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自治都市トゥールーズにおける上訴制の確立とカペー朝期親王領政策の諸相

自
治
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
上
訴
制
の
確
立
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カ
ペ
ー
朝
期
親
王
領
政
策
の
諸
相

︱
︱
上
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裁
判
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を
め
ぐ
る
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政
官
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と
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代
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を
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︱
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史
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一　

は
じ
め
に

　
『
ル
イ
聖
王
伝
』
の
作
者
と
し
て
名
高
い
ジ
ャ
ン
・
ド
・
ジ
ョ
ワ
ン
ヴ
ィ
ル）1
（

が
伝
え
て
い
る
よ
う
に
、
十
字
軍
遠
征
の
た
め
長
ら

く
王
国
を
留
守
に
し
て
い
た
ル
イ
九
世
が
、
そ
の
不
在
に
乗
じ
て
乱
れ
た
綱
紀
（
特
に
司
法
の
退
廃
）
を
粛
正
す
べ
く
、
帰
国
直
後

の
一
二
五
四
年
一
二
月
に
司
法
改
革
令
（
大
王
令）

2
（

）
を
公
布
し
た
こ
と
は
夙
に
知
ら
れ
て
い
る）（
（

。
他
方
、
兄
王
の
忠
実
な
模
倣
者
で

あ
り
、
時
の
カ
ペ
ー
朝
王
権
に
よ
る
親
王
領
政
策
の
手
駒
と
し
て
南
仏
の
所
領
を
「
フ
ラ
ン
ス
化
す
るrendre françaises

」
こ

と
に
尽
力
し
た
と
さ
れ
る
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス）4
（

が
、
当
王
令
と
相
前
後
し
て
南
仏
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
所
領
（
＝
ト
ゥ
ー
ル
ー

ズ
伯
領
）
向
け
に
発
し
た
同
様
の
司
法
改
革
令）5
（

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
単
な
る
類
似
性
以
上
の
重
要
性
は
認
め
ら
れ
て
来
な
か
っ

た
。

　

し
か
し
、
あ
ら
た
め
て
両
司
法
改
革
令
を
比
較
分
析
す
る
と）（
（

、
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
司
法
改
革
令
に
は
「
上
訴
制
の
確
立
」
と

い
う
大
き
な
差
異
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
通
説
の
ご
と
く
彼
が
王
権
政
策
の
模
倣
者
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
点
に
こ
そ
、

王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
積
極
的
な
意
図
な
い
し
は
中
世
ロ
ー
マ
法
学
に
お
け
る
皇
帝
の
絶
対
的
立
法
権
（Princeps legibus solutus 

est

：D
.1.3.31 / Q

uod principi placuit legis habet vigorem
：D

.1.4.1.pr.

）
を
援
用
し
た
当
時
の
王
権
理
論
と
の
関
連
性
を
見

出
し
得
る
も
の
と
考
え
る
。
他
方
で
、
近
時
フ
ラ
ン
ス
の
法
史
家
ク
リ
ネ
ン
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
、
盛
期
中
世
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

る
「
立
法
絶
対
主
義absolutism

e législatif

」
概
念）（
（

に
対
し
て
は
、
歴
史
の
現
象
面
よ
り
も
理
念
モ
デ
ル
に
重
き
を
置
く
も
の
で

あ
り
、
結
論
を
急
ぎ
過
ぎ
て
い
る
、
と
の
反
論
が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
り）8
（

、
特
に
斯
界
の
泰
斗
リ
ゴ
デ
ィ
エ
ー
ル
の
分
析
が
示
す
よ

　

㈠　
「
完
全
な
る
権
力plena potestas

」

　

㈡　
「
代
理représentation

」
概
念

　

㈢　

親
王
領
に
お
け
る
王
権
理
論
の
適
用
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う
に
、
一
三
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
右
の
ロ
ー
マ
法
文
の
適
用
は
非
常
に
限
ら
れ
た
範
囲
で
、
そ
れ
も
極
め
て
形
式
的
に
受
容
さ

れ
た
に
過
ぎ
ず
、
さ
ら
に
そ
の
実
効
性
如
何
に
つ
い
て
は
、
国
王
立
法
を
つ
ぶ
さ
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る）（
（

な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
ク

リ
ネ
ン
の
分
析
系
は
極
度
に
相
対
化
さ
れ
よ
う
。

　

そ
こ
で
以
下
本
稿
で
は
、
当
該
上
訴
制
の
適
用
地
域
た
る
南
仏
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
所
領
の
主
都
で
あ
り
、
歴
代
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯

よ
り
広
汎
な
特
権
を
認
め
ら
れ
て
き
た
自
治
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
執
政
官
府
と
伯
代
官
と
の
間
の
裁
判
権
（
裁
判
先
取
権
・
上
訴

権
）
を
め
ぐ
る
抗
争
の
歴
史
を
素
材
と
し
て
、
古
典
的
通
説
で
は
ロ
ー
マ
法
に
由
来
す
る
南
仏
の
地
域
的
特
性
と
さ
れ
る
上
訴
制）（（
（

を

あ
え
て
明
文
化
し
、
こ
れ
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
執
政
官
府
を
伯
代
官
に
従
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
政

策
を
、
ク
リ
ネ
ン
の
分
析
系
に
従
っ
て
、
時
の
王
権
理
論
の
積
極
適
用
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
を
そ
の
目
的
と
し
た
い
。

　

二　

前
史
：
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
「
伯
代
官vicarius ; viguier

」
の
興
隆

　

㈠　

中
世
前
期
に
お
け
る
伯
代
官
の
萌
芽
：
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
か
ら
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
ま
で

　

ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
執
政
官
府
と
伯
代
官
の
裁
判
権
を
め
ぐ
る
抗
争
の
歴
史
を
ひ
も
と
く
に
は
、
先
ず
南
仏
に
お
け
る
伯
代

官
の
興
隆
に
つ
い
て
概
観
す
る
必
要
が
あ
る）（（
（

。

　

１　

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
期

　

九
～
一
一
世
紀
の
ロ
ワ
ー
ル
以
南
の
諸
地
方
に
お
い
て
は
、「
ウ
ィ
カ
ー
リ
アvicaria

」
な
る
語
が
史
料
に
頻
出
す
る
が
、
こ
の

語
は
そ
も
そ
も
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
期
に
伯
領
を
意
味
し
た
「
パ
ー
グ
スpagus
」
の
下
位
区
分
に
対
す
る
領
域
呼
称
で
あ
り
、
ラ
ン
グ

ド
ッ
ク
地
方
に
つ
い
て
も
そ
の
用
例
が
確
認
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
し
か
し
、
こ
の
「
ウ
ィ
カ
ー
リ
ア
」
な
る
語
は
歴
史
の
過
程
で
徐
々
に

領
域
的
な
意
味
を
喪
失
し
、
そ
こ
か
ら
個
人
の
資
格
呼
称
と
し
て
の
「
ウ
ィ
カ
ー
リ
ウ
スvicarius

」
な
る
語
が
派
生
し
た
の
で
あ
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る
が
、
こ
う
し
た
変
遷
の
萌
芽
は
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
期
ガ
ロ
＝
ロ
ー
マ
領
域
の
官
制
を
網
羅
し
た
『
官
職
要
覧
』
に
お
け
る
次
の
よ

う
な
定
義
に
求
め
ら
れ
る）（（
（

。

　

・「
伯
が
キ
ウ
ィ
タ
ス
に
関
す
る
所
用
で
、
国
王
も
し
く
は
パ
ト
リ
キ
ウ
ス
の
元
へ
伺
候
す
る
と
き
、
伯
の
代
理
を
す
る
者
、
そ

れ
が
ウ
ィ
カ
ー
リ
ウ
ス
で
あ
る
」（
ザ
ン
ク
ト
＝
ガ
レ
ン
写
本）

（（
（

）

　

・「
伯
が
キ
ウ
ィ
タ
ス
に
関
す
る
所
用
で
国
王
の
元
に
伺
候
す
る
か
、
ま
た
は
不
在
の
折
に
そ
の
代
理
を
す
る
者
、
そ
れ
が
ウ
ィ

カ
ー
リ
ウ
ス
と
称
さ
れ
る
」（
ヴ
ァ
チ
カ
ン
写
本）

（（
（

）

　

こ
れ
ら
の
定
義
か
ら
は
、
独
自
の
管
轄
領
域
を
持
た
な
い
、
伯
の
単
な
る
下
僚
・
代
理
役
人
と
し
て
官
職
体
系
の
中
に
位
置
付
け

ら
れ
る
「
ウ
ィ
カ
ー
リ
ウ
ス
」
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
が
、
翻
っ
て
ト
ゥ
ー
ル
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
に
よ
る
『
歴
史
十
書
』
に
お

け
る
「
裁
判
権
を
用
い
て
そ
の
パ
ー
グ
ス
を
統
治
し
て
い
た
、
こ
の
ウ
ィ
カ
ー
リ
ウ
ス
・
ア
ニ
モ
ド
ゥ
ス
の
裏
切
り
で
…
…）（（
（

」
と
い

う
記
述
に
目
を
転
じ
る
な
ら
ば
、
六
世
紀
末
に
は
伯
の
代
理
役
人
と
し
て
支
配
す
べ
く
、
固
有
の
管
轄
領
域
に
公
権
力
を
付
与
さ
れ

て
派
遣
さ
れ
た
「
ウ
ィ
カ
ー
リ
ウ
ス
」
も
存
在
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

か
く
し
て
、
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
期
に
は
、
①
『
官
職
要
覧
』
タ
イ
プ
（
伯
の
不
在
に
際
し
て
、
そ
の
代
理
人
と
し
て
キ
ウ
ィ
タ
ス
領

域
全
体
を
統
括
す
る
）
と
②
『
歴
史
十
書
』
タ
イ
プ
（
キ
ウ
ィ
タ
ス
の
下
位
領
域
パ
ー
グ
ス
を
恒
常
的
に
統
治
し
、
伯
の
支
配
権
を
限
定
さ

れ
た
小
領
域
で
代
行
す
る
）
の
二
種
類
の
「
ウ
ィ
カ
ー
リ
ウ
ス
」
が
存
在
し
て
お
り
、
さ
ら
に
「
グ
ン
ト
ラ
ム
勅
令
」（
五
八
五
年
）

に
お
け
る
「（
伯
は
）
自
身
に
委
任
さ
れ
た
領
域
に
つ
い
て
、
ウ
ィ
カ
ー
リ
ウ
ス
や
、
い
か
な
る
側
近
も
誰
で
あ
れ
こ
れ
を
任
命
し

た
り
、
派
遣
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
彼
ら
は
悪
し
き
行
い
を
認
め
つ
つ
取
引
し
た
り
、
誰
彼
問
わ
ず
不
当
な

没
収
を
し
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る）（（
（

」
と
い
う
規
定
か
ら
は
、
既
に
六
世
紀
末
の
時
点
で
、
独
自
の
管
轄
領
域
を
有
す
る
「
ウ
ィ
カ
ー

リ
ウ
ス
」
の
存
在
が
か
な
り
一
般
化
し
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
公
権
力
を
背
景
と
す
る
彼
ら
の
職
権
濫
用
が
深
刻
な
社
会
不
安
を

醸
成
し
て
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
こ
の
「
グ
ン
ト
ラ
ム
勅
令
」
は
、
本
来
ガ
ロ
＝
ロ
ー
マ
領
域
全
体
に
わ
た
る
統
治
の
基
本
方
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針
を
表
明
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、
キ
ウ
ィ
タ
ス
領
域
が
他
の
地
方
に
比
し
て
広
大
で
あ
っ
た
ロ
ワ
ー
ル
以
南
を
効
果
的
に
支
配

す
る
た
め
、
伯
が
そ
の
管
轄
領
域
全
体
に
「
ウ
ィ
カ
ー
リ
ウ
ス
」
を
自
ら
の
代
理
人
と
し
て
分
散
配
置
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
こ
と

は
容
易
に
推
定
さ
れ
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
「
ウ
ィ
カ
ー
リ
ウ
ス
」
と
の
関
連
で
注
意
を
要
す
る
の
が
、「
ユ
ー
デ
ク
スjudex

」
な
る
語
で
あ
る
。
こ
の

語
は
極
め
て
一
般
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
意
味
内
容
は
曖
昧
で
あ
り
、
例
え
ば
西
ゴ
ー
ト
王
国
に
お
け
る
「
ユ
ー
デ
ク
ス
」
は
、

キ
ン
グ
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、「
単
に
裁
判
官
を
意
味
す
る
語
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た）（（
（

。」
か
く
し
て
、
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
期
に

お
い
て
何
ら
か
の
意
味
で
裁
判
権
を
掌
握
し
、
裁
判
を
主
宰
す
る
者
は
、
そ
の
機
能
ゆ
え
に
「
ユ
ー
デ
ク
ス
」
と
形
容
さ
れ
た
の
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
先
に
挙
げ
た
『
歴
史
十
書
』
に
お
い
て
「
裁
判
権
を
用
い
てiudecaria potestas

」
パ
ー
グ
ス
を
支
配
し
て

い
た
ア
ニ
モ
ド
ゥ
ス
は
、「
ウ
ィ
カ
ー
リ
ウ
ス
」
に
し
て
「
ユ
ー
デ
ク
ス
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

２　

カ
ロ
リ
ン
グ
朝
期

　

こ
の
よ
う
な
農
村
小
領
域
の
統
括
者
と
し
て
の
「
ウ
ィ
カ
ー
リ
ウ
ス
」
の
権
限
内
容
が
史
料
に
お
い
て
具
体
的
に
言
及
さ
れ
る
の

は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
期
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
シ
ャ
ル
ル
＝
マ
ー
ニ
ュ
の
勅
令
で
は
、「
ウ
ィ
カ
ー
リ
ウ
ス
お
よ
び

ケ
ン
テ
ー
ナ
ー
リ
ウ
ス
の
面
前
で
は
、
皇
帝
の
巡
察
使
も
し
く
は
伯
の
臨
席
の
な
い
限
り
、
所
有
財
産
と
自
由
に
つ
い
て
判
決
さ
れ

た
り
、
審
理
さ
れ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い）（（
（

」
あ
る
い
は
「
土
地
財
産
や
人
的
自
由
に
つ
い
て
は
ウ
ィ
カ
ー
リ
ウ
ス
や
ケ
ン
テ
ー
ナ
ー

リ
ウ
ス
の
面
前
で
審
理
さ
れ
て
は
な
ら
な
い）（（
（

」
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
「
ウ
ィ
カ
ー
リ
ウ
ス
」
の
権
限
を
消
極
的
に

限
定
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
他
に
も
、「
ウ
ィ
カ
ー
リ
ウ
ス
」
へ
の
贈
物
の
禁
止
、
違
法
行
為
を
な
す
「
ウ
ィ
カ
ー
リ
ウ
ス
」

の
更
迭
命
令
、「
ウ
ィ
カ
ー
リ
ウ
ス
」
の
法
の
熟
知
と
遵
守
等
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る）（（
（

。

　

か
く
し
て
、
伯
の
属
僚
と
捉
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
以
来
の
村
落
裁
判
主
宰
者
の
管
轄
権
能
を
制
限
し
、
彼
ら
か

ら
在
地
の
裁
判
秩
序
が
内
包
す
る
「
古
き
権
利
」
が
剝
奪
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
裁
判
主
宰
者
た
る
「
ユ
ー
デ
ク
ス
」
か
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ら
、
伯
の
属
僚
と
し
て
管
轄
権
を
担
う
「
ウ
ィ
カ
ー
リ
ウ
ス
」
へ
の
変
容
が
図
ら
れ
、
こ
こ
に
後
代
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
「
伯
代

官vicarius ; viguier

」
が
登
場
し
た
。

　

㈡　

ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
に
お
け
る
伯
代
官
の
隆
盛
：
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
末
期
か
ら
ア
ル
ビ
十
字
軍
ま
で

　

以
上
、
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
か
ら
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
に
至
る
伯
代
官
登
場
の
過
程
を
南
仏
全
体
に
わ
た
っ
て
俯
瞰
し
て
来
た
が
、
こ
こ

か
ら
は
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
に
目
を
転
じ
、
特
に
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
末
期
か
ら
ア
ル
ビ
十
字
軍
に
至
る
、
伯
代
官
の
隆
盛
に
つ
い
て
概

観
す
る
こ
と
で
、
後
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
執
政
官
府
と
の
裁
判
権
を
め
ぐ
る
抗
争
の
端
緒
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

１　

ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
に
お
け
る
「
伯
代
官viguier

」・「
副
伯vicom

te

」
の
興
隆

　

ア
ル
ビ
十
字
軍
終
結
後
の
南
仏
に
お
け
る
北
仏
カ
ペ
ー
朝
王
権
の
伸
張
に
関
す
る
古
典
的
名
著
、『
ル
イ
聖
王
と
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
伯

ア
ル
フ
ォ
ン
ス
』（
一
八
七
〇
年
）
を
著
し
た
ブ
ー
タ
リ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
非
常
に
古
い
制
度
と
し
て
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
期
ま
で
伯
を
代

行
し
て
来
た
「
伯
代
官vicarius ; viguier
」
は
、
①
伯
の
代
理
た
るvicarius

と
②
制
度
化
さ
れ
た
権
限
を
担
う
属
僚
と
し
て
の

viguier

の
二
種
を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る）（（
（

。
こ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
①
『
官
職
要
覧
』
型
と
②
『
歴
史
十
書
』
型
の
二
つ
の

類
型
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
末
期
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
に
お
い
て
は
、「
ケ
ン
テ
ナ
ー
リ
ア
」
と
混
同
さ

れ
、
伯
領
の
下
位
行
政
区
分
を
構
成
す
る
に
至
っ
た
司
法
行
政
管
区
を
担
当
す
る
「
伯
代
官viguier

」
が
登
場
し
、
管
区
で
あ
る

「
代
官
区vigurie

」
の
長
と
し
て
、
従
来
のvicarius

と
は
異
な
る
機
能
を
担
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
①
型
（vicarius

）
が
伯
の

代
理
と
し
て
伯
と
同
等
の
権
能
を
担
う
の
に
対
し
、
②
型
（viguier
）
は
固
有
の
属
性
権
限
（
特
に
刑
事
裁
判
権
）
を
担
っ
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
家
の
前
期
二
家
系
が
抱
え
て
い
た
司
法
を
補
佐
す
る
「
代
行
官vicaire ; vicarius

」
を
起
源
と

す
る
「
伯
代
官
」
が
第
二
家
系
末
期
に
登
場
す
る）（（
（

の
で
あ
る
が
、
本
来
「
伯
の
派
遣
代
行m

issus com
itis

」
で
あ
っ
た
彼
ら
は
、



2（

自治都市トゥールーズにおける上訴制の確立とカペー朝期親王領政策の諸相

そ
の
多
く
が
自
ら
に
委
託
さ
れ
て
い
た
権
力
を
自
身
で
行
使
す
る
に
至
り
、
官
職
を
封fief

と
し
て
私
有
・
世
襲
化
し
、「
副
伯

vicom
te

」
を
名
乗
っ
た）（（
（

。
こ
こ
に
、
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
期
と
は
異
な
る
、
封
建
領
主
た
る
伯
の
代
行
官lieutenant

と
し
て
の
「
副

伯
」
が
登
場
し
、
一
〇
世
紀
に
は
伯
の
大
権regalia

を
侵
奪
し
て
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
か
ら
の
完
全
な
独
立
を
勝
ち
得
た
の
み
な
ら

ず
、
そ
の
う
ち
の
幾
つ
か
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
に
拮
抗
し
得
る
程
の
地
域
権
門
（
例
え
ば
、
ト
ラ
ン
カ
ヴ
ェ
ル
家
、
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
副

伯
、
ロ
ー
ト
レ
ッ
ク
副
伯
、
ミ
ネ
ル
ヴ
副
伯
、
ロ
デ
ー
ヴ
副
伯
、
グ
レ
ズ
副
伯
、
ポ
リ
ニ
ャ
ッ
ク
副
伯
、
等
）
を
形
成
し
た
こ
と
は
、
フ

リ
ッ
シ
ュ
に
よ
っ
て
「
封
建
時
代
の
南
仏
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
史
に
お
け
る
最
も
際
立
っ
た
事
実
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

　

２　

自
治
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
「
伯
代
官
」

　

こ
の
よ
う
に
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
に
お
い
て
は
、
本
来
伯
の
代
行
官
と
し
て
自
ら
に
委
任
さ
れ
た
一
定
の
権
限
を
行
使
す
べ
き

「
伯
代
官
」
の
多
く
が
、
管
区
に
お
い
て
伯
の
大
権
を
簒
奪
し
て
封
建
領
主
化
し
、「
副
伯
」
を
名
乗
る
に
至
っ
た
一
方
、
伯
領
の
主

要
都
市
（
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
、
ニ
ー
ム
、
カ
ル
カ
ッ
ソ
ン
ヌ
、
等
）
で
は
世
襲
化
に
至
ら
ず
、
伯
の
直
接
の
監
督
下
に
置
か
れ
て
い
た）（（
（

。

　

そ
の
後
一
二
～
一
三
世
紀
に
か
け
て
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
は
、
伯
の
平
和
維
持
策
の
失
敗
か
ら
恒
常
的
な
戦
争
状
態
に
置
か
れ
、

転
戦
を
重
ね
る
伯
の
不
在
が
伯
権
の
弱
体
化
、
細
分
化
と
分
散
を
も
た
ら
し
、
殊
に
三
度
の
十
字
軍
遠
征
に
伴
う
伯
の
不
在
は
、
こ

う
し
た
伯
権
の
衰
退
を
決
定
づ
け
る
も
の
と
な
っ
た）（（
（

。
伯
の
主
要
な
家
臣
・
副
伯
・
封
建
領
主
が
伯
と
共
に
十
字
軍
に
参
加
し
た
結

果
、
留
守
居
役
の
代
官
た
ち
も
次
々
に
世
襲
的
な
貴
族
身
分
を
形
成
し
独
立
す
る
な
か
、
自
治
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
代
官
だ
け
は

世
襲
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
伯
が
そ
の
任
命
権
を
維
持
し）（（
（

、
司
法
・
行
政
的
な
権
能
を
有
す
る
罷
免
可
能
な
伯
の
属
僚
と
し
て
、
伯

の
権
威
を
民
衆
に
常
に
意
識
さ
せ
る
こ
と
に
寄
与
し
た）（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
に
お
け
る
「
伯
代
官

viguier

」
も
、
そ
の
変
遷
過
程
か
ら
①
「
副
伯
」
型
（
土
着
化
し
て
伯
の
大
権
を
簒
奪
し
、
封
建
領
主
と
し
て
官
職
を
世
襲
）
と
②

「
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
代
官
」
型
（
一
定
の
権
限
の
み
伯
を
代
行
し
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
伯
の
属
僚
に
と
ど
ま
る
）
に
分
類
さ
れ
、
そ
れ
ぞ

れ
先
に
述
べ
た
①
『
官
職
要
覧
』
型
と
②
『
歴
史
十
書
』
型
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
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ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
代
官
区
は
、
一
種
の
裁
判
官
区
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
は
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
を
は
じ
め
周
辺
領
域
に
及
ぶ
も
の
で
あ
っ

た
が
、
こ
の
代
官
の
裁
判
所
と
並
ん
で
自
治
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
執
政
官
府
裁
判
所
も
第
一
審
を
構
成
し
て
お
り
、
訴
訟
当
事
者

は
封
主
た
る
伯
の
代
官
の
裁
判
所
と
執
政
官
府
裁
判
所
の
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
た）（（
（

。
こ
の
点
に
つ
き
ブ
ー
タ
リ
ッ
ク

は
、
こ
う
し
た
封
主
の
裁
判
所
と
執
政
官
府
の
裁
判
所
の
選
択
権
こ
そ
が
、
一
二
世
紀
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
民
主
政
の
成
果
で

あ
る
と
評
し
て
い
る）（（
（

が
、
こ
の
よ
う
な
自
治
特
権
と
結
び
つ
い
た
形
で
の
裁
判
権
の
競
合
は
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
展
開
を
見
せ
る

の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
ア
ル
ビ
十
字
軍
期
の
自
治
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
執
政
官
府
の
興
隆
を
軸
に
、
伯
代
官
と
の
裁

判
権
を
め
ぐ
る
抗
争
の
歴
史
を
辿
っ
て
行
き
た
い
。

三　

ア
ル
ビ
十
字
軍
期
の
自
治
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
執
政
官
府
の
興
隆

　

㈠　

執
政
官
府
と
伯
と
の
関
係
の
あ
ら
ま
し

　

一
二
六
五
年
、
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
は
自
ら
、
自
治
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
執
政
官
府
の
裁
判
権
が
伯
代
官
に
よ
っ
て
不

当
に
奪
わ
れ
て
い
る
現
状
を
憂
慮
し
て
、
執
政
官
府
と
伯
代
官
が
司
法
に
関
し
て
共
存
す
べ
き
こ
と
を
宣
言
し
て
お
り）（（
（

、
こ
の
こ
と

か
ら
、
王
権
支
配
下
に
あ
っ
て
な
お
、
執
政
官
府
と
伯
代
官
と
の
裁
判
権
の
競
合
が
実
際
問
題
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、

こ
の
よ
う
に
、
執
政
官
府
が
伯
と
そ
の
代
官
に
対
抗
し
得
る
自
立
的
勢
力
と
な
っ
た
の
は
、
一
二
世
紀
末
の
こ
と
で
あ
る
。
一
一
七

六
年
に
は
、
執
政
官
府
の
名
の
下
に
裁
判
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
史
料
上
明
ら
か
（A

A
1/（（

：「
執
政
官consul

」
な
る
称
号
の
初

出
）
（（
（

）
で
あ
る
が
、
そ
の
後
執
政
官
府
が
伯
か
ら
の
独
立
を
拡
大
す
る
と
共
に
執
政
官
の
役
割
も
明
確
化
し
、
一
一
八
九
年
一
月
に
伯

と
執
政
官
府
が
諸
特
権
に
つ
き
協
定
（A

A
1/8 et （

）
を
取
り
結
ん
で
以
降
、
執
政
官
府
は
そ
の
権
勢
を
極
め
る
こ
と
と
な
る
。

　

か
く
し
て
、
執
政
官
府
は
都
市
住
民
の
代
表
に
し
て
首
長
と
な
り
、
封
建
的
な
誠
実
宣
誓
に
基
づ
く
拘
束
に
よ
っ
て
の
み
、
伯
と
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の
関
係
を
持
つ
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
伯
へ
の
誠
実
宣
誓
義
務
は
、
新
し
い
執
政
官
の
就
任
時
の
他
、
伯
の
即
位
時
に
も
課
せ

ら
れ
（A

A
1/10

：
一
一
九
五
年
レ
モ
ン
六
世
／A

A
1/80

：
一
二
二
二
年
レ
モ
ン
七
世
）、
執
政
官
府
が
伯
に
誠
実
宣
誓
を
行
う
代
わ
り

に
、
伯
は
執
政
官
府
の
自
由
特
権
諸
々
を
保
証
す
る）（（
（

。
こ
れ
に
よ
り
、
伯
か
ら
の
独
立
を
獲
得
し
た
執
政
官
府
は
、
封
建
制
の
階
層

秩
序
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
伯
が
執
政
官
府
を
宣
誓
に
お
い
て
公
認
す
る
こ
と
は
、
伯
の
権
威
を
損

な
う
こ
と
な
く
両
者
の
間
に
一
定
の
均
衡
を
生
み
出
す
と
い
う
利
点
が
あ
り
、
こ
れ
ら
一
連
の
自
治
組
織
の
変
革
は
、
伯
と
の
合
意

の
下
で
平
和
裏
に
進
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る）（（
（

。

　

し
か
し
、
執
政
官
府
は
レ
モ
ン
五
世
統
治
下
の
一
一
八
九
年
に
は
、
既
に
執
政
官
の
選
任
権
を
め
ぐ
っ
て
伯
の
統
制
か
ら
の
よ
り

一
層
の
離
脱
を
開
始
し
て
お
り）（（
（

、
一
二
二
三
年
に
は
、
伯
位
を
継
承
し
た
レ
モ
ン
七
世
が
自
ら
の
意
思
で
、
伯
は
貴
顕
と
自
治
都
市

の
同
意
が
な
け
れ
ば
、
執
政
官
の
選
任
に
関
し
て
何
ら
権
利
を
有
し
て
い
な
い
旨
を
市
民
公
会
の
場
で
厳
粛
に
宣
言
す
る

（A
A

1/8（

）
（（
（

）
ま
で
に
至
っ
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
一
一
八
九
年
～
一
二
二
九
年
ま
で
、
執
政
官
府
を
筆
頭
と
す
る
自
治
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
は
、
ほ
ぼ
完
全
な
自
由

を
獲
得
し
て
黄
金
時
代
を
迎
え
、
通
説
的
見
解）（（
（

に
お
い
て
は
、
イ
タ
リ
ア
型
「
コ
ン
タ
ー
ドcontado

」
支
配
に
基
づ
く
「
ト
ゥ
ー

ル
ー
ズ
共
和
国république toulousaine

」
と
も
言
う
べ
き
も
の
を
形
作
っ
て
い
た
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
ア
ル
ビ
十
字
軍
に
よ

る
混
乱
の
時
代
、
カ
ペ
ー
朝
北
仏
王
権
の
圧
力
に
対
す
る
抵
抗
の
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
実
質
的
な
中
心
地
と
な
っ
た
自
治
都
市
ト
ゥ
ー

ル
ー
ズ
は
、
恐
ら
く
は
伯
の
不
在
に
乗
じ
て
勢
力
を
拡
大
し
、
一
二
〇
九
年
に
は
“patria T

olosana

”と
呼
ば
れ
る
支
配
領
域
を

確
立
し
た）（（
（

。
こ
の
機
に
乗
じ
て
執
政
官
府
も
、
考
え
得
る
す
べ
て
の
特
権
を
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
防
衛
の
た
め
伯
に
要
求
し
て
領
邦
君
主

に
肩
を
並
べ
、
伯
の
行
政
官
の
要
職
で
あ
る
、
伯
代
官
へ
の
統
制
を
強
め
て
行
き
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
民
と
伯
の
他
の
臣
民
と
の
間

の
紛
争
に
際
し
て
は
、
執
政
官
府
裁
判
所
が
民
事
・
刑
事
共
に
上
級
裁
判
権
を
持
つ
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る）（（
（

。

さ
ら
に
マ
ン
デ
ィ
は
、
一
二
一
七
年
～
一
二
二
九
年
を
自
治
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
政
治
的
・
地
域
的
な
絶
頂
期
と
し
て
と
り
わ
け
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重
視
し）（（
（

、
ア
ル
ビ
十
字
軍
が
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
か
ら
追
わ
れ
た
一
二
一
七
年
九
月
の
反
乱
を
契
機
と
し
て
、
翌
年
に
再
興
さ
れ
た
執
政

官
府
が）（（
（

、consul

やdom
inus

な
ど
の
称
号
を
公
式
に
用
い
て
伯
に
並
ぶ
君
主
然
と
し
て
振
る
舞
う
よ
う
に
な
り）（（
（

、
一
二
二
二
年

九
月
二
二
日
に
は
、
本
来
伯
の
大
権
に
属
す
べ
き
宗
教
施
設
、
世
俗
の
建
造
物
や
公
道
の
保
護
（
＝
教
会
の
保
護
と
治
安
維
持
）
が
執

政
官
府
に
一
任
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
伯
に
認
め
さ
せ
る
に
至
っ
た
（A
A

1/（（

）
（（
（

）
と
し
て
、
こ
れ
を
執
政
官
府
の
隆
盛
の
極
み
と
見

て
い
る
。

　

以
上
が
、
ア
ル
ビ
十
字
軍
期
の
自
治
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
、
執
政
官
府
の
確
立
と
伯
と
の
関
係
の
概
要
で
あ
る
が
、
こ

こ
か
ら
は
、
中
世
に
お
い
て
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
立
法
権
と
裁
判
権）（（
（

に
焦
点
を
当
て
つ
つ
、
よ
り
詳
細
に
執
政
官
府
と
伯

と
の
関
係
の
変
遷
、
特
に
執
政
官
府
に
よ
る
伯
権
簒
奪
と
自
治
独
立
の
拡
大
過
程
に
つ
い
て
見
て
行
き
た
い
。

　

㈡　

執
政
官
府
に
よ
る
立
法
権
の
簒
奪

　

そ
も
そ
も
封
建
的
慣
習
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
司
法
行
政
権
力
は
、
そ
の
管
轄
の
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
や
法
律
を
制
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
執
政
官
府
も
自
治
特
権
を
拡
大
す
る
に
つ
れ
、
徐
々
に
立
法
権
を
手
中
に
収
め
て
行
っ
た）（（
（

の
で
あ
り
、
都
市
条
例

は
こ
う
し
た
簒
奪
の
諸
段
階
を
明
確
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
ド
ニ
ョ
ン
の
分
析
と
リ
ム
ー
ザ
ン
＝
ラ
モ
ッ
ト
に
よ
る

敷
衍
を
通
し
て
、
こ
れ
ら
の
段
階
を
確
認
し
て
行
き
た
い
。

　

１　

ド
ニ
ョ
ン
に
よ
る
分
析）（（
（

　

一
二
～
一
三
世
紀
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
都
市
条
例
は
、
伯
か
ら
執
政
官
府
へ
の
主
導
権
の
移
行
を
よ
く
示
す
も
の
で
あ
り
、
以
下

三
つ
の
段
階
に
分
け
ら
れ
る
。

①
伯
と
市
政
評
議
会
の
賛
同
に
よ
る
立
法
：
執
政
官
府
は
諮
問
機
関
と
し
て
参
与
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②
執
政
官
府
が
市
政
評
議
会
（
執
政
官
府
の
諮
問
機
関
）
の
場
で
、
伯
の
賛
同
（
ま
た
は
伯
の
立
会
）
の
下
に
立
法

③
執
政
官
府
が
ほ
と
ん
ど
常
に
単
独
で
、
市
政
評
議
総
会
（
市
民
公
会
）
の
賛
同
の
下
に
立
法
：
伯
の
排
除

　

南
仏
自
治
都
市
の
執
政
官
政
の
大
半
は
②
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
た
の
に
対
し
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
は
③
の
段
階
ま
で
進
ん
だ
こ
と
で
、

南
仏
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
諸
都
市
に
お
い
て
際
立
っ
た
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

　

２　

リ
ム
ー
ザ
ン
＝
ラ
モ
ッ
ト
に
よ
る
敷
衍）（（
（

　

リ
ム
ー
ザ
ン
＝
ラ
モ
ッ
ト
は
、
先
の
ド
ニ
ョ
ン
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
分
析
系
を
以
下
の
よ
う
に
跡
づ
け
て
い
る
。

①
伯
の
承
認
の
下
で
の
市
政
評
議
会
に
よ
る
条
例
制
定

一
一
五
二
年
の
証
書
（A

A
1/4 et 5

）
（（
（

）
は
、
そ
こ
に
収
録
さ
れ
た
「
都
市
条
例stabilim

entum

」
な
る
も
の
が
自
治
都
市
政
府
の
立
法

を
指
し
示
し
て
い
る
以
上
、
伯
に
よ
る
承
認
を
条
件
と
し
て
、
執
政
官
府
が
既
に
立
法
権
を
掌
握
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

②
伯
に
よ
る
諸
権
の
取
り
戻
し
と
伯
自
身
に
よ
る
条
例
制
定

し
か
し
、
一
一
八
一
年
～
一
一
八
八
年
に
か
け
て
、
司
教
・
都
市
貴
族
・
執
政
官
府
に
主
導
さ
れ
た
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
モ
ン
五
世
に

対
す
る
反
乱
が
起
き
、
伯
は
譲
歩
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
一
一
八
一
年
の
証
書
（A

A
1/（ et （

）
（（
（

）
に
お
け
る
、
伯
が
執
政
官
府
と
市
政

評
議
会
の
助
言
と
共
に
立
法
し
た
旨
の
記
述
は
、
こ
う
し
た
事
情
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。

③
執
政
官
あ
る
い
は
市
政
評
議
会
の
名
の
下
で
の
法
規
の
公
布

一
一
八
九
年
、
先
の
反
乱
に
勝
利
し
、
伯
権
の
打
倒
に
成
功
し
た
執
政
官
府
は
、
一
月
付
で
二
つ
の
協
定
（A

A
1/8 et （

）
を
伯
と
取

り
結
ん
で
い
る
。
こ
の
協
定
は
、
典
型
的
な
領
主
と
臣
民
の
間
の
封
建
契
約
（
相
互
宣
誓
）
の
形
を
と
っ
て
お
り
、
伯
が
決
定
的
に
不
利

な
立
場
（
例
え
ば
、
今
後
は
司
教
・
二
名
の
貴
顕
・
執
政
官
府
が
、
そ
れ
ま
で
伯
に
専
属
し
て
い
た
刑
事
裁
判
権
を
担
う
べ
き
こ
と）

（（
（

）
に

置
か
れ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る）

（（
（

。
一
一
九
三
年
三
月
に
は
、
執
政
官
府
はconstitutio

と
呼
ば
れ
る
形
式
で
単
独
立
法
を
行
っ
て
お
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り
（A

A
1/1（

）
（（
（

）、
執
政
官
府
に
よ
る
伯
の
立
法
権
の
簒
奪
は
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

３　

小　

括

　

か
く
し
て
、
執
政
官
府
は
立
法
権
に
関
し
て
伯
か
ら
完
全
な
独
立
を
果
た
し
、
そ
の
結
果
、
都
市
条
例
の
制
定
に
お
け
る
伯
の
臨

席
（A

A
1/1（

）
（（
（

）
や
承
認
（A

A
1/（5

）
（（
（

）
は
、
徐
々
に
必
須
と
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
書
類
上
、
執
政
官
府
の
立
法
に
伯
が
「
助

言
と
承
認cum

 consilio ; consensu

」
を
与
え
て
い
る
旨
の
定
型
句
が
挿
入
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
、
当
初
立
法
者
と
助
言
者

と
の
緊
密
な
関
係
性
を
示
し
て
い
た
文
句
が
、
立
法
決
議
の
有
効
性
を
強
め
る
だ
け
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い）（（
（

。
伯
の
立

法
権
に
は
、
も
は
や
執
政
官
府
の
提
案
を
拒
否
す
る
と
い
う
手
段
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
古
文
書
館

に
残
さ
れ
て
い
る
膨
大
な
都
市
条
例
に
は
、
自
治
都
市
政
府
の
権
力
組
織
、
治
安
、
都
市
の
維
持
管
理
、
通
商
規
則
、
異
端
の
追
及
、

等
多
岐
に
わ
た
る
内
容
が
含
ま
れ
て
お
り
、
伯
か
ら
簒
奪
さ
れ
た
執
政
官
府
の
立
法
権
に
制
約
は
無
く
、
司
法
・
行
政
の
あ
ら
ゆ
る

事
項
へ
と
拡
大
し
て
行
っ
た
こ
と
が
窺
え
る）（（
（

。

　

㈢　

執
政
官
府
に
よ
る
裁
判
権
の
簒
奪

　

こ
の
よ
う
に
、
自
治
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
執
政
官
府
に
よ
る
立
法
権
の
独
占
が
進
む
に
つ
れ
、
執
政
官
府
の
裁
判
権
も

伸
張
す
る
様
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
推
移
は
概
ね
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

１　

刑
事
裁
判
権
の
簒
奪）（（
（

　

一
一
七
六
年
三
月
の
執
政
官
府
判
決
（A

A
1/（（

）
は
、
執
政
官
府
が
伯
の
承
認
あ
る
い
は
立
法
上
の
先
例
か
ら
離
れ
て
、
独
自

に
裁
判
権
を
行
使
し
た
最
古
の
例
と
目
さ
れ
て
い
る
。
当
判
決
の
対
象
た
る
姦
通
は
重
罪
事
件
で
あ
り
、
重
罪
事
件
に
対
す
る
刑
事

裁
判
権
は
本
来
伯
の
大
権
に
属
す
以
上
、
そ
も
そ
も
執
政
官
府
は
本
件
に
対
す
る
裁
判
権
を
有
し
な
い
が
、
判
決
に
際
し
て
執
政
官
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府
は
、
本
件
の
刑
事
事
件
性
に
つ
い
て
言
及
を
避
け
、
加
え
て
当
判
決
が
既
判
力
を
持
つ
と
し
て）（（
（

、「
伯
の
大
権
た
る
刑
事
裁
判
権

の
簒
奪
」
と
「
執
政
官
府
の
判
決
の
法
源
性
」
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
他
方
、「
彼
ら
（
執
政
官
）
は
、
自
身
の
前
に
提
起
さ
れ

た
訴
え
を
注
意
深
く
聴
き
、
誠
実
に
審
理
し
、
正
義
に
従
っ
て
解
決
す
べ
く
、
宣
誓
に
よ
る
結
び
つ
き
の
下
で
執
政
官
府
と
し
て
編

成
さ
れ
たerant constituti capitularii [

…
…] sub vinculo iurisiurandi, ut res com

m
unes T

olose urbis et suburbii 

ante eos delatas diligeter audirent et fideliter consulerent et tractarent et iudiciario ordine diffi
nirent

」
と
の
記

述
か
ら
は
、
執
政
官
府
が
こ
う
し
た
完
全
な
る
裁
判
権
を
行
使
す
る
の
は
ご
く
最
近
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る）（（
（

。

　

し
た
が
っ
て
、
一
一
七
六
年
以
前
に
は
、
旧
来
の
審
判
人
が
執
政
官
府
に
統
合
さ
れ
て
い
る
一
方
、
一
一
八
〇
年
一
一
月
の
都
市

の
排
水
を
め
ぐ
る
判
例
（A

A
1/1（

）
で
は
、
伯
代
官
と
執
政
官
府
が
共
同
で
判
決
を
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
執
政
官
府
は

未
だ
完
全
に
独
立
し
た
裁
判
権
を
有
し
て
お
ら
ず
、
伯
代
官
に
陪
席
判
事
を
提
供
し
続
け
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
が）（（
（

、
そ
の
後
一
一

八
八
年
に
は
、
執
政
官
が
欠
席
の
場
合
に
限
っ
て
、
市
民
や
貴
顕prudʼhom

m
e

が
裁
判
に
参
与
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず）（（
（

、
翌
一
一

八
九
年
に
は
、
判
事
の
称
号
を
持
つ
者
四
名
が
伯
代
官
主
宰
の
「
宣
誓
法
廷curia iurata

」
を
構
成
し）（（
（

、
彼
ら
は
い
ず
れ
も
当
時

の
執
政
官
で
あ
る
こ
と
か
ら）（（
（

、
こ
の
時
期
、
伯
代
官
の
専
任
陪
席
判
事
と
し
て
の
執
政
官
の
地
位
が
確
立
し
た
と
見
な
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
先
に
挙
げ
た
一
一
八
九
年
一
月
の
協
定
（A

A
1/8

）
（（
（

）
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
伯
の
大
権
に
属
し
て
い
た
上
級
裁
判
権

（
殺
人
・
放
火
・
農
地
を
荒
ら
す
行
為
・
暴
力
沙
汰
・
騒
乱
・
そ
の
他
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
住
民
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
加
害
行
為
に
対
す
る
裁
判
権
）

が
、
以
後
は
執
政
官
府
に
属
す
る
旨
が
伯
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
上
級
裁
判
権
の
重
要
性
に
鑑
み
れ
ば
、
執
政
官
府

は
伯
に
並
ぶ
統
治
権
を
有
し
て
い
る
と
目
さ
れ
る
が
、
こ
の
協
定
に
お
い
て
、
伯
は
執
政
官
府
に
上
級
裁
判
権
の
独
占
を
認
め
た
わ

け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
伯
と
の
共
有
を
認
め
た
に
と
ど
ま
り
、
実
務
上
執
政
官
府
が
こ
れ
を
独
占
的
に
掌
握
し
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
）
（（
（

。
一
一
九
三
年
三
月
に
は
、
市
民
の
身
体
・
財
産
に
危
害
を
加
え
た
者
は
、
そ
れ
が
正
当
行
為
あ
る
い
は
伯
ま
た
は
都
市
の
公
戦

で
あ
っ
た
場
合
を
除
き
、
そ
の
罪
を
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
旨
が
執
政
官
府
に
よ
っ
て
立
法
化
（A

A
1/1（

）
（（
（

）
さ
れ
た
が
、
そ
の
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内
容
は
一
二
〇
七
年
一
〇
月
八
日
の
都
市
条
例
（A

A
1/8（

）
（（
（

）
に
よ
っ
て
敷
衍
さ
れ
、
最
終
的
に
は
一
二
〇
八
年
三
月
一
七
日
の
都

市
条
例
（A

A
1/88

）
（（
（

）
に
よ
っ
て
、
執
政
官
府
裁
判
所
の
管
轄
権
が
明
確
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　

か
く
し
て
、
執
政
官
府
に
は
全
て
の
刑
事
訴
訟
に
対
す
る
裁
判
権
が
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
事
情
か
ら
、

後
に
執
政
官
府
が
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
に
対
し
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
民
が
関
わ
る
刑
事
事
件
の
裁
判
権
は
伯
代
官
に
は
無

い
旨
を
主
張
す
る
に
至
っ
た）（（
（

こ
と
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
り
、
慣
習
法
上
正
当
な
る
権
利
と
し
て
保
証
を
求
め
得
る
も
の
で
あ
っ
た）（（
（

。

こ
の
よ
う
に
一
三
世
紀
半
ば
に
は
、
伯
代
官
の
刑
事
裁
判
権
が
、
執
政
官
府
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
完
全
に
抑
圧
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
っ

た
）
（（
（

の
で
あ
り
、
理
論
上
伯
と
そ
の
代
官
が
刑
事
裁
判
権
・
上
級
裁
判
権
を
保
持
し
て
い
る
も
の
の
、
実
質
的
に
は
執
政
官
府
が
独
占

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

２　

民
事
裁
判
権
の
簒
奪

　

民
事
訴
訟
に
お
い
て
執
政
官
府
が
裁
判
を
主
宰
し
て
い
る
例
は
非
常
に
多
く
、
執
政
官
府
が
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
民
事
の
通

常
裁
判
所
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る）（（
（

。
し
か
し
、
訴
訟
を
提
起
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
い
つ
で
も
伯
代
官
の
裁
判
所
に
訴
え

出
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
建
前
で
あ
る
以
上
、
執
政
官
府
は
上
級
裁
判
権
と
同
様
、
民
事
裁
判
権
に
つ
い
て
も
正
当
に
こ
れ
を
我
が

物
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

　

執
政
官
府
に
よ
る
民
事
裁
判
権
行
使
を
示
す
最
古
の
史
料
で
あ
る
、
一
一
八
二
年
三
月
の
バ
ザ
ー
ク
ル
に
あ
る
風
車
小
屋
を
め
ぐ

る
訴
訟
の
判
決
（A

A
1/20

）
以
後
、
執
政
官
府
の
裁
判
所
で
は
多
数
の
民
事
判
決
が
出
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
伯
代
官
裁
判
所

の
民
事
判
決
は
一
一
八
九
年
一
一
月
（4G, St. Etienne 22（, xxvi D

A
, 1.1（

）
（（
（

.

）
を
境
に
一
三
世
紀
中
頃
ま
で
中
断
し
て
お
り
、
し
た

が
っ
て
、
こ
の
間
は
執
政
官
府
の
裁
判
所
が
民
事
訴
訟
の
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
公
共
裁
判
所
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
て

い
る）（（
（

。

　

３　

小　

括
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以
上
に
鑑
み
れ
ば
、
ア
ル
ビ
十
字
軍
期
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
司
法
史
は
、
伯
と
伯
代
官
の
権
力
の
衰
退
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る

も
の
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
執
政
官
府
に
よ
る
民
事
・
刑
事
両
裁
判
権
の
統
括
を
も
た
ら
し
た
と
言
え
よ
う
。
一
三
世
紀
中
葉
を
通

じ
て
、
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
統
治
下
で
伯
権
が
刷
新
さ
れ
た
際
に
も
、
伯
は
執
政
官
府
裁
判
所
に
民
事
訴
訟
・
刑
事
訴

訟
が
共
に
係
属
す
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
り）（（
（

、
こ
う
し
た
伝
統
が
強
固
に
息
づ
い
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

㈣　

執
政
官
府
に
よ
る
判
決
の
法
源
性
の
明
確
化

　

こ
う
し
た
伯
代
官
の
裁
判
権
の
衰
退
と
執
政
官
府
の
裁
判
権
の
隆
盛
は
、
先
に
見
た
ア
ル
ビ
十
字
軍
期
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
政
治
的

特
殊
性
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
裁
判
所
の
機
構
自
体
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
こ
れ
ま
で
に
挙
げ
た
伯
代
官
裁
判
所
の
判
決

は
、
い
ず
れ
も
代
官
と
執
政
官
府
が
共
同
し
て
処
断
し
た
も
の
で
あ
る
が）（（
（

、
こ
こ
で
の
伯
代
官
は
、
単
に
裁
判
を
主
宰
し
、
所
定
の

形
式
手
続
き
が
守
ら
れ
て
い
る
か
を
監
督
す
る
の
み
で
、
判
決
形
成
に
関
わ
る
発
言
権
は
有
せ
ず
、
自
ら
の
法
律
顧
問
に
よ
る
判
決

を
読
み
上
げ
る
だ
け
の
存
在
で
あ
る）（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
裁
判
を
主
宰
す
る
者
が
実
際
の
審
理
や
判
決
の
形
成
に
加
わ
ら
な
い
と
い
う

実
務
は
、
南
北
フ
ラ
ン
ス
の
領
邦
君
主
の
法
廷
で
は
珍
し
く
な
く）（（
（

、
こ
の
こ
と
が
「
執
政
官
府
と
伯
代
官
と
の
裁
判
権
の
共
同
行

使
」
か
ら
「
執
政
官
府
に
よ
る
裁
判
権
の
単
独
行
使
」
に
至
る
裁
判
権
の
簒
奪
を
可
能
な
ら
し
め
た
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。

　

加
え
て
、
フ
ラ
ン
ク
古
来
の
同
輩
裁
判
制
に
関
す
る
法
諺
「
被
告
と
同
等
の
者
に
よ
っ
て
し
か
裁
か
れ
な
い
」
が
適
用
さ
れ
て
い

た
こ
と
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
執
政
官
府
の
隆
盛
を
考
え
る
う
え
で
大
き
な
重
要
性
を
持
つ
。
一
一
八
九
年
一
月
の
協
定

（A
A

1/8 et （

）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
伯
と
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
民
の
関
係
は
、
互
い
に
「
良
き
封
主
」・「
良
き
臣
民
」
た
る
べ
き

こ
と
を
誓
う
封
建
契
約
に
基
づ
く
関
係
で
あ
る
の
に
対
し
、
執
政
官
府
と
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
民
の
関
係
に
お
い
て
は
、
執
政
官
府
は

市
民
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
執
政
官
府
と
市
民
と
の
間
に
理
論
上
対
立
は
存
在
せ
ず
、
互
い
に
拘
束
し
合
う
契
約
関
係
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
執
政
官
府
が
「
市
民
の
同
輩
」
と
し
て
市
民
の
間
の
紛
争
を
優
先
的
に
扱
う
裁
判
所
を
構
え
る
べ
き
は
、
同
輩
裁
判
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制
の
建
前
か
ら
当
然
の
帰
結
と
な
り
、
こ
こ
か
ら
裁
判
に
お
け
る
「
素
人
主
義
」
が
導
か
れ
た）（（
（

。
後
の
執
政
官
府
に
よ
る
伯
権
侵
害

に
関
す
る
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
覚
書
（
一
二
五
五
年
一
二
月
頃
）
に
よ
れ
ば
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
い
て
は
職
務
宣
誓
し
た
裁
判

官
が
、
時
に
「
靴
屋
や
毛
皮
職
人
」
あ
る
い
は
「
一
般
人
や
無
学
の
人
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ）（（
（

、
こ
う
し
た
素
人
主
義
の
一
端
を
窺
い

知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

か
く
し
て
、
裁
判
に
お
い
て
伯
代
官
に
ほ
ぼ
完
全
に
取
っ
て
代
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
執
政
官
府
は
、
一
二
〇
四
年
頃
の
執
政
官
府

令
）
（（
（

に
よ
っ
て
、
他
の
裁
判
権
保
有
者
（
伯
代
官
・
大
修
道
院
長
・
封
建
領
主
、
等
）
の
裁
判
権
行
使
を
以
下
の
よ
う
に
厳
し
く
統
制
す

る
に
至
っ
て
い
る）（（
（

。

①
こ
れ
ら
の
裁
判
権
保
有
者
の
判
事
の
間
で
、
慣
習
法
そ
の
他
の
事
項
に
つ
き
、
見
解
の
不
一
致
な
い
し
疑
義
が
持
ち
上
が
っ
た
場
合
に
は
、

「
騎
士
（
上
層
市
民
）
の
中
の
執
政
官consules cabaleriorum

」
た
る
「
貴
顕probi hom

ines

」
の
裁
定
を
仰
ぐ
べ
き
こ
と

②
当
該
判
事
あ
る
い
は
訴
訟
当
事
者
が
貴
顕
に
よ
る
裁
定
を
望
ま
な
い
場
合
に
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
執
政
官
府
に
判
断
を
委
ね
る
べ
き
こ
と

③
以
上
に
違
反
し
た
判
事
に
は
罰
金
お
よ
び
法
曹
界
か
ら
の
追
放
を
も
っ
て
臨
む
他
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
執
政
官
府
の
裁
定
に
従
わ
な
い
者
に

も
罰
金
が
科
さ
れ
る

　

こ
れ
ら
の
内
容
に
鑑
み
れ
ば
、
後
々
起
り
得
る
問
題
を
避
け
る
の
に
最
も
簡
便
な
方
策
は
、
最
初
か
ら
執
政
官
府
の
裁
定
を
仰
ぐ

こ
と
で
あ
る
の
は
明
白
で
あ
り
、
こ
こ
に
終
審
と
し
て
の
執
政
官
府
裁
判
所
の
権
威
、
即
ち
執
政
官
府
に
よ
る
判
決
の
法
源
性
が
明

確
化
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
執
政
官
府
に
よ
る
判
決
の
法
源
性
に
つ
い
て
は
、
一
一
九
六
年
一
一
月
四
日
の
サ
ン
＝
セ

ル
ナ
ン
副
司
教
の
判
決
に
お
い
て
、
判
断
の
基
礎
と
な
る
法
令
あ
る
い
は
都
市
の
共
通
慣
習
法
に
つ
き
、
裁
判
官
の
間
に
意
見
の
不

一
致
が
見
ら
れ
る
際
に
は
執
政
官
府
が
介
入
す
る
旨
が
示
さ
れ
て
お
り）（（
（

、
一
一
九
〇
年
代
に
は
既
に
、
他
の
裁
判
権
保
有
者
の
裁
定
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や
仲
裁
に
先
立
っ
て
、
執
政
官
府
の
判
断
を
仰
ぐ
べ
し
と
の
統
制
が
加
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

か
く
し
て
、
裁
判
権
の
保
有
者
た
る
執
政
官
府
は
慣
習
法
を
確
定
す
る
完
全
な
る
権
力
を
有
し）（（
（

、
そ
れ
ま
で
伯
の
特
権
で
あ
っ
た
、

判
決
を
立
法
化
す
る
こ
と
が
執
政
官
府
の
実
務
と
し
て
定
着
し
た
が）（（
（

、
い
わ
ゆ
る
上
訴
裁
判
権
を
も
掌
握
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

判
決
に
際
し
て
執
政
官
府
裁
判
所
が
、
こ
れ
を
終
審
と
し
て
申
し
渡
す
旨
を
表
明
す
る
こ
と
が
後
に
判
決
文
の
常
套
句
と
し
て
定
着

し
て
い
る）（（
（

こ
と
か
ら
、
上
訴
制
の
観
念
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
い
て
未
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
執

政
官
府
の
こ
う
し
た
権
利
が
、
後
の
上
訴
制
の
問
題
に
つ
な
が
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

四　

ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
モ
ン
七
世
統
治
下
に
お
け
る
伯
権
回
復
の
試
み

　

ア
ル
ビ
十
字
軍
期
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
執
政
官
政
に
関
す
る
リ
ム
ー
ザ
ン
＝
ラ
モ
ッ
ト
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ

伯
家
最
後
の
当
主
レ
モ
ン
七
世
統
治
下
に
お
け
る
伯
と
自
治
都
市
政
府
の
関
係
は
、
完
全
に
異
な
る
次
の
二
つ
の
段
階
に
分
け
ら
れ

る
）
（（
（

。【
第
一
段
階
】：
伯
と
執
政
官
府
の
協
調

　

執
政
官
は
伯
の
親
任
で
あ
る
が
、
人
民
の
要
請
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
両
者
は
親
密
な
関
係
に
あ
る

【
第
二
段
階
】：
伯
と
執
政
官
府
の
確
執

　

主
に
執
政
官
の
選
任
を
め
ぐ
っ
て
、
伯
と
執
政
官
府
が
上
位
権
を
争
う

　

以
下
で
は
、
こ
の
リ
ム
ー
ザ
ン
＝
ラ
モ
ッ
ト
の
分
析
系
に
依
拠
し
つ
つ
、
レ
モ
ン
七
世
統
治
下
（
特
に
ア
ル
ビ
十
字
軍
終
結
後
）
に
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見
ら
れ
る
伯
権
回
復
の
試
み
と
、
こ
れ
に
対
す
る
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
執
政
官
府
の
対
応
の
変
化
を
跡
づ
け
て
行
く
こ
と
と
す
る
。

　

㈠　

第
一
段
階
（
伯
と
執
政
官
府
の
協
調
期
）
に
お
け
る
伯
権
回
復
の
試
み

　

一
二
二
九
年
の
「
パ
リ
和
約
」
締
結
に
よ
る
ア
ル
ビ
十
字
軍
の
終
結
後
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
モ
ン
七
世
は
、
こ
れ
ま
で
執
政
官

府
に
簒
奪
さ
れ
て
来
た
伯
権
の
回
復
に
着
手
す
る）（（
（

。
自
身
の
権
威
の
拡
張
に
熱
心
で
あ
る
伯
は
、
都
市
に
お
け
るpopulares

（
中

流
以
下
の
市
民
）
とprobi hom

ines

（
上
層
富
裕
市
民
）
の
階
級
闘
争
を
煽
り
、
そ
の
混
乱
に
乗
じ
て
自
治
特
権
（
特
に
執
政
官
選
任

権
）
へ
の
介
入
の
度
合
い
を
強
め
た）（（
（

の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
到
来
以
降
、
北
仏
王
権
に
よ
っ
て
ト
ゥ
ー

ル
ー
ズ
の
自
由
が
奪
わ
れ
た
と
す
る
、
通
説
的
見
解
は
妥
当
し
な
い
。
パ
リ
和
約
の
不
利
な
条
件
を
は
ね
つ
け
、
王
権
か
ら
歴
代

ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
が
享
受
し
て
来
た
自
由
を
確
保
し
、
南
仏
の
独
立
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
所
領
内
の
脱
中
央
集
権
化
傾
向
を
押

し
と
ど
め
、
自
治
都
市
や
小
領
主
が
持
つ
伝
統
的
な
自
由
特
権
を
弱
め
、
伯
に
権
力
を
集
中
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る）（（
（

。

　

一
方
、
ア
ル
ビ
十
字
軍
期
に
都
市
の
政
局
を
主
導
し
た
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
人
民
は
、
パ
リ
和
約
以
降
、
急
進
的
な
新
興
富
裕
層
に

代
え
、
よ
り
古
い
家
柄
で
穏
健
な
思
想
を
持
つ
人
々
を
執
政
官
に
据
え
て
い
た
が
、
一
二
三
〇
年
代
に
パ
リ
和
約
に
基
づ
く
異
端
審

問
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
る
と
、
こ
れ
ら
の
指
導
者
層
は
往
々
に
し
て
異
端
に
深
く
傾
倒
し
て
い
た
た
め
に
、
執
政
官
府
は
伯
と
の
共
闘

に
代
え
て
政
治
的
自
由
の
譲
歩
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
伯
代
官
デ
ュ
ラ
ン
・
ド
・
サ
ン
ク
ト
＝
ベ
ル
シ
オ
に
よ
る
苛
烈
な

異
端
狩
り
は
、
執
政
官
府
と
伯
代
官
と
の
間
の
長
年
の
力
関
係
を
逆
転
さ
せ
、
こ
れ
を
機
に
、
レ
モ
ン
七
世
は
執
政
官
府
へ
の
支
配

を
強
め
つ
つ
、
ア
ル
ビ
十
字
軍
期
に
ほ
と
ん
ど
執
政
官
府
に
従
属
す
る
官
職
と
な
っ
て
い
た
伯
代
官
に
対
す
る
執
政
官
府
の
統
制
の

排
除
に
踏
み
切
っ
た
の
で
あ
る）（（
（

。

　

か
く
し
て
、
レ
モ
ン
七
世
は
、
貴
顕
と
自
治
都
市
全
体
の
同
意
な
し
に
、
伯
は
執
政
官
の
選
任
権
を
有
し
な
い
と
宣
言
し
て
い
た

（A
A

1/8（

）
（（
（

）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
パ
リ
和
約
後
に
自
ら
執
政
官
を
選
任
し
、
主
都
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
中
央
集
権
化
を
推
進
し
て
い
た
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こ
と
は
、
後
に
フ
ィ
リ
ッ
プ
三
世
の
命
に
よ
り
行
わ
れ
た
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
執
政
官
の
選
任
方
法
に
関
す
る
査
問
（
一
二

七
四
年
）
に
お
け
る
証
言）（（
（

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

㈡　

第
二
段
階
（
伯
と
執
政
官
府
の
確
執
期
）
に
お
け
る
伯
権
回
復
の
試
み

　

か
く
し
て
、
レ
モ
ン
七
世
が
執
政
官
府
へ
の
統
制
を
強
め
る
に
つ
れ
、
伯
と
執
政
官
府
と
の
間
の
当
初
の
協
調
関
係
が
執
政
官
の

選
任
権
を
め
ぐ
る
権
力
抗
争
に
変
容
し
、
さ
ら
に
伯
が
一
時
こ
の
抗
争
に
敗
北
を
喫
し
た
こ
と
は
、
一
二
四
八
年
一
月
二
五
日
の
伯

宣
言
（A

A
1/10（

）
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
宣
言
に
お
い
て
レ
モ
ン
七
世
は
、
執
政
官
府
は
自
治
都
市
政
体
た
る
ト
ゥ
ー

ル
ー
ズ
市
の
所
有
物
で
あ
り
、
当
市
政
体
の
み
が
「
旧
市
街
と
新
市
街
の
執
政
官
を
選
挙
し
・
選
任
し
・
指
名
し
・
創
設
し
・
変
更

し
・
人
員
を
削
減
し
・
補
充
し
・
維
持
す
る
」
権
利
を
有
し
て
い
る
旨
を
表
明
し
、
こ
れ
ま
で
伯
が
執
政
官
の
選
任
に
統
制
を
加
え

て
来
た
の
は
、
あ
く
ま
で
執
政
官
府
に
よ
る
特
別
の
付
託
に
基
づ
い
た
、
か
つ
市
民
が
そ
れ
を
望
む
限
り
で
の
暫
定
措
置
で
あ
り
、

伯
自
身
の
た
め
で
は
な
か
っ
た
旨
を
認
め
さ
せ
ら
れ
て
お
り）（（
（

、
こ
こ
に
執
政
官
の
選
任
権
に
対
す
る
伯
の
統
制
は
、
完
全
に
失
わ
れ

た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
一
二
四
九
年
に
は
伯
が
再
び
執
政
官
府
の
統
制
に
乗
り
出
し
て
お
り
、
執
政
官
を
自
ら
選
任
し
て
伯

の
名
の
下
に
裁
判
を
行
う
よ
う
命
じ
て
い
る）（（
（

ば
か
り
で
な
く
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
伯
の
裁
判
所
を
設
置
し
て
お
り
、
こ
れ
が
ポ
ワ

ト
ゥ
ー
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
統
治
下
に
も
引
き
継
が
れ
た）（（
（

。

　

以
上
、
一
連
の
経
緯
か
ら
は
、
自
治
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
裁
判
権
が
伯
の
側
か
ら
の
確
定
的
な
委
譲
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
は

な
く
、
執
政
官
に
よ
っ
て
申
し
渡
さ
れ
た
判
決
の
執
行
権
に
つ
い
て
も
、
伯
に
帰
属
し
て
い
た
と
目
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
当
時
の
裁
判
権

は
、
支
配
の
最
も
重
要
な
表
象
で
あ
り
、
伯
の
大
権
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
自
由
特
権
と
し
て
執
政
官
府
が
主
張
す
る
際

に
も
、
そ
れ
は
伯
か
ら
の
包
括
的
・
明
示
的
な
認
可
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
慣
習
法
上
の
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た）（（
（

。
既
述
の
よ
う

に
、
不
在
領
主
と
し
て
の
歴
代
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
に
は
、
主
都
の
自
治
特
権
拡
張
阻
止
に
か
ま
け
て
い
る
暇
が
な
く
、
さ
ら
に
ア
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ル
ビ
十
字
軍
と
い
う
深
刻
な
政
治
的
危
機
を
前
に
し
て
、
主
都
を
預
か
る
執
政
官
府
と
の
間
に
あ
る
種
の
信
頼
に
基
づ
く
協
調
関
係

を
築
く
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
伯
権
の
簒
奪
が
い
わ
ば
黙
認
さ
れ
て
来
た
と
も
言
え
よ
う
。
そ
の
た
め
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
執
政
官

府
に
は
伯
か
ら
簒
奪
し
た
諸
特
権
を
明
記
し
た
憲
法
的
文
書
が
存
在
せ
ず
、
後
に
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
が
執
政
官
府
に
対
す
る
抑
圧

を
強
め
た
際
に
は
、
こ
の
点
が
攻
撃
さ
れ
る
こ
と
と
な
る）（（（
（

。

五　

王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
統
治
下
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
司
法
改
革
と
執
政
官
府

　

一
二
四
九
年
九
月
に
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
モ
ン
七
世
が
歿
す
る
と
、
民
衆
は
反
乱
を
起
こ
し
、
生
前
伯
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
た
執

政
官
は
任
期
半
ば
で
職
を
追
わ
れ
、
こ
こ
に
執
政
官
府
の
統
制
を
通
じ
た
伯
権
回
復
の
試
み
は
、
潰
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
か
く
し

て
、
い
み
じ
く
も
リ
ム
ー
ザ
ン
＝
ラ
モ
ッ
ト
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に）（（（
（

、
シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
や
レ
モ
ン
七
世
統
治
下
で

の
動
揺
を
除
き
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
執
政
官
府
は
一
一
八
九
年
～
一
二
四
八
年
ま
で
、
概
し
て
司
法
・
立
法
・
行
政
・
軍
事
・
財
政
に

お
け
る
独
立
し
た
権
限
行
使
を
維
持
し
続
け
た
と
言
え
よ
う
。

　

そ
の
後
、
一
二
二
九
年
の
「
パ
リ
和
約
」
に
基
づ
い
て
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
の
新
た
な
支
配
者
と
な
っ
た
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
伯
ア
ル

フ
ォ
ン
ス
も
、
王
の
弟
か
つ
側
近
と
し
て
北
仏
（
主
と
し
て
パ
リ
近
郊
）
に
常
住
す
る
不
在
領
主
で
あ
っ
た
た
め）（（（
（

、
伯
の
代
行
官
と

ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
住
民
と
の
間
で
自
治
特
権
を
め
ぐ
る
抗
争
が
激
化
し
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
執
政
官
府
が
伯
の
代
行
官
に
よ
る
自
治
特
権

の
侵
害
（
特
に
伯
代
官
と
執
政
官
府
の
裁
判
権
の
競
合
）
を
伯
に
陳
情
す
る
に
至
る
。
こ
れ
に
対
し
伯
は
執
政
官
府
宛
に
書
状
（
日
付

な
し
）
を
発
し
、
執
政
官
府
と
伯
代
官
の
間
の
裁
判
権
の
行
使
を
め
ぐ
る
争
い
に
つ
い
て
は
、
伯
代
官
が
伯
の
許
可
な
く
こ
れ
に
変

更
を
加
え
る
こ
と
を
禁
じ
、
そ
の
調
停
役
た
る
伯
の
巡
察
使
の
派
遣
を
約
し
て
お
り）（（（
（

、
こ
の
巡
察
使
に
よ
る
報
告
が
、
後
に
伯
が
兄

王
に
倣
っ
た
司
法
改
革
令
（
一
二
五
四
年
頃
）
を
発
す
る
際
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
上
訴
制
を
整
備
す
る
契
機
と
な
っ
た）（（（
（

。
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し
か
し
、
執
政
官
府
の
判
決
を
伯
代
官
の
上
訴
裁
判
権
に
服
せ
し
め
る
伯
の
方
策
は
、
歴
代
の
伯
よ
り
自
治
特
権
を
認
め
ら
れ
、

都
市
に
お
い
て
伯
と
同
等
の
権
威
を
自
負
す
る
執
政
官
府
に
と
っ
て
、
到
底
承
服
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
、
執
政
官
府
と

伯
代
官
の
上
位
権
を
め
ぐ
る
熾
烈
な
抗
争
が
幕
を
開
け
る
。
か
く
し
て
、
一
三
世
紀
に
典
型
的
な
司
法
改
革
の
名
の
下
に
繰
り
広
げ

ら
れ
た
こ
の
抗
争
は
、
一
二
五
五
年
と
一
二
六
五
年
に
頂
点
を
迎
え
る
の
で
あ
る
が
、
以
下
で
は
、
自
治
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に

と
っ
て
の
政
体
上
の
危
機
と
も
言
え
る
、
こ
れ
ら
二
つ
の
時
期
を
中
心
に
、
執
政
官
府
と
伯
代
官
ぞ
れ
ぞ
れ
の
裁
判
権
を
め
ぐ
る
浮

沈
の
軌
跡
を
辿
っ
て
行
き
た
い
。

　

㈠　

一
二
五
五
年
の
危
機

　

既
述
の
よ
う
に
、
一
二
五
四
年
の
伯
の
司
法
改
革
令
に
お
け
る
、
執
政
官
府
の
判
決
を
伯
代
官
に
従
属
さ
せ
る
試
み
は
、
ト
ゥ
ー

ル
ー
ズ
の
自
治
と
激
し
く
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
早
く
も
翌
年
の
六
月
に
は
、
決
定
的
な
衝
突
の
端
緒
が
見
ら
れ
る
。

　

１　

一
二
五
五
年
六
月
（
抗
争
の
発
端）（（（
（

）

・
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
は
司
法
改
革
を
推
進
す
べ
く
巡
察
使
（
パ
リ
聖
堂
参
事
会
員
ギ
ョ
ー
ム
・
ロ
ラ
ン
と
騎
士
フ
ィ
リ
ッ
プ
・

ド
ボ
ン
ヌ
）
を
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
派
遣
、
衡
平
に
反
し
伯
権
を
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
諸
事
実
に
つ
き
改
善
を
求
め
、
さ
も
な
く
ば
納
得

の
行
く
回
答
を
求
め
る
覚
書
を
執
政
官
府
に
伝
達）

（（（
（

。

・
こ
れ
に
対
し
執
政
官
府
は
、
指
摘
さ
れ
た
事
実
の
ご
く
一
部
を
認
め
る
に
と
ど
ま
り
、
大
部
分
は
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
古
来
の
自
由
特
権
や
慣

習
法
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
反
論）

（（（
（

。

・
伯
の
巡
察
使
は
執
政
官
府
と
の
長
い
審
議
の
末
、
正
当
な
も
の
と
主
張
さ
れ
た
慣
習
法
を
検
分
す
べ
く
、
覚
書
の
各
条
項
に
執
政
官
府
の

回
答
を
付
し
た
書
面
を
作
成
し
、
こ
れ
を
巡
察
使
と
執
政
官
府
の
双
方
が
選
任
し
た
調
停
役
（
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
司
教
、
シ
カ
ー
ル
・
ア
ラ



42

法学研究 85 巻 4 号（2012：4）

マ
ン
、
ポ
オ
ン
ス
・
ア
ス
ト
ー
、
そ
の
他
）
に
吟
味
し
て
も
ら
う
よ
う
、
執
政
官
府
に
提
案）

（（（
（

。

・
一
二
五
五
年
六
月
三
日
、
執
政
官
府
が
こ
の
提
案
を
拒
絶
し
、
伯
が
次
に
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
を
訪
れ
た
際
、
直
に
慣
習
法
の
承
認
と
自
治
特

権
の
拡
充
を
求
め
る
旨
が
市
民
公
会
の
場
で
表
明
さ
れ
る）

（（（
（

。

　

モ
リ
ニ
エ
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
慣
習
法
・
自
治
特
権
を
め
ぐ
る
以
上
の
応
酬
に
は
、
伯
巡
察
使
の
巧
み
な
戦
略
が
見
ら
れ
る）（（（
（

。
執

政
官
府
が
主
張
す
る
事
項
は
、
そ
の
大
半
が
度
重
な
る
領
主
権
簒
奪
の
帰
結
に
他
な
ら
ず
、
公
正
証
書
の
よ
う
な
確
固
た
る
証
拠
が

存
在
し
な
い
と
い
う
状
況
に
あ
っ
て
、
執
政
官
府
が
そ
の
正
当
性
を
固
持
す
る
た
め
に
は
、
あ
く
ま
で
慣
習
法
と
し
て
の
正
当
性
に

固
執
し
て
伯
巡
察
使
の
提
案
を
拒
絶
し
つ
つ
、
伯
へ
の
直
訴
を
持
ち
だ
す
他
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

２　

一
二
五
五
年
一
二
月
（
本
格
的
抗
争
）

　

か
く
し
て
、
巡
察
使
よ
り
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
で
の
顚
末
に
つ
き
報
告
を
受
け
た
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
は
、
こ
れ
に
大
い
な
る
不
満
を

抱
き
、
自
身
の
顧
問
官
（
法
学
者
）
達
に
「
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
執
政
官
府
に
よ
る
伯
権
侵
害
に
関
す
る
覚
書H

ec sunt capitula, in 

quibus consules T
holosani injuriantur dom

ino com
iti

）
（（（
（

」
を
作
成
さ
せ
て
お
り
、
主
と
し
て
次
の
よ
う
な
、
執
政
官
府
と
伯

代
官
の
裁
判
管
轄
を
め
ぐ
る
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

・
執
政
官
府
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
民
が
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
に
つ
い
て
の
裁
判
権
を
主
張
し
て
お
り
、
伯
領
全
土
に
わ
た
る
執
政
官
府

の
裁
判
管
轄
を
主
張
し
て
、
伯
の
総
代
官
を
無
視
し
て
い
る）

（（（
（

。

・
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
い
て
伯
代
官
に
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
場
合
、
当
事
者
の
双
方
ま
た
は
一
方
は
、
伯
代
官
あ
る
い
は
そ
の
裁
判
官
の
許

可
な
し
に
、
さ
ら
に
伯
に
よ
る
明
示
の
禁
止
に
反
し
て
、
野
卑
で
無
学
な
者
を
裁
判
官
と
し
て
選
任
し
て
い
る）

（（（
（

。

・
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
民
が
関
わ
る
事
案
に
つ
い
て
、
執
政
官
府
は
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
弁
護
人
に
伯
代
官
の
裁
判
所
に
提
訴
す
る
こ
と
、
お
よ

び
外
国
人
に
自
ら
の
職
務
を
委
託
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る）

（（（
（

。
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・
執
政
官
府
は
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
内
外
で
の
犯
罪
に
つ
き
、
伯
代
官
が
証
人
尋
問
を
行
う
こ
と
を
禁
止
し
、
さ
ら
に
伯
代
官
立
ち
会
い
の
下
に

聴
取
さ
れ
、
公
正
証
書
と
な
っ
た
供
述
調
書
を
考
慮
し
て
い
な
い）

（（（
（

。

・
執
政
官
府
は
、
伯
の
裁
判
権
に
属
す
べ
き
刑
事
事
件
の
証
人
尋
問
に
、
伯
代
官
が
立
ち
会
う
こ
と
を
望
ま
な
い）

（（（
（

。

・
執
政
官
府
は
、
伯
に
上
訴
す
る
正
当
事
由
を
持
つ
者
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
る）

（（（
（

。

　

以
上
の
条
項
は
、
そ
の
多
く
が
一
二
五
五
年
一
二
月
一
二
日
付
で
執
政
官
府
に
宛
て
た
伯
の
書
状）（（（
（

に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

内
容
は
以
前
に
増
し
て
苛
烈
か
つ
威
圧
的
で
あ
る
。
こ
の
書
状
に
お
い
て
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
は
、
良
き
慣
習
法
は
こ
れ
を
維
持
し
、

悪
し
き
慣
習
法
は
こ
れ
を
改
廃
す
べ
き
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
何
度
も
執
政
官
府
に
悪
し
き
慣
習
法
の
修
正
を
求
め
て
き
た
が
、
そ
の

都
度
拒
否
さ
れ
て
き
た
旨
を
指
摘
し
、
か
く
な
る
上
は
、
伯
が
固
有
の
権
限
に
基
づ
い
て
そ
れ
ら
に
修
正
を
加
え
る
他
な
い
と
宣
告

し
た
う
え
で）（（（
（

、
先
の
司
法
改
革
令
に
お
け
る
上
訴
制
に
関
す
る
規
定
の
遵
守
が
義
務
付
け
ら
れ
た）（（（
（

。
さ
ら
に
、
先
代
の
伯
レ
モ
ン
七

世
が
そ
の
死
に
際
し
て
有
し
て
い
た
、
あ
る
い
は
ほ
ぼ
手
中
に
収
め
て
い
た
、
絶
対
的
な
執
政
官
選
任
権
の
返
還
が
要
求
さ
れ）（（（
（

、
伯

が
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
執
政
官
府
を
通
じ
て
市
民
に
声
明
を
通
達
す
る
伝
統
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
は
執
政
官
府
が
伯
の
声
明
を
横
取
り
す

る
も
の
で
あ
り
、
勝
手
な
解
釈
を
加
え
る
こ
と
で
伯
を
市
民
か
ら
遠
ざ
け
て
い
る
と
批
判
さ
れ
た）（（（
（

。

　

㈡　

一
二
六
五
年
の
危
機

　

こ
の
よ
う
に
苛
烈
で
威
圧
的
な
伯
の
要
求
に
対
し
て
有
効
な
抵
抗
の
術
を
持
た
な
い
執
政
官
府
は
、
一
時
的
に
せ
よ
、
こ
れ
に
従

う
他
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
か
く
し
て
、
自
治
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
執
政
官
府
の
裁
判
権
の
優
越
性
（
訴
訟
の
独
占
）

を
め
ぐ
る
抗
争
は
、
一
二
五
五
年
に
一
応
の
解
決
を
見
る
。
し
か
し
、
長
年
伯
と
同
等
の
権
威
を
恣
に
し
て
来
た
執
政
官
府
に
、
い

つ
ま
で
も
伯
代
官
の
権
威
の
下
に
甘
ん
じ
る
つ
も
り
は
な
く
、
こ
う
し
た
反
抗
の
火
種
は
一
〇
年
の
時
を
経
て
、
再
び
燃
え
上
が
る
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こ
と
と
な
っ
た
。

　

１　

執
政
官
府
の
反
撃

　

一
二
六
五
年
頃
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
執
政
官
府
は
二
名
の
代
表
（
デ
ュ
ラ
ン
・
ド
・
サ
ン
＝
バ
ル
シ
オ
、
ア
ル
ノ
ー
・
デ
カ
ル
ク
）
を
伯

の
元
に
派
遣
し
て
「
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
民
の
諸
条
項articuli civium

 T
holosanorum

」
な
る
要
望
書）（（（
（

を
提
出
、
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
伯

ア
ル
フ
ォ
ン
ス
が
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
を
受
け
継
い
だ
際
に
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
慣
習
法
を
包
括
的
に
承
認
し
た
こ
と
に
言
及
し
た
う

え
で
、
全
一
二
項
目
の
慣
習
を
列
挙
し
て
確
認
を
求
め
て
お
り
、
こ
こ
で
は
以
下
の
四
項
目
が
重
要
で
あ
る
。

⑴　

ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
全
市
民
は
執
政
官
の
選
任
権
を
、
ま
た
執
政
官
は
任
期
満
了
に
際
し
て
後
継
候
補
者
を
指
名
す
る
権
利
を
、
そ
れ
ぞ

れ
有
し
て
来
た）

（（（
（

。

⑵　

伯
代
官
は
就
任
に
際
し
て
、
執
政
官
府
に
対
し
、
①
執
政
官
府
へ
の
助
力
と
助
言
、
②
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
全
住
民
の
保
護
、
③
執
政
官
の

建
言
を
聴
き
入
れ
る
べ
き
こ
と
、
④
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
住
民
の
身
体
・
財
産
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
損
害
を
補
償
す
べ
き
こ
と
、
を
宣
誓
し
た

市
民
で
あ
り
、
か
の
者
が
市
民
を
害
し
た
場
合
に
は
、
執
政
官
府
の
手
で
裁
か
れ
て
来
た
（
＝
執
政
官
府
が
伯
代
官
の
上
位
者
で
あ
る）

（（（
（

）。

⑶　

執
政
官
府
は
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
民
が
関
わ
る
刑
事
事
件
を
全
て
担
当
し
て
来
た）

（（（
（

。

⑷　

執
政
官
府
は
慣
習
法
の
解
釈
権
を
有
し
、
疑
義
の
あ
る
場
合
に
こ
れ
を
裁
定
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
執
政
官
の
就
任
宣
誓
の
文
句
か

ら
し
て
明
白
で
あ
る）

（（（
（

。

　

以
上
の
項
目
は
、
い
ず
れ
も
、
自
治
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
い
て
は
、
執
政
官
府
が
市
民
の
代
表
で
あ
り
、
伯
代
官
の
上
位
者

と
し
て
、
伯
に
並
ぶ
権
威
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
根
拠
付
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

２　

伯
に
よ
る
応
酬

　

執
政
官
府
か
ら
の
要
望
書
を
受
け
取
っ
た
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
は
、
自
ら
の
顧
問
会
議
に
吟
味
を
委
ね
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
つ
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き
回
答
を
与
え
て
お
り）（（（
（

、
先
の
四
項
目
に
対
す
る
回
答
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

⑴　

一
二
四
九
年
の
執
政
官
の
例
に
鑑
み
れ
ば
、
先
代
の
伯
で
あ
る
レ
モ
ン
七
世
が
、
そ
の
死
に
際
し
て
執
政
官
の
選
任
権
を
行
使
し
て
い

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
レ
モ
ン
七
世
の
訃
報
に
接
し
た
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
民
が
、
六
ヶ
月
の
任
期
を
残
し
て
い
た
こ
れ
ら

の
執
政
官
を
解
任
し
て
以
来
、
伯
の
正
当
な
権
利
た
る
執
政
官
選
任
権
が
不
当
に
奪
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、

「
国
王
陛
下
と
伯
閣
下
の
命
に
よ
り
、
ラ
ヴ
ー
ル
に
お
い
て
現
教
皇
た
る
ギ
ー
・
フ
ー
コ
ワ
殿
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
命
令
に
通
り
に
」
解

決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る）

（（（
（

。
ま
た
、
自
ら
の
執
政
官
選
任
権
を
正
当
化
す
べ
く
、
執
政
官
府
が
持
ち
だ
し
て
い
る
レ
モ
ン
七
世
の
公
正
証
書

（A
A

1/10（

）
に
つ
い
て
は
、
伯
の
印
璽
を
欠
い
て
い
る
た
め
、
そ
の
有
効
性
は
疑
わ
し
い）

（（（
（

。

⑵　

顧
問
官
ギ
ー
・
フ
ー
コ
ワ
は
、
こ
の
宣
誓
の
慣
行
を
ア
ル
ビ
十
字
軍
期
に
遡
る
も
の
と
是
認
し
た
う
え
で
、
伯
代
官
が
こ
の
よ
う
な
宣

誓
を
行
う
こ
と
を
伯
が
認
め
て
い
る
の
は
、「
伯
の
宥
恕
に
よ
るde patiencia dom

ini com
itis

」
と
す
る
。
伯
代
官
は
執
政
官
府
裁

判
所
の
判
決
に
対
す
る
上
訴
を
担
当
す
る
以
上
、
執
政
官
の
上
位
者
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
民
が
関
わ
る
事
案
に
つ
い

て
、
執
政
官
府
が
弁
護
人
に
伯
代
官
裁
判
所
に
提
訴
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
の
は
、「
先
に
挙
げ
た
命
令
、
お
よ
び
そ
れ
に
つ
き
現
教

皇
た
る
ギ
ー
・
フ
ー
コ
ワ
殿
と
そ
の
他
の
親
任
官
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
、
伯
閣
下
の
開
封
状
に
反
す
る
。」（
＝
一
二
五
五
年
一
二
月
一

二
日
付
の
伯
の
書
状
と
司
法
改
革
令
を
援
用）

（（（
（

）

⑶　

こ
れ
も
、「
伯
の
宥
恕
に
よ
る
」
も
の
で
あ
り
、
執
政
官
府
に
よ
る
権
限
濫
用
が
目
立
つ
場
合
に
は
、
伯
は
執
政
官
府
の
裁
判
所
と
伯

代
官
の
裁
判
所
の
ど
ち
ら
か
の
選
択
権
を
当
事
者
に
認
め
る
も
の
で
あ
る）

（（（
（

。

⑷　

慣
習
法
に
疑
義
の
あ
る
場
合
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
べ
く
こ
れ
を
個
別
審
議
の
対
象
と
す
る
の
は
執
政
官
府
で
あ
る
が
、
内
容
を
吟
味

す
る
の
は
伯
の
役
割
で
あ
る）

（（（
（

。

　

こ
れ
ら
執
政
官
府
へ
の
回
答
に
続
け
て
、
伯
顧
問
会
議
は
要
望
書
の
内
容
を
踏
ま
え
た
「
伯
令ordinatio

」
の
草
案
を
付
し
て

お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
執
政
官
府
は
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
住
民
間
の
訴
訟
に
関
し
て
慣
習
法
の
解
釈
権
を
有
す
る
が
、
刑
事
事
件
に
お
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い
て
は
、
当
事
者
は
執
政
官
府
と
伯
代
官
の
い
ず
れ
か
の
裁
判
所
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

㈢　

二
つ
の
危
機
か
ら
の
帰
結

　

以
上
、
二
つ
の
危
機
を
通
し
て
執
政
官
府
の
裁
判
権
が
、
伯
代
官
の
裁
判
権
と
併
存
す
る
形
で
、
伯
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
こ
と

は
、
一
見
す
る
と
執
政
官
府
が
伯
代
官
に
勝
利
し
た
よ
う
に
も
映
ず
る
が
、
あ
く
ま
で
「
伯
の
宥
恕
に
よ
るde patientia dom

ini 

com
itis

」
と
の
留
保
付
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
執
政
官
府
は
伯
の
司
法
改
革
令
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
上
訴
制
機
構
に
決
定
的

に
組
み
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
点
で
、
勝
者
は
む
し
ろ
伯
代
官
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
に
お
け
る
「
最
高
の
裁
判
官
」
と
し
て
の
役
割
を
重
視
し
た
、
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
伯
ア
ル
フ
ォ
ン

ス
に
よ
る
一
連
の
司
法
改
革）（（（
（

は
、
レ
モ
ン
七
世
統
治
下
で
の
抗
争
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
多
く
が
一
二
三
〇
年
以
前
に

実
務
と
し
て
定
着
し
た
、
執
政
官
府
の
司
法
・
行
政
に
関
す
る
慣
習
法
が
攻
撃
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
実
際
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
の
統
治

に
際
し
て
は
、
レ
モ
ン
七
世
の
旧
臣
（
特
に
、
ギ
ー
・
フ
ー
コ
ワ
、
ポ
ン
ス
・
ア
ス
ト
ー
、
シ
カ
ー
ル
・
ア
ラ
マ
ン）

（（（
（

）
を
重
用
し
て
い
る

こ
と
か
ら
も
、
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
が
、
レ
モ
ン
七
世
に
よ
る
中
央
集
権
化
を
礎
に
伯
の
権
威
の
再
興
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
ろ
う）（（（
（

。

　

か
く
し
て
、
執
政
官
府
の
統
制
を
免
れ
た
官
職
保
有
者
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
構
築
を
第
一
義
と
す
る
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
に
と
っ

て
、
上
訴
制
の
導
入
に
よ
っ
て
伯
代
官
の
権
威
を
高
め
つ
つ
、
執
政
官
府
を
伯
の
統
制
下
に
置
く
こ
と
は
、
司
法
改
革
の
主
眼
の
ひ

と
つ
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
兄
王
の
単
な
る
模
倣
者
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
自
発
性
と
独
創
性
が
見
ら
れ
る
ば

か
り
で
な
く
、
以
下
に
掲
げ
る
史
料
か
ら
は
、
自
治
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
上
訴
制
が
確
た
る
実
効
性
を
も
っ
て
機
能
し
て

い
た
と
見
ら
れ
、
そ
の
行
政
手
腕
の
驚
く
べ
き
精
妙
さ
も
併
せ
て
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る）（（（
（

。

　

既
に
一
二
五
七
年
一
月
三
一
日
付
の
異
端
審
問
官
レ
ノ
ー
・
ド
・
シ
ャ
ル
ト
ル
に
よ
る
伯
宛
書
簡
に
は
、
持
ち
込
ま
れ
る
訴
訟
の
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増
大
を
反
映
し
た
、
伯
代
官
の
裁
判
所
に
常
設
さ
れ
た
裁
判
官
（
後
の
「
専
任
判
事judex oridinarius

」）
の
存
在
が
窺
わ
れ）（（（
（

、
さ

ら
に
一
二
六
八
年
初
頭
に
伯
の
元
に
派
遣
さ
れ
た
「
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
人
民
の
代
表
団procuratores com

m
unitatio 

popullarium
 T

holose

」
提
出
の
要
望
書）（（（
（

に
は
、
伯
の
元
に
持
ち
込
ま
れ
た
上
訴
を
遅
滞
な
く
処
理
す
る
た
め
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ

一
帯
を
管
区
と
し
て
常
駐
す
る
上
訴
判
事
を
創
設
す
べ
き
こ
と）（（（
（

が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
司
法
に
お
け
る
伯
・
伯
代
官
の

権
威
の
上
昇
は
、
同
時
代
の
法
律
家
エ
ム
リ
・
ド
・
ル
ビ
ア
の
証
言
（II（/2

）
（（（
（

）
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
王
弟
ア

ル
フ
ォ
ン
ス
統
治
下
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
執
政
官
は
、
伯
代
官
と
そ
の
属
僚
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
、
単
に
伯
の
属
僚
と
し
て
職
務
を
遂

行
し
て
い
た
に
過
ぎ
ず）（（（
（

、
伯
代
官
あ
る
い
は
そ
の
専
任
判
事
の
法
廷
に
召
喚
さ
れ
て
い
た）（（（
（

と
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
信
憑
性
に
つ
い
て
は
、

一
二
六
四
年
頃
の
ポ
ン
ス
・
ア
ス
ト
ー
の
覚
書）（（（
（

に
お
け
る
、
ウ
ダ
ー
ル
・
ド
・
ポ
ン
パ
ー
ニ
ュ
が
伯
代
官
に
就
任
し
た
一
二
五
三
年

以
降
、
伯
代
官
に
よ
る
執
政
官
府
へ
の
就
任
宣
誓
が
廃
止
さ
れ
て
い
た
旨
の
記
述）（（（
（

に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
。

　

か
く
し
て
、
一
二
七
〇
年
代
に
は
、
富
裕
層
に
属
す
る
未
亡
人
マ
テ
ヴ
ァ
某
が
、
自
ら
の
権
利
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
伯

代
官
あ
る
い
は
国
王
に
上
訴
す
る
と
言
っ
て
執
政
官
府
を
脅
し
て
い
る
判
例）（（（
（

か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
民
は
執
政

官
府
の
裁
判
所
か
ら
伯
代
官
の
裁
判
所
へ
積
極
的
に
上
訴
す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
司
法
に
お
け
る
執
政
官
府
の
権
威
の
失
墜
は

既
に
決
定
的
と
な
っ
て
い
た）（（（
（

。
か
つ
て
執
政
官
府
に
主
導
さ
れ
た
自
治
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
は
、
も
は
や
死
に
体
と
言
っ
て
よ
く
、

後
に
フ
ィ
リ
ッ
プ
三
世
が
王
状
（
一
二
八
三
年
）
に
お
い
て
「（
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
）
執
政
官
達
は
、
朕
の
名
の
下
に
裁
判
を
行
っ
て

い
る
」
と
述
べ
て
い
る）（（（
（

よ
う
な
、「
臣
従
都
市bonne ville

」
と
い
う
新
た
な
存
在
へ
と
変
容
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

六　

総
括
：
王
領
地
に
お
け
る
王
権
理
論
の
適
用
と
の
比
較

　

こ
の
よ
う
な
旧
体
制
下
で
の
「
臣
従
都
市
」
へ
の
布
石
と
な
る
、
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
に
よ
る
上
訴
制
の
整
備
・
確
立



48

法学研究 85 巻 4 号（2012：4）

は
、
ブ
ー
タ
リ
ッ
ク
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
兄
王
に
倣
っ
た
領
内
の
中
央
集
権
化
に
よ
り
、
伯
の
属
僚
や
都
市
の
特
権
階
級
の
横
暴
が

取
り
払
わ
れ
、
市
民
一
般
の
自
由
が
確
保
さ
れ
た
結
果
、
そ
う
し
た
市
民
が
伯
を
頼
る
こ
と
が
あ
ま
り
に
多
く
な
っ
た
た
め
、
こ
れ

を
制
限
し
て
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
確
保
す
る
こ
と
が
迫
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
、
と
い
う
状
況
に
求
め
ら
れ
る）（（（
（

。
こ
こ
こ
で
、
マ
ン

デ
ィ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
が
北
仏
の
中
央
集
権
的
領
邦
君
主
の
典
型
と
し
て
、
レ
モ
ン
七
世
と
同
様
に

自
治
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
都
市
国
家
然
と
し
た
振
る
舞
い
に
敵
対
的
で
あ
り
、
尚
か
つ
そ
う
し
た
自
身
の
思
惑
を
実
行
に
移
す
だ

け
の
地
位
に
恵
ま
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば）（（（
（

、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
先
代
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
モ
ン
七
世
に
よ
る
中
央
集
権
化
と
伯
権
回
復
の
試
み
が
あ
る
こ
と
は
、
先
に

述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
以
下
で
は
、
中
世
フ
ラ
ン
ス
王
権
理
論
に
関
す
る
ク
リ
ネ
ン
の
所
説
に
お
け
る
「
完
全
な
る
権
力plena 

potestas

」
と
「
代
理représentation

」
概
念
に
依
拠
し
つ
つ
、
王
領
地
に
お
け
る
王
権
理
論
の
適
用
と
の
比
較
に
お
い
て
、
最

終
的
に
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
に
よ
る
上
訴
制
を
時
の
王
権
理
論
の
枠
組
み
の
中
に
位
置
付
け
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

㈠　
「
完
全
な
る
権
力plena potestas
）
（（（
（

」

　

ク
リ
ネ
ン
に
よ
れ
ば
、
中
世
に
お
け
る
絶
対
主
義
の
典
型
表
現
で
あ
る
「
完
全
な
る
権
力plena potestas

」
な
い
し
「
権
力
の

完
全
性plenitudo potestatis

」
な
る
語
は
、
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
司
法
改
革
令
の
模
範
と
目
さ
れ
る
、
ル
イ
九
世
の
司
法
改

革
令
（
一
二
五
四
年
）
が
初
出
と
さ
れ
る）（（（
（

。

　

そ
も
そ
も
、
こ
の
語
は
教
会
法
学
者
に
よ
っ
て
教
皇
の
「
絶
対
権potestas absoluta

」
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、

「
神
の
代
理
人vicarius D

ei

」・「
地
上
の
神D

eus in terris

」
と
し
て
「
キ
リ
ス
ト
が
な
し
得
る
こ
と
全
てom

nia que potest 

Christus

」
を
行
う
教
皇
は
、
中
世
に
お
け
る
権
力
と
法
の
混
合
体
と
し
て
の
「
絶
対
権
」
を
持
つ
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
一
一
九

八
年
、
教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
が
聖
職
禄
授
与
に
関
し
て
「
朕
の
完
全
な
る
権
力
に
従
い
、
朕
は
法
に
基
づ
い
てde 
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jure

、
法
を
超
え
るsupra ius

出
費
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
」（X

.（.8.4

）
（（（
（

）
と
定
め
て
以
来
、
ロ
ー
マ
法
学
者
に
も
、
こ
の
「
完

全
な
る
権
力
」
な
る
語
が
浸
透
し
た
と
さ
れ
る
が
、
教
令
に
お
け
る
「
完
全
な
る
権
力
に
基
づ
い
てde plenitudine potestatis

」

な
る
表
現
の
体
系
的
使
用
は
、
教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
四
世
を
も
っ
て
、
そ
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
。
カ
ン
テ
ィ
ー
ニ
の
所
説）（（（
（

に
従

い
、
伝
統
的
な
両
剣
論
に
お
け
る
教
皇
と
皇
帝
の
並
立
を
説
く
教
会
法
学
者
フ
グ
ッ
チ
ョ
の
弟
子
で
あ
り
、
師
の
見
解
を
引
き
継
ぐ

イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
と
、
一
三
世
紀
最
高
の
教
会
法
学
者
の
ひ
と
り
で
あ
り
、
教
皇
至
上
主
義
を
強
化
し
、
教
会
法
を
通
じ

て
そ
の
思
想
を
現
実
化
し
よ
う
と
し
た
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
四
世
の
政
策
の
間
に
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
連
続
性
が
見
ら
れ
る

と
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
教
令
に
お
け
る
「
完
全
な
る
権
力
」
の
体
系
的
使
用
は
、
教
会
法
学
に
お
け
る
「
権
力
の
完
全
性
」
概

念
の
確
立
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

か
く
し
て
、
ワ
ッ
ト
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に）（（（
（

、
同
時
代
の
教
会
法
学
者
と
し
て
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
四
世
の
理
論
的
支
柱
と

な
っ
て
い
た
、
急
進
的
教
皇
至
上
主
義
者
ホ
ス
テ
ィ
エ
ン
シ
ス
の
『
教
令
大
全Sum

m
a D

ecretorum

』（
一
二
五
三
年
頃
）
に
お

け
る
、「
権
力
の
完
全
性
が
全
て
を
補
完
す
るplenitudo potestatis om

nia supplet

」
と
い
う
観
念）（（（
（

こ
そ
、
古
来
の
実
務
に
反

す
る
司
法
・
行
政
上
の
措
置
を
正
当
化
す
る
「
完
全
な
る
権
力
」
の
指
導
理
念
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
既
に
一
三
世
紀
の
教
会
に
お

い
て
は
、「
法
の
上
に
立
つsupra ius

」
存
在
で
あ
る
教
皇
が
慣
習
法
や
法
律
に
よ
る
制
約
か
ら
解
放
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
、

イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
四
世
を
し
て
、「
万
人
の
専
任
判
事iudex ordinarius om

nium

」
を
自
任
す
る
に
至
っ
た
経
緯
を
窺
い

知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

他
方
、
中
世
ロ
ー
マ
法
学
に
お
け
る
立
法
者
た
る
ロ
ー
マ
皇
帝
の
絶
対
権
（Princeps legibus solutus est

：D
.1.（.（1

／Q
uod 

principi placuit legis habet vigorem

：D
.1.4.1.pr

）
（（（
（

.

）
を
援
用
し
つ
つ
、
王
国
内
の
中
央
集
権
化
を
推
進
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
王
権

も
、
教
皇
を
真
似
て
「
完
全
な
る
権
力
」
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
（
＝
「
キ
リ
ス
ト
の
似
姿im

ago Christi

」
た
る
「
国
王
︱
皇
帝

rex-dom
inus

」
像
の
適
用
）
と
考
え
る
に
至
っ
て
い
た
こ
と
は
、
教
皇
庁
と
国
王
尚
書
局
で
の
公
文
書
式
の
類
似
か
ら
も
明
ら
か
で
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あ
る
。
先
に
挙
げ
た
ル
イ
九
世
の
司
法
改
革
令
の
文
言
は
、
フ
ラ
ン
ス
王
権
理
論
に
お
け
る
、
こ
れ
ら
教
会
法
学
と
ロ
ー
マ
法
学
の

影
響
を
端
的
に
示
す
も
の）（（（
（

で
あ
る
が
、
既
述
の
よ
う
に
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
が
、
兄
王
の
司
法
改
革
に
倣
い
つ
つ
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ

伯
領
に
お
け
る
「
最
高
の
裁
判
官
」
た
る
伯
を
頂
点
と
す
る
上
訴
制
を
整
備
し
た
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
王
権
理
論
の
適
用
が

あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

㈡　
「
代
理représentation

」
概
念）（（（
（

　

中
世
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
国
王
や
領
邦
君
主
を
は
じ
め
大
小
様
々
な
統
治
権
者
が
、
自
ら
の
権
限
を
代
理
す
る
代
行
官
を
介

し
て
統
治
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
、
自
治
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
を
め
ぐ
る
以
上
の
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
興
隆
目
覚
ま
し
い
ル

イ
九
世
下
の
カ
ペ
ー
朝
王
権
が
、
そ
の
支
配
権
力
を
正
当
化
す
る
王
権
理
論
を
浸
透
さ
せ
る
際
に
も
、
こ
れ
ら
代
行
官
が
大
き
な
役

割
を
果
た
し
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
が
、
こ
こ
で
の
「
代
理
す
るreprésenter

」
と
い
う
基
礎
用
語
が
法
律
上
の
概
念
と
な
り
、

「
代
理représentation

」
な
る
概
念
が
教
会
や
形
成
過
程
の
国
家
、
都
市
や
そ
の
他
の
「
団
体universitas

」
の
統
治
行
政
や
管

理
運
営
の
一
般
的
な
技
術
と
し
て
幅
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
一
三
世
紀
以
降
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い）（（（
（

。
し
た
が
っ
て
、

時
の
カ
ペ
ー
朝
王
権
は
、
比
較
的
新
し
い
統
治
技
法
を
用
い
て
王
権
理
論
の
適
用
を
拡
充
し
て
行
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る）（（（
（

。

　

一
三
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
、
こ
の
よ
う
な
代
官
制
の
隆
盛
に
伴
い
、
管
区
に
常
駐
す
る
よ
う
に
な
っ
た
地
方
官
（
代
官
・
司

法
代
官
・
国
王
の
代
訴
官
や
弁
護
士
・
徴
税
官
、
等
）
は
、
在
地
の
封
建
勢
力
か
ら
の
圧
力
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
彼
ら
国

王
の
属
僚
に
よ
る
「
職
権
濫
用abus

」
が
告
発
さ
れ
、
反
発
を
受
け
る
と
い
う
形
で
、
国
王
の
「
至
高
権souveraineté

」
の
適

用
が
、
在
地
封
建
勢
力
の
「
自
由libertés

」
や
「
特
権privilèges
」
に
邪
魔
立
て
さ
れ
た
の
で
あ
る）（（（
（

。
し
か
し
、
少
な
く
と
も

ル
イ
九
世
の
時
代
に
は
、
聖
俗
封
建
領
主
の
一
部
は
、
国
王
の
総
代
官bailli
に
よ
る
監
視
・
統
制
を
受
け
、
法
や
王
令
の
名
の
下

に
厳
し
く
糾
弾
さ
れ
て
お
り
、
も
は
や
所
領
の
真
の
主
で
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
同
時
代
の
逸
名
詩
人
の
詩
篇
か
ら
も
看
取
さ
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れ
、
こ
の
よ
う
に
封
建
的
自
由
を
奪
わ
れ
た
王
国
は
、
も
は
や
「
麗
し
き
フ
ラ
ン
スdouce France

」
の
名
に
値
せ
ず
、「
奴
隷
の

国le païs aus sougiez

」・「
卑
劣
な
る
地une terre acuvertie

」
で
あ
る
と
詠
わ
れ
て
い
る）（（（
（

。

　

王
領
地
で
の
こ
う
し
た
状
況
に
関
し
て
は
、
ル
イ
九
世
に
献
呈
さ
れ
た
『
王
侯
教
育
論Eruditio regum

 et principum

』
と

題
す
る
ギ
ベ
ー
ル
・
ド
・
ト
ゥ
ル
ネ
の
論
文）（（（
（

に
お
い
て
も
、
教
会
裁
判
所
に
取
っ
て
代
わ
る
、
国
王
の
裁
判
官
に
対
す
る
教
会
人
の

反
感
と
い
う
形
で
、
以
下
の
諸
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（ii.1.5

：「
人
民
が
良
き
法
を
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
国
内
の
諸

悪
に
つ
い
てde m

alis quae fiunt in civitatibus, cum
 populus abutitur acceptis legibus

）
（（（
（

」）。

・
国
王
の
属
僚
は
誰
一
人
と
し
て
法
律
を
遵
守
せ
ず
、
慣
習
法
を
廃
し
て
い
る
。

・
国
王
の
属
僚
は
自
ら
の
意
向
を
押
し
付
け
、
そ
の
判
決
は
買
収
さ
れ
て
お
り
、
無
実
の
者
を
有
罪
と
し
て
い
る
。

・
彼
ら
に
よ
る
抑
圧
・
不
正
・
暴
力
は
、
無
軌
道
な
徴
発
・
金
銭
欲
と
共
に
、
完
全
な
る
権
力
を
有
す
る
と
の
確
信
に
帰
せ
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
、
本
来
は
正
義
を
行
う
こ
と
を
通
常
任
務
と
す
る
国
王
の
属
僚
が
、
国
王
の
権
威
を
笠
に
着
て
法
律
を
曲
げ
、
慣
習
法
に

反
す
る
悪
逆
・
横
暴
を
国
王
に
進
言
す
る
際
、
ギ
ベ
ー
ル
は
、
初
期
註
釈
学
派
の
熱
心
な
読
者
で
あ
っ
た
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
の
ジ
ョ
ン

の
『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス）（（（
（

』
に
お
い
て
危
険
視
さ
れ
た
、
皇
帝
の
絶
対
権
に
関
す
る
ロ
ー
マ
法
文
（D

.1.（.（1

）
を
引
用
し
て
い
る
。

し
か
し
、「
君
主
が
法
の
拘
束
か
ら
免
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
の
は
、
か
の
者
に
不
正
な
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、

か
の
者
が
罰
を
恐
れ
る
こ
と
な
く
、
正
義
を
愛
し
衡
平
に
心
を
砕
く
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
り
、
公
益
を
希
求
し
、
自

ら
の
意
思
よ
り
も
他
人
の
利
益
を
何
よ
り
優
先
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
の

一
節）（（（
（

は
、
内
容
的
に
は
、「
法
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
が
君
主
の
威
厳
に
相
応
し
い
」
と
す
るdigna vox

（C.1.14.4

）
（（（
（

）
に
近
く
、
ギ

ベ
ー
ル
自
身
は
こ
の
『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
を
下
地
と
し
た
ド
ミ
ニ
コ
会
士
ヴ
ァ
ン
サ
ン
・
ド
・
ボ
ー
ヴ
ェ
に
よ
る
『
学
問
鑑
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Speculum

 doctrinale

』（lib.V
II, cap.2（

）
（（（
（

.

）
の
記
述
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る）（（（
（

。
そ
こ
で
は
、
君
主
の
権
威
を
振
り
か
ざ

し
、
横
暴
と
腐
敗
を
極
め
る
と
い
う
国
王
の
属
僚
の
悪
弊
一
般
が
列
挙
さ
れ
、
こ
う
し
た
傾
向
は
「
す
べ
て
王
国
内
に
満
ち
溢
れ
て

い
るH

aec autem
 om

nia in principem
 redundant

」
と
し
た
う
え
で
、『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』
の
一
節
が
引
用
さ
れ
て
お

り
）
（（（
（

、
ギ
ベ
ー
ル
の
記
述
は
さ
ら
に
こ
れ
を
具
体
的
に
敷
衍
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

こ
れ
ら
、
国
王
に
近
し
い
者
た
ち
に
よ
る
記
述
か
ら
は
、
王
領
内
の
司
法
行
政
を
担
う
国
王
代
行
官
の
多
く
が
、
ロ
ー
マ
皇
帝
の

絶
対
権
に
関
す
る
法
格
言
や
、
曖
昧
で
摑
み
ど
こ
ろ
の
な
い
「
国
王
大
権m

aiestas regia

」
に
よ
っ
て
衝
き
動
か
さ
れ
て
お
り
、

ク
リ
ネ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
北
仏
の
王
領
地
に
お
い
て
「
物
申
す
者
は
、
皇
帝
に
楯
突
く
者
で
あ
るQ

ui talia profert aut 

asserit, caesari contradicit
）
（（（
（

」
と
の
実
態
が
看
取
さ
れ
る
。
一
三
世
紀
と
い
う
、
権
力
分
立
の
概
念
と
は
無
縁
の
時
代
に
あ
っ
て
、

政
治
権
力
が
司
法
権
能
と
競
合
し
て
い
る
中
、
カ
ペ
ー
朝
の
諸
王
に
と
っ
て
は
、
支
配
領
域
に
新
た
な
支
配
権
の
確
立
と
平
和
を
も

た
ら
そ
う
と
す
る
意
思
を
代
理
す
る
裁
判
所
を
設
置
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
、
王
権
の
復
興
目
覚
ま
し

い
フ
ラ
ン
ス
王
国
に
お
け
る
「
国
家
の
正
義
：
国
家
に
よ
る
裁
判justice dʼÉtat

」
の
胎
動
を
感
知
で
き
よ
う
。

　

か
く
し
て
、
ル
イ
九
世
の
下
で
総
代
官
（baillis ; sénéchaux

）
の
数
が
増
大
し
、
管
区
の
主
都
に
お
い
て
定
期
的
に
法
廷
を
開

く
こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
国
家
に
よ
る
裁
判
が
創
始
さ
れ
る
と
、
伝
統
的
な
裁
判
管
轄
（
教
会
裁
判
権
・
封
建
領
主
裁
判
権
・
自
治
都
市

裁
判
権
）
は
縮
減
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
曖
昧
だ
っ
た
「
正
す
者
た
る
国
王roi justicier

」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
理
想）（（（
（

を
現
実
の
も

の
と
す
る
こ
と
に
大
き
く
寄
与
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、「
あ
ら
ゆ
る
正
義
は
国
王
よ
り
発
す
るtoute justice ém

ane du roi

」
と

い
う
法
格
言
は
、
一
三
世
紀
に
お
い
て
単
に
理
論
上
の
も
の
で
は
な
く
、
既
述
の
よ
う
に
、
国
王
に
近
し
い
者
た
ち
が
不
平
を
書
き

連
ね
る
程
の
実
効
性
を
も
っ
て
機
能
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　

㈢　

親
王
領
に
お
け
る
王
権
理
論
の
適
用
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以
上
、
ク
リ
ネ
ン
の
分
析
系
に
基
づ
い
て
、
王
領
地
に
お
け
る
王
権
理
論
の
適
用
の
あ
ら
ま
し
を
見
て
来
た
が
、
翻
っ
て
親
王
領

た
る
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
所
領
、
就
中
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
照
応
関
係
を
見
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う

か
。

　

カ
ペ
ー
朝
王
権
下
で
の
親
王
領
政
策
に
関
す
る
ウ
ッ
ド
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
親
王
領
に
お
い
て
は
先
ず
、
親
王
の
生
ま
れ
の
高
貴

さ
が
強
調
さ
れ
、
所
領
に
お
い
て
特
異
な
封
建
的
地
位
を
占
め
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た）（（（
（

。
こ
れ
は
一
二
世
紀
末
以
降
、「
領
主
の
な

か
の
領
主seigneur des seigneurs

」・「
超
越
的
領
主seigneur par-dessus

」・「
最
高
封
主souverain fieffeux

」
た
る
フ

ラ
ン
ス
国
王
が
、
何
人
に
対
し
て
も
自
身
で
臣
従
礼
を
行
う
こ
と
が
な
い）（（（
（

の
と
同
様
に
、
親
王
も
所
領
に
お
い
て
国
王
以
外
に
臣
従

礼
を
行
う
こ
と
を
拒
絶
す
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
も
「
フ
ラ
ン
ス
国
王
の
息
子
」
と
称
し
、
定
紋
は
フ
ラ
ン

ス
王
家
の
ユ
リ
紋
と
摂
政
母
后
の
出
身
地
カ
ス
テ
ィ
リ
ア
の
城
を
併
せ
た
も
の
を
用
い
る）（（（
（

な
ど
、
そ
の
出
自
の
高
貴
さ
を
強
調
し
つ

つ
、
一
二
五
一
年
六
月
八
日
に
は
、
モ
ン
ト
ー
バ
ン
に
お
い
て
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
の
総
代
官
が
臣
従
礼
を
行
う
こ
と
を
条
件
に
、

フ
ァ
ン
ジ
ョ
ー
城
に
つ
い
て
伯
自
ら
が
臣
従
礼
を
行
う
こ
と
を
免
除
す
る
旨
の
協
定
を
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
司
教
と
の
間
で
取
り
結
ん
で

い
る）（（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
親
王
が
所
領
に
お
い
て
国
王
の
似
姿
を
演
じ
る
こ
と
（
生
ま
れ
の
高
貴
さ
の
強
調
と
臣
従
拒
否
）
に
よ
り
、
領
民
は

王
権
が
既
に
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
、
親
王
や
そ
の
属
僚
の
内
に
王
を
想
起
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た）（（（
（

が
、
特
に
親

王
に
よ
る
王
令
の
自
発
的
な
模
倣
は
、
当
時
の
王
権
に
よ
る
こ
う
し
た
親
王
領
政
策
の
あ
り
よ
う
を
強
く
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

現
存
す
る
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
文
書
群
に
は
、
国
王
の
モ
デ
ル
に
沿
う
よ
う
に
立
法
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
特
に
顕
著
で
あ
り
、

「［
…
…
］
同
司
教
区
に
お
い
て
、
余
の
最
愛
な
る
兄
た
る
フ
ラ
ン
ス
国
王
陛
下
が
、
同
様
の
事
案
に
際
し
て
遵
守
さ
れ
て
お
ら
れ
る

と
こ
ろ
に
従
っ
て）（（（
（

」
あ
る
い
は
「［
…
…
］
フ
ラ
ン
ス
国
王
陛
下
の
属
僚
が
、
そ
れ
ら
の
土
地
で
同
様
の
事
案
に
際
し
て
行
っ
て
い

る
こ
と
に
従
っ
て）（（（
（

」
と
い
っ
た
文
言
か
ら
は
、「
疑
わ
し
い
時
は
、
王
を
真
似
ろW

hen in doubt, im
itate the king

」
と
い
う
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統
治
の
指
針
が
垣
間
見
え
る）（（（
（

。
所
領
に
お
け
る
縁
戚
関
係
（
地
縁
）
が
ま
っ
た
く
な
い
、
い
わ
ば
「
他
所
者
」
で
あ
っ
た
、
王
弟
ア

ル
フ
ォ
ン
ス
を
は
じ
め
と
す
る
カ
ペ
ー
朝
期
の
親
王
た
ち
に
と
っ
て
、
在
地
の
伝
統
の
上
に
地
歩
を
築
く
の
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と

は
容
易
に
想
像
さ
れ
、
そ
の
所
領
に
お
い
て
は
国
王
に
適
合
的
で
あ
る
こ
と
が
、
よ
り
安
全
で
安
易
な
道
で
あ
っ
た
。「
フ
ラ
ン
ス

国
王
の
息
子
」
か
ら
の
「
国
王
を
真
似
ろ
」
と
い
う
命
令
は
、
そ
れ
を
忠
実
に
実
行
す
る
こ
と
が
、
当
該
命
令
の
淵
源
た
る
国
王
に

忠
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
必
然
的
に
暗
示
す
る
の
で
あ
り
、
親
王
領
に
お
け
る
第
一
世
代
・
第
二
世
代
が
、
一
三
世
紀
の
段
階
で

国
王
を
一
族
の
長
・
最
有
力
の
構
成
員
と
し
て
、
そ
の
主
導
権
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
っ
た
と
言
え
よ

う
）
（（（
（

。

　

か
く
し
て
、
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
司
法
改
革
令
は
、
こ
の
よ
う
な
カ
ペ
ー
朝
王
権
下
で
の
親
王
領
政
策
の
一
環
と
し
て
位
置
付

け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
上
訴
制
の
整
備
・
確
立
こ
そ
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
に
お
け
る
王
権
理
論
の
積
極
適
用
と
し
て

理
解
す
べ
き
も
の
と
言
え
よ
う
。
主
都
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
執
政
官
府
を
伯
代
官
の
権
威
の
下
に
置
こ
う
と
す
る
中
央
集
権
化
の
試
み

は
、
先
代
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
モ
ン
七
世
か
ら
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
領
内
に
お
け
る
「
最
高
の
裁
判
官
」
た
る
伯
を

頂
点
に
司
法
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
整
理
し
、
障
碍
と
な
る
諸
特
権
は
悪
し
き
慣
習
法
と
し
て
積
極
的
に
排
除
し
て
抜
本
的
改
革
を
立

法
に
よ
っ
て
徹
底
す
る
と
共
に
、
伯
の
権
限
を
代
理
す
る
代
官
を
通
じ
て
執
政
官
府
に
統
制
を
加
え
る
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
姿
は
、

ま
さ
に
王
領
地
に
王
権
理
論
を
適
用
す
る
国
王
の
姿
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
1
）　 

シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
伯
の
総
代
官sénéchal

を
務
め
、
第
七
回
十
字
軍
遠
征
に
際
し
て
は
、
主
君
に
代
わ
っ
て
軍
勢
を
率
い
た
。
そ

の
た
め
、
ジ
ャ
ン
・
ド
・
ジ
ョ
ワ
ン
ヴ
ィ
ル
は
ル
イ
九
世
の
陪
臣
に
当
た
る
が
、
豪
放
磊
落
な
人
柄
を
買
わ
れ
て
直
臣
扱
い
と
な
り
、
後

に
王
の
側
近
く
で
見
聞
き
し
た
事
績
を
年
代
記
と
し
て
ま
と
め
た
（
ジ
ャ
ン
・
ド
・
ジ
ョ
ワ
ン
ヴ
ィ
ル
『
聖
王
ル
イ　

西
欧
十
字
軍
と
モ

ン
ゴ
ル
帝
国
』
伊
藤
敏
樹　

訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
、
一
五
頁
）。

（
2
）　D

evic et V
aissette, H

istoire générale de Languedoc (éd. Privat) [H
G

L], t.V
III, T

oulouse, 18（（, cc.1（45-1（52.
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（
（
）　« A

près ce que li roys Loys fu revenus dʼoutre-m
er en France, il se contint si devotem

ent envers N
ostre-

Signour, et si droiturièrem
ent envers ses sougiez ; si regarda et apensa que m

out estoit belle chose et bonne 
dʼam

ender le royaum
e de France. Prem

ièrem
ent establi un general establissem

ent sus les ougiez par tout le 
royaum

e de France

… »

：M
. N

. de W
ailly (éd.), H

istoire de Saint Louis par Jean sire de Joinville, Paris, 18（8, 

§CX
L, 

p.24（.

（
4
）　E. Boutaric, Saint Louis et A

lfonse de Poitiers : étude sur la réunion des provinces du M
idi et de l̓ouest à la 

couronne et sur les origines de la centralisation adm
inistrative d̓

après des docum
ents inédits, Paris, 18（0 [Boutaric

①
], pp.（-（ ; Ch. T

. W
ood, T

he French apanages and the Capetian m
onarchy 1224-1328, H

arvard U
niversity Press, 

1（（（, pp.（2, （2, （（ et （8.

（
5
）　H

G
L, t.V

III, cc.1（52-1（5（.

（
（
）　

両
司
法
改
革
令
の
比
較
分
析
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「〝
立
法
者législateur

〟
と
〝
正
す
者justicier

〟：
盛
期
中
世
フ
ラ
ン
ス
に
お

け
る
上
訴
制
と
王
権
︱
ル
イ
九
世
と
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
司
法
改
革
令
を
中
心
に
︱
」『
法
学
研
究
』
第
八
四
巻
十
号
、
二

五
～
六
四
頁
を
参
照
。

（
（
）　J. K

rynen, Lʼem
pire du roi : Idées et croyances politiques en France, X

III
e-X

V
e siècle, Gallim

ard, Paris, 1（（（. 
[K

rynen
①

]

（
8
）　J. Chiffoleau, Saint Louis, Frédéric II et les constructions institutionnelles du X

III e siècle, M
édiévales, （4 (1（（8), 

p.1（ ; J. Le Goff, Saint Louis, Gallim
ard, 1（（（, p.（（5, n.2 ; J.-M

. Carbasse, Le roi législateur : théorie et pratique, 
D

roits, （8 (200（), pp.（-1（.

（
（
）　A
. Rigaudière, Princeps legibus solutus est (D

ig. I,（,（1) et Q
uod principi placuit legis habet vigorem

 (D
ig. I,4,1 et 

Inst. I,2,（) à travers trois coutum
iers du X

III e siècle, in H
om

m
ages à G

érard Boulvert, Paris, 1（8（, p.444.

（
10
）　A

d. T
ardif, La procédure civile et crim

inelle aux X
III

e et X
IV

e siècles, Paris, 1885, pp.128-1（2 ; Boutaric
①

, 
p.（（0.

（
11
）　

以
下
の
記
述
は
、
佐
藤
彰
一
「
フ
ラ
ン
ク
時
代
の
ウ
ィ
カ
ー
リ
ウ
ス
と
ウ
ィ
カ
ー
リ
ア
」『
ポ
ス
ト
・
ロ
ー
マ
期
フ
ラ
ン
ク
史
の
研
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究
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
七
一
～
二
九
〇
頁
所
収
、
に
依
拠
し
て
い
る
。

（
12
）　H

G
L, t.X

II, pp.1（4-1（（.
（
1（
）　G. Baesecke, 

“De gradus Rom
anorum

” in K
ritische Beiträge zur G

eschichte des M
ittelalters: Festschrift für 

R
obert H

oltzm
ann zum

 sehzigsten G
eburtstag, Berlin, 1（（（, pp.2-（.

（
14
）　« U

icarius, qui uice com
itis uel quando com

is pergit pro neccessaris ciuitatis aue ad regem
 siue patricium

, 
[

…
…] id est uicari. »

（
15
）　« U

icarius qui quando com
es ad regem

 w
adit ad causas ciuitatis sue discutiendas, uicem

 ipsius tenet, et ideo 
uicarius nom

inatur. »

（
1（
）　« hoc A

nim
odi vicarii dolo, qui pagum

 illum
 judicaria regbat potestate, fuisse

… »

：Gregorii episcopi 
T

uronensis H
istoriarum

 libri X
, lib.X

, c.5, in M
onum

enta G
erm

aniae Scriptores rerum
 M

erovingicarum
, t.1, pars.1, 

fasc.1, H
annoverae, 1（51, p.48（.

（
1（
）　« N

on vicarios aut quoscunque de latere suo per regionem
 sibi com

m
issam

 instituere vel destinare 
praesum

ant, qui quod absitt m
alis operibus consentiendo venalitatem

 exerceant, aut iniqua quibuscum
que spolia 

inferre praesum
annt »

：Guntchram
ni regis edctum

, in M
onum

enta G
erm

aniae Legum
 Sectio II. Capitularia 

R
egum

 Francorum
, t.1, H

annoverae, 188（, p.12.

（
18
）　P. D

. K
ing, Law

 and Society in the V
isigothic K

ingdom
, Cam

bridge, 1（（2, p.80.

（
1（
）　« U

t ante vicarium
 et centenarium

 de proprietate aut libertate iudicium
 non term

inetur aut adquiratur, nisi 
sem

per in praesentia m
issorum

 im
perialium

 aut in praesentia com
itum

 »

：Capitularia m
issorum

 A
quisgranense 

pririm
um

. a.810, c.（, in M
onum

enta G
erm

aniae Legum
 Sectio II. op.cit., p.15（.

（
20
）　« D
e res et m

ancipia, ut ante vicariis et centenariis non conquirantur »

：Capitularia m
issorum

 A
quisgranense 

secundum
. a.810, c.15, in ibid., p.154.

（
21
）　« U

t liberi hom
ines nullum

 obsequium
 cim

itibus faciant nec vicariis neque in prato neque in m
esse neque in 

aratua aut vinea et coniectum
 ullum

 vel residuum
 eis resolvant, excepto servitio quod ad regem

 pertinet et ad 
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haribannitores vel his qui legationem
 ducunt. U

t ubicum
que inveniuntur vicarii aliquid m

ali consentientes vel 
facientes, ipsos eicere et m

eliores ponere iubem
us. U

t com
ites et vicarii eorum

 legem
 sciant, ut ante eos iniuste 

nem
inem

 quis iudicare possit vel ipsam
 legem

 m
utare »

：Capitularia om
nibus cognita facienda a.810-804 (801-80（), 

in ibid., p.144.

（
22
）　Boutaric

①
, p.158.

（
2（
）　G. Catel, H

istoire des com
tes de T

oulouse, T
oulouse, 1（2（, p.（（ ; H

G
L, t.V

I, p.（（4.

（
24
）　E. Boutaric, O

rganisation judiciaire du Languedoc au M
oyen A

ge, BE
C, 4

e série, t.1 et 2, Paris, 1855-185（ [Boutaric
②

], pp.205-20（.

（
25
）　A

. Fliche, Lʼétat toulousain, in F. Lot et R. Faw
tier (dir.), H

istoire des institutions françaises au M
oyen A

ge, t.I, 
Paris, PU

F, 1（5（, pp.（4-（5.

（
2（
）　Boutaric

①
, p.158.

（
2（
）　A

. Fliche, art.cit., pp.（（-81.

（
28
）　

例
え
ば
、
一
二
四
三
年
四
月
付
の
レ
モ
ン
七
世
に
よ
る
伯
代
官
の
選
任
：H

G
L

, t.V
III, cc.112（-1124. 

こ
の
例
か
ら
は
、

ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
家
最
後
の
当
主
が
晩
年
に
至
る
ま
で
、
代
官
の
選
任
権
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

（
2（
）　A

. Fliche, art.cit., p.85.

（
（0
）　A

. M
olinier, Étude sur lʼadm

inistration de Louis IX
 et dʼA

lfonse de Poitiers (122（-12（1), H
G

L, t.V
II, n.LIX

 
[M

olinier①
], p.521.

（
（1
）　Boutaric
②

, p.220.

（
（2
）　« quod in voluntate coaquerentium

 sit conqueri vicario vel consulibus T
olosanis »

：G. Catel, op.cit., p.（82.

（
（（
）　R. Lim

ouzin-Lam
othe, La com

m
une de T

oulouse et les sources de son histoire (1120-1249), T
oulouse-Paris, 1（（2, 

p.1（4 ;

以
下
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
古
文
書
館
所
蔵
の
証
書
の
摘
示
に
際
し
て
は
、E. Roschach, Inventaire des A

rchives 
com

m
unales antérieures à 1790, t.1, T

oulouse, 18（1.

に
お
け
る
整
理
番
号
に
従
う
。

（
（4
）　

例
え
ば
、
一
一
九
五
年
の
誠
実
宣
誓
（A

A
1/10

）
に
際
し
て
、
執
政
官
府
は
自
ら
の
諸
権
利
を
留
保
し
つ
つ
、
レ
モ
ン
六
世
に
対
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し
て
忠
誠
を
誓
っ
て
い
る
（juraverunt dom

ino Raim
undo, com

iti T
olose, vitam

 et m
em

bra et fidelitatem
 et T

olosam
 

scilicet civitatem
 et suburbium

 et honorem
, salvis et retentis om

nibus eorum
 juribus et consuetudinibus et usibus 

et afranquim
entis

…
）
が
、
こ
れ
に
対
し
レ
モ
ン
六
世
は
自
身
を
信
用
し
て
も
良
い
旨
を
宣
誓
し
、
伯
の
父
や
祖
父
が
執
政
官
府
に
付

与
し
た
あ
ら
ゆ
る
自
由
特
権
を
是
認
し
公
認
し
て
い
る
（juravit om

nibus hom
inibus et fem

inis urbis T
olose et suburbii 

presentibus et futuris, quod in eo credere et confidere se possint, sicut in eorum
 bono dom

ino. Preterea predictus 
dom

inus com
es laudavit et concessit et confirm

avit

… om
nia illa afranquim

enta et stabilim
enta que dom

inus 
Raim

undus, suus pater, et Ildefonsus, suus avus, eis et eorum
 antecessoribus dederant et concesserant

…
）。

（
（5
）　A

. Fliche, art.cit., p.8（.

（
（（
）　J. H

. M
undy, Society and governm

ent at T
oulouse in the age of the Cathars, PIM

S, T
ronto, 1（（（ [M

undy
①

], 
p.88.

（
（（
）　« dom

inus Ram
undus [

…
…] com
es T

olose [

…
…] sua spontanea voluntate, dixit et recognovit et concessit 

quod ipse nec sui successores non debebant in hac villa T
olose eligere consules nec usu vel consuetudine neque 

aliqua antiquitate preteriti tem
poris, sibi in hac villa T

olose eligere consules m
inim

e pertinebat nec pertinere 
debebat, nisi ex voluntate proborum

 hom
inum

 et universitatis urbis T
holose et suburbii illud evenerit [

…
…] in 

presentia et in audientia tocius illius populi qui ibi erat congregatus [

…
…] anno M

oCC
oX

X
oIII o ab incarnatione 

D
om

ini »
；

こ
の
伯
に
よ
る
宣
言
に
は
、
前
も
っ
て
伯
と
執
政
官
府
の
間
で
取
り
交
わ
さ
れ
た
誠
実
宣
誓
（A

A
1/80

）
が
存
在
す
る
。

（
（8
）　Ph. W

olff (dir.), H
istoire de T

oulouse, T
oulouse, 1（（4, pp.100-11（ ; M

undy
①

, pp.250-25（. 

こ
う
し
た
通
説
的
見
解
に

対
す
る
近
時
の
有
力
な
反
論
つ
い
て
は
、
図
師
宣
忠
「
中
世
盛
期
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
の
編
纂
と
都
市
の
法
文

化
」『
史
林
』
九
〇
巻
二
号
、
四
二
～
四
八
頁
、
を
参
照
。

（
（（
）　

一
二
三
〇
年
一
一
月
、「
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
司
教
区
全
体
に
お
け
る
」
債
務
弁
済
に
際
し
て
の
土
地
と
財
産
を
扱
う
裁
判
所
が
、「
神
の

恩
寵
に
よ
り
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
た
る
レ
モ
ン
卿
」
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
旨
の
記
述
（« ante presentiam

 virorum
 curia super 

honoribus assignandis statua scilicet N
N

, qui a viris de alia curia a venerabili dom
ino R. dei gratia com

ite T
olosano 

statuta, erat super honoribus et debitis et baratis et obliis assignandis in toto episcopatu T
olosano judices 
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constituti »

：4G, St. Etienne 22（, xxvi, D
A

, 2, 4（, cité par J. H
. M

undy, Liberty and political pow
er in T

oulouse: 
1050-1230, Colum

bia U
niversity Press, 1（54 [M

undy
②

], p.1（（.

）
が
見
ら
れ
、
こ
こ
か
ら
“patria T

olosana

”の
範
囲
は
、

ほ
ぼ
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
司
教
区
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
40
）　M

undy
①

, pp.2（4 et 2（（.

（
41
）　M

undy
②

, p.88.

（
42
）　

シ
モ
ン
・
ド
・
モ
ン
フ
ォ
ー
ル
統
治
下
で
の
執
政
官
府
存
続
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
後
に
フ
ィ
リ
ッ
プ
三
世
の
命
で
行
わ
れ
た
、

ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
執
政
官
選
任
方
法
に
関
す
る
査
問
（
一
二
七
四
年
：H

G
L, t.X

, pp.1（2-1（8.

）
に
お
け
る
証
言
に
齟
齬
が
見

ら
れ
る
が
、
リ
ム
ー
ザ
ン
＝
ラ
モ
ッ
ト
は
こ
れ
ら
の
証
言
を
総
合
し
た
う
え
で
、
こ
の
時
期
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
執
政
官
府
は
存
続
し
た
も
の

の
、
そ
の
司
法
的
属
性
に
つ
い
て
は
縮
減
さ
れ
て
い
た
と
見
て
い
る
（R. Lim

ouzin-Lam
othe, op.cit., pp.140-14（.

）。

（
4（
）　

リ
ム
ー
ザ
ン
＝
ラ
モ
ッ
ト
は
、
そ
も
そ
も
伯
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
に
お
い
て
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
き
た

consul

の
語
が
、
一
二
世
紀
を
通
じ
て
「
参
事capitulaire

」
に
代
わ
る
称
号
と
し
て
「
執
政
官consul

」
に
用
い
ら
れ
る
過
程
に
、

イ
タ
リ
ア
都
市
国
家
の
影
響
を
見
て
い
る
（R. Lim

ouzin-Lam
othe, op.cit., p.112.

）。
ま
た
、
マ
ビ
ー
ユ
に
よ
れ
ば
、
中
世
に
お
い

て
、com

es

・dom
inus

・consul

は
、
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
り
（H

G
L, t.III, p.24（, n.（.

）、
そ
の
用
例
は
、D

u Cange, et 
al., G

lossarium
 m

ediæ
 et infim

æ
 latinitatis, t.2, N

iort, 188（, p.52（, n
o 2.

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
44
）　« dom

inus Ram
undus [

…
…] com

es T
olose [

…
…] concessit [

…
…] om

ni populo urbis T
olose et suburbii 

presenti et futuro, quod nunc et sem
per consules civitatis T

olose et suburbii deffendant et possint deffendere et 
custodire a m

alignis hom
inibus, raptoribus et latronibus dom

os videlicet ordinum
 et religionum

 et om
nes hom

ines 
et fem

inas ibi m
anentes et habitantes. Et quod sem

per sim
iliter supradicti consules et om

nes eorum
 successores 

deffendant et deffendere et custodire valeant itinera et strates et cam
inos ab om

nibus m
alefactoribus et raptoribus 

et latronibus et ab om
nibus aliis m

alignis et neffandis hom
inibus [

…
…] H

oc actum
 fuit V

III die exitus m
ensis 

Septem
bris, feria V

I a, [

…
…] anno M

oCC
oX

X
oII o ab incarnatione D

om
ini. »

（
45
）　

ク
リ
ネ
ン
に
よ
れ
ば
、
一
三
世
紀
フ
ラ
ン
ス
は
権
力
分
立
の
概
念
と
は
無
縁
の
時
代
で
あ
り
、
政
治
権
力
が
司
法
権
能
と
競
合
し
て

い
た
と
さ
れ
、
こ
の
よ
う
に
「
法
律loi

」
と
「
正
義
＝
裁
判justice

」
が
不
可
分
一
体inséparable

の
状
態
は
、
旧
体
制
の
終
焉
ま
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で
続
い
た
と
さ
れ
る
。J. K

rynen, Lʼétat de justice : France, X
III e-X

X
e siècle, t.1 

：Lʼidéologie de la m
agistrature 

ancienne, Gallim
ard, 200（ [K

rynen
②

], pp.22 et 214.
（
4（
）　R. Lim

ouzin-Lam
othe, op.cit., p.158.

（
4（
）　P. D

ognon, Les institutions politiques et adm
inistratives du pays de Langudec, T

oulouse, 18（5, pp.（（-（4.
（
48
）　R. Lim

ouzin-Lam
othe, op.cit., pp.158-15（.

（
4（
）　« H

ec est carta de stabilim
ento, quod fecit com

m
une consilium

 T
olose civitatis et suburbii, cum

 consilio 
dom

ini Ram
undi com

itis T
olose [

…
…] Facta carta anno M

oC
oL

oII o ab incarnatione D
om

ini. » (A
A

1/4) ; « H
ec est 

carta de stabilim
ento quod fecit com

une consilium
 urbis T

olose et suburbii, consilio Raim
undi com

itis T
olose [

…
…] 

Facta carta anno M
oC

oL
oII o ab incarnatione D

om
ini. » (A

A
1/5)

（
50
）　« H

oc est com
m

une stabilim
entum

 quod fecit dom
inus Raim

undus, com
es T

olose [

…
…] cum

 consilio 
et com

m
unis consilii urbis T

olose et suburbii [

…
…] H

oc fuit factum
 et confirm

atum
 et statutum

 m
ense A

ugsti, 
feria IIII a [

…
…] anno ab incarnatione D

om
ini M

oC
oLX

X
X

oI o. » (A
A

1/（) ; « H
oc est com

m
une stabilim

entum
 quod 

fecit dom
inus Raim

undus, com
es T

olose [

…
…] cum

 consilio capituli et com
m

unis consilii urbis T
olose et suburbii 

[

…
…] H

oc fuit factum
 et confirm

atum
 et statutum

 m
ense m

arcii, feria V
I a [

…
…] anno ab incarnatione D

om
ini 

M
oC

oLX
X

X
oI o. » (A

A
1/（)

（
51
）　« quod nullum

 pactum
 nec fedus faciam

 cum
 aliquo hom

ine vel fem
ina civitatis T

olose vel suburbii contra 
alium

 vel aliam
 causa rixe et seditionis, et si fecerim

 illud absolvo, et si carte inde erant facte, nullam
 deinceps 

habeant firm
itatem

, et si aliquis hom
o vel fem

ina alium
 vel aliam

 interficeret, vel vulneraret, vel ignem
 m

itteret, 
vel vineas, vel segetes, vel arbores scinderet, vel bestias interficeret, vel aliquod aliud m

aleficum
, vel rixam

, vel 
seditionem

 faceret in civitate, vel in suburbio, vel extra, alicui hom
ini vel fem

ine habitanti in eadem
 civitate vel 

suburbio, ero inde fidelis dom
inus et bonus iusticiator, et faciam

 inde illam
 iusticiam

 quam
 consules T

olose 
iudicaverint, vel alii probi hom

ines T
olose si consules ibi non fuerint

… »

：
一
一
八
九
年
一
月
六
日
付

（
52
）　M

undy
②

, p.（（.
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（
5（
）　« H

ec est carta constitutionis publice, quam
 consules T

olose, tam
 civitatis quam

 suburbii, fecerunt cum
 

com
uni consilio civitatis et suburbii [

…
…] m

ense M
arcii, feria IIII a [

…
…] anno ab incarnatione D

om
ini 

M
oC

oLX
X

X
X

oII o.  »

こ
こ
で
執
政
官
府
は
、
自
ら
の
威
光
を
増
す
た
め
に
、
ロ
ー
マ
法
の
勅
令
に
由
来
す
るconstitutio

の
語
を
導
入

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
54
）　« in presentia dom

ini Raim
undi, tolosani com

itis

… »

：
一
二
〇
〇
年
三
月
二
二
日
付

（
55
）　« cum

 consilio et voluntate dom
ini Ram

undi, com
itis T

olose

… »

：
一
二
二
二
年
三
月
六
日
付

（
5（
）　M

undy
②

, p.（5.

（
5（
）　R. Lim

ouzin-Lam
othe, op.cit., p.15（.

（
58
）　

以
下
の
分
析
は
、
主
と
し
てM

undy
②

, pp.（（-（（.

に
依
拠
し
て
い
る
。

（
5（
）　« capitutularii dixerunt iudicio ut carte ille com

burerentur et delerentur et, m
andato capituli, carte ille 

destructe et com
buste fuerunt »

：
こ
こ
で
、
執
政
官
府
は
当
然
の
よ
う
に
夫
婦
関
係
書
類
の
破
棄
を
命
じ
て
い
る
。

（
（0
）　R. Lim

ouzin-Lam
othe, op.cit., p.1（2.

（
（1
）　Ibid., p.1（（ ; 

後
掲
註（
（（
）参
照
。

（
（2
）　« Faciam

 justicam
 quam

 consules T
olose judicaverint vel alii probi hom

ines T
olose si consules ibi non fuerint. »

：

G. Catel, op.cit., p.21（, Charte de Raym
ond V

I en 1188.

（
（（
）　« in presencia Ram

undi M
onachi vicarii et curie jurate, scilicet Petri de M

arcafava et Bernardi Petri de 
Cossano et Petri Rogerii et Ram

undi Rotberti, qui tunc erant constituti judices. »

：H
G

L, t.V
III, c.（（4.

（
（4
）　R. Lim
ouzin-Lam

othe, op.cit., p.1（2.

（
（5
）　

前
掲
註（
51
）参
照
。

（
（（
）　M

undy
②

, p.（8.

（
（（
）　« ut nullus hom

o iam
 aliquo tem

pore sit securus in hac villa, scilicet nec in civitate nec in suburbio, qui 
aliquem

 hom
inem

 vel fem
inam

 huius ville habeat captum
 vel redim

ere factum
 vel m

ortuum
 vel m

em
bris 

debilitatum
 vel depredatum

 vel raubatum
, nec aliquis hom

o vel fem
ina possit illi tali m

alefico securitatem
 vel 
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 prestare nec illum
 ducare in hac villa, scilicet nec in civitate nec in suburbio, propter nupitas vel nullo 

alio m
odo absque consilio illius cui m

aleficium
 esset factum

, nisi illa m
aleficia essent facta propter publicam

 
guerram

 com
itis vel hom

inum
 huius ville, de qua guerra esset facta transactio. »

（
（8
）　« si aliquis m

alefactor vel m
alefactrix facerit aliquam

 rapinam
 vel aliquod aliud m

alum
 alicui hom

ini vel 
fem

ine habitanti in hac villa T
olose, in civitate vel in suburbio, si tam

en dom
inus com

es T
olose illum

 m
alefactorem

 
vel m

alefactricem
 non diffidaverat, ita quod esset guerra guerreiata, et dom

inus T
olose faciebat finem

 vel 
concordiam

 cum
 illo m

alefactore vel cum
 m

alefactrice, quod, post illam
 finem

 vel concordiam
, ille vel illa qui illam

 
rapinam

 vel iniuriam
 vel illud m

alefactum
 passus fuerit, possit illam

 rapinam
 vel iniuriam

 vel illud m
alefactum

 
petere et requirere illi m

alefactori vel m
alefactrici vel illis quorum

 consilio illud factum
 fuerit, vel illis qui hoc 

facere fecerantur, et ab eis recuperare. »

（
（（
）　« om

ina m
alefacta que hom

inibus vel fem
inis huius ville T

olose facta fuerint, habitantibus in urbe vel 
suburbio, videlicet que m

alefacta dicuntur rescostanas, em
endetur consulum

 cognitione. »

（
（0
）　« consules prohibent ne vicarius possit inquiere seu cognoscere super injuris et crim

inibus T
holose vel extra 

com
m

issis »

：H
G

L, t.V
III, c.1（（（.

（
一
二
五
五
年
一
二
月
付
の
覚
書
に
お
け
る
執
政
官
府
の
要
望
）

（
（1
）　« quod consules T

holose de usu antiquo et consuetudine T
holose audiebant et diffi

niebant om
nes causas 

crim
inum

 et injuriarum
 civium

 T
holose »

：H
G

L, t.V
III, cc.155（-1554.

（
一
二
六
五
年
頃
の
執
政
官
府
の
請
願
）

（
（2
）　

王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
は
一
二
五
五
年
一
二
月
付
の
覚
書
の
中
で
、
伯
代
官
の
裁
判
所
に
お
け
る
被
告
人
の
自
白
が
執
政
官
の
前
で
繰

り
返
さ
れ
な
い
限
り
無
効
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
苦
言
を
呈
し
て
い
る
。« D

e confecionibus accusatorum
 de crim

ine factis 
coram

 vicario, testibus etiam
 adibitibus, quas non adm

itunt nisi coram
 capitulo iterum

 confiteatur. »

：ibid., c.1（82.

（
（（
）　R. Lim

ouzin-Lam
othe, op.cit., p.1（（ ; M

undy
②

, p.（（.

（
（4
）　Cité par M

undy
②

, A
ppendix V

, D
oc. n

o 5, pp.1（（-1（（.

（
（5
）　

例
え
ば
、
一
一
九
九
年
に
は
、
伯
代
官
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
ジ
ェ
が
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
モ
ン
六
世
の
名
の
下
に
、
ラ
＝
ド
ラ
ー
ド
修
道

院
長
に
対
す
る
訴
え
を
執
政
官
府
の
裁
判
所
に
持
ち
込
ん
で
い
る
。（A

A
1/22

）
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（
（（
）　

王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
は
、
不
法
行
為
や
刑
事
事
件
が
伯
代
官
に
係
属
し
な
い
こ
と
に
不
満
を
表
明
し
て
い
る
：« D

e vicario quod 
non possit inquirere seu cognoscere super aliqua injuria vel crim

ine. »

（H
G

L, t.V
III, c.1（82.

）

（
（（
）　« vicarius et capitulum

 iudicaverunt »

（A
A

1/1（

：
一
一
八
〇
年
一
一
月
付
） ; 

前
掲
註（
（（
）（
一
一
八
九
年
五
月

付
）; « in presentia Raim

undi M
onachi vicarii T

olose et curie iurate, in qua erant constituti iudices sub 
sacram

ento Bernardus Petrus de Cossa et Petrus de M
arcafaba, et Petrus Rogerius et Raim

undus Rotbertus erant 
advocati illius curie. »

（
前
掲
註（
（4
）：
一
一
八
九
年
一
一
月
付
）

（
（8
）　Boutaric②

, p.228 ; M
undy

②
, p.101.

（
（（
）　H

G
L, t.V

II, p.204.

（
80
）　M

undy
②

, pp.14（-144.

（
81
）　

後
掲
註（
（（（
）下
線
部
参
照
。

（
82
）　H

G
L, t.V

III, cc.511-51（.

（
8（
）　« Et quod cabalerii habeant tales jurices [

…
…] et si de usu nec de alia re judices se discordaverint [

…
…] 

scribant judices vel faciant scribere illud de quo discordaverint antequam
 inde recedant et persolvant scriptorem

 
utraque pars com

m
uniter et petant consilium

 judices, scilicet unus de quaque parte cum
 consilio parcium

, quibus 
partibus dicant prius hoc de quo discordaverint. Et si judices cum

 voluntate cabaleriorum
 concordaverint, quod 

petant consilium
 probis hom

inibus quod faciant sine pena. T
am

en si aliquis noluerit quod consilium
 petatur 

consulibus cabaleriorum
, quod judices petant consilium

 consulibus T
holose et ibi prius jurent quod hoc, quod inter 

se discordant, quod quisque putat dicere juste secundum
 sensum

 suum
, et consules donent ibi eorum

 cognitionem
 

et eorum
 judicium

… »

（
84
）　Cité par M

undy
②

, A
ppendix V

, D
oc. n

o （, pp.1（（-202.　

当
判
例
に
お
い
て
は
、
先
ず
原
告
・
被
告
の
間
で
都
市
の
共
通

慣
習
法
に
関
す
る
主
張
の
不
一
致
に
関
し
て
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
執
政
官
府
の
助
言
を
仰
ぐ
べ
き
こ
と
で
判
事
た
ち
の
意
見
が
一
致
、
当
時

執
政
官
で
も
あ
っ
た
二
名
の
同
僚
に
こ
れ
を
任
せ
て
い
る
：« H

is rationibus hinc inde auditis et visis instrum
entis ex 

utraque parte productis, predictus archidiaconus et predicti iudices concordaverunt inter se ut predictam
 causam
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consilio capituli diffi

nierunt et consilium
 inde eis petere et, voluntate Raim

undi Guilaberti et A
tonis Isarni, fuit 

positum
 et concordatum

 quod Jordanus de V
illanova et Petrus Raim

undus D
escalquencz peterent consilium

 a 
predicta causa capitulo et rationes et instrum

enta m
onstrarent. »　

そ
の
後
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
執
政
官
府
は
、
原
告
・
被
告

の
主
張
の
い
ず
れ
が
都
市
の
共
通
慣
習
法
で
あ
る
か
を
決
議
し
て
、
こ
れ
を
サ
ン
＝
セ
ル
ナ
ン
副
司
教
に
伝
え
て
い
る
：« Et isti viri 

capitularii, auditis rationibus et visis instrum
entis et diligenter inspectis, cognoverunt pro seipsis et pro om

nibus 
aliis eorum

 sociis [

…
…] H

oc ita a predictis consulibus cognitio, Jordanus de V
illanova et Petrus Raim

undus 
D

escalquencz dixerunt predicto archidiaconi ut assignaret diem
 A

rnaldo Boverio et suis filiis et Petro Bonafos 
quod essent coram

 se cum
 aliis eorum

 iudicibus et quod audirent eorum
 iudicum

. »

（
85
）　

後
の
判
例
（
一
二
四
六
年
）
に
お
い
て
執
政
官
府
は
、
成
文
法
と
慣
習
法
が
相
反
す
る
場
合
に
は
、
慣
習
法
に
従
う
べ
き
こ
と
を
定

め
て
い
る
：« Est [
…
…] consuetudo in hac civitate contraria, que juri scripto prevalet et est penitus observanda »

：

A
rch. N

at., JJ.xxi, fol.8（, cité par A
d. T

ardif, Le droit privé au X
III e siècle d̓

après les coutum
es de T

oulouse et de 
M

ontpellier, Paris, 188（, p.5.

（
8（
）　R. Lim

ouzin-Lam
othe, op.cit., pp.1（0-1（1 ; M

undy
②

, p.（（.

（
8（
）　« H

ec om
nia, ut predicta sunt, iudicaverunt consules, quod firm

iter teneantur et observentur in perpetum
, et 

quod a nem
ine possint rem

overi. » (A
A

1/20 et 21)

（
88
）　R. Lim

ouzin-Lam
othe, op.cit., pp.14（-148.

（
8（
）　

例
え
ば
一
二
三
〇
年
一
一 

月
に
は
、
伯
裁
判
所
の
創
設
に
よ
る
伯
の
裁
判
権
の
回
復
が
見
ら
れ
る
：
前
掲
註（
（（
）参
照
。

（
（0
）　A

. M
olinier, La com

m
une de T

oulouse et Philippe III, in BE
C, t.X

LIII, Paris, 1882 [M
olinier②

], p.11.

（
（1
）　M

undy
①

, p.2（8.

（
（2
）　Ibid., p.240.

（
（（
）　

前
掲
註（
（（
）参
照
。

（
（4
）　

前
掲
註（
42
）参
照
：
但
し
、
以
下
の
通
り
任
期
に
関
し
て
は
、
四
～
六
年
と
証
言
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。

・G
u

illelm
u

s A
m

elii C
ervin

ier, civis T
holose

：« hoc vidit de com
ite Raim

undo filio, qui tenuit dictum
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consularum
 per IIII or annos

… »

（H
G

L, t.X
, p.1（5.

）

・P
etrus B

ernardi B
oaterii, civis T

holose

：« dixit quod dom
inus com

es Raim
undus, qui proxim

e decessit, posuit 
ipsum

 testem
 et Guillelm

um
 de Setes et quosdam

 alios usque ad X
II consules T

holose, qui fuerunt consules pro 
ipso et nom

ine ipsius per IIII or annos

… »

（ibid., loc.cit.

）

・B
ernardus A

ym
erici

（
公
証
人
）：« dixit quod vidit quod dictus dom

inus com
es posuit per V

 vel V
I annos, a 

pace Parisiensi citra, consules in T
holosa, qui nom

ine ipsius exercuerunt m
erum

 et m
ixtum

 im
perium

 et om
nem

 
jurisdictionem

, ita quod predicti consules nom
ine ipsius ferebant sententias et cognoscebant de causis civilibus 

et crim
inalibus. [

…
…] dixit quod vidit quod consules qui tunc erant quendam

 hom
inem

 condem
pnaverunt ad 

m
ortem

, quem
 ipse qui loquitur suspendi fecit pro ipso dom

ino com
ite Raim

undo. »

（ibid., p.1（2

：
下
線
部
著
者
）

・G
uillelm

us de Setes
（
元
執
政
官
）：« dixit quod vidit quod dom

inus Raim
undus bone m

em
orie, quondam

 com
es 

T
holose, qui jacet apud Fontem

 Ebraudi, tenuit ad m
anum

 suam
 totum

 consulatum
 T

holose per sex annos 
pacifie et quiete »

（ibid., p.1（4.
）

（
（5
）　« dom

inus Raim
undus, D

ei gratia com
es T

olose [

…
…] gratis et bono suo anim

o et libera voluntate, recognovit, 
dixit et asseruit in veritate, quod totus consulatus T

olose urbis et suburbii erat et esse debebat in perpetuum
 in 

proprietatem
 et possessionem

 com
unitatis et universitatis T

olose urbis et suburbii, presentis atque future, et quod 
ipsa sola com

m
unitas et universitas T

olose urbis et suburbii, presens et futura, nunc et in perpetuum
, nullius 

viventis requisito consilio vel consensu, propria auctoritate et voluntate sua poterat et debebat eligere, nom
inare, 

instituere, creare, m
utare, reducere, facere et tenere consules T

olosa, in urbe et suburbio [

…
…] et quod quicquid 

idem
 dom

inus com
es tenuerat in consulatu et consulibus T

olose urbis et suburbii, eligendo, nom
inando, 

instituendo, creando, m
utando, reducendo, faciendo, vel alio m

odo, tenuerat ipse dom
inus com

es nom
ine com

ande 
pro com

m
unitate et universitate et nom

ine com
m

unitatis et universitatis eiusdem
 urbis et suburbii T

olose et pro 
eis et quod idem

 dom
inus com

es ibi nichil tenuerat pro ipso, nec tenuere debebat llo m
odo. »

（
（（
）　

前
掲
註（
（4
）：
公
証
人
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
エ
ム
リ
の
証
言
参
照
。
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（
（（
）　« N

otum
 sit quod W

illelm
us de Roaxio venit coram

 viris de Curia quam
 illustris dom

inus inclite recordationis 
Raim

undus [

…
…] et post ipsum

 Sicardus A
lam

ani gerens vices in toto com
itatu tolosano illustris dom

ini A
lfonsi 

[

…
…] statuerant in T

olosa. »

：V
. Fons, Sentence inédite de la Cour du com

te de T
oulouse au X

III e siècle, R
ecueil 

de l̓A
cadém

ie de législation de T
oulouse, t.X

IX
, 18（0, pp.（（-（2.

（
（8
）　R. Lim

ouzin-Lam
othe, op.cit., pp.1（8 et 181.　

公
証
人
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
エ
ム
リ
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
執
政
官
府
に
よ
っ
て
死

刑
判
決
を
受
け
た
者
は
、
伯
の
立
会
の
下
で
の
判
決
の
読
み
上
げ
を
待
っ
て
処
刑
さ
れ
た
と
さ
れ
る
：
前
掲
註（
（4
）下
線
部
参
照
。

（
（（
）　

こ
の
点
に
つ
き
、
モ
リ
ニ
エ
は
「
レ
モ
ン
一
族
が
伯
の
間
は
、
宗
主
と
臣
民
と
の
間
に
相
互
の
愛
着
で
結
ば
れ
た
真
の
関
係
が
あ
り
、

自
治
を
め
ぐ
る
抗
争
も
そ
れ
程
長
く
険
悪
な
も
の
に
な
ら
な
か
っ
た
」
と
し
て
い
る
：M

olinier②
, p.（.

（
（（（
）　

マ
ン
デ
ィ
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
一
二
二
七
年
五
月
一
三
日
の
都
市
条
例
（A

A
1/（（

）
に
よ
っ
て
作
成
が
義
務
付
け
ら
れ
た
ト
ゥ
ー

ル
ー
ズ
旧
市
街
と
新
市
街
の
記
録
台
帳
に
は
、
都
市
条
例
や
通
達
、
判
決
等
が
豊
富
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の

自
治
特
権
獲
得
の
指
標
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
収
録
さ
れ
て
い
る
全
一
一
一
の
証
書
の
う
ち
、
一
〇
七
の
証
書
が
一
二
三
〇
年
以
前
の
も

の
と
な
っ
て
い
る
が
、
体
系
的
に
整
理
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
自
治
都
市
行
政
機
構
の
解
明
に
は
困
難
を
極
め
る
。
一
一
八
九
年
～
一
二

三
〇
年
ま
で
急
速
な
発
展
期
に
あ
っ
た
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
執
政
官
府
に
は
、
証
書
化
さ
れ
た
特
権
を
制
定
法
の
形
で
成
文
化
し
、
体
系
化

す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
法
と
し
て
成
文
化
・
体
系
化
さ
れ
た
慣
習
上
の
諸
特
権
が
遵
守
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
認
識
は
、
ポ

ワ
ト
ゥ
ー
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
時
代
以
降
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。M

undy
②

, pp.（（-（4 et （（.

（
（（（
）　R. Lim

ouzin-Lam
othe, op.cit., p.151.

（
（（（
）　

マ
ン
デ
ィ
に
よ
れ
ば
、
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
は
典
型
的
な
北
仏
の
中
央
集
権
的
領
邦
君
主
で
あ
り
、
一
二
四
九
年
～
一
二
七
一
年
ま

で
の
二
〇
年
あ
ま
り
の
統
治
期
間
の
う
ち
、
実
際
に
南
仏
所
領
に
滞
在
し
た
の
は
約
一
カ
月
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
う
ち
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
滞
在

は
、
一
二
五
一
年
五
月
二
三
日
～
二
九
日
と
一
二
七
〇
年
四
月
二
一
日
～
三
一
日
・
五
月
一
三
日
～
一
六
日
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
が
死
の

直
前
、
十
字
軍
出
征
の
た
め
チ
ュ
ニ
ス
へ
向
け
出
発
す
る
際
に
集
中
し
て
い
る
（M

undy
①

, p.244.

）。

（
（（（
）　« Licet in juribus nostris, prout m

ultorum
 relatione didicim

us, vos sepe reddideritis onerosos, nobis tam
en non 

placet quod noster vicarius T
holose sine nostro specilai m

andato vobis aliquam
 faciat novitatem

. Cito tam
en, 

favente D
om

ino, certos nuntios nostros videbitis, qui vobis super confirm
atione m

onete quam
 petitis, secundum
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vestrum
 beneplacitum

, taliter respondebunt, quod inde debitis esse contenti. Super aliis etiam
 que de segiatore et 

sustide m
onete ac aliis nobis scripsistis, vobis respondebim

us per eosdem
 »

：A
. M

olinier (éd.), Correspondance 
adm

inistrative dʼA
lfonse de Poitiers, 2 vols., Paris, 18（4-1（00 [M

olinier③
], n

o 20（（.

（
（（（
）　

当
司
法
改
革
令
の
制
定
経
緯
と
内
容
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
（
前
掲
註（
６
））
を
参
照
。

（
（（（
）　H

G
L, t.V

III, cc.1（（0-1（（4.

（
（（（
）　« quod prudentes viri m

agister Guillelm
us Rolandi, canonicus Parisiensis, et Philippus de A

quabona m
iles, ad 

partes T
holosanas a dom

ino A
lfonso, illustri com

ite Pictavie et T
holose, super m

agnis et arduis negociis destinati, 
statum

 terre ad com
m

unem
 utilitatem

 in m
elius reform

are volentes et jura dom
ini com

itis conservare illesa, 
consulibus T

holosanis plures articulos am
icabiliter proposuerunt ex parte dom

ini com
itis, in quibus et equitas ledi 

et juribus dom
ini com

itis detrahi videbatur, postulantes nom
ine dom

ini com
itis dictos articulos em

endari, nisi 
aliquod rationabile proponere vellent, propter quod ipsi deberent desistere a postulatione predicta. Et ut 
deliberandi haberent copiam

 pleniorem
, in scriptis dictos eis articulos tradiderunt. »

（
（（（
）　« A

d hec predicti consules, deliberatione prehabita, ad singulos articulos respoderunt, paucos ex eis adm
ittens, 

et pro m
ajori parte super m

ajoribus et carioribus articulos m
onitis corum

 condescendere noluerunt, pretendentes 
excusationes suas per libertates et consuetudines suas sic obtinuisse tem

poribus reactis. »

（
（（（
）　« Sane post diversas et varias altercationes, prefati nuncii dom

ini com
itis, m

anifestis racionibus adherentes et 
cum

 om
ni m

ansuetudine procedere volentes, requisiverunt a predictis consulibus ut consuetudines, quas super hiis 
se habere dicebent, eis ostenderent et responsiones suas in scriptis redderent, ne resposionibus eorum

 aliquid addi 
posset vel detrhai, et ne super eis aliquid posset in dubium

 revocari. V
olentes insuper dilectionis affectum

, quem
 

habent ad cives T
holosanos, apercius dem

onstrare et eis gratiam
 dom

ini com
itis conservare, obtulerunt eisdem

, 
quod super predictis questionibus et articulis parati erant stare, de plano et sine strepitu judicii et absque form

a 
com

prom
issi, cognicioni et consilio venerabilis patris dom

ini episcopi T
holosani, Sycardi A

lem
ani et Pncii A

stoaudi, 
vel si m

agis eis placeret

… »
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（
（（（
）　« T

andem
 sepedicti consules, habito consilio et satis prolixa deliberacione precedenti, finaliter respoderunt, 

quod nichil super predictis articulis inm
utarent, nec, quantum

 in eis erat, perm
itterent inm

utari nec responsiones 
suas in scriptis traderent nec cognitioni seu consilio alicujus super predictis se com

m
itterent nec etiam

 super hiis 
coram

 aliquo dicputarent, nec consuetudines ostendere voluerunt, occasiones suas, sicut eis placuit, pretendentes 
et ad sui excusationem

 proponentes, quod cum
 » dom

inum
 com

item
 ad partes istas venire continget, coram

 ipso 
raciones suas proponent et ipsum

 affectuose rogabunt, ut om
nes consuetudines, quas habent super predictis 

articulis et aliis, eis confirm
et et eciam

 am
pliores concedat » ; « quod cum

 anno D
om

ini M
o CC

o L
o quinto, III o 

nonas junii, ad requisitionem
 et preces venerabilium

 consulum
 T

holose, in dom
o com

m
uni ejusdem

 civitatis m
ulti 

boni viri convenissent [

…
…] pro ipsis consulibus et pro aliis T

holosanis taliter reponsuri, quod ipsi et civitas 
T

holose bonas habeant consuetudines et longevas, consessas et obtentas successive a pluribus dom
inis T

holose, 
quas volebant sine dim

inutione et im
m

utatione tenere, sicut consueverant, et servare, sperantes et firm
iter 

confidentes, quod dom
inus com

es T
holose in adventu suo super his et pluribus aliis audiet et exaudiet ipsorum

 
supplicationem

 et preces, et propter hoc nolebant predictas consuetudines coram
 aliquibus personis in questionem

 
seu disputationem

 deducere, neque super eisdem
 consuetudinibus volebant subire cognitionem

 seu arbitrium
 

predictorum
 dom

ini episcopi T
holosani et Sicardi A

lam
ani et Poncii A

stoaudi vel quorum
libet aliorum

, secundum
 

quod ut tangebatur super prem
issis ex parte predictorum

 m
agistri Guillelm

i Rollandi et dom
ini Philipi fuerat 

presentatum
. »

（
（（（
）　M

olinier①
, p.5（2.

（
（（（
）　H

G
L, t.V

III, cc.1（（5-1（（8.

（
（（（
）　« Item

 quando delicta conm
ittuntur inter civem

 T
holosanum

 et aliquem
 extraneum

 extra T
holosam

 vel ejus 
territorium

 aut tenem
entum

, aut in diocesibus A
gennensi, Caturcensi vel alibi in om

ni terra com
itatus T

holosani, 
consules volunt de hoc cognoscere et super illis delinquentes punire, etiam

 contra inhibitionem
 senescalli dom

ini 
com

itis, nec perm
ittunt quod puniantur ubi delinquerunt (sic) vel quod senescallus dom

ini com
itis aut locum
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ejusdem
 com

itis tenens de hoc cognoscat, quanquam
 conventus coram

 dicto senescallo aut curia dom
ini com

itis 
velit et offerat stare juri. »

（
（（（
）　« Item

 quando querim
onie proponuntur coram

 vicario dom
ini com

itis apud T
holosam

, locum
 dom

ini com
itis 

ibidem
 tenere, litigantes aut alter ipsorum

 sine auctoritate et consensu vicarii et judicis sive etiam
 contra eorum

 
inhibitionem

 expressam
 constituunt sive eligunt sibi judices, scilicet quem

dam
 pelliparium

, sutorem
 aut quam

libet 
vilem

 personam
 et im

peritam
 de villa T

olose

… »

（
下
線
部
著
者
）

（
（（（
）　« 

…, et jurisdicionem
 dom

ini com
itis deludentes, nolunt in curia ejusdem

 com
itis respondere, et consules 

interdixerunt advocatis T
holosanis ne prestent patrocinium

 in curia dicti vicarii, nisi coram
 judicibus in form

a 
predicta a litigatoribus vel eorum

 altero sic constitutis vel electis.　

Item
 consules interdixerunt advocatis 

T
holosanis, ne prestent patrocinium

 hom
inibus extraneis, sive sint de terra dom

ini com
itis sive de aliis terris, 

contra civem
 T

holosanum
, super injuria vel violencia aut alio m

aleficio conquerentem
. »

（
（（（
）　« Item

 consules prohibent ne vicarius possit inquiere seu cognoscere super injuriis et crim
inibus T

holose vel 
extra com

m
issis. [

…
…] Item

 consules confessiones et recognitiones in judico factas coram
 vicario dom

ini com
itis 

reputant nullas esse, et dicunt quod nullum
 afferunt prejudicium

 confessis aut recognoscentibus, licet de ipsis 
confessionibus et recognitionibus constet per scripturam

 publici notarii curie dom
ini com

itis vel per ydoneos 
testes. »

（
（（（
）　« Item

 consules non perm
ittunt, quod vicarius intersit inquisitionibus, quas ipsi faciunt super crim

inibus, cum
 

bona delinquentium
 dom

ino com
iti debent incidere in incursum

, et sic privatur plerum
que dom

inus com
es jure 

suo. »

（
（（（
）　« Item

 consules non perm
ittunt, quod ad dom

inum
 com

item
 ab eorum

 sentenciis appelatur, nec ipsas 
appellationes recipierent, quascum

que contra sentenciam
 rationabiliter a gravato, contra quem

 fertur sentencia, 
possit opponi. »

（
（（（
）　Ibid., cc.1（84-1（8（.
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（
（（（
）　« Sicunt bone consuetudines in singulis regionibus sunt servande, sic m

ale adinvente penitus abolende, ad 
quas in defensionem

 longinqui tem
poris nec sufficit usus nec proficit, qui quanto prolixior, tanto pernitiosior 

elim
inandus est potius quam

 fovendus. N
os sane, qui nostrorum

 jura fidelium
 sic firm

a volum
us observari, ut 

nostra m
inim

e negligere videatur, vos dudum
 et sepius per sollem

pnes nuncios nostros m
onuim

us ut ea, que in 
nostram

 et nostrorum
 subditorum

 injuriam
 aub colore consuetudinis in usum

, vel predecessoris nostri tem
poribus 

redegistis, salubriori dim
itteretis consilio, quod tam

en hactenus facere noluistis, licet articuli sigillatim
 per eosdem

 
nuncios vobis expressi fuerint, quos hom

ines tanti consilii, quanti vos esse credim
us, nec decebat defendere nec 

tenere. V
erum

 tam
 evidens nostri dom

ini prejudicium
 in divinam

 cedens injuriam
 et enorm

em
 nostrorum

 fidelium
 

lesionem
, ulterius sustinere cum

 bona conscientia non valentes, longa satis deliberatione prehabita et m
ultorum

 
com

m
uniatio consilio sapientum

 et virorum
 D

eum
 tim

entium
, ea que per vos corrigere noluistis, auctoritate nostra 

duxim
us ad statum

 debitum
 reducenda. »

（
（（（
）　« Porro quod vobis m

irabili privilegio vendicatis, latas scilicet in curia vestra sententias esse tante dignitatis 
et poderis ut ab eis nequeat appellari, juste et rationabiliter confutam

us, districtissim
e vobis m

andates, quatinus 
appellationibus om

nibus deferatis, quas ad nos interponi contigerit a curie vestre sentenciis, in casibus a jure 
concessis nec eisdem

 pendentibus aliquid innovetis, nec appellantes aliquatenus offendatis, nec appellare volentes 
m

inis vel terroribus apertis vel clandestinis retrahatis. »

（
（（（
）　« Preterea, cum

 bone m
em

orie R., quodam
 com

es T
holose predecessor noster, tem

pore quo decessit esset in 
possessione vel quasi ponendi consules in civitate T

holosana, de qua possessione nos spoliastis m
inus juste, 

volum
us et recipim

us ipsam
 possessionem

 nobis restitui indilate »

：
こ
こ
で
は
、
占
有
回
復
に
関
す
る
教
会
法
上
の
原
則
た

る
、spoliatus ante om

nia restituendus

の
法
格
言
が
援
用
さ
れ
て
い
る
。

（
（（（
）　« quod quando dom

inus com
es m

ittit litteras de credentia vel alias per aliquos bonos viros universitati vel 
consilio generali T

holose, nunquam
 illi nuncii possunt suam

 credentiam
 dicere consilio vel universitati vel litteras 

suas ostendere, donec om
nia solis consulibus revelaverint, et tunc postea consules loquuntur quibus volunt et 
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subornant eos, taliter quod nichil respondetur nisi quod ipsi dictant. »
（
（（（
）　Ibid., cc.155（-155（.

（
（（（
）　« Q

uod dicta universitas urbis et suburbii T
holose ad m

anum
 suam

 habeat et possidebat capitulatum
 vel 

consulatum
 dicte urbis, et ex parte dicte universitatis seu com

m
unitatis dicte urbis et suburbii capitularii vel 

consules, qui ex parte docte com
m

unitatis uebis et suburbii in dicta urbe et suburbio pro tem
pore fuerant, circa 

finem
 sue adm

inistrationis annuatim
 alios capitularios vel consules de eadem

 urbe et suburbio eligebant et 
creabant et nom

inabant et instituebant, et eadem
 com

m
unitas sic institutos, creatos, electos vel nom

inatos pro 
consulibus tenebat et habebat. »

（
（（（
）　« Item

 quod vicarius, quicum
que erat T

holose, tem
pore sue novitatis seu ingressus sui offi

cii, jurabat et jurare 
tenebatur, et sic erat consuetum

 et usitatum
 longissim

is tem
poribus, ibidem

 dictis consulibus forciam
 et consilium

, 
et quod universos et singulos dicte urbis teneretur deffendere et protegere intus civitatem

 et suburbium
 et extra 

in om
ni loco pro posse suo in personis et rebus eorum

dem
, et quod vicarius se tornabat specialiter et tornare 

debebat seu desistebat et desistere debebat cognicioni consulum
 ab om

ni forcia et violencia et injuria, si quam
 

faciebat vel fecerat civibus T
holose et alicui eorum

dem
, et em

endam
 inde faciebat cognicioni consulum

 eorum
dem

. »

（
（（（
）　« Item

 quod consules T
holose de usu antiquo et consuetudine T

holose audiebant et diffi
niebant om

nes causas 
crim

inum
 et injuriarum

 civium
 T

holose. »

（
（（（
）　« Item

 dicunt et asserunt dicti capitularii seu consules de consilio dictorum
 consiliatorum

, quod si de 
consuetudine dubitetur inter cives vel inter cives et forenses super contractibus, in dicta urbe seu suburbio inhitis 
in causis vel negociis, quod stetur dicto consulum

 predictorum
 et quod super dicta consuetudine et usu dicti 

consules, qui pro tem
pore fuerint, cum

 juraverunt in ingressu sue adm
inistrationis dicti consules, requirantur et 

quod suum
 prestitum

 juram
entum

 in ingressu super dictis consuetudinibus suffi
ciat. »

（
（（（
）　Ibid., cc.155（-155（.

（
（（（
）　« Item

 ad peticionem
, quam

 faciunt super electione consulum
, responsio [

…
…] Pluries autem

 facta est electio 
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consulum

 per dom
inum

 com
item

. Et eo tem
pore quo dom

inus Raim
undus com

es bone m
em

orie m
igravit a seculo, 

ipse creaverat consules qui juxta m
orem

 T
holose debebant regere villam

 per unum
 annum

. Et post obitum
 dicti 

dom
ini com

itis cives T
holosani consules creatos per dictum

 com
item

 expulerunt violenter de consulatu et de dom
o 

com
m

uni bene per dim
idium

 annum
 ante finem

 sui regim
inis, et privaverunt indebite dom

inum
 com

item
, qui nunc 

est, sua possessione vel quasi in qua erat ex facto sui predecessoris, propter quod dictus com
es fuit restitutus ad 

illam
 possessionem

. U
nde sicut spoliatio fuit injusta, sic debet restitutio justa dici, et dicta restitutio cum

 m
agno 

consilio fuit facta, sicut continentur in ordinatione facta per dom
inum

 Guidonem
 Fulcodii, nunc papam

, apud 
V

aurum
 de m

andato dom
ini Regis et dom

ini com
itis recitata »

：
こ
こ
で
も
、spoliatus ante om

nia restituendus

の
法

格
言
が
援
用
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
註（
（（（
）参
照
）。

（
（（（
）　« Item

 super articulo de quo dicitur esse factum
 per dom

inum
 com

item
 bone m

em
orie publicum

 
instrum

entum
 super recognicione consulatus, quem

 dicunt pertinere ad com
m

unitatem
 ville T

holose, responsio

：

N
on creditur quod dictum

 instrum
entum

 de consciencia dom
ini com

itis bone m
em

orie fuerit factum
, sicut in 

petitione consulum
 continentur, nec in dicto instrum

ento sigillum
 prefati dom

ini est appensum
 »

：
前
掲
註（
（5
）参
照
。

（
（（（
）　« Item

 responsio super juram
ento vicarii. V

erum
 est quod de patiencia dom

ini com
itis bone m

em
orie 

juraverunt vicarii consulibus sub certa form
a, que scripta poterit inveniri, et etiam

 tem
pore dom

ini com
itis qui 

nunc est aliquis vicarius dicitur jurasse. Set totum
 istud dependet de voluntate dom

ini com
itis, quod ex eo apparet 

quia vicarius preest consulibus secundum
 ordinationem

 factam
 cum

 m
agno consilio a dom

ino com
ite, secundum

 
quam

 ordinationem
 a sententiis consulum

 ad vicarium
 appellatur. Et esset ista petitio contraria ordinationi 

predicte et litteris dom
ini com

itis patentibus, super hoc destinatis per dom
inum

 Guidonem
 Fulcodii nunc papam

 et 
alios nucios »

：
前
掲
註（
（（（
）参
照
。

（
（（（
）　« Item

 responsio super articulo de audientia crim
inum

, quod si consules audiebant querim
onias crim

inum
 et 

diffiebant, hoc erat de patientia dom
ini com

itis. Et quia cogniciones et deffiniciones eorum
 quandoque finem

 
debitum

 non habebant, fuit ordinatum
 per dom

inum
 com

item
, ut conquerentes super crim

inibus juxta electionem
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conquerentium
 tam

 a vicario quam
 a consulibus audirentur, ad hoc ut contra m

alefactores plenius justicia 
redderetur. »

（
（（（
）　« Item

 super articulo de consuetudinibus dubitatis responsio

：Faciat consules in scriptis peticionem
 istam

 
clarius et specialiter et dom

inus com
es habebit consilium

. Et si ipsi super hoc volunt habere specialem
 gratiam

, 
petant in scriptis, dom

inus com
es habebit consilium

. »

（
（（（
）　A

. Fliche, op.cit., p.（（.

（
（（（
）　

前
掲
註（
（（（
）参
照
。

（
（（（
）　

こ
れ
ら
三
名
の
人
物
誌
に
つ
い
て
は
、Fournier et Guébin, E

nquêtes adm
inistratives dʼA

lfonse de Poitiers, Paris, 
1（5（, pp.X

X
V

II-X
X

V
III

（
ギ
ー
・
フ
ー
コ
ワ
：
伯
の
法
律
顧
問
）；

X
LIII

（
ポ
ン
ス
・
ア
ス
ト
ー
：
レ
モ
ン
七
世
の
大
法
官
）； 

LX
X

X
II-LX

X
X

V

（
シ
カ
ー
ル
・
ア
ラ
マ
ン
：
レ
モ
ン
七
世
の
総
督
）
に
詳
し
い
。

（
（（（
）　M

undy
①

, pp.244-245.

（
（（（
）　Boutaric

①
, pp.（-11.

（
（（（
）　H

G
L, t.V

III, cc.140（-1410.　

マ
ン
デ
ィ
は
、
こ
れ
を
旧
来
の
寡
頭
政
下
で
の
裁
判
に
お
け
る
素
人
主
義
の
弱
体
化
と
法
の
専
門

職
化
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
法
の
専
門
職
化
は
、
悪
し
き
エ
リ
ー
ト
主
義
の
側
面
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
中
流
以
下
の
人
々
に

は
概
ね
好
都
合
で
あ
っ
た
と
分
析
し
て
い
る
：M

undy
①

, p.258.

（
（（（
）　H

G
L, t.V

III, cc.1（51-1（5（.

（
（（（
）　« Item

 quod in partibus T
holosanis constitueretur aliqua bona persona, que audiret et sinedebito term

inaret 
om

nes causas appellationum
 interpositarum

 ad dom
inum

 com
item

, quia pretextu dictarum
 appellationum

 jura 
dom

ini com
itis et litigancium

 retardantur. »

（
（（（
）　Cité par M

undy
①

, pp.24（ et 2（0

：
マ
ン
デ
ィ
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
古
文
書
館
所
蔵
の
当
該
写
本
に
は
日
付

が
な
い
が
、
一
二
七
〇
年
代
前
半
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
（（（
）　« consules T

holose pro suis tem
poribus fuerunt electi per vicarium

 T
holose et curiam

 dom
ini A

lfonsi com
itis 

T
holose et sunt in consulatu T

holose offi
ciales dom

ini com
itis. »
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（
（（（
）　« super m

ultis actionibus coram
 dom

ino vicario T
holose vel eius iudice tanquam

 coram
 ordinario

… »

（
（（（
）　H

G
L, t.V

III, cc.1514-151（.
（
（（（
）　« D

erechief de la form
e du serem

ent, que li viguier de T
holose deit fere aus conses et aux citaiens de T

holose, 
et que la form

e seit aportée au Parlem
ent de T

ouzsainz, m
esire Ponz A

stouaut, requis sur cele form
e, dist que li 

nʼi ot point de serem
ent puis que O

dart de Ponpagne fust vigier. »

（
（（（
）　

マ
テ
ェ
ヴ
ァ
某
は
、
プ
ラ
ロ
ン
に
あ
る
サ
ン
＝
セ
ル
ナ
ン
教
会
所
有
地
付
近
お
よ
び
フ
ォ
ン
マ
ル
サ
ン
の
土
地
を
姉
妹
と
共
に
四
〇

年
以
上
所
有
し
て
お
り
、
当
該
権
利
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
代
官
あ
る
い
は
国
王
に
上
訴
す
る
と
言
っ
て
執
政
官
府
を
脅
し
て
い

る
：« ex tunc ad dictum

 dom
inum

 vicarium
 vel ad dictum

 regem
 Francie appellam

us in scriptis

… »

（E5（（

判
決
）

cité par J. H
. M

undy, M
en and W

om
en at T

oulouse in the A
ge of the Cathars, PIM

S, T
ronto, 1（（0, p.185.

（
（（（
）　

例
え
ば
、
一
二
六
八
年
五
月
一
日
付
の
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
に
よ
る
伯
代
官
宛
通
達
で
は
、
執
政
官
に
選
出
さ
れ
た
ギ
ョ
ー
ム
・

ソ
ー
リ
が
選
挙
人
団
に
対
す
る
就
任
辞
退
の
と
り
な
し
を
伯
に
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
執
政
官
職
自
体
の
権
威
の
失
墜
が
窺
え
る
：

« A
lfonsus, etc., dilecto et fideli suo vicario T

holose salutem
 et dilectionem

 [

…
…] vobis m

andam
us quatinus eos, ad 

quos spectat consulatus seu capitulatus T
holose electio, ydoneis persuasionibus inducere curetis, ut dictum

 
Guillelm

um
 [

…
…] absolvant nec eum

 suscipere com
pellant, nisi libens voluerit, offi

cium
 consulatus. »

（H
G

L, t.V
III, 

c.1（14.

）

（
（（（
）　« Super cognitione et judicio crim

inum
 de quibus ipsi consules vice nostra ac nom

ine nostri cognitionem
 et 

judicium
 habeant T

holosae et infra term
inus, de quibus erant in possessione pacifia cognoscendi et judicandi » ; 

O
rdonnances des rois de France de la troisièm

e race, t.2, Paris, 1（2（, p.10（.

（
（（（
）　Boutaric
①

, pp.（-11.

（
（（（
）　M

undy
①

, pp.244-245.

（
（（（
）　

以
下
の
分
析
は
、
主
と
し
てK

rynen
①

, pp.（（1-（（（.

に
依
拠
し
て
い
る
。

（
（（（
）　« rtetenta nobis plenitudine regie potestatis declarandi, m

utandi, vel eciam
 corrigendi, addendi vel m

inuendi » : 
H

G
L, t.V

III, c.1（52.
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（
（（（
）　« secundum

 plenitudine potestatis de iure possum
us supra ius dispesare »

：Richter (éd.), C
orpus juris 

canonici, pars II

：D
ecretalium

 collectiones, Leipzig, 18（（, c.4（1.
（
（（（
）　J. A

. Cantini, D
e A

utonom
ia Judicis Saecularis et de Rom

ani Pontificis Plenitudine Potestatis in T
em

poralibus 
Secundum

 Innocentium
 IV

, in Salesianum
, 2（ (1（（1), pp.40（-480.

（
（（（
）　J. A

. W
att, T

he use of the term
 

“plenitudo potestatis

” by H
ostiensis, in Proceedings of the Second International 

Congress of M
edieval Canon Law

, S. K
uttner et J. J. Ryan (eds.), Città del V

aticano, pp.1（1-18（.

（
（（（
）　« et aliquoties ratificat et supplet papa de plenitudine potestatis, si quis defectus est ; hac clausula saepe utitur 

dom
inus noster », in ibid., Extract （ (on X

.1.（.1（), p.1（8.

（
（（（
）　

シ
フ
ォ
ロ
ー
は
、
こ
れ
ら
の
法
文
を
「
一
三
世
紀
の
（
神
聖
ロ
ー
マ
）
帝
国
と
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
唯
一
君
主
権
を
定
義
す
る
ア

ル
フ
ァ
で
あ
り
オ
メ
ガ
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
：J. Chiffoleau, art.cit., p.15.

（
（（（
）　

前
掲
註（
（（（
）に
お
け
る
、「
こ
れ
を
宣
言
し
、
変
更
し
、
あ
る
い
は
修
正
し
、
付
け
加
え
、
縮
減
す
るdeclarandi, m

utandi, vel 
eciam

 corrigendi, addendi vel m
inuendi

」
と
い
う
表
現
は
、
有
名
な
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
四
博
士
の
逸
話
に
お
け
る
「
汝
は
生
け
る
法

lex viva

た
り
。
汝
は
法
を
与
え
、
廃
止
し
、
制
定
す
るdare, solvere, condere leges

こ
と
を
得
。［
…
…
］
汝
は
魂
あ
る
法lex 

anim
ata

、
そ
の
意
思
に
よ
っ
て
万
物
を
導
く
」（cité par L. M

ayali, « Lex anim
ata », R

enaissnace du pouvoir législatif et 
genèse de lʼÉ

tat, A
. Rigaudières et A

. Gouron dir., M
ontpellier, 1（8（, p.155.

）
と
い
う
、
新
勅
法
（N

.105.2.4

）
に
基
づ
く

「
唯
一
の
立
法
者solus conditor legis

」
に
し
て
「
生
け
る
法lex anim

ata

」
た
る
「
ロ
ー
マ
皇
帝
の
絶
対
権
」
と
「
地
上
に
お
け
る

神
の
代
理
人
」
た
る
「
教
皇
の
完
全
な
る
権
力
」
を
結
び
つ
け
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
ク
リ
ネ
ン
は
、
当
該
司
法
改
革
令
の
文
言

を
中
世
ロ
ー
マ
法
学
に
よ
っ
て
再
発
見
さ
れ
た
、「
唯
一
の
立
法
者
に
し
て
法
律
解
釈
者
た
る
皇
帝
」
と
い
う
帝
政
後
期
の
皇
帝
像
に
基

づ
く
立
法
絶
対
主
義
の
表
れ
と
評
価
し
て
い
る
：K

rynen
②

, p.158.

（
（（（
）　

以
下
の
分
析
は
、
主
と
し
てK

rynen
①

, pp.408-411 ; K
rynen

②
, p.22

に
依
拠
し
て
い
る
。

（
（（（
）　P. M

ichaud-Q
uantin, « U

niversitas ». E
xpressions du m

ouvem
ent com

m
unautaire dans le M

oyen Â
ge latin, 

Paris, 1（（0, pp.（05-（0（.

（
（（（
）　

そ
の
際
の
権
力
の
「
委
任m

andatum

」
は
、
ロ
ー
マ
＝
カ
ノ
ン
法
上
の
手
続
き
で
あ
る
“procuratio

”に
基
づ
い
て
行
わ
れ
、
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「
代
理
人
（
代
行
官
）procurator ; auctor ; nuncius

」
は
、
当
該
委
任
の
目
的
・
期
間
・
任
地
・
作
成
の
日
付
が
明
記
さ
れ
た
委
任

状instrum
entum

に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
委
任
は
「
特
別speciale

」・「
包
括generale

」
の
ど
ち
ら
で
も
可
能
で
あ
り
、

後
者
の
場
合
に
は
、「
完
全
な
る
権
力plena potestas

」
と
「
自
由
か
つ
包
括
的
な
管
理
運
営libera et generalis adm

inistratio

」

権
能
が
与
え
ら
れ
る
：K

rynen
②

, pp.（（-（8.
（
（（（
）　K

rynen
①

, p.408.

（
（（（
）　Gent de France, m

ult estes esbahie !

　
　
　

Je di à touz ceus qui sont nez des fiez :

　
　
　

Si m
ʼaït D

ex, franc nʼestes vous m
ès m

ie ;

　
　
　

M
ult vous a lʼen de franchise esloigniez,

　
　
　

Car vous estes par enqueste jugiez.

　
　
　

Q
uant deffense ne vos puet faire aïe

　
　
　

T
rop iestes cruelm

ent enginaniez,

　
　
　
　
　
　
　

A
 touz pri.

　
　
　

D
ouce France nʼapiaut lʼen plus ensi,

　
　
　

A
nçois ait non le païs aus sougiez, 

　
　
　
　
　

U
ne terre acuvertie, 

　
　
　
　
　

Le raigne as desconseilliez,

　
　
　
　
　

Q
ui en m

aint cas sont forciez.

︱ Chanson sur les Établissem
ents du roi Saint-Louis

：12（0-12（0, in Leroux de Lincy (éd.), R
ecueil de chants 

historiques français depuis X
II

e au X
V

III
e siècle, 1

ère série, Paris, 1841, p.218, couplet 1. 

編
者
の
ル
ル
ー
＝
ド
＝
ラ
ン

シ
ー
は
、
こ
の
詩
の
成
立
を
一
二
七
〇
年
頃
と
し
た
う
え
で
、
無
名
の
封
建
領
主
（
そ
れ
も
国
王
ル
イ
九
世
縁
の
者
）
の
手
に
な
る
も

の
と
推
定
し
て
い
る
：ibid., p.21（.

（
（（（
）　

ル
＝
ゴ
フ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ギ
ベ
ー
ル
・
ド
・
ト
ゥ
ル
ネ
な
る
人
物
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
何
も
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
パ
リ
大
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学
に
お
い
て
学
生
・
教
師
で
あ
っ
た
時
期
が
あ
る
こ
と
、
所
属
す
る
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
に
お
い
て
知
的
な
名
士
の
ひ
と
り
と
し
て
知
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
お
り
、
恐
ら
く
ル
イ
九
世
の
十
字
軍
遠
征
に
従
軍
し
、
そ
の
際
王
と
結
ん
だ
友
誼
が
縁
で
『
王
侯
教
育
論
』

（A
. de Poorter (éd.), Le traité E

rudtitio regum
 et principum

 de G
uibert de T

ournai, O
. F. M

., in Philosophes Belges: 
T

extes et É
tudes, t.（, Louvain, 1（14.

）
を
著
し
た
と
推
定
さ
れ
る
：J. Le Goff, op.cit., Paris, 1（（（, pp.40（-41（. 

こ
の
論
文
は
、

ル
イ
九
世
宛
の
三
通
の
書
簡
か
ら
構
成
さ
れ
、
最
後
の
書
簡
の
日
付
（« A

ctum
 Parisius, apud fratres m

inores, anno gratiae 
M

o CC
o quinquagesio nono, m

ense O
ctobri, in die octabarum

 beati Francisci »

：éd. de Poorter, p.（1.

）
か
ら
、
一
二
五

九
年
一
一
月
一
一
日
に
パ
リ
で
書
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
三
通
の
書
簡
に
お
い
て
は
、『
皇
帝
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
の
教
え
』

に
倣
っ
て
君
主
に
必
要
な
四
原
則
：
①
神
へ
の
尊
崇reverentia D

ei 

、
②
自
律diligentia sui sui 

、
③
権
力
者
や
属
僚
の
規
律

disciplina debita potestatum
 et offi

cialium

、
④
臣
下
へ
の
愛
情
と
保
護affectus et protectio subditorum

、
が
扱
わ
れ
て
い

る
。
こ
の
う
ち
、
③
の
原
則
が
第
二
書
簡 

第
一
部
（In qua agitur de disciplina debita potestatum

 et offi
cialium

, éd. de 
Poorter, p.4（ s.

）
で
扱
わ
れ
て
い
る
：éd. de Poorter, p.X

.

（
（（（
）　« Legum

 sanctitas violatur, consuetudines inducuntur, cives pro voluntatis arbitrio statuenda dictant, dictata 
convelunt, innocentes dam

pnant, reos absolvunt. Sed vae eis qui condunt leges iniquas et scribentes injustitiam
, 

veritatis legem
 evacuant vel evacuari perm

ittunt ! [

…
…] N

am
 etsi princeps esse dicatur legis nexibus absolutus, 

non hoc est quia sibi quod iniquum
 est liceat, sed quoniam

 is esse debet qui non tim
ore poenae sed am

ore justitiae 
aequitatem

 colat, rei publicae serviat utilitati, et in om
nibus aliorum

 com
m

oda privatae praeferat voluntati. N
on 

est enim
 potentis pro libito saevire in subditos, sed pro qualitate factorum

 innocentes absolvere et punire reos. Et 
si negotiis publicis nihil liceat principi nisi quod lex aut aequitas persuaserit, aut ratio com

m
unis utilitatis inducit, 

certum
 est ejus subditis nil licere nisi quod de judicii prodierit aequitate, sicunt scriptum

 est. [

…
…] Im

o si m
inor 

in m
ajorem

 non habet im
perium

, nihil est hum
ana constitutio quae non sequitur jus divinum

. »

（
下
線
部
著
者
）：éd. 

de Poorter, pp.4（-48.

（
（（（
）　

デ
ィ
ッ
キ
ン
ソ
ン
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
一
一
五
九
年
に
完
成
さ
れ
た
本
書
は
、
王
権
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
強
固
な
基
礎
を
与
え
た
と
い

う
点
に
お
い
て
、
一
二
世
紀
末
～
一
三
世
紀
初
頭
の
中
世
政
治
学
に
画
期
を
も
た
ら
す
重
要
な
著
作
で
あ
り
、
そ
の
影
響
力
は
一
六
世
紀
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中
頃
に
ま
で
及
ん
だ
と
さ
れ
る
：J. D

ickinson, T
he M

ediaeval Conception of K
ingship and Som

e of Its Lim
itations, as 

D
eveloped in the Policraticus of John of Salisbury, in Speculum

, t.1-（ (1（2（), pp.（08-（（（. 

ま
た
、
一
三
世
紀
～
一
四
世
紀

に
お
け
る
王
権
理
論
の
進
展
に
つ
い
て
は
、L. K

. Born, T
he Perfect Prince: A

 Study in T
hirteenth- and Fourteenth-

Century Ideals, in ibid., t.（-4 (1（28), pp.4（0-504.

に
詳
し
い
。

（
（（（
）　« Princeps tam

en legis nexibus dicitur absolutus, non quia ei iniqua est liceant, sed quia is esse debet, qui non 
tim

ore penae sed am
ore iustitiae aequitatem

 colat, rei publicae procuret utilitatem
, et in om

nibus aliorum
 

com
m

oda priuatae praeferat uoluntati »

：C. W
ebb (éd.), Ioannis Saresberiensis episcopi Carnotensis Policratici, t.1, 

O
xford, 1（0（, p.2（8. 

前
掲
註（
（（（
）お
よ
び
後
掲
註（
（（（
）下
線
部
参
照
。

（
（（（
）　« D

igna vox m
aiestate regnantis legibus alligatum

 se principem
 profiteri : adeo de auctoritate iuris nostra 

pendet auctoritas. Et re vera m
aius im

perio est subm
ittere legibus principatum

. Et oraculo praesentis edicti quod 
nobis licere non patim

ur indicam
us. »

（
（（（
）　

ル
イ
九
世
の
息
子
フ
ィ
リ
ッ
プ
（
後
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
三
世
）
の
養
育
係
と
し
て
、
当
時
国
王
の
「
政
治
ア
カ
デ
ミ
ー
」
の
中
心
と

な
っ
て
い
た
ド
ミ
ニ
コ
会
士
に
よ
る
君
主
鑑
編
纂
の
流
れ
を
汲
む
『
王
子
教
育
論D

e eruditione filiorum
 regalium

』
を
著
す
傍
ら
、

『
自
然
鑑Speculum

 N
aturale

』・『
学
問
鑑Speculum

 D
octrinale

』・『
歴
史
鑑Speculum

 H
istoriale

』
の
百
科
全
書
三
部
作
を

ル
イ
九
世
に
献
呈
し
て
い
る
。『
学
問
鑑
』
全
一
七
巻
の
う
ち
、
第
四
～
一
〇
巻
が
倫
理
学
・
経
営
学
・
政
治
学
・
法
律
学
に
あ
て
ら
れ

て
い
る
：
清
瀬
卓
「『
鑑
ス
ペ
ク
ル
ム』
︱
中
世
百
科
全
書
研
究
ノ
ー
ト
︱
」
イ
タ
リ
ア
学
会
誌
(（（)
、
一
九
八
二
年
、
一
二
一
～
一
二
四
頁；

J. Le 
Goff, op.cit., pp.40（-40（.

（
（（（
）　L. K

. Born, art. cit., p.4（（, n.1 ; éd. de Poorter, p.X
.

（
（（（
）　« Publicanus, inquit, est caput rapinae, lex violentiae, praedo sine pudore, m

edicus exterm
inij, im

m
anior 

furibus. N
am

 fur tim
ens delinquit, hic quicquid fecerit legem

 vocat. Q
uis eo iniquior, qui verbis iustitiae iustitiam

 
dam

nat, et arm
is innocentiae spoliat, vulnerat, occidit innocentes ? [

…
…] O

fficiali Caesaris nisi in om
nibus 

acquieueris, Caesari contradices；
et quicquid dicit, nisi sit sic, et nisi sic stet, est in personam

 regis, contraque 
coronam

. [

…
…] concutientibus officialibus, spoliatibus, torquentibus, m

utire non licet. H
aec autem

 om
nia in 
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principem
 redundant. [

…
…] Princeps autem

 legis nexibus dicitur absolutus, non quia iniqua ei liceant, sed quia is 
esse dabet, qui non tim

ore poenae, sed am
ore iustitiae aequitatem

 colat. N
am

 in negotijs publicis nil ei velle lecet, 
nisi quod lex aut aequitas persuadet, aut ratio com

m
unis vtilitatis inducit »

（
下
線
部
著
者
）：V

incent de Beauvias, 
Speculum

 doctrinale, in Bibliotheca m
undi. Speculum

 quadruplex : naturale, doctrinale, m
orale, historiale, t.II, 

D
ouai, 1（24, cc.5（2-5（（.

（
（（（
）　K

rynen
①

, p.408.

（
（（（
）　

伝
統
的
な
裁
判
権
者
と
し
て
の
国
王
の
属
性
の
重
要
性
に
関
す
る
通
説
的
見
解
に
つ
い
て
は
、Fr. O

livier-M
artin, H

istoire du 
droit français des origines à la R

évolution, Paris, 1（48, n
o （8, pp.100-101.

を
参
照
。
ま
た
、
ル
イ
九
世
に
よ
る
、
こ
の
よ
う

な
伝
統
的
属
性
の
実
践
に
つ
い
て
は
、Id., Saint Louis, in H

om
m

es dʼÉ
tat, D

uff et Galy (dir.), t.2, Paris, 1（（（, pp.1（5-1（1.

に
詳
し
い
。

（
（（（
）　Ch. T

. W
ood, op.cit., p.（（.

（
（（（
）　Fr. O

livier-M
artin, op.cit., n

o 2（4, pp.（00-（01

：
国
王
は
自
ら
臣
従
礼
を
行
う
代
わ
り
に
、「
代
理
官procureur

」
を
派
遣
す

る
。

（
（（（
）　A

. T
eulet, Layettes du T

résor des Chartes, t.2, Paris, 18（（, p.（（0.

（
（（（
）　Cité par E. Boutaric, Rapport sur une com

m
unication de M

. Beauchet-Filleau, R
evue des sociétés savantes, 4

e 
série, t.4, Paris, 18（（, p.445；

前
掲
註（
（（（
）参
照
。

（
（（（
）　Ch. T

. W
ood, op.cit., pp.（4-（5.

（
（（（
）　« secundum

 quod per karissim
um

 dom
inum

 fratrem
 nostrum

 regem
 Francorum

 in eadem
 diocesi in casu 

consim
ili observatur »

：H
G

L, t.V
III, c.1（14.

（
（（（
）　« secundum

 quod [gentes] dom
ini regis Francie utuntur in partibus illis in casu consim

ili »

：M
olinier③

, n
o 

158（.

（
（（（
）　Ch. T

. W
ood, op.cit., pp.（2 et （5-（（.

（
（（（
）　Ibid., pp.（8-（（.


