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凡
　
例

一
、
本
書
は
、Jules M

ichelet 『H
istoire de France

』
の
な
か
の
「
中
世
編
」
を
全
訳
し
六
巻
に
分
け
た
も
の
で
あ
る
。
翻
訳

に
は
一
九
八
一
年
にRobert La�ont

社
か
ら
出
版
さ
れ
た
一
巻
本
、M

ichelet

『Le M
oyen Age

』
を
用
い
た
が
、

Flam
m

arion
の
全
集
本
（
一
九
七
四
年
刊
）
も
参
照
し
た
。

一
、
ロ
ベ
ー
ル
・
ラ
フ
ォ
ン
社
の
一
巻
本
に
は
巻
頭
に
ク
ロ
ー
ド
・
メ
ト
ラ
の
紹
介
文
「Présentation

」
と
ミ
シ
ュ
レ
自
身
の

「
一
八
六
九
年
の
序
文
」
が
付
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
ミ
シ
ュ
レ
の
『
フ
ラ
ン
ス
史
』
と
り
わ
け
「
中
世
史
」
が
も
っ

て
い
る
特
質
を
理
解
す
る
う
え
で
貴
重
で
あ
る
が
、
本
訳
書
で
は
ミ
シ
ュ
レ
の
序
文
を
巻
頭
に
掲
載
し
た
。

一
、
地
名
・
人
名
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
こ
ん
に
ち
ベ
ル
ギ
ー
に
な
っ
て
い
る
地
域
の
た
と
え
ば
都
市
名
は
、
フ
ラ
マ
ン
語
式

に
表
記
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
中
世
に
お
い
て
は
フ
ラ
ン
ド
ル
の
大
部
分
が
フ
ラ
ン
ス
王
国
に
属
し
て
い
た
し
、
ミ

シ
ュ
レ
の
本
書
で
も
フ
ラ
ン
ス
王
国
の
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
領
や
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
領
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
本
訳

書
で
も
、
た
と
え
ば
ブ
ル
ッ
ヘ
や
イ
ー
ペ
ル
は
フ
ラ
ン
ス
語
式
に
ブ
リ
ュ
ー
ジ
ュ
、
イ
ー
プ
ル
な
ど
と
し
た
。
た
だ
し
ア

ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ
ン
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
ア
ン
ヴ
ェ
ル
ス
だ
が
、
日
本
人
に
と
っ
て
馴
染
み
に
な
っ
て
い
る
英
国
式
の
ア

ン
ト
ワ
ー
プ
に
し
た
。
ま
た
人
名
も
、
中
世
初
期
は
、
お
そ
ら
く
ラ
テ
ン
語
式
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
多
く

は
ラ
テ
ン
語
式
表
記
を
用
い
た
が
、
必
ず
し
も
そ
れ
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
一
般
的
に
定
着
し
て
い
る
呼
称
を
用
い
た
。

一
、 

人
物
の
生
存
年
や
事
件
が
起
き
た
年
代
で
、
原
書
の
文
中
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
理
解
に
役
立
つ
と
思
わ
れ
る
も
の

は
カ
ッ
コ
を
つ
け
算
用
数
字
を
書
き
加
え
た
。
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一
八
六
九
年
の
序
文

 

ジ
ュ
ー
ル
・
ミ
シ
ュ
レ　

　

わ
た
し
が
約
四
十
年
を
か
け
る
こ
と
に
な
る
こ
の
骨
の
折
れ
る
著
作
を
着
想
し
た
の
は
、《
七
月
の
閃
光
》
が

走
っ
た
時
〔
訳
注
・
一
八
三
〇
年
七
月
〕
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
あ
の
忘
れ
が
た
い
日
々
の
な
か
で
、
一
つ
の
大
き
な

光
が
生
じ
、
そ
こ
に
わ
た
し
は
《
フ
ラ
ン
ス
》
を
は
っ
き
り
と
見
出
し
た
の
だ
っ
た
。

　

フ
ラ
ン
ス
に
は
幾
つ
も
の
編
年
記
（annales
）
は
あ
っ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
を
一
つ
の
存
在
と
し
て
捉
え
た
歴
史
書

（une histoire

）
は
な
か
っ
た
。
優
れ
た
人
々
の
な
か
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
を
学
ん
で
い
た
人
も
い
る
が
、
そ
れ
ら

は
、
も
っ
ぱ
ら
政
治
的
観
点
か
ら
の
歴
史
で
、
宗
教
的
・
経
済
的
・
芸
術
的
な
ど
の
活
動
に
関
し
て
、
細
部
に
わ

た
っ
て
理
解
し
て
い
る
人
は
い
な
か
っ
た
し
、
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
国
を
形
成
し
て
い
る
自
然
的
・
地
理
的
要
素
を
統

合
的
に
展
望
し
て
い
る
人
も
い
な
か
っ
た
。

　

わ
た
し
が
試
み
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
を
一
つ
の
魂
、
一
個
の
人
格
と
し
て
見
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
稀
な

前
例
と
し
て
シ
ス
モ
ン
デ
ィ
〔
訳
注
・1771 -1842　
『
フ
ラ
ン
ス
史
』
三
十
一
巻
を
著
し
た
〕
が
お
り
、
彼
は
政
治
的
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編
年
史
を
め
ざ
し
な
が
ら
も
、
そ
の
正
視
眼
と
粘
り
強
い
努
力
に
よ
っ
て
全
体
観
に
近
い
も
の
を
生
み
出
し
た
が
、

深
い
学
識
を
示
す
研
究
に
は
踏
み
込
ん
で
い
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
彼
自
身
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
執
筆
し
た
た

め
、
法
令
集
や
古
文
書
な
ど
を
調
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
。

　

し
か
も
、
一
八
三
〇
年
ご
ろ
ま
で
は
、
歴
史
家
の
誰
ひ
と
り
と
し
て
、
印
刷
さ
れ
た
本
に
書
か
れ
て
い
る
以
外
の

事
実
や
原
資
料
、
国
立
文
書
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
古
写
本
だ
の
古
文
書
を
調
べ
る
必
要
性
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
一
八
二
〇
年
か
ら
一
八
三
〇
年
に
か
け
て
輝
き
を
放
ち
、《
歴
史
学
の
プ
レ
イ
ア
ッ
ド
》
と

呼
ば
れ
て
い
る
バ
ラ
ン
ト
、
ギ
ゾ
ー
、
ミ
ニ
ェ
、
テ
ィ
エ
ー
ル
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
テ
ィ
エ
リ
と
い
っ
た
人
々
も
、

そ
の
め
ざ
し
た
歴
史
は
さ
ま
ざ
ま
な
特
定
の
視
点
か
ら
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。

　
〔
訳
注
・
バ
ラ
ン
トBarante

（1782 -1866

）
は
、
第
一
帝
政
下
と
王
政
復
古
期
に
知
事
、
駐
ト
リ
ノ
大
使
、
駐
ペ
テ
ル
ブ

ル
グ
大
使
を
務
め
、
二
月
革
命
で
隠
退
。『
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
国
の
歴
史
』『
国
民
議
会
史
』
な
ど
を
著
し
た
。
ギ
ゾ
ー

G
uizot

（1787 -1874

）
は
、
当
初
は
自
由
主
義
派
政
治
家
と
し
て
活
躍
し
た
が
、
七
月
革
命
後
は
保
守
派
に
転
じ
首
相
に
ま

で
な
っ
た
が
、
二
月
革
命
で
イ
ギ
リ
ス
に
亡
命
。
帰
国
後
は
歴
史
学
の
教
授
と
し
て
『
フ
ラ
ン
ス
史
試
論
』『
フ
ラ
ン
ス
文
明

史
』『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
史
』
な
ど
を
著
し
た
。
ミ
ニ
ェM

ignet （1796 -1884

）
は
、
反
王
党
派
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
、
フ

ラ
ン
ス
革
命
お
よ
び
十
六
世
紀
の
歴
史
を
専
門
と
し
た
。
テ
ィ
エ
ー
ル�

iers

（1797 -1877

）
は
、
ミ
ニ
ェ
と
と
も
に
反
王

党
派
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
だ
っ
た
が
、
政
治
家
に
な
っ
て
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
時
代
に
首
相
を
務
め
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
時

代
は
追
放
さ
れ
た
が
代
議
士
に
返
り
咲
き
、
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
対
し
て
は
強
硬
な
弾
圧
を
加
え
、
第
三
共
和
制
初
代
大

統
領
に
な
り
、『
執
政
官
お
よ
び
帝
政
の
歴
史
』
を
書
い
た
。
テ
ィ
エ
リ�

ierry
（1795 -1856

）
は
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
の
秘
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書
を
し
た
こ
と
も
あ
る
自
由
主
義
者
で
、
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
王
朝
時
代
の
歴
史
な
ど
を
書
い
た
。〕

　

こ
れ
ら
の
人
々
の
関
心
事
は
制
度
や
人
種
的
構
成
の
問
題
で
、
そ
れ
ら
が
孤
立
し
た
も
の
で
は
な
く
相
互
に
連
関

し
あ
っ
て
い
る
こ
と
に
は
、
あ
ま
り
注
意
を
向
け
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
人
種
は
、
移
り
変
わ
る
風
俗
習
慣
の
影
響

を
受
け
な
い
で
独
自
性
を
保
ち
う
る
か
と
か
、
制
度
・
機
構
は
思
想
や
社
会
的
背
景
を
考
慮
せ
ず
し
て
解
明
で
き
る

か
、
と
い
っ
た
こ
と
に
は
無
関
心
で
あ
っ
た
。
専
門
分
化
は
つ
ね
に
多
少
と
も
人
為
的
な
面
を
も
っ
て
お
り
明
確
化

し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
上
の
レ
ベ
ル
に
働
い
て
い
る
調
和
を
無
視
す
る
た
め
、
誤
っ
た
容
貌
を
提
示
し
、

全
体
観
を
見
失
わ
せ
る
危
険
性
を
秘
め
て
い
る
。

　

生
き
た
生
命
は
君
主
的
で
か
な
り
う
る
さ
い
注
文
屋
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
完
全
で
あ
る
場
合
に
し
か
、
本
当
の
意

味
で
の
生
命
で
は
な
い
。
諸
器
官
は
す
べ
て
が
連
帯
し
あ
っ
て
お
り
、
い
っ
し
ょ
に
で
な
け
れ
ば
機
能
し
な
い
。
器

官
の
一
つ
で
も
欠
け
る
と
、
す
べ
て
が
、
も
は
や
生
き
て
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
か
つ
て
は
、
身
体
の
器
官
そ

れ
ぞ
れ
を
メ
ス
で
切
り
離
し
て
生
か
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
、
と
考
え
ら
れ
た
が
、
す
べ
て
が
作
用
し

合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
ん
な
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

　

歴
史
と
い
う
生
命
も
、
そ
れ
を
再
発
見
す
る
た
め
に
は
、
す
べ
て
の
道
、
す
べ
て
の
形
、
す
べ
て
の
要
素
を
根
気

よ
く
辿
る
必
要
が
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
以
上
に
、
生
命
自
体
と
な
る
一
つ
の
強
力
な
働
き
の
な
か
で
、
個
々
の
力

の
相
互
作
用
を
甦
ら
せ
、
す
べ
て
の
動
き
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
に
、
よ
り
大
き
な
情
熱
を
傾
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ

ろ
う
。

　

画
家
の
ジ
ェ
リ
コ
ー
（
一
七
九
一

－

一
八
二
四
、『
メ
デ
ュ
ー
ズ
号
の
筏
』
で
有
名
）
は
、
ル
ー
ヴ
ル
（
当
時
、
ル
ー
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ヴ
ル
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
じ
ゅ
う
の
美
術
作
品
が
集
め
ら
れ
て
い
た
）
に
入
っ
た
と
き
、
少
し
も
困
惑
し
た
様
子
を
み
せ
な

い
で
、「
よ
し
、
わ
た
し
が
芸
術
と
い
う
も
の
を
作
り
直
そ
う
！
」
と
言
っ
た
。
も
し
一
八
一
五
年
の
ワ
ー
テ
ル

ロ
ー
で
の
敗
北
と
連
合
軍
に
よ
る
パ
リ
占
領
が
な
か
っ
た
ら
、
言
葉
ど
お
り
に
や
り
遂
げ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。〔
訳

注
・
エ
ル
バ
島
を
脱
出
し
復
位
し
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
の
戦
い
で
敗
れ
、
セ
ン
ト
＝
ヘ
レ
ナ
島
に
流
さ
れ
た
。〕

わ
た
し
に
は
彼
の
よ
う
な
天
分
は
な
い
が
意
志
の
強
さ
で
は
負
け
な
い
。
そ
の
よ
う
な
も
の
が
、《
青
春
時
代bel 

age

》
の
情
熱
で
あ
り
激
し
さ
で
あ
っ
た
。

　

わ
た
し
が
掲
げ
た
歴
史
の
課
題
は
、
表
面
に
お
い
て
で
な
く
、
諸
機
構
の
深
い
内
面
で
「
全
体
的
生
命
を
復
活
」

さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
を
上
回
る
複
雑
さ
を
も
っ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
賢
明
な
人
な
ら
、
そ

ん
な
こ
と
は
避
け
た
だ
ろ
う
が
、幸
か
不
幸
か
、わ
た
し
は
賢
い
人
間
で
は
な
か
っ
た
。ま
だ
若
く
、《
七
月
の
閃
光
》

が
走
っ
た
朝
の
こ
と
で
、
そ
の
希
望
と
強
力
な
電
気
の
お
か
げ
で
、
な
に
も
の
に
も
た
じ
ろ
ぐ
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

し
ば
ら
く
は
、
な
ん
の
障
碍
も
な
か
っ
た
。
情
熱
は
、
す
べ
て
を
単
純
化
す
る
。
そ
こ
で
は
、
複
雑
に
錯
綜
し
た

事
柄
も
ほ
ど
け
て
互
い
の
本
当
の
関
係
を
見
出
さ
せ
て
く
れ
る
。
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
っ
た
と
き
は
活
力
が
な
く
重
か
っ

た
ゼ
ン
マ
イ
も
、
全
体
の
な
か
に
正
し
く
組
み
込
ま
れ
る
と
、
軽
々
と
す
べ
て
を
動
か
し
は
じ
め
る
。
こ
れ
が
、
少

な
く
と
も
わ
た
し
の
信
念
で
あ
っ
た
。
こ
の
信
仰
箇
条
は
、
わ
た
し
の
弱
点
で
あ
っ
た
も
の
を
も
動
か
し
た
。

　
《
フ
ラ
ン
ス
》
と
い
う
巨
大
な
生
命
は
、
作
動
を
開
始
す
る
た
め
に
、
自
然
と
技
術
の
多
様
な
力
を
折
り
合
わ
せ

よ
う
と
す
る
。
最
初
は
な
か
な
か
巧
く
い
か
な
い
が
、
そ
の
巨
大
な
身
体
を
構
成
す
る
民
族
や
各
地
方
が
、
大
西
洋

か
ら
ラ
イ
ン
河
、
ロ
ー
ヌ
河
へ
、
そ
し
て
ア
ル
プ
ス
山
地
へ
と
配
置
さ
れ
、《
未
熟
な
ガ
リ
ア
》
か
ら
何
世
紀
も
か
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け
て
《
自
立
的
フ
ラ
ン
ス
》
に
生
長
し
て
い
っ
た
。

　

敵
も
味
方
も
、
フ
ラ
ン
ス
は
生
き
て
い
る
と
言
う
。
し
か
し
、
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
を
も
っ
て
、
そ

う
言
え
る
の
か
？　

生
気
と
い
う
の
は
一
種
の
熱
で
あ
る
。
と
き
と
し
て
、
生
体
の
電
気
現
象
は
、
生
命
そ
の
も
の

を
超
え
る
よ
う
な
不
調
和
、
驚
異
、
小
奇
跡
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
ほ
ん
と
う
の
生
命
は
、
そ
れ
と
は
別

の
特
異
性
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
生
の
持
続
性
で
あ
る
。
生
ま
れ
る
の
は
一
息
に
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
、

ゆ
っ
く
り
と
穏
や
か
に
《
一
つ
の
持
続
性uno tenore

》
を
も
っ
て
生
長
し
て
い
く
の
が
生
命
で
あ
る
。
そ
の
統
一

性
は
五
幕
の
小
劇
の
そ
れ
で
は
な
く
、
大
き
な
発
展
を
示
す
魂
の
調
和
的
自
己
同
一
性
で
あ
る
。

　

最
も
手
厳
し
い
批
評
家
も
、
わ
た
し
の
本
の
全
体
を
見
る
な
ら
、
こ
う
し
た
生
命
の
働
き
を
見
逃
す
こ
と
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
第
一
巻
か
ら
最
終
巻
ま
で
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
緩
慢
な
持
続
で
あ
り
、
同
じ
方
法
論
に
貫
か
れ
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
長
い
歳
月
を
か
け
た
仕
事
に
し
て
は
稀
な
ほ
ど
に
、
同
じ
形
式
と
色
彩

が
保
た
れ
て
お
り
、
長
所
も
同
じ
な
ら
短
所
も
同
じ
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
も
し
、
そ
れ
が
途
中
で
変
わ
っ
た
り
消

え
た
り
し
て
い
た
ら
、
こ
の
著
作
は
異
種
混
交
の
産
物
と
な
り
、
独
自
の
個
性
を
も
つ
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。

　

わ
た
し
が
こ
の
仕
事
を
始
め
た
と
き
、
一
冊
の
優
れ
た
本
が
あ
っ
た
。
著
者
の
テ
ィ
エ
リ
は
明
敏
で
洞
察
力
に
秀

で
、
精
緻
な
解
釈
者
で
あ
り
偉
大
な
彫
金
師
で
あ
る
が
、
ひ
と
り
の
師
匠
に
あ
ま
り
に
も
盲
従
的
で
あ
っ
た
。
そ
の

師
匠
と
は
人
種
の
永
続
性
に
つ
い
て
の
過
度
に
体
系
的
な
見
方
で
あ
る
。
そ
の
大
著
の
美
点
を
な
し
て
い
る
の
は
、
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【ア行】

アインハルト（エジナール）Eginhard    

275, 291, 292, 311

アウィオラ（アキリウス）Aviola, 
Acilius    103

アウィトゥス Avitus    137, 197

アヴィトゥス（聖）Avitus    152, 198, 

204, 206

アウグスティヌス（聖）Augustin    

139, 152, 347

アウグスティヌス（オーガスティン）
Augustin    251

アウグストゥス Auguste    100, 102, 

105-107, 118, 128, 153, 184, 300, 

432, 455

アウタリット Autarite    54

アウルス・ゲリウス Aulu Gelle    116

アウレリアヌス Aurélien    117, 118, 

128

アウレルキー Aulerces〔兄カルヌー
テス Carnutes、弟ケノマーニ
Cenomans〕    48

アエギディウス Egidius    195, 197

アエティウス Aetius    180, 190-192

アエネーイス Enée    155

アエリアヌス Aelianus    125

アギルルフ Agilulfe    252

アキレス Achille    179

アギンベルト Agimbert    328

アグリコラ Agricola    110, 115, 438, 

439

アゴバルト Agobart    285

アーサー（王）Arthur    24, 163, 164, 

399, 402

アストルフ Astolph    276

アタウルフス Ataulph    183-185

アタナシウス Athanase    136, 410

アダム Adam    137, 327

アーダルハルト Adalhard    266, 319, 

320, 322

アダルベルト Adalbert    273-274

アッコ Acco    92

アッタルス（聖）Attale    205

アッティラ Attila    179, 180, 188-194, 

206, 471, 479

アティス Athis    17

アト At    54

アドニス Adonis    17

アナスタシウス（法王）Anastase    

218

アナスタシオス Anastase    197

アニアヌス（司教）Anianus    191

アニェス・ソレル Agnès Sorel    408
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