
ン
部
族
法
典

が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
だ
と
説
明
さ
れ
る）
11
（

。
し
か
し

エ
メ
リ
ッ
ヒ
の
論
文
の
主
眼
は
フ
ラ
イ
ジ
ン
グ
に
由
来
す
る
史
料
群

を
利
用
し
た
初
期
中
世
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
け
る
貨
幣
の
利
用
状
況
の

解
明
に
あ
っ
た
た
め
、
刑
罰
条
項
に
関
す
る
叙
述
は
残
念
な
が
ら
淡
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泊
で
あ
る
。
ま
た
刑
罰
条
項
の
減
少
と
財
産
交
換
文
書
の
増
加
が
結

び
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
財
産
交
換
を
行
う
文
書
に
お
い
て
も
刑
罰

条
項
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
わ
け
で
は
な
い）
11
（

。
む
し
ろ
財
産
交

換
と
い
う
法
行
為
へ
の
王
権
の
関
与
が
九
世
紀
に
政
治
的
重
要
性
を

増
し
て
い
た
こ
と
は
前
節
が
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
フ
ラ
イ
ジ
ン
グ

に
関
す
る
彼
の
分
析
を
踏
ま
え
つ
つ
、
バ
イ
エ
ル
ン
の
そ
の
他
の
地

域
に
関
す
る
事
例
と
も
比
較
し
つ
つ
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
い
き
た

い
。

　
上
で
言
及
し
た
、
罰
金
の
支
払
先
を
示
す
「
現
地
の
ユ
ー
デ
ク

ス
に
（iudici terrano

）」
お
よ
び
「
公
に
対
し
て
（partibus 

duci

）」
と
い
う
文
言
は
、
最
後
の
バ
イ
エ
ル
ン
公
タ
シ
ロ
が

七
八
八
年
に
廃
位
さ
れ
る
と
同
時
に
姿
を
消
す）
11
（

。
フ
ラ
イ
ジ
ン
グ

や
そ
の
他
の
バ
イ
エ
ル
ン
の
文
書
で
は
罰
金
の
支
払
先
と
し
て

フ
ラ
ン
ク
王
権
の
国
庫
（fiscus

）
が
言
及
さ
れ
る
の
が
通
例
と

な
っ
て
い
く
が
、
パ
ッ
サ
ウ
で
は
よ
り
明
確
な
こ
と
に
、
こ
れ

ま
でpartibus duci

と
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
が
「
王
に
対
し
て

（partibus regis

）」
と
い
う
文
言
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る）
11
（

。
こ
れ

ら
は
最
上
位
の
政
治
権
力
が
カ
ロ
リ
ン
グ
王
権
へ
と
入
れ
替
わ
っ
た

こ
と
の
反
映
で
あ
る
が
、
変
化
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
次
の
変

化
と
し
て
、
九
世
紀
初
頭
に
は
「
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
」

と
い
う
書
式
も
姿
を
消
す）
11
（

。
そ
し
て
そ
の
後
、
刑
罰
条
項
の
件
数
が

減
っ
て
い
き
九
世
紀
後
半
に
は
全
く
用
い
ら
れ
な
く
な
る
が
、
こ
の
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傾
向
は
フ
ラ
イ
ジ
ン
グ
だ
け
で
は
な
く
、
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
、
レ
ー
ゲ

ン
ス
ブ
ル
ク
、
パ
ッ
サ
ウ
、
モ
ン
ト
ゼ
ー
と
い
っ
た
、
比
較
的
多
く

の
数
が
伝
来
し
て
い
る
教
会
施
設
の
文
書
群
を
調
べ
て
も
同
様
に
確

認
さ
れ
る
の
で
あ
る）
11
（

。
以
上
の
よ
う
な
バ
イ
エ
ル
ン
全
体
で
確
認
さ

れ
る
刑
罰
条
項
と
い
う
定
式
表
現
の
盛
衰
は
、
は
た
し
て
何
を
意
味

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
刑
罰
条
項
に
見
ら
れ
る
変
化
は
、
ウ

ォ
ー
レ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
が
観
察
し
た
同
時
期
の
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
け

る
紛
争
解
決
の
あ
り
方
の
変
遷
と
重
な
り
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る）
11
（

。
ブ
ラ
ウ
ン
は
大
公
廃
位
以
前
の
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
け

る
紛
争
解
決
の
際
の
『
部
族
法
典
』
の
利
用
を
重
視
し
て
い
な
い
が
、

刑
罰
条
項
の
あ
り
方
か
ら
推
測
す
る
に
、
七
四
〇
年
代
以
降
、
少
な

く
と
も
財
産
権
の
移
転
を
伴
う
契
約
を
行
な
っ
た
当
事
者
た
ち
は
、

フ
ラ
ン
ク
王
か
ら
実
質
的
に
自
立
し
た
公
を
バ
イ
エ
ル
ン
内
の
最
高

権
威
と
す
る
形
で
新
規
に
成
立
し
た
『
部
族
法
典
』
と
い
う
規
範
体

系
に
依
拠
し
つ
つ
自
分
た
ち
が
住
む
世
界
の
秩
序
の
あ
り
方
を
イ
メ

ー
ジ
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
フ
ラ
イ
ジ
ン
グ
司
教
座
教
会

寄
進
帳
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
最
古
の
文
書
が
す
で
に
七
四
四
年
の

段
階
で
『
バ
イ
エ
ル
ン
部
族
法
典
』
と
同
じ
「
現
地
の
ユ
ー
デ
ク
ス
」

と
い
う
文
言
を
用
い
つ
つ
、
文
書
に
記
録
さ
れ
た
寄
進
財
産
を
侵
害

す
る
者
が
こ
の
「
ユ
ー
デ
ク
ス
」
＝
バ
イ
エ
ル
ン
公
に
対
し
て
「
有

罪
」
で
あ
る
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
を
想
起
し
て
お
き
た
い）
1（
（

。
こ
う

し
た
自
分
た
ち
の
『
法
典
』
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
は
、

公
の
廃
位
と
と
も
に
す
ぐ
に
消
え
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
な
か
っ

た
。
七
九
〇
年
代
以
降
、
バ
イ
エ
ル
ン
で
は
フ
ラ
ン
ク
国
王
の
権
威

を
背
負
う
王
の
代
理
人
／
ミ
ッ
シ
・
ド
ミ
ニ
キ
と
い
う
肩
書
き
を
も

っ
た
有
力
者
た
ち
、
と
り
わ
け
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
大
司
教
ア
ル
ノ
を
中

心
と
し
た
、
正
規
の
裁
判
集
会
に
お
け
る
紛
争
解
決
が
主
流
と
な
る

が
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
刑
罰
条
項
に
『
法
典
』
へ
の
依
拠
が
残
っ

て
い
た
こ
と）
11
（

は
、
法
廷
中
心
と
い
う
当
時
の
紛
争
解
決
の
あ
り
方
と

関
連
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
刑
罰
条
項
か
ら
『
法
典
』
へ
の
言
及
が

消
え
る
時
期
は
、
す
な
わ
ち
ア
ル
ノ
を
中
心
と
し
た
フ
ラ
ン
ク
王
権

の
代
理
人
た
ち
に
よ
る
裁
判
が
最
盛
期
を
過
ぎ
、
徐
々
に
法
廷
外
取

引
の
重
要
性
が
強
ま
っ
て
い
く
時
期
と
重
な
る
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
ウ

ン
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
八
一
一
年
頃
を
境
目
と
し
て
い
る
。続
く
時
期
、

名
目
的
に
は
裁
判
と
い
う
形
が
と
ら
れ
つ
つ
も
紛
争
解
決
に
お
い
て

法
廷
外
交
渉
の
も
つ
実
質
的
意
味
が
強
ま
っ
て
い
く
と
ブ
ラ
ウ
ン
は

指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
は
す
な
わ
ち
、
公
的
権
力
に
よ
る
国

庫
に
対
す
る
罰
金
支
払
い
の
強
制
を
威
嚇
と
し
て
用
い
る
事
例
が
減

少
し
て
い
く
時
期
で
あ
る
。
刑
罰
条
項
が
バ
イ
エ
ル
ン
の
私
文
書
か

ら
消
え
る
九
世
紀
後
半
か
ら
は
、
紛
争
解
決
に
法
廷
が
関
わ
っ
た
こ

と
を
示
す
文
書
が
三
点
し
か
伝
来
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
司
法
外
取

引
に
よ
る
紛
争
解
決
が
主
流
と
な
る
中
、
世
俗
的
な
刑
罰
条
項
が
実

質
的
な
意
味
を
喪
失
し
て
い
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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世
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ッ
パ
政
治
史
へ
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形
式
学
的
」
ア
プ
ロ
ー
チ
（
菊
地
）

こ
の
並
行
関
係
は
、
微
細
に
も
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
文
書
中
の
定

式
表
現
が
た
ど
っ
た
歴
史
的
変
遷
が
、
文
書
が
用
い
ら
れ
る
社
会
に

お
け
る
政
治
や
国
制
の
変
化
と
連
動
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
一
例
と

み
な
し
得
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　
以
上
、
個
人
的
な
問
題
関
心
に
発
す
る
大
ま
か
な
話
を
続
け
て
き

た
。
し
か
し
、
尊
称
と
い
う
定
型
表
現
で
あ
れ
、
財
産
確
認
文
書
と

い
う
文
書
類
型
で
あ
れ
、
刑
罰
条
項
と
い
う
書
式
で
あ
れ
、
そ
れ
ら

が
導
入
さ
れ
、
微
細
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
変
化
を
と
げ
、
場

合
に
よ
っ
て
は
消
失
し
て
い
く
と
い
う
過
程
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
す
る

こ
と
は
、
我
々
が
当
該
社
会
の
歴
史
的
様
相
に
接
近
す
る
た
め
の
有

効
な
手
段
た
り
得
る
こ
と
を
示
唆
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
論
点
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
細
な
分
析

を
今
後
の
課
題
と
し
つ
つ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
初
期
中
世
と
い
う
枠
組
み

を
超
え
た
「
比
較
文
書
形
式
学
的
対
話
」
の
た
め
の
話
題
提
起
を
終

え
た
い
。

註（1
）
本
稿
は
二
〇
一
四
年
度
立
教
大
学
史
学
会
大
会
で
行
っ
た
講
演
を

元
に
し
て
い
る
。
今
回
の
寄
稿
に
あ
た
り
文
体
を
改
め
註
記
と
若
干

の
補
足
を
ほ
ど
こ
し
た
が
、
論
旨
は
そ
の
ま
ま
と
し
て
い
る
。

（
2
）
以
下
の
叙
述
は
以
下
の
諸
論
考
に
基
づ
く
。
ま
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中

世
文
書
形
式
学
の
簡
潔
な
学
問
史
的
概
観
と
し
て
次
の
文
献
が
挙
げ

ら
れ
る
。Theo K

Ö
LZE

R , “D
iplom

atik,” in Archiv für D
iplo-

m
atik  [

以
下AfD

]55 (2009), pp. 405-424, esp. 407-421. 

そ

の
他
、
文
書
形
式
学
や
そ
れ
を
含
む
歴
史
補
助
学
・
史
料
学
の
歴
史

に
つ
い
て
邦
語
で
刊
行
さ
れ
た
近
年
の
文
献
と
し
て
以
下
の
も
の
が

挙
げ
ら
れ
る
。
オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
ギ
ヨ
ジ
ャ
ナ
ン
（
渡
辺
節
夫
訳
）「
歴

史
史
料
の
語
る
も
の
」
渡
辺
節
夫
編
『
歴
史
学
と
現
代
社
会
：
パ
リ

の
歴
史
家
た
ち
と
の
対
話
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
八
一

-

二
二
七
頁; 

ペ
ー
タ
ー
・
モ
ー
ラ
フ
（
田
口
正
樹
訳
）「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
中
世
史
研
究
に
お
け
る
モ
ヌ
メ
ン
タ
・
ゲ
ル
マ
ニ
ア
エ
・
ヒ
ス
ト

リ
カ
の
役
割—

—

過
去
と
現
在
」
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
歴

史
学
と
史
料
研
究
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
二
一-

四
八
頁; 

オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
ギ
ヨ
ジ
ャ
ナ
ン
（
渡
辺
節
夫
訳
）「
フ
ラ
ン
ス
に
お

け
る
中
世
史
史
料—

—

そ
の
利
用
、
普
及
、
保
存
」
同
書
、
四
九-

七
七
頁; 

千
葉
敏
之
「
古
書
体
学
」
高
山
博
・
池
上
俊
一
編
『
西
洋

中
世
学
入
門
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
、
二
七-

五
四
頁; 

岡
崎
敦
「
文
書
形
式
学
」
同
書
、
五
九-

七
二
頁; 

大
黒
俊
二
「
古

文
書
学
か
ら
史
料
論
へ
」
齋
藤
晃
編
『
テ
ク
ス
ト
と
人
文
学 —

 

知

の
土
台
を
解
剖
す
る
』
人
文
書
院
、
二
〇
〇
九
年
、
三
六-

四
九
頁; 

マ
ー
ク
・
メ
ル
ジ
オ
フ
ス
キ
ー
（
津
田
拓
郎
訳
）「
ド
イ
ツ
語
圏
に

お
け
る
文
書
形
式
学
と
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
・
ゲ
ル
マ
ニ
ア
エ
・
ヒ
ス
ト

リ
カ
」『
史
學
』
七
九
巻
一
・
二
号
（
二
〇
一
〇
）
一
一
八-

一
三
二



－  191  －

史
苑
（
第
七
五
巻
第
二
号
）

頁; 

エ
レ
ン
・
ヴ
ィ
ダ
ー
（
岩
波
敦
子
訳
）「
ド
イ
ツ
中
世
後
期
に
関

す
る
歴
史
学
と
文
書
形
式
学
」
同
書
、
一
三
六-

一
五
五
頁
。

（
3
）Jean M

ABILLO
N , D

e re diplom
atica , Paris, 1681. 

ジ
ャ
ン
・

マ
ビ
ヨ
ン
（
宮
松
浩
憲
訳
）『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
古
文
書
学
』
九
州
大

学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
は
第
四
お
よ
び
第
六
章
を
除
く
原
著
第
二

版
（Paris, 1709
）
の
邦
訳
で
あ
る
。

（
4
）Theodor von SICK

EL , Lehre von den U
rkunden der ersten 

K
arolinger (751-840)  (Acta K

arolinorum
 digesta et enar-

rata. D
ie U

rkunden der K
arolinger 1), W

ien, 1867; A
r-

thur G
IRY , M

anuel de diplom
atique. D

iplom
es et chartes. 

C
hronologie technique. É

lem
ents critiques et parties con-

stitutives de la teneur des chartes. Les chancelleries. Les 
actes privés , Paris, 1894; H

arry B
R

E
SSLA

U , H
andbuch 

der U
rkundenlehre für D

eutschland und Italien ,2 vols. &
 

R
egisterband, 4

th ed., Berlin, 1969 (org. 1889ff.).

（
5
）
例
え
ばH

einrich F
ICH

TEN
AU , Arenga. Spätantike und 

M
ittelalter im

 S
piegel von U

rkundenform
eln  (M

IÖ
G

 
E

rgänzungsband 18), G
raz - K

öln, 1957; ID ., B
eiträge zur 

M
ediävistik. A

usgew
ählte A

ufsätze ,3 vols., Stuttgart, 
1975-1986

な
ど
。
こ
の
方
向
性
に
あ
る
ウ
ィ
ー
ン
学
派
の
研
究

の
一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
はIntitulatio ,3 vols. (M

IÖ
G

 
E

rgänzungsband 21, 24, 29), W
ien et al., 1967-1988. 

こ

の
イ
ン
テ
ィ
ト
ゥ
ラ
テ
ィ
オ
（
称
号
部
）
研
究
を
牽
引
し
た
ヴ
ォ

ル
フ
ラ
ム
は
ナ
ラ
テ
ィ
オ
（
叙
述
部
）
の
分
析
に
お
い
て
も
貢
献

し
て
い
る
。H

erw
ig W

O
LFRAM

, “Politische Theorie und 
norm

ative Elem
ente in U

rkunden,” in K
anzleiw

esen und 
K

anzleisprachen im
 östlichen E

uropa , ed. by C. H
AN

N
ICK  

(Archiv für D
iplom

atik. Beiheft 6), K
öln - W

eim
ar - W

ien, 
1999, pp. 1-24. 

そ
の
他Anton Scharer

やB
rigitte M

erta

が

こ
の
系
統
に
連
な
る
。

（
6
）M

abillons Spur. Zw
eiundzw

anzig M
iszellen aus dem

 Fach-
gebiet für H

ilfsw
issenschaften der Philipps-U

niversität 
M

arburg zum
 80.G

eburtstag von W
alter H

einem
eyer , ed. 

by P. R
Ü

C
K , M

arburg, 1992; Peter R
Ü

C
K , B

ildberichte 
vom

 K
önig: K

anzlerzeichen, königliche M
onogram

m
e und 

das Signet der salischen D
ynastie  (elem

enta diplom
atica 

4), M
arburg, 1996. 

後
者
が
含
ま
れ
る
叢
書
『
文
書
形
式
学
の
基

本
原
理elem

enta diplom
atica

』
か
ら
は
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
の

研
究
成
果
（
歴
史
補
助
学
科
関
係
者
の
論
文
集
や
リ
ュ
ッ
ク
指
導
下

で
作
成
さ
れ
た
博
士
論
文
を
含
む
）
が
公
刊
さ
れ
た
（
既
刊
一
二
冊
）。

こ
の
学
派
に
数
え
ら
れ
る
研
究
者
と
し
て
、
本
稿
と
の
関
連
か
ら
と

り
わ
けErika E

isenlohr

やIrm
gard Fees

な
ら
び
にPeter 

W
orm

の
名
を
挙
げ
て
お
く
。
た
だ
し
リ
ュ
ッ
ク
に
始
ま
る
こ
う

し
た
潮
流
に
は
懐
疑
的
な
文
書
形
式
学
者
も
お
り
、
代
表
例
と
し

てTheo K
ölzer

の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
し
か
に
、
彼
が
強
調
す

る
と
お
り
、
中
世
人
に
と
っ
て
文
書
と
は
ま
ず
も
っ
て
法
的
な
も
の

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
我
々
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。Cf. Theo 

K
Ö

LZE
R , “D

iplom
atik und U

rkundenpublikationen,” in 
H

istorische H
ilfsw

issenschaften. Stand und Perspektiven 
der Forschung , ed. by T. D

IE
D

E
R

IC
H  &

 J. O
E

PE
N , K

öln, 
2005, pp. 7-34, here pp. 20-23.

（
7
）
文
書
発
給
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
受
給
者
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
や
文

書
テ
ク
ス
ト
起
草
に
際
し
て
の
受
給
者
側
の
関
与
と
い
っ
た
問
題
が

注
目
さ
れ
る
の
も
近
年
の
研
究
の
傾
向
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
際
、
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君
主
宮
廷
な
ど
発
給
者
側
の
動
き
は
個
々
の
状
況
に
お
い
て
は
む
し

ろ
応
対
的
な
も
の
と
評
価
さ
れ
、
ま
た
文
書
発
給
の
中
心
的
機
関
と

み
な
さ
れ
て
き
た
「
尚
書
局
」
の
あ
り
方
、
さ
ら
に
は
そ
の
存
在

そ
の
も
の
が
再
考
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。Cf. H

ans-H
enning 

K
O

R
TÜ

M
, Zur päpstlichen U

rkundensprache im
 frühen 

M
ittelalter. D

ie päpstlichen Privilegien 896-1046  (B
e-

iträge zur G
eschichte und Q

uellenkunde des M
ittelalters 

17), Sigm
aringen, 1995; W

olfgang H
U

SC
H

N
E

R , T
rans-

alpine K
om

m
unikation im

 M
ittelalter. D

iplom
atische, 

kulturelle und politische W
echselw

irkungen zw
ischen It-

alien und dem
 nordalpinen R

eich (9.-11. Jahrhundert) ,3
 

vols. (Schriften der M
G

H
 52), H

annover, 2003; Jochen 
JO

H
R

E
N

D
T , Papsttum

 und Landeskirchen im
 Spiegel 

der päpstlichen U
rkunden (896 - 1046)  (M

onum
enta 

G
erm

aniae H
istorica. Studien und Texte 33), H

annover, 
2004.

（
8
）
例
え
ばPeter W

O
RM

, “Beobachtungen zum
 Privilegier-

ungsakt am
 B

eispiel einer U
rkunde Pippins II. von 

A
quitanien,” in AfD

49 (2003), pp. 15-48; H
agen K

ELLER , 
“H

ulderw
eis durch Privilegien: sym

bolische K
om

m
uni-

kation innerhalb und jenseits des Textes,” in Frühm
it-

telalterliche Studien
38 (2004), pp. 309-321; ID ., “D

ie 
H

errscherurkunden: B
otschaften des Privilegierungsak-

tes – B
otschaften des Privilegientextes,” in C

om
unicare 

e significare nell’alto m
edioevo (Settim

ane di studio del 
C

entro Italiano di Studi sull’A
lto M

edioevo 52), vol. 1, 
Spoleto, 2005, pp. 231-278

な
ど
を
参
照
。
註
６
で
は
ヴ
ォ
ル
ム

を
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
に
数
え
た
が
、
彼
は
師
リ
ュ
ッ
ク
の
死
後
に

研
究
拠
点
を
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
に
移
し
た
。

（
9
）
二
〇
〇
二
年
に
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
大
学
に
提
出
さ
れ
た
教
授
資
格
論
文

Privileg und E
m

pfänger. K
arolingische H

errscherurkun-
den und politische K

om
m

unikation im
 Frühm

ittelalter

が
改
稿
さ
れ
、
本
稿
の
校
正
中
に
刊
行
さ
れ
た
。M

ark M
ERSIO

-
W

SK
Y , D

ie U
rkunde in der K

arolingerzeit. O
riginale, 

U
rkundenpraxis und politische K

om
m

unikation  (M
onu-

m
enta G

erm
aniae H

istorica, Schriften 60),2 vols., W
ies-

baden, 2015. 

そ
の
内
容
の
一
部
は
邦
語
で
も
以
下
の
講
演
録
か
ら

窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
マ
ー
ク
・
メ
ル
ジ
オ
フ
ス
キ
（
梅
津
教

孝
訳
）「
カ
ロ
リ
ン
グ
帝
国
に
お
け
る
政
治
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
：

文
書
形
式
学
へ
の
視
点
」『「
西
欧
中
世
文
書
の
史
料
論
的
研
究
」（
平

成
二
〇-

二
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
［
基
盤
研
究
Ｂ
、
研
究
代

表
者
：
岡
崎
敦
］
平
成
二
一
年
度
研
究
成
果
年
次
報
告
書
）』
九
州
大

学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
院
、
二
〇
一
〇
年
、
八
七-

九
六
頁
。

（
10
）
こ
の
名
称
は
、
例
え
ば
ド
イ
ツ
語
のH

istorische/G
eschichtli-

che H
ilfsw

issenschaften

に
該
当
す
る
。
こ
の
表
現
の
ド
イ
ツ
語

圏
に
お
け
る
初
出
は
一
八
世
紀
後
半
に
遡
る
が
、「
補
助
」
と
い
う

表
現
に
「
実
証
主
義
」
的
歴
史
学
の
時
代
に
お
け
る
蔑
視
の
名
残
を

見
る
者
も
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
歴
史
補
助
学
」
に
分
類
さ
れ
る
諸
学

に
携
わ
る
研
究
者
た
ち
の
中
か
ら
は
「
歴
史
基
礎
学H

istorische 
G

rundw
issenschaften

」
な
る
概
念
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。Cf. 

A
hasver von B

R
A

N
D

T , W
erkzeug des H

istorikers. E
ine 

E
inführung in die H

istorischen H
ilfsw

issenschaften ,16 
ed., Stuttgart, 2003, pp. 9-18, 163-168. 

近
年
の
学
問
的
危
機

状
況
の
中
で
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
「
歴
史
補
助
学
」
講
座
が
講
座
名
を
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史
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「
歴
史
基
礎
学
お
よ
び
歴
史
メ
デ
ィ
ア
学
」
に
変
更
し
た
の
は
示
唆
的

で
あ
る
。

（
11
）
例
え
ば
ド
イ
ツ
の
状
況
に
つ
い
て
、H

istorische H
ilfsw

issen-
schaften , pp. vii-viii, 1-3

を
参
照
。

（
12
）Cf. K

Ö
LZER , “D

iplom
atik und U

rkundenpublikationen”; R. 
S

C
H

IE
FFE

R , “D
iplom

atik und G
eschichtsw

issenschaft,” 
in AfD

52 (2006), pp. 233-248; H
. W

O
LFRAM

, “D
iplom

atik, 
Politik und Staatssprache,” in ibid ., pp. 249-269. 

最
後
の

二
本
は
共
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
二
一
世
紀
に
お
け
る
文
書
形
式
学
。

総
括
と
展
望
」
で
の
講
演
を
基
に
し
て
い
る
。

（
13
）Problem

s and possibilities of early m
edieval charters, ed. 

by J. JA
R

R
E

TT  &
 A

. S. M
C

K
IN

LE
Y  (International M

edi-
eval Research 19), Turnhout, 2013. 

な
お
研
究
集
会
の
段
階
で

はProblem
s and possibilities of early m

edieval diplom
at-

ics

と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
掲
げ
、
明
確
に
「
文
書
形
式
学
」
を
意
識

し
て
い
た
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。
同
書
に
つ
い
て
は
以
下
の
書

評
も
参
照
せ
よ
。Rezension von Theo K

Ö
LZER , in Francia-

R
ecensio  2014/3: M

ittelalter - M
oyen Â

ge (500-1500). 
U

R
L: http://w

w
w

.perspectivia.net/content/publikationen/
francia/francia-recensio/2014-3/M

A
/jarrett_koelzer 

(25.09.2014)

（
二
〇
一
五
年
一
月
二
日
最
終
閲
覧
）

（
14
）Peter C

LA
SSE

N , K
aiserreskript und K

önigsurkunde. 
D

iplom
atische Studien zum

 Problem
 der K

ontinuität 
zw

ischen A
ltertum

 und M
ittelalter  (B

yzantina keim
ena 

kai m
eletai 15), Thessaloniki, 1977, esp. pp. 132-195; 

O
sam

u K
AN

O , “La disparition des actes de jugem
ent: une 

conséquence de la reconstruction de l’espace de com
m

uni-

cation des diplom
es par les Carolingiens?” in Journal of 

studies for the integrated text science 1 (2003), pp. 31-51; 
ID ., “Procès fictif, droit rom

ain et valeur de l’acte royal à 
l’époque m

érovingienne,” in B
ibliothèque de l’É

cole des 
chartes  [

以
下B

E
C

] 165-2 (2007), pp. 329-353.

（
15
）
カ
ロ
リ
ン
グ
期
君
主
文
書
の
図
像
を
伴
う
簡
潔
な
解
説
と
し
て
以

下
の
文
献
を
参
照
。R

obert-H
enri B

A
U

TIE
R , “Les actes roy-

aux de l’époque carolingienne,” in Typologie der K
önig-

surkunden. K
olloquium

 de C
om

m
ission Internationale 

de D
iplom

atique in O
lm

ütz 30. 8. - 3. 9. 1992 , ed. by Jan 
B

ISTŘ
ICK

Ý  (A
cta C

olloquii O
lom

ucensis 1992), O
lom

ouci, 
1998, pp. 23-41; Peter JO

H
A

N
E

K ,, “D
ie karolingischen 

D
iplom

e der Francia orientalis,” in ibid ., pp. 115-125.

（
16
）
以
下
の
叙
述
は
、
上
記
論
集
に
寄
稿
し
た
筆
者
の
論
文Shigeto 

K
IK

U
C

H
I , “R

epresentations of m
onarchical ‘highness’ in 

C
arolingian royal charters,” in Problem

s and possibili-
ties , pp. 187-208

な
ら
び
に
そ
の
続
編ID ., “Prädikate und 

E
pitheta als A

nrede und Selbstbezeichnung: eine U
n-

tersuchung zu ihren B
edeutungen in der schriftlichen 

K
om

m
unikation der K

arolingerzeit,” in É
criture et genre 

épistolaires (IVe-XIe siècle)  (EPISTO
LA 1), M

adrid (forth-
com

ing)

の
要
約
で
あ
る
。
具
体
的
な
研
究
史
の
整
理
や
史
料
・
文

献
へ
の
細
か
な
参
照
指
示
を
こ
こ
で
繰
り
返
す
こ
と
は
し
な
い
。

（
17
）
テ
オ
・
ケ
ル
ツ
ァ
ー
教
授
の
筆
者
宛
て
の
私
信
（
二
〇
一
四
年

五
月
二
八
日
付
）
よ
り
。
た
だ
し
著
者
に
よ
る
尊
称
研
究
の
意
義

に
つ
い
て
、
文
書
形
式
学
者
と
し
て
の
同
氏
の
評
価
は
現
状
ま
ず

も
っ
て
「
真
贋
判
定
」
へ
の
有
用
性
に
限
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
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初
期
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
史
へ
の
「
文
書
形
式
学
的
」
ア
プ
ロ
ー
チ
（
菊
地
）

思
わ
れ
る
。Cf. K

Ö
LZER , Rezension; ID ., “D

ie Edition der 
U

rkunden K
aiser Ludw

igs des From
m

en,” in Zw
ischen 

Tradition und Innovation. D
ie U

rkunden K
aiser Ludw

igs 
des From

m
en (814 - 840). R

eferate des K
olloquium

s der 
N

ordrhein-W
estfälischen A

kadem
ie der W

issenschaften 
und der K

ünste am
 19. A

pril 2013 in B
onn , ed. by ID . 

(A
bhandlungen der N

ordrhein-W
estfälischen A

kadem
ie 

der W
issenschaften und der K

ünste 128), Paderborn, 
2014, pp. 15-30, here p. 21. 

氏
の
こ
う
し
た
留
保
は
、
氏
が
上

述
の
と
お
り
Ｐ
・
リ
ュ
ッ
ク
ら
の
学
説
に
対
し
て
示
し
た
懐
疑
的
態

度
と
同
じ
類
の
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
筆
者
が
本
節
で
例
示
し
た

よ
う
な
尊
称
の
用
法
と
政
治
的
文
脈
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
も
明
示

的
に
語
る
史
料
は
な
く
、
同
氏
の
書
評
で
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
仮

説
・
推
測
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
は
著
者
も
自
覚
し
て
い

る
。

（
18
）S

ICK
EL , Lehre von den U

rkunden , vol. 1, pp. 135f.

（
19
）Philippe D

EPREU
X , “The developm

ent of charters con-
firm

ing exchange by the royal adm
inistration (eight-

tenth centuries),” in C
harters and the use of the w

ritten 
w

ord in m
edieval society , ed. by K

arl H
EID

ECK
ER  (U

trecht 
studies in m

edieval literacy 5), Turnhout, 2000, pp. 43-
62, here pp. 47f.

（
20
）
敬
虔
帝
の
名
で
多
く
発
給
さ
れ
た
こ
の
文
書
類
型
に
は
す
で
に

ペ
ー
タ
ー
・
ヨ
ハ
ネ
ク
が
注
目
し
て
い
た
が
、
彼
の
関
心
は
、
と
り

わ
け
俗
人
を
交
換
当
事
者
に
含
ん
だ
際
の
確
認
文
書
発
給
プ
ロ
セ
ス

に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
交
換
当
事
者
に
よ
る
交
換
文
書
二
通
の
作
成
、

交
換
確
認
の
請
願
、
し
ば
し
ば
君
主
の
使
者
を
通
じ
た
交
換
文
書
二

通
の
存
在
の
確
認
、
書
式
に
し
た
が
っ
た
確
認
文
書
の
作
成
、
と
い
っ

た
流
れ
で
あ
る
。Peter JO

H
A

N
E

K , “H
errscherdiplom

 und 
E

m
pfängerkreis. D

ie K
anzlei Ludw

igs des From
m

en in 
der Schriftlichkeit der K

arolingerzeit,” in Schriftkultur 
und R

eichsverw
altung unter den K

arolingern. R
eferate 

des K
olloquium

s der N
ordrhein-W

estfälischen Akadem
ie 

der W
issenschaften am

 17./18. Februar 1994 in B
onn , 

ed. by Rudolf S
C

H
IEFFER  (A

bhandlungen der N
ordrhein-

W
estfälischen A

kadem
ie der W

issenschaften 97), O
p-

laden, 1996, pp. 167-188, here 183-188.

（
21
）B

R
ESSLAU , H

andbuch , vol. 1, p. 62.

（
22
）G

eorges T
ESSIER , D

iplom
atique royale française , Paris, 

1962, p. 70.

（
23
）D

E
PR

E
U

X , “The developm
ent of charters”; ID ., “Le

souverain, m
aître de l’échange?,” in Tauschgeschäft und 

Tauschurkunde vom
 8. bis zum

 12. Jahrhundert / L’acte 
d’échange, du VIII e au XII e siècle , ed. by Irm

gard F
EES  &

 
Philippe D

E
PR

E
U

X  (A
rchiv für D

iplom
atik. B

eiheft 13), 
K

öln - W
eim

ar - W
ien, 2013, pp. 45-64.

（
24
）
こ
の
結
合
の
国
制
史
的
意
義
に
つ
い
て
、Cf. Josef S

EM
M

LER , 
“Iussit ... princeps renovare ... praecepta . Zur V

erfas-
sungsrechtlichen Einordnung der H

ochstifte und Abteien 
in die K

arolingische R
eichskirche,” in C

onsuetudines 
m

onasticae. E
ine Festgabe für K

assius H
allinger aus An-

lass seines 70. G
eburtstages , ed. by Joachim

 F. A
N

G
ERER 

&
 Josef L

E
N

ZE
N

W
E

G
E

R  (Studia A
nselm

iana 85), R
om

a, 
1982, pp. 97-124.
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（
25
）C

apitularia regum
 Francorum

, ed. by Alfred B
O

RETIU
S  

(M
G

H
 Capitularia regum

 Francorum
 1), H

annover, 1883, 
nr. 141 (a. 819), c. 7, p. 289; ibid ., nr. 167 (undatable), 
ibid ., c. 5, p. 334; C

apitularia regum
 Francorum

, ed. by 
A

lfred B
O

R
E

TIU
S  &

 V
iktor K

R
A

U
SE  (M

G
H

 C
apitularia 

regum
 Francorum

 2), H
annover, 1890, nr. 192 (a. 829), c. 

5, p. 15.

　
な
お
ド
ゥ
プ
ル
ー
が
詳
細
な
考
察
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
奴
隷

の
交
換
確
認
に
つ
い
て
、
加
納
修
が
「
デ
ナ
リ
ウ
ス
方
式
」
に
よ

る
（
デ
ナ
リ
ウ
ス
硬
貨
の
象
徴
的
投
下
・
落
下
を
伴
う
）
奴
隷
解

放
の
問
題
と
結
び
つ
け
た
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
期

に
お
い
て
デ
ナ
リ
ウ
ス
方
式
に
よ
る
奴
隷
解
放
証
書
は
、
解
放
主

の
（
王
の
面
前
で
の
み
可
能
だ
っ
た
）
デ
ナ
リ
ウ
ス
方
式
に
よ
る
奴

隷
解
放
と
い
う
法
的
行
為
を
国
王
が
確
認
す
る
文
書
で
あ
り
、
ロ
ー

マ
法
の
伝
統
と
の
関
連
が
推
測
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
カ

ロ
リ
ン
グ
期
に
入
る
と
デ
ナ
リ
ウ
ス
方
式
に
よ
る
奴
隷
解
放
と
い
う

法
的
行
為
自
体
が
国
王
自
身
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
奴

隷
解
放
が
国
王
に
よ
る
善
行
と
し
て
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
デ
ナ
リ
ウ
ス
方
式
に
よ
っ
て
解

放
さ
れ
る
奴
隷
は
し
ば
し
ば
交
換
の
結
果
獲
得
さ
れ
て
い
る
と
い
う

事
実
で
あ
り
、
か
つ
彼
ら
が
元
々
教
会
に
属
し
て
い
た
と
い
う
事
実

で
あ
る
。
こ
う
し
て
奴
隷
と
い
う
教
会
の
動
産
の
一
部
が
交
換
さ
れ

る
こ
と
を
国
王
が
確
認
し
た
上
で
国
王
が
当
該
奴
隷
を
解
放
す
る
と

い
う
図
式
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
敬
虔
帝
以
降

の
教
会
財
産
保
護
政
策
に
お
い
て
財
産
交
換
確
認
文
書
の
発
給
が
不

可
欠
と
な
っ
た
こ
と
と
の
関
連
性
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。O

sam
u 

K
A

N
O , “« C

onfiguration » d’une espèce diplom
atique : le 

praeceptum
 denariale  dans le haut m

oyen âge,” in C
on-

figuration du texte en histoire , ed. by ID . (G
lobal C

O
E

 
Program

 International C
onference Series 12), G

raduate 
School of Letters, N

agoya U
niversity, 2012, pp. 41-54. 

加

納
が
提
示
す
る
「
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
王
の
活
動
が
、
法
の
『
ロ
ー
マ

化
』
に
固
有
の
状
況
に
よ
っ
て
方
向
付
け
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し

て
、
カ
ロ
リ
ン
グ
王
た
ち
が
法
慣
習
を
自
分
た
ち
の
た
め
に
利
用
し

た
」（
同
書
一
九
二
頁
掲
載
の
本
人
訳
）
と
い
う
対
照
は
説
得
的
だ

が
、
こ
の
点
に
お
い
て
な
お
気
に
留
め
て
お
く
べ
き
は
、
シ
ュ
テ

フ
ァ
ン
・
エ
ス
ダ
ー
ス
の
指
摘
で
あ
る
。
彼
は
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
敬
虔

帝
の
治
世
以
降
、
教
会
財
産
の
散
逸
防
止
措
置
が
古
代
後
期
の
ロ
ー

マ
皇
帝
た
ち
の
施
策
、
す
な
わ
ち
ロ
ー
マ
法
の
伝
統
に
遡
る
も
の
と

認
識
さ
れ
て
い
た
事
例
を
い
く
つ
か
提
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
皇
帝

は
教
会
財
産
の
交
換
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア

ヌ
ス
の
立
法
が
、
フ
ォ
ン
ト
ネ
ル
修
道
院
長
ア
ン
セ
ギ
ス
が
編
ん

だ
「
カ
ピ
ト
ゥ
ラ
リ
ア
」
蒐
集
（
八
二
七
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
シ
ャ
ル
ル
禿
頭
王
は
八
六
五
年
、
ブ
ル
グ
ン
ト
地
域
に
お

い
て
不
当
に
交
換
さ
れ
た
教
会
財
産
に
関
す
る
調
査
を
行
わ
せ
る
に

あ
た
り
、
そ
の
法
的
根
拠
と
し
て
カ
ロ
リ
ン
グ
諸
王
の
「
カ
ピ
ト
ゥ

ラ
リ
ア
」
の
み
な
ら
ず
ロ
ー
マ
法
の
規
定
の
存
在
に
言
及
し
て
い

る
。Stefan E

SD
E

R
S , “D

ie frühm
ittelalterliche „B

lüte“ des 
Tauschgeschäfte: Folge ökonom

ischer E
ntw

icklung oder 
R

esultat rechtspolitischer Setzung?” in Tauschgeschäft 
und Tauschurkunde , pp. 19-44, here pp. 37-40.

（
26
）
王
国
集
会
の
最
中
な
い
し
直
後
に
発
給
さ
れ
て
い
る
例
は
以
下

の
通
り
。J. F. B

Ö
H

M
E

R , R
egesta im

perii, I. D
ie R

egesten 
des K

aiserreichs unter den K
arolingern 751-918 , vol. 1, 
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）

neubearb. v. E
ngelbert M

Ü
H

LB
A

C
H

E
R , nach M

ühlbach-
ers Tod vollend. v. Johann L

ECH
N

ER , 3. Aufl. m
it einem

 
G

eleitw
ort v. Leo S

AN
TIFALLER  und einem

 Vorw
ort, K

on-
kordanztabellen und E

rgänzung v. C
arlrichard B

R
Ü

H
L  

&
 H

ans H
. K

AM
IN

SK
Y , H

ildesheim
, 1966 [

以
下BM

²], N
r. 

529 (A
achen, 814.8.1.), 588 (Paderborn, 815.7.16.), 625 

(Aachen, 816.8.23.), 724 (Q
uierzy, 820.9.), 746 (Thionville, 

821.11.6.), 769 (Frankfurt, 822.12.25.), 773 (Frankfurt, 
823.6.12.), 789 (C

om
piègne, 824.8.16.), 796 (A

achen, 
825.6.3.), 846 (Aachen, 828.2.26.), 849 (Aachen, 828.3.4.), 
858 (Aachen, 829. [1.27.]), 971 (Aachen, 837.12.20.), 978 
(N

ijm
egen, 838.6.14.). BM

² 948 (Prüm
, 835.9.10.)

は
交
換

の
当
事
者
プ
リ
ュ
ム
修
道
院
長
マ
ル
ク
ヴ
ァ
ル
ド
ゥ
ス
の
願
い
に

よ
っ
て
発
給
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
交
換
確
認
文
書
（BM

² 
574, 691, 727, 729, 747, 782, 783, 791, 794, 803, 804, 821, 
844, 880, 888, 902, 903, 986, 987, 996

）
の
う
ちBM

² 691, 
727, 729, 747, 782, 791, 803, 804, 844

は
、
宮
廷
礼
拝
堂
長

で
あ
っ
た
時
期
の
ヒ
ル
ド
ゥ
イ
ヌ
ス
（
同
時
に
サ
ン
・
ド
ニ
修
道
院

長
）
が
当
事
者
と
な
っ
た
交
換
の
確
認
文
書
で
あ
る
こ
と
は
示
唆
的

で
あ
る
。
ま
た
隷
属
民
の
交
換
を
対
象
と
す
る
交
換
確
認
文
書
は
稀

だ
が
、
伝
来
す
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
が
サ
ン
・
ド
ニ
修
道
院
に
関

わ
っ
て
い
る
と
い
う
ド
ゥ
プ
ル
ー
の
指
摘
に
も
言
及
し
て
お
こ
う
。

D
EPREU

X , “The developm
ent”, p. 46. 

な
お
こ
こ
ま
で
挙
げ
た

文
書
の
数
は
三
五
で
あ
り
、
ド
ゥ
プ
ル
ー
が
挙
げ
た
数
字
三
六
に
は

足
り
な
い
。
ド
ゥ
プ
ル
ー
が
ど
の
文
書
を
も
っ
て
三
六
を
数
え
た
の

か
は
不
明
で
あ
る
が
、BM

² 719

な
い
し831

が
広
義
の
「
財
産

交
換
確
認
」
を
扱
っ
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
本
節
末
尾
で
取
り

上
げ
る
。BM

² 831

は
皇
帝
と
伯
ボ
ソ
と
の
間
の
財
産
交
換
で
あ

り
、
皇
帝
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
お
よ
び
共
同
皇
帝
ロ
ー
タ
ル
一
世
の
署
名

と
モ
ノ
グ
ラ
ム
を
伴
う
。
さ
ら
に
宮
廷
に
近
い
人
物
の
手
に
よ
っ
て

成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
書
式
集
（Form

ulae im
periales

）
に

も
財
産
確
認
文
書
の
書
式
が
数
点
含
ま
れ
る
。“Form

ulae im
pe-

riales,” nr. 3,36 (=

上
記BM

² 821) &
42 (JO

H
A

N
N

EK , ibid ., 
p. 184

に
よ
れ
ばBM

² 831

が
拠
っ
た
書
式), in Form

ulae 
M

erow
ingici et K

arolini aevi , ed. by K
arl Z

EU
M

E
R  (M

G
H

 
Form

ulae), H
annover, 1886, pp. 289, 314 &

 319.

（
27
）
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
「
独
人
王
」
治
世
の
例
で
あ
る
が
、
交
換
が
王

の
面
前
で
証
人
を
伴
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
明
記
す
る
財
産
交
換

文
書
が
伝
来
し
て
い
る
。D

ie Traditionen des H
ochstifts 

R
egensburg und des K

losters St. E
m

m
eram

, ed. by Josef 
W

ID
E

M
A

N
N  (Q

uellen und E
rörterungen zur bayerischen 

G
eschichte. N

eue Folge 8), M
ünchen, 1943, nr.31 (R

e-
gensburg, ca. 847/860), pp. 38f.: E

t ist sunt testes per 
aures tracti, qui uiderunt et audierunt, quando ista com

-
m

utatio fuit coram
 dom

ni H
ludouuici gloriosissim

i re-
gis...

（
28
）Traditiones W

izenburgenses. D
ie U

rkunden des K
losters 

W
eissenburg 661-864 , ed. by K

arl G
LÖ

C
K

N
E

R  &
 L. A

. 
D

O
LL  (A

rbeiten der H
istorischen K

om
m

ission D
arm

-
stadt), D

arm
stadt, 1979, nr.69 (Q

uierzy, 820.9.2), pp. 
268-272.

（
29
）Cf. B

M
² 722a &

 724.

（
30
）BM

² 796.

（
31
）Cartulaire de Saint-Vincent de M

âcon, connu sous le nom
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史
苑
（
第
七
五
巻
第
二
号
）

de “Livre enchaîné ”, ed. by C
am

ille R
A

G
U

T  (C
ollection 

des docum
ents inédits sur l’histoire de France), M

âcon, 
1864, nr. 55, pp. 42-44.

（
32
）B

M
² 794c-797c.

（
33
）Theodor von S

ICK
EL , R

egesten der U
rkunden der ersten 

K
arolinger (751-840) (Acta K

arolinorum
 digesta et enar-

rata. D
ie U

rkunden der K
arolinger 2), W

ien, 1867, p. 
328. 

ミ
ュ
ー
ル
バ
ッ
ハ
ー
も
彼
の
見
解
に
従
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。BM

² 796.

（
34
）
ド
ゥ
プ
ル
ー
は
交
換
契
約
締
結
の
前
に
君
主
か
ら
交
換
許
可
を
得

て
い
た
例
も
列
挙
し
て
い
る
。D

EPREU
X , “The developm

ent,” 
pp. 54-56.

（
35
）
例
え
ばR

obert-H
enri B

A
U

TIE
R , “La chancellerie et les 

actes royaux dans les royaum
es carolingiens,” in B

E
C

 
142 (1984) pp. 5-80, here 49-51.

（
36
）BM

² 529 = Chartae Latinae Antiquiores. Facsim
ile-edition 

of the Latin charters, 2nd series, ninth century , ed. by G
. 

C
AVALLO  et al., D

ietikon-Zürich, 2008, vol.88 (Italy 60), 
nr. 30, pp. 116-119; BM

² 858 = R
ecueil des historiens des 

G
aules et de la France , vol.6 (N

ouv. éd.), ed. by M
. B

O
U

-
Q

U
ET  &

 L. D
ELISLE , Paris, 1870, nr. 152, pp. 560f.; BM

² 
978 = M

ononum
enta B

oica , vol. 31,1, M
ünchen, 1836, nr. 

37, pp. 81f.; BM
² 821 = “Form

ulae im
periales,” nr. 36, p. 

314 (m
anibus propriis

へ
の
言
及
あ
り).

（
37
）BM

² 719= Il regesto di Farfa com
pilato da G

regorio di 
C

atino , vol. 2, ed. by Ignazio G
IO

R
G

I  &
 U

go B
A

LZA
N

I 
(B

iblioteca della Società rom
ana di storia patria, I,2), 

R
om

a, 1879, cclxv, D
oc. nr. 247, pp. 204f.:  ... quia non 

solum
 regis uel im

peratoris, uaerum
 etiam

 uniuscuiusque 
hom

inis christiani m
inisterium

 esse cognoscitur, ut si 
quos inter se discordantes uel contentionem

 habentes inu-
enerit, eos, qua possit instantia, ac concordiam

 ac pacem
 

studeat reuocare, ideo m
inisterio nostro conueniens esse 

iudicam
us, ut si quando quilibet fidelium

 nostrorum
 de 

qualicum
que causa inter se litigauerint, et sua sponte 

deposita lite secundum
 dom

ini et saluatoris nostri prae-
ceptum

 se pacificauerint, eandem
 pacificationem

 atque 
concordiam

 nostrae auctoritatis confirm
em

us oraculo, 
quatenus eorum

 bonis operibus, etiam
 et nostra uoluntas 

in eorum
 concordia confirm

anda coniungatur, et acquira-
m

us nobis apud D
eum

 bonum
 m

eritum
 in eo quod fide-

lium
 nostrorum

 pacificationi com
m

unicam
us. 

な
お
ア
レ
ン

ガ
に
は
既
存
の
文
例
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、Friedrich 

H
AU

SM
AN

N  &
 A

lfred G
A

W
LIK , Arengenverzeichnis zu den 

K
önigs- und K

aiserurkunden von den M
erow

ingern bis 
H

einrich V
I (M

G
H

 H
ilfsm

ittel 9), M
ünchen, 1987, nr. 

1721, p. 298

に
よ
れ
ば
、
こ
の
ア
レ
ン
ガ
に
は
類
例
が
な
い
。
し

か
し
こ
の
こ
と
自
体
が
こ
の
ア
レ
ン
ガ
の
真
正
性
を
疑
う
こ
と
に
は

直
結
す
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
敬
虔
帝
の
治
世

に
お
い
て
様
々
な
ア
レ
ン
ガ
定
式
の
初
出
が
確
認
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
な
お
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
の
文
書
に
お
け
る
ア
レ
ン
ガ
で
は

教
会
の
保
護
を
責
務
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
君
主
と
し
て
の
新
た

な
モ
ラ
ル
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。C

f. Susanne Z
W

IER
-

LEIN , “D
ie Arengen in den U

rkunden K
aiser Ludw

igs des 
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初
期
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
史
へ
の
「
文
書
形
式
学
的
」
ア
プ
ロ
ー
チ
（
菊
地
）

From
m

en,” in Zw
ischen Tradition und Innovation , pp. 

67-84.

（
38
）M

ark M
ERSIO

W
SK

Y , “G
raphische Sym

bole in den U
rkun-

den Ludw
igs des From

m
en,” in G

raphische Sym
bole in 

m
ittelalterlichen U

rkunden. B
eiträge zur diplom

atischen 
S

em
iotik , ed. Peter R

Ü
C

K  (H
istorische H

ilfsw
issen-

schaften 3), Sigm
aringen, 1996, pp. 335-383, here 367-

369. 

メ
ル
ジ
オ
ヴ
ス
キ
ー
は
、
書
記
の
不
注
意
か
ら
書
き
込
ま
れ
て

し
ま
っ
た
君
主
の
署
名
や
モ
ノ
グ
ラ
ム
が
発
給
責
任
者
に
よ
っ
て
消

去
さ
れ
て
い
る
例
も
挙
げ
て
い
る
。

（
39
）Cf. H

einrich F
ICH

TEN
AU , D

as U
rkundenw

esen in Ö
sterreich. 

V
om

 8. bis zum
 frühen 13. Jahrhundert  (M

itteilungen 
des Instituts für Ö

sterreichische G
eschichtsforschung 

E
rgänzungsband 23), W

ien 1971, passim
. 

こ
の
分
析
概
念

に
つ
い
て
はReinhard H

ÄRTEL , N
otarielle und kirchliche 

U
rkunden im

 frühen und hohen M
ittelalter (H

istorische 
H

ilfsw
issenschaften), W

ien - M
ünchen, 2011, pp. 308-310

を
参
照
。

（
40
）Fritz B

O
YE , “Ü

ber die Poenform
eln in den U

rkunden 
des früheren M

ittelalters,” in Archiv für U
rkundenforsc-

hung  [

以
下AU

F ]6 (1918) pp. 77-148.

（
41
）Joachim

 ST
U

D
TM

AN
N , “D

ie Pönform
el der m

ittelalterli-
chen U

rkunden,” in AU
F

12 (1932) pp. 251-374.

（
42
）Sho-ichi SATO , “La clause pénale dans les chartes m

érovingi-
ennes et son im

plication,” in H
erm

éneutique du texte 
d’histoire : orientation, interprétation et questions nou-
velles , ed. by ID . (G

lobal C
O

E
 Program

 International 

Conference Series 6), G
raduate School of Letters, N

agoya 
U

niversity, 2009, pp. 45-51. 

例
え
ば
『
ア
ン
ジ
ェ
書
式
集
』（
六

世
紀
末
〜
）
一
九
番
に
は
次
の
よ
う
な
文
言
が
見
ら
れ
る
。「
も
し

何
人
で
あ
れ
、
そ
れ
が
私
自
身
で
あ
れ
、
わ
が
親
族
の
誰
か
で
あ
れ
、

あ
る
い
は
親
族
外
の
者
で
あ
れ
、
私
が
善
良
な
る
意
志
を
も
っ
て
作

成
を
願
い
出
た
こ
の
売
却
文
書
に
対
し
て
意
義
を
唱
え
ん
と
し
た
者

は
、
汝
な
ら
び
に
国
庫
に
た
い
し
て
、
国
庫
が
納
入
を
命
ず
る○

ソ

リ
ド
ゥ
ス
を
支
払
う
べ
し
。（E

t si quis vero, aut ego ipsi aut 
aliquis de propincuis m

eis vel qualibet extranea persona 
qui contra hanc vindicionem

, quem
 ego bona volontate 

fieri rogavi, agere conaverit, inferit inter tibi et fisco, sole-
dus tantus coactus exsolvat…

）」（M
G

H
 Form

ulae , p. 10.

）

続
く
時
代
の
様
々
な
文
書
に
見
ら
れ
る
刑
罰
条
項
も
、
多
少
の
差
異

は
あ
れ
お
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
形
式
で
書
か
れ
て
い
る
。

（
43
）
調
査
の
対
象
と
し
た
の
はD

ie Traditionen des H
ochstifts 

Freising , vol. 1: 744-926, ed. by Theodor B
ITTE

R
A

U
F  

(Q
uellen und E

rörterungen zur bayerischen G
eschichte 

N
eue Folge 4), M

ünchen, 1905; Salzburger U
rkunden-

buch . ed. by W
illibald H

A
U

TH
A

LE
R  &

 Franz M
A

R
TIN , 

Salzburg, 1916; D
ie Traditionen des H

ochstifts Passau , 
ed. by M

ax H
E

U
W

IE
SE

R  (Q
uellen und E

rörterungen zur 
bayerischen G

eschichte. N
eue Folge 6), M

ünchen, 1930; 
D

ie T
raditionen des H

ochstifts R
egensburg;  B

ernhard 
B

ISC
H

O
FF , Salzburger Form

elbücher und B
riefe aus Tas-

silonischer und K
arolingischer Zeit  (B

ayerische A
kad-

em
ie der W

issenschaften. Philosophisch-H
istorische 

K
lasse. Sitzungsberichte 1973,4), M

ünchen, 1973; D
as 
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苑
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第
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巻
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älteste Traditionsbuch des K
losters M

ondsee , ed. by G
eb-

hard R
ATH  &

 Erich R
EITER  (Forschungen zur G

eschichte 
O

berösterreichs 16), Linz, 1989.

（
44
）
た
だ
し
同
法
典
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
研
究
者
た
ち

の
見
解
が
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。Cf. H

arald S
IEM

S , 
Lex B

aiuvariorum
, in R

eallexikon der G
erm

anischen 
Altertum

skunde  18, 2. ed., B
erlin - N

ew
 York, 2001, pp. 

305-315.

（
45
）D

ie Traditionen des H
ochstifts R

egensburg , nr.1 (ca. 760), 
p. 

1
に
は
「
バ
イ
エ
ル
ン
部
族
法
に
し
た
が
っ
て
（sicut lex B

au-
uariorum

 est

）」
と
い
う
文
言
す
ら
見
ら
れ
る
。

（
46
）
八
・
九
世
紀
の
バ
イ
エ
ル
ン
か
ら
伝
来
す
る
文
書
群
に
見
ら
れ
る

刑
罰
条
項
で
設
定
さ
れ
た
罰
金
額
が
同
時
代
の
現
地
人
に
対
し
て

も
っ
て
い
た
現
実
味
は
、
佐
藤
彰
一
が
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
期
の
フ
ラ
ン

ク
王
国
に
お
い
て
想
定
し
た
状
況
と
は
お
そ
ら
く
異
な
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
期
の
フ
ラ
ン
ク
王
国
に
お
け
る
刑
罰
条

項
で
は
し
ば
し
ば
「
金
Ｘ
リ
ブ
ラ
、
銀
Ｙ
ポ
ン
ド
」
と
い
う
形
で
罰

金
額
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
と
き
金
で
の
支
払
額
と
銀
で
の

支
払
額
は
お
お
よ
そ
等
価
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
佐
藤
は
金
銀

の
ど
ち
ら
で
支
払
い
も
可
能
と
な
る
よ
う
「
文
書
が
作
成
さ
れ
た
と

き
、
そ
の
都
度
公
権
力
あ
る
い
は
国
庫
役
人
の
立
ち
会
い
の
も
と
に
、

当
該
財
産
の
価
値
に
比
例
し
た
罰
金
額
の
算
定
が
な
さ
れ
た
も
の
と

推
測
」
し
て
い
る
。S

ATO , op. cit ., pp. 49f.

（
引
用
文
は
同
書

一
八
八
頁
掲
載
の
本
人
訳
。）
他
方
、
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
け
る
刑
罰
条

項
で
は
し
ば
し
ば
接
続
詞et

が
明
示
的
に
用
い
ら
れ
、「
金
Ｘ
リ
ブ

ラ
お
よ
び
銀
Ｙ
リ
ブ
ラ
（
な
い
し
ポ
ン
ド
）」
と
い
う
形
で
罰
金
額
が

規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
Ｘ
と
Ｙ
の
数
値
が
同
値
と
な
る
ケ
ー

ス
さ
え
確
認
で
き
る
。
フ
ベ
ル
ト
・
エ
メ
リ
ッ
ヒ
が
『
フ
ラ
イ
ジ
ン

グ
司
教
座
教
会
寄
進
帳
』
に
見
ら
れ
る
事
例
を
ま
と
め
た
一
覧
表

を
参
照
せ
よ
。H

ubert E
M

M
ERIG , “D

er Freisinger M
ünzs-

chatzfund und das G
eldw

esen in Bayern zur K
arolinger-

zeit. M
it einer Ausw

ertung des Freisinger Traditionsbu-
ches als geldgeschichtlicher Q

uelle,” in Sam
m

elblatt des 
H

istorischen V
ereins Freising

38 (2004), pp. 11-75, here 
pp. 48f. 

こ
う
し
た
違
い
は
当
該
時
代
・
当
該
地
域
の
経
済
に
お
け

る
貨
幣
の
位
置
付
け
の
違
い
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ

る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
た
い
。

（
47
）Lex B

aiw
ariorum

, ed. by Ernst von S
CH

W
IN

D  (M
G

H
 LL 

5,2), H
annover, 1926, c. 2, p. 270: Si quis aliqua persona 

contra res ecclesiae iniuste agere voluerit vel de rebus ec-
clesiae abstrahere voluerit sive ille qui dedit vel de heredi-
bus eius aut qualiscum

que hom
o praesum

pserit, inprim
is 

incurrat D
ei iudicium

 et offensionem
 sanctae ecclesiae, et 

iudici terreno persovat auri uncias III et illas res ecclesiae 
reddat et alias sim

iles addat rege coegente vel principe 
qui in illa regione iudex est. 

な
おiudici terreno

と
い
う
表

現
は
す
で
に
七
四
四
年
の
文
書
に
見
ら
れ
る
。D

ie Traditionen 
des H

ochstifts Freising , nr.1 (744.9.12.), pp. 27f. Cf. ibid ., 
nr.7 (754.6.24.), pp. 33f.: et iudici qui eodem

 tem
pore fue-

rit solvat auri libras XII et argento sim
iliter XII.

（
48
）
例
え
ばD

ie Traditionen des H
ochstifts Freising , nr.2

 
(748.2.12.), pp. 28f. etc.; D

ie älteste Traditionsbuch des 
K

losters M
ondsee , nr.38 (768), pp. 136f. etc.

（
49
）
例
え
ばD

ie älteste Traditionsbuch des K
losters M

ond-
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初
期
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
史
へ
の
「
文
書
形
式
学
的
」
ア
プ
ロ
ー
チ
（
菊
地
）

see , nr.25 (748/784.4.), pp. 124f.; nr.26 (before 748.7. - 
early 784), pp. 125; nr.31 (749.5.29.), pp. 130f.; nr.49 
(783), pp. 147f. (partibus duci conponat sicut lex est ); nr. 

63 (784in/788), pp. 165f.; nr. 114 (749.7.10.), pp. 218f.; nr. 
123 (748.7.10.), pp. 227f.

（
50
）
例
え
ば
す
で
にD

ie Traditionen des H
ochstifts Freising , 

nr.1 (744.9.12), pp. 27f. &
 nr. 9a (757.3.14.), pp. 35f. &

 
nr.15 (760.1.23.), pp. 43f. &

 nr.17 (762.12.13.), pp. 44f. 
etc. Cf. D

ie älteste Traditionsbuch des K
losters M

ondsee , 
nr.70 (770/800? 10.12.), pp. 173f. &

 nr.96 (783?/798? 
7.25./8.6.), pp. 199f. &

 nr. 118 (after 770?), pp. 222f. (et 
sit culpabilis in fisco auri uncias III, argenti pondera VI). 
D

ie Traditionen des H
ochstifts Freising , nr.38 (770.4.28.), 

pp. 65f. &
 nr.41 (771.1.10.), pp. 68f. &

 nr.43 (772.7.5.), 
pp. 70f. &

 nr.59 (773.7.15.), pp. 86f.
は
同
文
書
を
通
じ
た
フ

ラ
イ
ジ
ン
グ
司
教
座
へ
の
寄
進
を
侵
害
す
る
も
の
が
「
現
地
の
ユ
ー

デ
ク
ス
に
対
し
て
有
罪
で
あ
るiudice terreno culpabilis exi-

stat

」
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
つ
つ
も
、
具
体
的
な
刑
罰
に
は
触
れ
て

い
な
い
。Cf. ibid ., nr.75 (776), pp. 99f. &

 nr. 76a &
 b (776), 

pp. 100f.: 

「
ユ
ー
デ
ク
ス
に
対
し
て
法
的
に
適
切
な
だ
け
支
払
う
べ

し... et persolvat iudice quod iustum
 est

」。

（
51
）Die Traditionen des H

ochstifts Passau , nr.24 (788/800), 
pp. 20f. &

 nr.47 (788/800), p.41 &
 nr.48 (788/800), p.42 

&
 nr.51 (800/804), p.44 &

 nr.52 (800/804), pp. 44f.

（
52
）
モ
デ
ル
と
し
て
用
い
ら
れ
た
『
ア
レ
マ
ン
部
族
法
典
』
第
1
条

第
2
項
（Leges Alam

annorum
, ed. by K

arl L
EH

M
AN

N  &
 

K
arl August E

CK
H

ARD
T  [M

G
H

 LL nat. G
erm

. 5,1], H
an-

nover, 1966, pp. 64f.

）
は
次
の
よ
う
な
文
面
で
あ
る
。E

t si 
aliqua persona aut ipse, qui dedit, vel aliquis de heredi-
bus eius post haec de ipsas res de illa ecclesia abstrahere 
voluerit, vel aliquis hom

o, qualiscum
que persona hoc 

praesum
pserit facere, incurrat in D

ei iudicio et excom
m

u-
nicacionem

 sanctae ecclesiae et affectum
, quod inchoavit, 

non obteneat et m
ulta illa, quae carta contenit, prosolvat 

et res illas ex integro reddat et fredo in publico solvat, si-
cut lex habet.

（
53
）Cf. U

rkundenbuch der Abtei Sanct G
allen , vol. I: Jahr 

700-840, ed. by H
erm

ann W
A

R
TM

A
N

N , Zürich, 1863, 
nr. 203 (809.9.21.), pp. 193f.; nr. 360 (837.5.25.), p. 335; 
nr. 377 (838.11.27./28.), p. 352; nr. 379 (839.10.11?), pp. 
353f.: ... com

ponat, quod in lege Alam
m

anorum
 contine-

tur . Cf. S
TU

D
TM

AN
N , ibid ., p. 285.

（
54
）E

M
M

ERIG , “D
er Freisinger M

ünzschatzfund,” pp. 47-49.

（
55
）C

f. D
ie Traditionen des H

ochstifts R
egensburg , nr.22 

(ca. 826/830.3.26.), pp. 27-29 &
 nr.23 (ca. 826/840), 

pp. 29f. &
 nr.28 (837.8.28.), pp. 34-36 &

 nr.30 (ca. 
840/846.9.2.), pp. 36-38 &

 nr.31 (847/860), pp. 38f.; D
ie 

älteste T
raditionsbuch des K

losters M
ondsee , nr.22 

(817in/829.3.), pp. 121f. 

『
フ
ラ
イ
ジ
ン
グ
司
教
座
教
会
寄
進
帳
』

に
収
録
さ
れ
た
文
書
の
う
ち
刑
罰
条
項
を
伴
う
最
も
新
し
い
も
の
も

ま
た
財
産
交
換
文
書
で
あ
る
。D

ie Traditionen des H
ochstifts 

Freising , nr. 671 (845.4.9.), pp. 564-566.

（
56
）
例
外
と
し
てD

ie Traditionen des H
ochstifts R

egensburg , 
nr.7 (792.7.22.), p. 6: ... cogente iudice auri libram

 II …
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史
苑
（
第
七
五
巻
第
二
号
）

cum
 II argenti ponderibus persoluat.  

た
だ
し
こ
こ
で
形
容
辞

を
伴
わ
な
いiudex

が
何
を
指
し
て
い
る
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。

下
記
註
57
も
参
照
。

（
57
）
例
え
ばD

ie Traditionen des H
ochstifts Passau , nr.33 

(789/791.5.11.), pp. 28-31. C
f. ibid ., nr.22 (788/800), pp. 

19f. &
 nr.24 (788/800), pp. 20f. &

 nr.47 (788/800), p.41 
&

 nr.48 (788/800), p.42 (in fisco auri untias X
II coac-

tus solvat dom
ni regi ); nr.51 (800/804), p.44 &

 nr.52 
(800/804), pp. 44f (in fisco auri untias XII coactus solvat 
dom

ini C
esarii ). 

た
だ
し
八
〇
三
年
一
〇
年
二
七
日
付
の
文
書
に

お
い
て
、
皇
帝
カ
ー
ル
の
治
世
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
な
が
ら

もpartibus ducis

と
い
う
旧
来
の
書
式
が
、
お
そ
ら
く
不
注
意

か
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
例
も
見
出
さ
れ
る
。Ibid . nr. 57b, 

pp. 48-50. C
f. D

ie älteste T
raditionsbuch des K

losters 
M

ondsee , nr.9 (789/800.5.16.), pp. 108f. (et partibus regi 
conponat argenti pondera decem

, auri libras V
I ); nr.11 

(803.3.18.), pp. 110f. &
 nr.14 (805.1.20.), pp. 113f. &

 
nr.21 (803.11.18.), pp. 120f. &

30 (808.3.28.), pp. 129f. 
&

 nr.47 (808.4.12.), pp. 150f. &
 nr.69 (792/793.7.6.), pp. 

172f. &
 nr.71 (807.10.30), pp. 174f. &

 nr.72 (811.2.7.), 
pp. 175f. &

 nr.73 (808.6.24.), pp. 176f. &
 nr.77 (811.2.6.), 

pp. 181 &
 nr.80 (814.11.30.), pp. 184f. &

 nr.91 
(807.11.12.), pp. 195f. &

 nr.98 (809.4.4.), pp. 201f. &
 

nr.99 (803.9.6.), pp. 203f. &
 nr. 112 (803.3.21.), pp. 216f. 

&
 nr. 121 (820.10.6.), pp. 225f. &

 nr. 126 (803.11.1.), pp. 
231f. &

 nr. 135 (805.1.20.), pp. 242f. (et insuper una cum
 

distringente socio fisco auri libras X
, argento pondere Y 

coactus exsolvat etc. ). Ibid ., nr. 128, pp. 233-235

お
よ
び

nr. 134, pp. 240f.

に
お
い
て
罰
金
の
支
払
先
が
「
い
と
も
神
聖
な

る
国
庫
へin sacratissim

o fisco

」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら

の
文
書
が
作
成
さ
れ
た
の
が
カ
ー
ル
大
帝
に
よ
る
バ
イ
エ
ル
ン
併
合

以
前
な
の
か
以
後
な
の
か
、
残
念
な
が
ら
は
っ
き
り
し
な
い
。

（
58
）「
法
」
に
言
及
し
た
刑
罰
条
項
が
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
い
て
最
後
に
確

認
さ
れ
る
の
はD

ie Traditionen des H
ochstifts R

egensburg, 
nr.19 (822.11.11.), p.23 (secundum

 legem
 om

nino com
-

ponant ).

（
59
）Cf. D

ie älteste Traditionsbuch des K
losters M

ondsee , nr. 
52/2 (816), pp. 155f. (ipsum

 exsolvere faciat dupliciter, 
quantum

 eo tem
pore ipsas res valere dinoscitur : 

公
的
権
力

へ
の
言
及
な
し); nr.79 (829.1.26.), pp. 182f. (sed duplum

 
restituat ad cuius parte pertinet:  

公
権
力
へ
の
言
及
な
し). 

『
モ

ン
ト
ゼ
ー
修
道
院
寄
進
帳
』
に
お
い
て
、
八
二
九
年
以
降
刑
罰
条
項

は
確
認
さ
れ
な
い
。
上
記
註
57
に
示
し
た
同
修
道
院
寄
進
帳
に
お
け

る
公
権
力
へ
の
言
及
状
況
と
比
較
せ
よ
。
パ
ッ
サ
ウ
に
お
い
て
は
早

く
も
八
〇
三
年
以
降
世
俗
的
刑
罰
条
項
が
見
ら
れ
な
く
な
る
。D

ie 
Traditionen des H

ochstifts Passau , nr. 57a (before nr. 
57b) &

 b (803.10.27.), pp. 48-50; nr. .58 (around 803), p. 
50. 

同
地
の
文
書
で
霊
的
威
嚇
が
確
認
で
き
る
の
は
八
二
一
年
一
二

月
二
八
日
付
の
文
書
が
最
後
と
な
る
。Ibid ., nr. 27, pp. 64f. 

逆

に
比
較
的
遅
く
ま
で
世
俗
的
刑
罰
条
項
が
見
受
け
ら
れ
る
の
が
レ
ー

ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
司
教
座
な
い
し
同
地
の
ザ
ン
ク
ト
・
エ
ン
メ
ラ
ム
修

道
院
に
関
す
る
文
書
群
で
あ
る
。
七
九
二
年
七
月
以
降
三
〇
年
ほ
ど

刑
罰
条
項
を
含
む
文
書
が
伝
来
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
後
の
お
よ
そ

三
〇
年
間
か
ら
六
点
の
世
俗
的
刑
罰
条
項
を
含
む
文
書
が
伝
来
し
て
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地
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い
る
。D

ie Traditionen des H
ochstifts R

egensburg , nr.19 
(822.11.11.), p.23 (secundum

 legem
 om

nino com
ponant ); 

nr.22 (ca. 826/830.3.26.), pp. 27-29 (distringente fisco 
auri libras II, argenti pondera V coactus exsoluat ); nr.23 
(ca. 826/840), pp. 29f. (sociante fisco auri libras duas 
m

ulta conponat ); nr.28 (837.8.28.), pp. 34-36 (auri libras 
II m

ulta conponat:  
世
俗
権
力
へ
の
言
及
な
し); nr.30 (ca. 

840/846.9.2.), pp. 36-38 (distringente fisco auri libras II 
m

ulta conponat ); nr.31 (847/860), pp. 38f. (distringente 
fisco auri libras II, argenti pondera V coactus exsoluat ). 

本
稿
註
55
で
示
す
と
お
り
、
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
交
換
文
書
で
あ

る
。

（
60
）
以
下
の
叙
述
に
関
し
てW

arren B
R

O
W

N , U
njust Seizure: 

C
onflict, Interest, and Authority in an E

arly M
edieval So-

ciety , Ithaca - London, 2001.

（
61
）D

ie Traditionen des H
ochstifts Freising , nr. 1, p. 27: ... 

iudice terreno culpabilis sit  ...

（
62
）
例
え
ばD

ie Traditionen des H
ochstifts Freising , nr. 161 

(792/808.8.1.), p. 159: ... conponat sicut lex est .

［
付
記
］
本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
の
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金

（
平
成
二
六
年
度
、
課
題
番
号
二
六
七
七
〇
二
五
二
）
に
よ
る
研

究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
特
任
研
究
員
）


