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凡
　
例

一
、
本
書
は
、Jules M

ichelet

『H
istoire de France

』
の
な
か
の
﹁
十
六
世
紀
史
﹂
を
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
﹁
十
六

世
紀
史
﹂
は
﹁
ル
ネ
サ
ン
ス
﹂﹁
宗
教
改
革
﹂﹁
宗
教
戦
争
﹂﹁
シ
ャ
ル
ル
九
世
か
ら
ア
ン
リ
四
世
ま
で
﹂
の
四
部
で
構
成

さ
れ
て
お
り
、
拙
訳
で
は
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
を
一
巻
ず
つ
に
分
け
た
。

一
、
翻
訳
の
底
本
に
は
、
す
で
に
刊
行
し
た
ミ
シ
ュ
レ
『
フ
ラ
ン
ス
史
』（
中
世
編
）
の
場
合
と
同
じ
く
、Robert La�ont

版

“ Renaissance et Réform
e

（H
istoire de France au X

V
I è siècle

）”  （1982

）
を
用
い
た
が
、Flam

m
arion

社
の
全
集
版

（1978

）
も
参
照
し
た
。
挿
絵
に
つ
い
て
も
、
中
世
編
と
同
じJules Rou�

版
（1897

）
の
そ
れ
を
転
載
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
。

一
、
章
立
て
と
そ
れ
ぞ
れ
の
章
の
見
出
し
は
、
底
本
と
し
た
ラ
フ
ォ
ン
社
版
の
そ
れ
に
従
っ
た
。

一
、
人
名
・
地
名
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
チ
ェ
ー
ザ
レ
は
ミ
シ
ュ
レ
の
原
書
の
表
記
は
﹁C

ésar

（
セ
ザ
ー
ル
）﹂
で
あ
る
が
、

イ
タ
リ
ア
式
に
﹁
チ
ェ
ー
ザ
レ
﹂
と
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
属
し
て
い
る
現
在
の
国
で
の
呼
び
方
を
カ
タ
カ
ナ
で

表
記
す
る
の
を
原
則
と
し
た
。
し
か
し
、
日
本
で
す
で
に
慣
用
化
し
て
い
る
も
の
は
そ
れ
に
従
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ベ

ル
ギ
ー
の
都
市
﹁Anvers

﹂
は
フ
ラ
ン
ス
語
式
で
は
﹁
ア
ン
ヴ
ェ
ル
ス
﹂、
フ
ラ
ン
ド
ル
式
で
は
﹁
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ

ン
﹂
で
あ
る
が
、
日
本
で
慣
用
さ
れ
て
い
る
英
語
式
の
﹁
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
﹂
に
し
た
。
ま
た
人
名
で
は
﹁M

ichel-
Ange

﹂
は
フ
ラ
ン
ス
語
式
な
ら
﹁
ミ
シ
ェ
ラ
ン
ジ
ェ
﹂
で
あ
る
が
、
慣
用
に
従
っ
て
﹁
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
﹂
と
し
た
。

ま
た
﹁
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
﹂
は
、
本
来
は
﹁
ヴ
ィ
ン
チ
村
の
レ
オ
ナ
ル
ド
﹂
と
い
う
意
味
の
呼
び
名
で
あ

る
が
、
わ
が
国
で
も
﹁
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
﹂
を
苗
字
の
よ
う
に
使
う
の
が
慣
用
化
し
て
い
る
し
、
ミ
シ
ュ
レ
も
原
書
で
同

じ
よ
う
な
使
い
方
を
し
て
い
る
の
で
そ
れ
に
倣
っ
た
。
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2

ま
え
が
き

　
﹁
中
世
﹂
の
研
究
に
注
い
だ
一
八
三
〇
年
か
ら
一
八
四
四
年
ま
で
の
十
余
年
と
、﹁
フ
ラ
ン
ス
革
命
﹂
の
研
究
に
注

い
だ
一
八
四
四
年
か
ら
一
八
五
三
年
ま
で
の
約
十
年
の
あ
と
、
わ
た
し
に
残
さ
れ
て
い
る
仕
事
は
、
こ
の
二
つ
の
歴

史
の
間
に
﹁
ル
ネ
サ
ン
ス
お
よ
び
近
代
の
歴
史
﹂
を
置
い
て
、
大
き
な
全
体
を
接
合
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
巻
は
、
本
来
の
意
味
の
﹁
ル
ネ
サ
ン
スRenaissance

﹂
と
、
そ
れ
に
つ
づ
く
﹁
宗
教
改
革Réform

ation

﹂

と
呼
ば
れ
る
も
の
か
ら
成
る
。
も
っ
と
も
、
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
タ
イ
ト
ル
を
シ
リ
ー
ズ
全
体
の
な
か
で
、

そ
れ
と
明
示
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

　

全
般
的
に
い
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
、
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
印
刷
本
を
引
用
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
引
用

さ
れ
て
い
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
こ
れ
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
な
い
手
書
き
写
本
で
あ
る
。

　

本
巻
の
出
発
点
と
到
達
点
を
二
つ
の
長
い
歴
史
で
確
定
し
た
か
ら
に
は
、
そ
の
間
に
ひ
ろ
が
る
こ
の
ル
ネ
サ
ン
ス

と
宗
教
改
革
の
歴
史
は
あ
っ
と
い
う
間
の
一
歩
で
あ
る
。

　

先
の
﹁
大
革
命Révolution

﹂
か
ら
﹁
ル
ネ
サ
ン
ス
﹂
に
戻
る
に
は
、﹁
中
世M

oyen Age

﹂
が
完
成
し
て
以
来
、



3 まえがき

公
刊
さ
れ
た
も
の
を
見
直
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
十
四
世
紀
と
十
五
世
紀
に
つ
い
て
わ
た
し
た
ち
が
書
い
た
こ
と

（
第
三
部
か
ら
第
八
部
ま
で
）
は
、
な
ん
ら
書
き
改
め
る
必
要
が
な
い
。
あ
れ
か
ら
十
年
の
歳
月
が
流
れ
た
が
、
こ
の

わ
た
し
た
ち
の
仕
事
が
揺
ら
ぐ
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
手
書
き
写
本
の
第
一
次
史
料
に
基
づ
い
て
記
述
し
た

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
人
の
起
源
を
扱
い
、
学
問
的
探
求
を
加
え
た
の
が
第
一
巻
（
第
一
部
と
第
二
部
）
で
あ
る
が
、
変
更
す

べ
き
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
構
成
は
、
わ
た
し
た
ち
が
築
き
上
げ
た
ま
ま
で
、
尊
敬
す
べ
き
競
争
者
た
ち
も
、
そ

れ
ぞ
れ
の
フ
ラ
ン
ス
史
を
展
開
す
る
う
え
で
の
基
盤
と
し
て
採
用
し
て
く
れ
て
い
る
。

　

西
暦
一
〇
〇
〇
年
か
ら
一
三
〇
〇
年
ま
で
の
本
来
の
意
味
で
の
﹁
中
世
﹂（
第
二
巻
と
第
三
巻
）
に
つ
い
て
は
、
未

刊
の
テ
キ
ス
ト
が
数
多
く
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
、
こ
の
時
代
の
慣
習
、
ゴ
シ
ッ
ク
芸
術
な
ど
に
つ
い

て
明
確
に
し
て
く
れ
て
い
る
。
文
書
と
し
て
残
さ
れ
た
も
の
で
わ
た
し
た
ち
が
勝
手
に
な
か
っ
た
こ
と
に
で
き
る
も

の
は
、
何
一
つ
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
あ
と
﹁
序
論Introduction

﹂
を
読
ん
で
い
た
だ
け
ば
分
か
る
よ
う
に
、
そ

う
し
た
テ
キ
ス
ト
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
思
考
を
よ
り
一
層
厳
密
に
追
求
し
た
い
と
い
う
の
が
わ
た
し
た
ち
の
願
い
で

あ
る
。
そ
こ
で
わ
た
し
た
ち
が
書
い
た
こ
と
は
、
中
世
が
自
ら
に
課
し
た
理
想
と
し
て
は
真
実
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

わ
た
し
た
ち
が
示
す
の
は
、
中
世
自
身
に
よ
っ
て
告
発
さ
れ
て
い
る
現
実
で
あ
る
。

　

そ
の
結
果
、
全
体
と
し
て
は
、
最
初
に
書
い
た
と
こ
ろ
と
そ
れ
ほ
ど
違
っ
て
い
な
い
。
当
時
（
一
八
三
三
年
、
第

一
巻
を
書
い
た
こ
ろ
）
は
中
世
芸
術
に
つ
い
て
わ
た
し
た
ち
に
課
さ
れ
た
訓
練
も
そ
れ
ほ
ど
厳
し
く
な
か
っ
た
が
、

わ
た
し
た
ち
は
、
こ
の
原
理
は
、
生
命
全
般
の
規
範
に
従
っ
て
お
り
、
現
在
の
わ
た
し
た
ち
み
ん
な
と
同
じ
く
、
人
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間
も
人
民
も
宗
教
も
、
死
の
有
効
な
純
化
と
し
て
解
釈
で
き
る
と
宣
言
し
た
。
死
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な

不
幸
で
あ
ろ
う
か
？　

人
は
、
死
に
よ
っ
て
、
よ
り
よ
い
生
に
再
生
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

　

そ
の
う
え
、
こ
の
本
は
、
死
に
ゆ
く
人
々
を
苦
し
め
る
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
生
き
る
力
へ
の
呼
び

か
け
で
あ
る
。

　

わ
た
し
の
考
え
で
は
、
古
代
の
書
は
、
人
間
が
自
ら
自
分
の
運
命
を
切
り
開
く
こ
と
を
支
持
し
て
い
る
。

　
﹁fabrum

 suae quem
que esse fortunae　

人
は
己
の
運
命
の
作
者
な
り
﹂（
サ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
）

　

と
こ
ろ
が
中
世
に
お
い
て
は
、
人
間
は
自
ら
が
作
り
出
し
た
巨
大
な
集
団
的
力
に
よ
っ
て
打
ち
砕
か
れ
、
個
人
は

集
団
に
対
抗
す
る
に
は
自
ら
は
あ
ま
り
に
も
弱
い
と
思
い
込
ん
で
い
た
。
そ
れ
が
、
十
五
世
紀
に
な
る
と
、﹁
人
間

l’ hom
m

e

﹂
へ
の
信
頼
が
穌
る
。
わ
た
し
た
ち
は
﹁
個
人l’ individu

﹂
を
信
じ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
出
て
来
る
の
が
次
の
厄
介
な
問
題
で
あ
る
。﹁
進
歩progrès

﹂
が
わ
た
し
た
ち
に
刃
向
か
っ
て
き
た
の

で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
が
自
分
た
ち
の
や
っ
た
こ
と
の
大
き
さ
に
興
奮
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
大
き
さ
が
わ
た
し

た
ち
を
貶
め
落
胆
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
あ
た
か
も
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
眼
前
に
し
た
と
き
の
よ
う
に
、
わ
た
し

た
ち
は
、
自
ら
を
取
る
に
足
り
な
い
存
在
で
あ
る
と
す
る
思
い
に
囚
わ
れ
、
自
ら
を
見
失
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
を
築
い
た
の
は
、
わ
た
し
た
ち
人
間
以
外
の
誰
で
あ
ろ
う
か
？　

昨
日
わ
た
し
た
ち
が
創
造
し
た
工
業
が
、
今

日
は
わ
た
し
た
ち
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
障
害
と
な
り
、
わ
た
し
た
ち
を
左
右
す
る
運
命
と
映
っ
て
い
る
の
だ
。
本
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来
な
ら
わ
た
し
た
ち
を
元
気
づ
け
情
報
を
提
示
し
て
導
い
て
く
れ
る
歴
史
が
﹁
す
べ
て
を
決
定
す
る
の
は
時
代
で
あ

り
個
人
の
意
志
な
ど
取
る
に
足
り
な
い
﹂
と
思
わ
せ
て
、
わ
た
し
た
ち
を
萎
え
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

わ
た
し
た
ち
は
、
歴
史
を
呼
び
覚
ま
し
た
は
よ
い
が
、
そ
の
歴
史
に
捉
え
ら
れ
、
窒
息
さ
せ
ら
れ
、
打
ち
砕
か
れ

る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
歴
史
の
重
荷
の
下
で
身
体
を
へ
し
曲
げ
ら
れ
、
息
絶
え
絶
え
と
な
り
、
新
し
い
何
か
を

考
え
出
す
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
。
過
去
が
未
来
を
殺
し
て
い
る
の
で
あ
る
。﹁
芸
術
は
死
ん
だ
﹂
と
い
う
の
は
、

ど
こ
か
ら
来
た
の
か
？　

歴
史
が
殺
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
？

　

わ
た
し
た
ち
は
、
歴
史
の
名
誉
の
た
め
、
生
命
の
名
に
お
い
て
、
そ
の
こ
と
に
抗
議
す
る
。
歴
史
を
そ
の
よ
う
な

石
の
堆
積
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
。
歴
史
と
は
、
魂
と
独
創
的
思
考
の
堆
積
で
あ
り
、
豊
か
な
主
導
性
、
行
動
と
創

造
の
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
で
あ
る
。

　

歴
史
が
教
え
て
い
る
の
は
、
一
人
の
魂
は
、
一
つ
の
王
国
や
帝
国
、
一
つ
の
国
家
機
構
、
場
合
に
よ
っ
て
は
人
類

全
体
よ
り
も
は
る
か
に
重
み
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
ら
言
え
る
の
か
？　

ル
タ
ー
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
彼
は
、
法
王
と
ロ
ー
マ
教
会
、

神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
対
し
て
﹁
否
﹂
と
言
い
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
を
起
ち
上
が
ら
せ
た
。

　

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
コ
ロ
ン
ブ
ス
は
、
ロ
ー
マ
と
そ
れ
ま
で
の
幾
世
紀
か
の
歴
史
に
対
し
、
公
会
議
と
伝
統
に
対

し
て
﹁
否
﹂
を
突
き
つ
け
た
。

　

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
は
、
学
者
た
ち
と
人
民
に
対
し
、
本
能
と
学
問
、
眼
で
見
て
い
る
も
の
や
五
感
で
捉
え
て
い
る
と

こ
ろ
を
さ
え
否
認
し
、
観
察
を
理
性
に
従
わ
せ
、
一
人
で
人
類
に
勝
利
し
た
。
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そ
れ
こ
そ
が
、
十
五
世
紀
が
腰
掛
け
て
い
る
堅
固
な
石
な
の
だ
。

　
　

一
八
五
五
年
一
月
十
五
日
、
パ
リ



7 序　章

序　

章

一
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
意
味
と
範
囲

　
﹁
ル
ネ
サ
ン
ス
﹂
と
い
う
好
も
し
い
響
き
を
も
つ
言
葉
か
ら
美
の
愛
好
家
た
ち
が
連
想
す
る
の
は
、
一
つ
の
新
し

い
芸
術
の
出
現
と
空
想
力
の
自
由
な
飛
翔
で
あ
る
が
、
碩
学
の
人
の
脳
裏
に
浮
か
ぶ
の
は
古
代
研
究
の
復
活
で
あ
り
、

法
曹
家
た
ち
が
思
う
の
は
古
き
フ
ラ
ン
ス
の
雑
然
た
る
慣
習
法
の
カ
オ
ス
の
上
に
い
よ
い
よ
陽
が
射
し
始
め
る
日
が

到
来
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
？　
『
オ
ル
ラ
ン
ドO

rlando

』︹
訳
注
・
中
世
の
『
ロ
ー
ラ
ン
の
歌
』
を
下
敷
き
に
し
て
イ
タ
リ

ア
の
詩
人
ア
リ
オ
ス
ト
（1474 -1533

）
が
書
い
た
『
狂
乱
の
オ
ル
ラ
ン
ド
』︺、
画
家
ラ
フ
ァ
エ
ロ
（1483 -1520

）
の
ア

ラ
ベ
ス
ク
︹
訳
注
・
元
来
は
ア
ラ
ビ
ア
風
装
飾
の
意
。
主
と
し
て
植
物
を
モ
チ
ー
フ
に
線
が
も
つ
れ
合
っ
た
模
様
︺、
彫
刻
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家
ジ
ャ
ン
・
グ
ー
ジ
ョ
ン
（v.1510 -v.1566

）
の
妖
精
た
ち
︹
訳
注
・
パ
リ
の
『
イ
ノ
サ
ン
の
泉
』
を
飾
る
レ
リ
ー
フ
︺

な
ど
が
護
教
論
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
世
界
の
移
り
気
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
芸
術

家
、
聖
職
者
、
懐
疑
家
と
い
う
精
神
的
に
異
な
る
人
々
が
一
致
し
て
、
こ
の
偉
大
な
世
紀
の
決
定
的
成
果
が
そ
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
（1533 -1592

）
の
﹁
私
は
何
を
知
っ
て
い
る
か

Q
ue sais-je?

﹂
は
、
パ
ス
カ
ル
（1623 -1662

）
が
知
見
し
た
も
の
の
す
べ
て
で
あ
り
、
ボ
シ
ュ
エ
（1627 -1704

）

は
こ
う
し
た
思
索
の
な
か
で
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
変
異
史
（Variations

）』
を
書
い
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
革

命
に
注
が
れ
た
、
か
く
も
広
汎
で
複
雑
、
骨
の
折
れ
る
壮
大
な
努
力
が
︽
無néant

︾
し
か
生
み
出
さ
な
か
っ
た
可

能
性
が
あ
っ
た
。
も
し
も
こ
の
よ
う
な
広
大
な
意
志
が
何
の
結
果
も
遺
さ
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
こ
れ
ほ
ど
人
間
の

思
考
を
が
っ
か
り
さ
せ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
？

　

こ
れ
ら
、
や
っ
て
く
る
の
が
早
す
ぎ
た
人
々
が
忘
れ
て
い
た
こ
と
は
二
つ
に
絞
ら
れ
る
。
世
界
の
発
見
と
人
間
の

発
見
と
の
二
つ
で
、
そ
れ
が
、
他
の
何
に
も
ま
し
て
、
こ
の
時
代
に
属
し
て
い
た
の
だ
。

　

十
六
世
紀
は
、
そ
の
偉
大
か
つ
必
然
的
な
拡
大
の
な
か
で
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
か
ら
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
へ
、
コ
ペ
ル
ニ
ク

ス
か
ら
ガ
リ
レ
オ
へ
、
地
上
の
発
見
か
ら
天
上
の
発
見
へ
と
進
ん
で
い
っ
た
。

　

そ
の
な
か
で
、
人
間
は
自
身
を
発
見
し
た
。
人
間
は
、
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
︹
訳
注
・
現
在
の
ベ
ル
ギ
ー
の
解
剖
学
者
。

1514 -1564

︺
と
セ
ル
ヴ
ェ
︹
訳
注
・M

ichel de V
illeneuve

と
も
。
ス
ペ
イ
ン
人
の
医
師
で
神
学
者
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
よ

り
焼
き
殺
さ
れ
た
。1511 -1553

︺
に
よ
っ
て
生
命
と
は
何
か
を
示
さ
れ
、
ル
タ
ー
（1483 -1546

）、
カ
ル
ヴ
ァ
ン

（1509 -1564

）、
デ
ュ
ム
ー
ラ
ン
（1500 -1568

）、
ク
ジ
ャ
ス
（1522 -1590

）
に
よ
り
、
さ
ら
に
ラ
ブ
レ
ー
（1494 -
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1553

）、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
（1533 -1592

）、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
（1564 -1616

）、
セ
ル
バ
ン
テ
ス
（1547 -1616

）
に

よ
っ
て
心
の
神
秘
に
分
け
入
っ
た
。
そ
し
て
、
人
間
の
本
性
の
深
い
基
盤
を
測
り
、
そ
れ
を
は
じ
め
て
正
義

（Justice
）
と
理
性
（R

aison

）
の
な
か
に
確
定
し
た
。
懐
疑
主
義
者
た
ち
も
信
仰
の
樹
立
を
助
け
た
。
な
か
で
も
、

最
も
大
胆
な
人
︹
訳
注
・
ラ
ブ
レ
ー
︺
は
、
そ
の
﹁
意
志
の
神
殿Tem

ple de la Volonté

﹂︹
訳
注
・『
ガ
ル
ガ
ン
チ
ュ

ア
』
に
﹁
テ
レ
ー
ム
の
僧
院
﹂
と
し
て
出
て
来
る
︺
の
柱
廊
に
﹁
入
っ
て
、
こ
こ
に
深
い
信
仰
を
樹
立
せ
よ
﹂
と
書
い

た
。

　

こ
の
新
し
い
信
仰
が
立
脚
し
て
い
る
基
盤
は
、
事
実
、
深
い
。
再
発
見
さ
れ
た
古
代
は
、
自
ら
を
好
ん
で
近
代
と

同
一
視
し
、
垣
間
見
ら
れ
た
オ
リ
エ
ン
ト
も
、
わ
た
し
た
ち
の
西
欧
に
手
を
さ
し
の
べ
て
き
た
か
ら
、
時
間
と
空
間

の
両
方
で
人
類
家
族
の
メ
ン
バ
ー
の
幸
福
な
和
解
が
始
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。

二
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代

　

奇
妙
に
人
工
的
で
怪
物
的
な
の
が
中
世
で
あ
る
が
、
こ
の
中
世
が
自
慢
で
き
る
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
持
続

性
と
自
然
回
帰
へ
の
粘
着
的
な
抵
抗
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
揺
り
動
か
さ
れ
、
剝
ぎ
取
ら
れ
な
が
ら
も
、
常
に
元
ど
お
り
に
復
そ
う
と
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
か
ら
、
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そ
れ
も
当
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？　

封
建
制
を
、
そ
れ
が
地
中
に
根
を
下
ろ
し
た
ま
ま
に
御
覧
な
さ
い
。
そ
れ
は
、

十
三
世
紀
に
死
ん
だ
よ
う
に
見
え
た
が
、
十
四
世
紀
に
は
再
び
開
花
し
、
十
六
世
紀
に
も
、︽
カ
ト
リ
ッ
ク
同
盟
︾

が
幽
霊
の
よ
う
に
姿
を
現
し
、
貴
族
階
級
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
い
た
る
ま
で
、
そ
れ
を
保
持
す
る
で
あ
ろ
う
。
聖
職

者
階
級
に
い
た
っ
て
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
い
か
な
る
衝
撃
も
、
こ
れ
を
無
く
す
の
に
は
役
に
立
た
な
か
っ
た
し
、

い
か
な
る
攻
撃
も
致
命
傷
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
時
間
の
経
過
と
批
判
精
神
と
理
念
的
進
歩
に
よ
っ
て

打
撃
を
受
け
て
も
、
聖
職
者
た
ち
は
教
育
と
慣
習
の
力
に
よ
っ
て
、
よ
り
深
層
へ
と
根
を
下
ろ
し
た
。
中
世
は
、
こ

の
よ
う
に
し
て
持
続
し
た
の
で
あ
り
、
と
っ
く
に
死
ん
で
い
る
の
で
、﹁
殺
す
﹂
こ
と
は
困
難
な
の
で
あ
る
。﹁
殺
さ

れ
る
﹂
た
め
に
は
﹁
生
き
て
い
る
﹂
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

中
世
は
、
何
度
﹁
終
わ
っ
た
﹂
こ
と
で
あ
ろ
う
！

　

一
つ
は
、
す
で
に
十
二
世
紀
、﹁
聖
人
伝légende

﹂
に
代
わ
っ
て
世
俗
的
な
詩
が
三
十
編
ほ
ど
の
叙
事
詩
を
流
布

さ
せ
た
と
き
、
そ
し
て
、
ア
ベ
ラ
ー
ル
が
パ
リ
で
講
筵
を
開
き
、︽
良
識bon sens

︾
を
も
っ
て
旧
来
の
神
学
に
批

判
を
加
え
た
と
き
に
、︽
中
世
︾
は
終
わ
っ
て
い
た
。

　

次
に
、
十
三
世
紀
に
は
、
一
つ
の
大
胆
な
神
秘
主
義
が
、
た
ん
な
る
批
判
を
超
え
て
、﹁
歴
史
的
福
音
の
あ
と
を

永
遠
の
福
音
が
引
き
継
ぎ
、
聖
霊
が
イ
エ
ス
を
継
承
す
る
﹂
と
宣
言
し
た
。
こ
の
と
き
、
一
つ
の
︽
中
世
︾
が
終

わ
っ
た
。

　

さ
ら
に
十
四
世
紀
に
は
、
一
人
の
俗
人
︹
訳
注
・
ダ
ン
テ
︺
が
三
つ
の
世
界
︹
訳
注
・
地
獄
と
煉
獄
と
天
国
︺
を
わ

が
も
の
と
し
、
そ
れ
ら
を
自
分
の
﹁
人
間
喜
劇com

édie hum
aine

﹂
の
な
か
に
取
り
込
ん
で
幻
視
の
王
国
を
変
貌
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訳
者
あ
と
が
き

　

ミ
シ
ュ
レ
が
『
フ
ラ
ン
ス
史
』
の
﹁
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
史
﹂
を
刊
行
し
た
の
は
一
八
五
五
年
二
月
一
日
と
さ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
一
八
三
〇
年
の
七
月
革
命
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
て
『
フ
ラ
ン
ス
史
』

の
執
筆
を
決
意
し
一
八
三
三
年
に
第
一
巻
を
刊
行
し
て
以
来
、
一
八
四
四
年
に
中
世
篇
六
巻
を
完
成
、
そ
の
後
、

一
八
四
七
年
か
ら
一
八
五
三
年
ま
で
か
け
て
﹁
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
﹂
を
執
筆
・
刊
行
し
た
あ
と
、
中
世
の
続
き
の

﹁
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
﹂
に
戻
っ
た
の
だ
っ
た
。

　
﹁
ル
ネ
サ
ン
ス
﹂
の
巻
は
次
の
﹁
宗
教
改
革
﹂
の
巻
、
つ
い
で
そ
の
宗
教
改
革
へ
の
反
動
と
し
て
起
き
た
﹁
宗
教

戦
争
﹂
の
巻
、
そ
し
て
シ
ャ
ル
ル
九
世
か
ら
ア
ン
リ
四
世
の
治
世
の
国
内
対
立
解
消
の
段
階
を
扱
っ
た
巻
と
四
巻
で

構
成
さ
れ
る
﹁
十
六
世
紀
史
﹂
に
含
ま
れ
る
。
本
書
冒
頭
の
﹁
凡
例
﹂
に
示
し
た
よ
う
に
、
本
訳
書
の
原
本
は
、
こ

れ
ら
四
巻
を
合
本
し
た
ロ
ベ
ー
ル
・
ラ
フ
ォ
ン
社
の
一
巻
本
で
あ
る
。（
た
だ
し
、
ロ
ベ
ー
ル
・
ラ
フ
ォ
ン
社
﹁
ル
ネ

サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
﹂
に
付
さ
れ
て
い
る
ク
ロ
ー
ド
・
メ
ト
ラ
の
序
文
は
ロ
ベ
ー
ル
・
ラ
フ
ォ
ン
社
に
交
渉
し
た
も
の
の
メ

ト
ラ
氏
は
死
去
さ
れ
、
著
作
権
を
引
き
つ
い
で
い
る
人
が
不
詳
と
の
こ
と
で
本
訳
書
に
収
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。）

　

な
お
、
ミ
シ
ュ
レ
は
、
一
八
五
三
年
か
ら
一
八
六
七
年
ま
で
か
け
て
、
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
大
革
命
前
夜
ま
で
の
フ
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ラ
ン
ス
史
を
執
筆
し
、
一
八
七
二
年
か
ら
一
八
七
四
年
ま
で
を
か
け
て
﹁
十
九
世
紀
史
﹂
を
著
し
、
完
成
し
て
の
ち
、

同
年
二
月
九
日
に
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
間
に
も
、
と
く
に
﹁
中
世
篇
﹂
は
何
度
も
書
き
改
め
て
い
る
。

ま
さ
に
、
全
生
涯
を
『
フ
ラ
ン
ス
史
』
の
た
め
に
捧
げ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
﹁
ル
ネ
サ
ン
ス
﹂
と
い
う
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
に
お
い
て
文
学
と
芸
術
の
創
造
が
活
発
化
し
た
一

つ
の
は
っ
き
り
し
た
歴
史
上
の
現
象
と
し
て
、
い
ま
で
は
誰
で
も
容
易
に
脳
裏
に
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ

う
し
た
文
芸
復
興
の
機
運
が
盛
り
上
が
っ
た
の
は
、
国
に
よ
っ
て
時
期
も
異
な
る
し
、
そ
れ
が
顕
著
だ
っ
た
国
も
あ

れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
顕
著
に
現
れ
な
か
っ
た
国
も
あ
る
。
最
初
に
起
き
た
の
は
、
周
知
の
よ
う
に
イ
タ
リ
ア
で
、
そ
の

影
響
が
伝
播
し
て
フ
ラ
ン
ス
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
、
フ
ラ
ン
ド
ル
や
オ
ラ
ン
ダ
で
、
ド
イ
ツ
で
起
き
て
い
っ
た
の

だ
っ
た
。

　

イ
タ
リ
ア
が
文
芸
復
興
の
最
初
の
火
付
け
役
と
な
っ
た
の
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
考
え
ら
れ
る
が
、
一
つ
は
、

キ
リ
ス
ト
教
的
ド
グ
マ
に
制
約
さ
れ
な
い
、
人
間
本
来
の
美
の
基
準
を
教
え
て
く
れ
る
手
本
と
し
て
ギ
リ
シ
ア
・

ロ
ー
マ
の
古
典
古
代
の
遺
産
が
身
近
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
に
と
っ
て
、
ロ
ー
マ
の
そ
れ
が
も

と
も
と
身
近
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
イ
タ
リ
ア
の
諸
都
市
が
ロ
ー
マ
時
代
の
都
市
を
基
礎
と
し
、
そ
こ
か
ら
資
材
を
剝

ぎ
取
っ
て
築
か
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
当
然
で
あ
っ
た
が
、
と
き
あ
た
か
も
、
も
う
一
つ
の
ロ
ー
マ
の
生
き
残
り
で
あ

る
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
が
東
方
オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
の
勢
力
拡
大
に
よ
っ
て
滅
亡
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
、
ギ
リ
シ
ア
学
者

た
ち
が
イ
タ
リ
ア
に
逃
げ
て
き
た
こ
と
も
、
契
機
の
一
つ
に
な
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
指
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人名索引

※歴史的に実在した人物だけでなく、神話・宗教上の人物、文学作品に登場する人物名も抽出
した。欧文表記は、ミシュレの原著に従った。

【ア行】

アイオロス Éole    115

アイスキュロス Eyschyle    327

アヴィセンナ Avicenne（イブン＝
スィーナー）    36, 37

アヴェロエス Averroès（イブン＝ル
シュド）    36, 37

アウグストゥス Auguste    46, 330, 348

アウルス・ゲリウス Aulu-Gelle    339

アエネイアス Enée    322

アグリッパ Agrippa（ベルギーの医師）    
344, 388, 450

アーサー王 Arthur    381

アストーレ・マンフレディ Astorre 
Manfredi    238, 245

アダム Adam    45, 94

アッティラ Attila    325

アッラー Allah    45

アテナ神 Athéna    51

アトラス Atlas    369

アドリアン・フォン・ユトレヒト
Adrien dʼUtrecht（ハドリアヌス六世）    
390

アドルフ・ド・クレーヴ Adolphe de 
Clèves    227

アニェス Agnès    398, 399

アニュレ Agnelet    87, 90

アブラハム Abraham （イスラエル族長）    
56, 330, 442

アフラ・マズダOrmud    46

アベラール（ペトルス・アベラルドゥ
ス）Abailard    10, 13, 14, 33-36, 43, 

55, 56

アラン・バルブトルト Allan Barbetorte    

19

アリアノス Arrianos    25

アリオスト Arioste    7, 83, 146, 349, 

400, 440, 444

アリストテレス Aristote    36-39, 67, 85, 

321-325, 327, 384

アリストファネス Aristophanes    26

アーリマン Arimane（闇の神）    94

アルヴィアーノ Alviano, Bartolomeo di    

280, 413, 415, 421, 427

アルキアーティ Alciat    342

アルキメデス Archimède    82

アルキンディ Alkindi    37
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ジュール・ミシュレ（Jules Michelet）
フランス革命末期の₁₇₉₈年 ₈ 月にパリで生まれ、父親の印刷業を手伝いながら、まだ中世の面
影を色濃く残すパリで育ち勉学に励んだ。₁₈₂₇年、高等師範の歴史学教授。₁₈₃₁年、国立古文
書館の部長、₁₈₃₈年からコレージュ・ド・フランス教授。復古王制やナポレオン三世の帝政
下、抑圧を受けながら人民を主役とする立場を貫いた。₁₈₇₄年 ₂ 月没。

桐村泰次（きりむら・やすじ）
₁₉₃₈年、京都府福知山市生まれ。₁₉₆₀年、東京大学文学部卒（社会学科）。欧米知識人らとの
対話をまとめた『西欧との対話』のほか、『仏法と人間の生き方』等の著書、訳書にジャック・
ル・ゴフ『中世西欧文明』、ピエール・グリマル『ローマ文明』、フランソワ・シャムー『ギリ
シア文明』『ヘレニズム文明』、ジャン・ドリュモー『ルネサンス文明』、ヴァディム＆ダニエ
ル・エリセーエフ『日本文明』、ジャック・ル・ゴフ他『フランス文化史』、アンドレ・モロワ
『ドイツ史』、ロベール・ドロール『中世ヨーロッパ生活誌』、フェルナン・ブローデル『フラン
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