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はじめに

｢環境｣ は今や あり ふ れ た
,

し か し 同時 に 重要

な キ ー ワ
ー ドの

一 つ で あ る ｡ 歴史研究に あ っ て も ,

ー環境問題が 興 味深 い テ ー マ と し て 扱わ れ る よ う に

な っ て い る ｡ し か し
,

過去 2 世紀間 の 歴史学に お

い て
,

人間と環境と の 関係が構極的 に研究 さ れ る

こ と は 少なか っ た ｡ 歴史の 主役は常に 人間で あり
,

技術発展 を も っ て 人間 が 居住圏 を拡大 し
,

生産力

を 向上 さ せ た こ と は 肯定的 に捉え ら れ て き た ｡
ヨ

ー

ロ ッ パ 中世史 の 文脈 で も ,
1 1 世紀後半 か ら始ま る

｢ 大開墾 の 時代 ｣ は
, 新 た な 農具 の 出現 ･ 農業技

術 の 改良た よ っ て 人 々 が 原野 や 森林 を耕地 に変え
,

農業生塵 力 の 飛躍的向上 を も た ら し た 躍進 の 時代

と さ れ て き た ｡ そ の 農業生産 力 の 向上 が 余剰 生 産

物を 生 み 出 し
, 商業や 工 業の 発展 を 促 し て , 各地

に都市を成立あ る い は復興 さ せ た ｡ 中世後期 の ヨ
ー

ロ ッ パ 雇済
･ 社会 の 発鹿は

,
居住地 や耕地 の 拡大

と 同 じ軌道 上 で 捉え ら れ た の で あ る ｡

近年に な っ て
,

そ う し た 人類 の 技術 的進歩や社

会 の 発展は
.

｢ 環境破壊｣ と い う側面 か らも再認

識さ れ る よ う に な っ た ｡ 古代以来,
生活環境を改

善す る た め に 行 わ れ た自然環 境 へ の 働き か け は
,

し ば し ば環境を激変さ せ
,

む し ろ 生活条件 を悪化

さ せ さ え し た
1

｡ 中世 に お け る森林 の 耕地化 も そ

う し た 負 の 側面を 持 っ て い た こ と が 知 ら れ る よ う

に な っ て き て い る ｡ ま た 燃料や 資材 と し て の 森林

資源 の 過剰な 利用も , 森林を 激減 さ せ た
2

.

本稿 で は こ う し た 観点 か ら
,

1 4 世紀 の イ タ リ ア

中部ト ス カ ー ナ 地方 に お い て
, 都市 が 周 囲 の 自然
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環境を ど の. よ う に 認識 し ,
こ れ に ど の よ う に 働 き

か け て い た か を 都市法 の 規定 か ら検証 し て み た い

と 思 う ｡

1 自然環境に対する認識

中世末期 の 都市 は 人 工 的 な 空間 で あ っ た
｡ 人間

が 建設 し た 空間 で あ り
,

人間 の 管理 が 行 き 届 い た

空間 で あ っ た ｡ こ の よ う な都市 の 住民
,

な か ん ず

く都市 を実質的 に 動 か し て い た 上層市民 が
,

生活

環境や 自然 に 対 し て 持 っ て V ) た 認識は
,

ア ン プ ロ ､

-

ジ ョ
･ ロ レ ン ツ ェ ツ テ ィ の 手 に な る 壁画 ｢ 善政 と

悪政 の 寓意｣ ( 1 3 3 7 - 3 9 年) の よ う な 絵画 に 視覚

的 に 示 さ れ て い る
｡

こ の フ レ ス コ 画は ト ス カ - ナ

南部 の 都 市シ ュ ナ の 市庁舎に あ り ,

｢ 平和 の 間)

の 壁 の 三 面 に 描 か れ た も の で あ
.
る

｡ 画面は ｢善政

の 寓意 と 善政 の 結果｣ と ｢ 悪政 の 寓意 と 悪政 の 結

果｣ と に 分 け られ
,

善政 ･ 悪政 そ れ ぞ れ の
｢
鰐果｣

に
,

シ ュ ナ を 想定 し た都市景観と 周囲 の 田園風景

と が描写 さ れ て い る ｡ 当時 の 都市景観 を 示 す 視覚

的資料と し て
,

こ の 壁画は し ば し ば言及 さ れ て き

た
｡ 特 に

｢善政 の 結果｣ は 保存状態 も 良 く
,

1 4 世

紀 ト ス カ - ナ の 景観や 農業の あ り方 を 示 す 史料と

さ れ る こ と も 少 な く な い
｡ 但 し

, 善政 の 下 に あ る

幸福 な シ ュ ナ と い う理想 像 を 具現 し た も の で あ る

か ら
,

措 か れ た 光景 は 現実 そ の も の で は な い こ と

も 指摘 さ れ て い る
3

｡

｢ 善 政 の 結果 ｣ の 画面 の 田園風 景 ( 本稿末 の 図

を参照) に 目 を や る と
,

遠景 に は 低 く 連 な る ト ス

カ - ナ の 丘陵, 前景 に は 小麦畑が あ る ｡ 季節は ち ょ
′

う ど麦秋で あ り , 農民 が 刈 り 取り や 脱穀 に 勤 し ん

で い る ｡ 小麦畑 の 中に は 四 角く 囲 ま れ た 緑地 が -

箇所見受 け ら れ る も の の
, 畑 そ の も の は 不定形 で

,

イ バ ラ ら し き も の が 簡単 に 畑 を 区切 っ て い る ｡

一

方
,

丘 陵 の 斜面 に は葡萄畑 の 録 が 見 え
, 畑 は 低木

で 四 角 く 仕切 ら れ て い る o ま た 丘 の 下 や 中腹 に は

市民 の ヴ イ ツ ラ (別荘) と 思 わ れ る 立 派 な 建物 が

あ る ｡ 都 市 へ 向 か う 道 に は 豚飼 い や 荷 を績ん だ ロ

バ の 姿 が あ り
, 市門 か ら は

, 田 園 へ 鷹狩 に 出 か け

る騎 馬 の 人物 が 出 て き た と こ ろ で あ る
4

｡

市壁 の す ぐ 外 に 広 が る こ の 風景 を
一

見 し て 気 づ

く の は
, 樹木 の 少 な さ で あ る ｡ 画面 の 奥 に は 深 い

録 の 二 つ の 峡谷 が 見 え る が
, 都市 の 周囲 に も 丘 陵

の 斜面 に も 低木 以 外 の 樹木 は ま ば ら で
, 密蒼 と し

た 森 や 林 は 措 か れ て い な い
｡

ロ レ ン ツ ェ ツ テ ィ が

こ の 絵を 措 い た1 4 世紀 前半 の 北 ･ 中部イ タ リ ア で

は
,

既 に 都市周辺 の 開墾 が 進展 し , 森林 や 原野 は

著 し く 減少 し て い た
5

｡ こ の 画面 は 現実 そ の も の

で は な い と は い え
, 実際 の 都市周辺 の 状態 を 反映

し て V ) る と 考 え て よ か ろ う ｡

森林や 原野 の 開墾 は 8 世紀頃 か ら始 ま っ て い た
｡

修道院が そ う し た開墾 の 重要な推進 力 と な っ た と

い う こ と は
, し ば し ば指摘 さ れ る と こ ろ で あ る

｡

ト ス カ ー ナ地 方 に お い て も修道院の 存在 は開墾 に

貢献 し て V ) る
6

o
と は い え

,
そ の 頃 の 景観 を 特徴

づ け て い た の は
,

む し ろ未開 の 原野 や 森林 で あ っ

た ｡ 状況 が 大 き く変化 し た の は1 2 世紀 で あ る ｡ 中

世初期 に衰退 ･ 縮小 し て い た都市 が
,

1 1 世紀 か ら

1 2 世紀 に か け て イ タ リ ア 各地 で 息 を 吹 き 返 し
, 再

び成長 を 始 め た ｡ 特 に 司教座 の 置 か れ る よ う な 主

要都市 ( シ エ ナ も そ の
一

つ で あ る) に は
, 経済的

発展 に よ っ て 人 口 が 集 中 し, 周辺地域 に 対 す る そ

の 支配力 も増大 し た
｡

こ れ に伴 っ て 市壁 の 囲 む範

囲 は拡大 し
, 周辺 の 森林や農村 は都市 に 組み 込 ま

れ て い く
7

｡ 北 イ タ リ ア の
｢
大開墾 ｣ を推進 し た

の は こ う し た都市 で あ っ た
｡

都市 は 周囲 の 環境 を積極 的 に 変 え て い っ た
｡ そ

の 背景 に は食糧供 給確保 の 必要 を 指摘す る こ と が

で き る
8

｡ 都市 は 強迫 観念 と も 呼 べ る ほ ど の 熱心

さ で
, 食糧 ( な か ん ず く 小麦) の 供給 を 確保 す る

こ と に 努 め て い た
｡ 例 え ば

, ㌢ エ ナ の 南東に 位置

す る< 小都市 モ ン テ プ ル チ ャ
ー

ノ ( 司教座都市 で は

な い) の 条例 (1 3 3 7 年) で は
, 領域住民 が菜園 を

作ら な け れ ば な ら な い こ と
, 同領域 か ら小麦

,
豆

類 , 小麦粉 や パ ン を 持 ち 出 し て は な ら な い 羊 と
,

小麦や 小麦粉 , 豆類 を 外国人 に 売 っ て は な ら な い

こ と
,

鶏 ･ 猟獣 ･ 猟鳥 を 領域外 に 持 ち 出 し て は な

ら な い こ と等 が
, 細 か く 規定 さ れ て い る

9

｡

都 市 の こ の よ う な 支配 の 下 で
, 周辺 の 農村地帯

の 景観 は 確実 に 変化 し て い っ た
｡ 居住地 は も と よ

り 耕地 や 葡萄畑 な どを 含 め て
, 人間 の 管 理 す る 地

域 が 増 え, 自然 の ま ま の 森林 や 沼沢地 は 減少 し た
｡

と り わ け 都市近辺 の 丘 陵 の 斜面 で は
, 森林 は 早 い

う ち に 失 わ れ た
｡ そ れ は 食糧増産 を 目的 と す る 開
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都市と森林

墾 の 結果 と い う よ り も
,

む し ろ森林資源 の 消費 の

結果で あ る ｡ 木材 は建築や木工 の 基本的資材で あ

り , 燃料と し て も 必要で あ っ た ｡ 都市域 が 拡大 し
,

都市人 口 が 増加 す る に つ れ て
, 資材 や 燃料 の 需要

が森林伐採 の 営利性 を高め る こ と に な っ た ｡ 樹木

は 重要 な 商品 だ っ た の で あ る ｡ し か し 計画的 な 営

林が 行 わ れ た 形跡 は な く
, 森林は消失 し た ｡ そ し

て
, 木 々 の 失 わ れ た 丘 陵 に 畑 が作ら れ

,

~
ぁ る い は

ヴ イ ツ ラ が 建設 さ れ た の で あ っ た
10

｡

｢ 善 政 ｣ の

画面は
,･ 都市に よ る こ う し た開発を 理想 と し て 描

か れ た も の で あ り
,

ま セ お そ ら く
,

開発 の 結果 と

し て 生 ま れ た 実際の 風景 の 反映 で も あ っ た
｡

そ こ

に は 異界 と して の 森林は存在 せ ず , 人間 が自然 を

掌握 し て V ゝ る よ う に 見 え る .

も っ と も
,

1 3 世紀 の 年代記作者サ リ ン ベ - ネ に

よ れ ば,
1 2 4 7 - 4 8 年の 冬,

エ ミ -
■
リ ア 地方 の 都市

パ ル マ で は
, 夜 に な る と 市内 に 何頭 も

､
の 狼が 出没

し た
｡ 夜 な夜な狼達 が 市中を排御 す る と い う事態

そ の も の は
, 年代記 で 特筆す べ き 事件 で あ っ た に

せ よ
,

当時の パ ル マ に お い て は
,

い ま だ狼の 住 む

環境が 市壁 の す ぐ外 に 広 が っ て い た こ と が
,

こ の

記 事 か ら窺 わ れ る
I l

o
ロ レ ン ツ ェ ツ テ ィ の 画面 に

そ う し た 環境は 見 出せ な い
. 確か に ト ス カ ー ナ 地

方 で も
,

ア ツ ペ ン ニ ー

ノ
､
山脈に 近 い 山地 に は狼や

熊も い た が
,

シ ュ ナ 周辺 の 丘陵 に験屈す る狼 の 姿

は な か っ た
1 2

｡

そ も そ も
,

画家が こ の ア レ ス コ 画を措 こ う と し

た とき
,

彼 の 念頭 に 深緑 の 野山 に 囲 ま れ た都市 の

情景 は 浮 か ば な か っ た ｡ 理想 の 都 市像 の う ち に は

｢ 理想 の 自然｣ , 即ち人間 に管理 さ れ た 自然も含ま

れ る ｡

｢ 手 つ か ず の 自然｣ ( n at u r a n a t u r a l e) は

人間 の 制御が 及ば な い も の で あ る か ら
,

肯定的評

価 の 対象 に は な らな か っ た ｡ 9 世紀か ら ｢ 自然
′

｣

は人為 で 改変 さ れ る も の と な っ て い く が ,
フ マ ガ ッ

リ
′
に よ れ ば

, 殊 に 1 2 世紀以降
,

自然は 利用す る も

の で あ る と い う 実用 主義的 な 自然観 が 確 立 し た ｡

未開地 を な く す 努力 が 体系的 に な さ れ る
一

方 で
,

自然 は 尊重 さ れ ず
,

畏怖 の 対象 で も な く な っ た
｡

自然界 は 周縁 的 な も の
, 搾取 さ れ る べ き も の と 見

な さ れ る よ う に な っ た の で あ る
13

｡

こ の 時期 に か か る 自然観 の 転換が 生 じ た 背景 に

は
, 当時 の 都 市 の 置 か れ た 状況 が あ る ｡ ち ょ う ど

こ の 頃
,

前述 の よ う に 人 口 が増大 し
,

こ れ を 支え

る食糧 の 安定供給が 必要と な っ た ｡ そ の 結果
,
殊

に都市周辺 の 土地 ･ 森林 の 開墾に多く の 人力 が 投

入 さ れ
,

自然 は 人間 に よ っ て 利用 さ れ る も の へ と

変化 し た の で あ る占 こ れ 以前 か ら
,

｢ 自然 ｣ の 中

で の 隠修生活 は し ば し ば推奨 さ れ た し , 狩猟 に よ

る
｢ 自然｣ の 恵 み は 重要な 蛋白源 と な っ て い た

｡
､

し か し
,

そ れ 以上 に 積極的 に 周囲 の 環境を 変 え る

よ う に な る の が ､
こ の 時代 で あ る ｡ 森林の 植生 そ

の も の が
,

人間に と っ て (特 に 食用 と い う観点 で)

r 有益 な ｣ 樹種 に 置き換 え ら れ た
14

. し か も こ の

時期 に
,
自治 を確立 し た都市 は コ ン タ ー ド と称さ

れ る 周辺農村地域に 支配 を広げ, 都市 の 人 口
･ 経

済 を 農村地域が 支 え る と い う構図 を作り上 げて い

く ｡ 農村の ヴ イ ツ ラ や ボ デ
ー

レ (農園) の 所有者

の 多く は都市住民 で あり , 小作人 ( ト ス カ - ナ で

は メ ツ ザ ド リ ー

ア と 呼 ばれ る折半小作制 が
一

般的

で あ っ た) に 実際 の 耕作を任 せ て い た ｡ 都市 は 人

智を も っ て 制御 で き る 世界 で あ っ た が
,

そ の 都市

の 内部 に 生活し つ つ
,

外 の 世界 を も掌握 す る よ う

に な っ た 地主達 は
,

自然 に 対 す る喪怖 の 念 が な お

さ ら薄か っ た で あ ろ う
15

｡

2 . 開発と環境変化

改変 ･ 搾取 の 対象と し て の
｢ 自然｣ を 得 た 都市

は
,

｢
有益 な｣ 資源 の 確保

･ 増進 を 図 っ た ｡ 葡萄

栽培は 8 世紀噴 か ら荘園 (特 に 修道院所領 の 存在

は
, 葡萄栽培

･

ワ イ ン 製造 を 促進 し た) な ど で 行

わ れ て い た が
,

1 3 世紀 以降
,

地主経営の 農地 に お

け る果樹栽培 が 展開し た ｡ ワ イ ン や オ リ ー ヴ油 の

需要 が営利精神を 刺激 し て
, 葡萄や オ リ ー ヴの 栽

培 を拡大 さ せ た の で あ る
16

｡ こ う し た 商品作物 の

生産 は
, 都市当局 に よ っ て 保護さ れ も し た ｡

モ ン

テ プ ル チ ャ
ー

ノ ( 現在 で も ワ イ ン 生産 で 知 ら れ る)

で は
,

領域外 で 生 産 さ れ た ワ イ ン を 市 内 ･ 領 域内

へ 持 ち 込 ん で は な ら な か っ た o 地元産 と の 競合 を

避 け る た め で あ ろ う ｡ ト ス カ - ナ東部の 都市 ア レ ツ

ツ オ の 条例 (13 2 7 年) に も , 同様の 規定 が あ る が
,

こ こ で は 7 月 か ら 9 月 ま で の 3 ケ 月 (即 ち葡萄 の

収穫 が 始 ま る前 の 品薄 の 時期) が 例外 と さ れ て い

る ｡
こ の 期間 に あ っ て は

, 市内 か ら 2 マ イ ル 以上
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離 れ た 周辺地域 で な ら ば
,

ア レ ッ ツ オ 以外 の 土地

の ワ イ ン を 販売す る こ と が 許さ れ た
17

｡

都市当局 は 生 活環 境 の 整備 に も 目 を 向 け た ｡

1 4 世紀 ,
エ ミ - リ ア 地方西部の 都市 ピ ア チ ェ ン ツ ア

で は
, 毎年4 本 の 果樹 を植え

,
道端 の 叢木 を 伐採

す る こ と が
, 都市周辺 の 住 民 に 対 し て 義務 づ け ら

れ て い た
｡

ト ス カ - ナ に 目を 向 け る と ,
フ ィ レ ン

ツ ェ で は1 3 2 5 年 の ボ デ ス タ 条例 ( 都市 法 の
一

つ)

に お い て
, 食 用 果 実 の な ら な い ( q u e n o n

p r o d u c e r e nt f r u c t u s c o m m e s t ib il e s a d u s u 皿 h o m i-

ni s) オ ー ク樫等 の 樹木 が 近 隣 に 8 ブ ラ ッ チ ヤ

( 5 メ ー ト ル 弱) の 影 を作 っ て い て
,

こ れ に 苦情

が 出 た と き に は
,

ボ デ ス タ ( 行政長官) が1 0 日以

内に こ の 影 を な く す 処置 を す る (即 ち枝や 樹木 そ

の も の を 伐 採す る) こ と が 定 め ら れ て い る
Ⅰ8

｡ 同

様の 規 定 は ア レ ッ ツ オ の 条例 に も 見 ら れ
,

近隣 を

日蔭 に す~る よ う な 木 が 他人 の 地所 あ る い は 家屋 に

近接 し て い て
,

こ れ に 対 し て 苦情が あ っ た な ら
,

苦情が 訴 え ら れ て か ら 8 日以内 に ボ デ ス タ が 当該

樹木 を撤去 す る こ と に な っ て い た
19

｡
こ こ で も ,

｢ 食用 の 果実 の な る 樹は こ の 限 り で は な く
,

ま た

川辺 に あ る コ ブ カ エ デ や ヤ ナ ギ 等の 木 も 例外｣ と

さ れ て V ) る . 食用果樹 へ の 固執 は
,

人間 に 好都合

な植生 を作ろ う と す る 姿勢と 共通 す る ｡

ア レ ツ ツ オ に お い て 食用果樹 と 並 ん で 撤去対象

か ら 外 さ れ た 川辺 の 樹木は
, 都市 当局 が 意図的 に

植樹 を 促 進 し て い た も の で あ る ｡ 条例 の 第 l 巻

5 3 条 で は
･

｢
ア レ ッ ツ

､
オ の 農村地帯 や 市 内 に お い

て 河川 の そ ば に 土地 ･ 不動産 を 所有 す る 者 は す べ

て
,

そ の 川 べ り に コ ブカ エ デ か ヤ ナ ギ を植え な け

れ ば｣ な らず
,

こ れ ら の 樹木 を 切 っ た り
, 抜 い た

り し て は な ら な い こ と が 定 め ら れ て い る ｡ 河川 や

水路 に 隣接 し た 土地 の 所 有者 に 対 し て
,

そ の 水 辺

に コ ブ カ エ デ ( o pp i o) な い し は ヤ ナ ギ を 植 え る

こ と を 義務 づ け た 規定 は
,

モ ン テ プ ル チ ャ
ー ノ の

条例 に も 見 え る ｡ 樹種 を 指定 し て 水辺 に 植 え さ せ

た 明確 な 目的 は 不明 だ が
,

伐採 が 禁 じ ら れ て い る

こ と を顧慮 す る と
,

お そ ら く 岸 の 補強 を 図 っ た の

で は な い か と 考 え ら れ る ｡ モ ン テ プ ル チ ャ
ー ノ の

規定 に は
,

上記 の 植樹 の 理 由とし て
｢
同所有地 が

そ の 水辺 に 張 り 出 す よ う に ｣ と あ る
2 0

｡

野 鳥等 も 管 理 の 対象 と な っ た
｡

シ ュ ナ の 支配下

に あ っ た オ ル ジ ャ 沼沢 地域 住 民組合 (S o ci e t a

d el P i a n o d e l P a d ul e d
■

O r g i a) の 規 定 に は
,

｢ 害

鳥｣ 駆 除 に 関す る 一

項 が あ る ｡
こ こ は

,
シ ュ ナ南

方 の メ ル セ 川流域 に あ る 沼沢地 の
一

部 を 干拓 し た

地域 で あ っ た が
, 排水管理等 の 共同作業 の 必要 も

あ っ て 土地所 有者達 が 一

種 の 住 民組合 を作り ,
シ

ュ ナ当局 に 法的 に 認定さ れ た
｡ 組合構成員 の 多く

は お そ ら く シ エ ナ 市民 で あ り , 折半小作人 に 耕作

を 任 せ て い た と 思 わ れ る
2 1

｡
そ の 組合 に お い て 1 4

世紀に作成 さ れ た 俗語の 規約 (6 8 条) で は
,

｢
雁

や そ の 他 の 大型 の 鳥が
,
｣司沼 沢地域 に被害 ･

損害

を 与 え る と 思 わ れ る こ と か ら｣ .( c o n ci o s i a c o s a

ch e l
'

o c h e s al v at i c h e e t al t r i u c el l i g r a n d e

d a n n o
.

e g u a s t o f a c ci a n o e d i e n o n e l d e t t o

P a d ul e) ,
こ れ ら の 鳥 を 駆 除 す る 担 当者 の 選出 が

決 め ら れ て い る
｡ 彼 ら は沼沢地付近 の 村人 か ら 選

ば れ た 適任者 で
,

1 2 月 か ら 2 月 ま で 沼沢地全域 を

め ぐ り
,

雁 の 類 を 獲 る こ と に な っ て い た
2 2

｡
こ こ

に 見られ る の は
,

実際 に 被害が 生 じ で か ら 対処す

る の で は な く
,

被害 を 予 防す る た め に
｢害鳥｣ を

駆 除 し て お く と い う思考 で あ る ｡

そ の
一

方 で
,

1 4 世紀 の 都市法 に は狩猟 の 規制 も

見 ら れ る よ う に な っ た
｡

フ マ ガ ッ リ は/ ロ マ -

ニ ヤ

地方 の 都市 イ -

モ ラ の 例 を 挙 げて い る
｡

こ こ で は

ウ ズ ラ や

/

ヤ マ ウ ズ ラ の 繁殖期 の 狩猟 を 禁止 し て
,

野 鳥 の 保護 を 図 っ た の で あ る ｡ 彼 は こ う し た 例 に

言及 し な が ら
,
初期中世 に は 見 ら れ な か っ た こ う

し た 規制 が
, 狩場 で あ る 森林 や 湿原 の 減少 を 反映

し て い る こ と を 指摘 し て い る ｡
ト ス カ - ナ諸都市

の 条例 で は
, 狩猟 の 規制 ( 例 え ば

, 鳩 や 燕 の 捕獲

禁止) は あ っ て も
, 明確に 野鳥保護 の 意図 の 見 え

る 規定 は殆 ど な い
｡

た だ ア レ ツ ツ オ に お い て は
,

都市 か ら 5 マ イ ル 以 内 で
,

専用 の 道具 を 使 っ て シ ャ

コ
,

キ ジ
,

ウ ズ ラ な ど を 獲 る こ と が 禁 じ ら れ て い

た ｡ ま た 3 月 か ら 8 月 1 日 ま で は
, 犬 を使 っ て ウ

ズ ラ を 獲 っ て は な ら な か っ た
23

｡ ウ ズ ラ の 繁殖期

は 大体 4 月 か ら 7 月 で あ る
｡

そ の 季節 に 犬 を 使 っ

た 狩猟 を 行 う こ と に よ っ て 営巣 な ど を 妨 げ
,

ウ ズ

ラ の 繁殖 を 阻害 す る こ と を 懸念 し て
,

こ う し た 措

置 が 取 ら れ た と 考 え ら れ る ｡ 無論 ,
こ う し た 配慮

の 背後 に あ る の は 猟鳥 を 確保 す る 意 図 で あ り ,

｢
害鳥 ｣ 駆 除 と 同 じ く ∴ 自然環境 を 人間 が 制御 し
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都市と森林

よ う と す る 思考 で あ っ た ｡

し か し な が ら
,

当時 は既 に
,

自然環嘘と 生活環

境 の 競合が 深刻化し つ つ あ っ た ｡ 森林は資材や燃

料 と し て 伐採
･ 消費さ れ

,
農地周辺 の 低木 や 下生

え も 農業 の 発展を 阻害す
` る も の と 考 え ら れ て 除去

さ れ た ｡ 更 に 都 市 の 商業
･

運輸 の 利便 を 図 る た め

に
,
都市 当局 は都市外 の 道路の 整備 に も 努 め

,
追

路脇 の 樹木や 薮を 伐採 し て い っ た ｡ 言う ま で も な

く
,

こ う し た木々 は 雨水 を 徐 々 に 土中 に 浸透 さ せ

る 役割を 果 た し て い た の で あ る ｡ 森林が 減少 し
,

ま た 湿地 が干拓 さ れ て い く に つ れ て
,

土地 の 保水

機能 は 失 わ れ
,

降 っ た 雨 が そ の ま ま 地表を 流 れ る

こ と に な っ た ｡ 年代記史料な どか ら は
,

1 5
,

1 6 世

紀 に イ タ リ ア の 複数 の 地方 七 洪水 の 類度が 高ま り
,

概 し て 被害も 大き く な っ て い っ た こ と が確認 さ叫

て い る ｡ ち ょ う ど こ の 頃,
地坪は 小氷期 に 入 っ て

お り
,

洪水 の 額発 に は 気候 の 寒冷化 が 影響 し て い

た と考え ら れ て い る
｡

と は い え 同時 に
,

右 の よ う

な人為的 な 環境変化 の 影響も 無視 で き な い ｡ 自然~

の 生態系 が 失 わ れ る
一

方 で
,

そ れ に 代 わ る環境制

御 の 方法 は 存在 し な か っ た の で あ る
24

｡

3 . 都市法規定 に見る森林管理

前節 で 述 べ た よ う に森林の 破壊や植生 の 人為的

改変は 進 ん で い た が
,

1 4 世紀の ト ス カ ー ナ 地方 に

関す る 限 り
,

森林 の 減少 を 阻止す る こ と
~
を直接目

的 と し た規定 は 殆 ど見 当 た らな い よ う で ある
｡

し

か し
,

言 う ま で も な く
,

森林資源 は 建築 ･

木 工 資

材あ る い は 燃料と し て 重要 で あ っ た か ら
, 都市当

局 は し ば し ば墳極的 に そ う し た 資源 の 維持 を 図 っ

た
｡

ま た森は 果実
･

木 の 実等 を 供給し
,

猟場 で も

あ っ たニ オ ー ク樫 の 堅果 ( どん ぐり) の よ う に
,

人間 の 食用 に
~
は な ら な く と も豚 の 餌と し て 重要な

も の もあ っ た
25

｡

特 に ク リ 林 を 保 護 す る 規定 は 各地 に 見 ら れ る ｡

ク リ 材 は優 れ た 木 工 用資材 で あ り
,

ク リ の 実 は食

用 と な っ た か ら で あ る ｡ 小麦の 不足 が ち な 山地 で

は
,

ク リ の 実 を粉 に 擦 い た も の が 小麦粉の 代用 と

も な っ た
26

｡ 平 野部 に お い て も
,
･ 1 3 2 2 - 2 5 年 に 編

ま れ た フ ィ レ ン ツ ェ の カ ビ タ ー

ノ 条例 _( ボ デ ス タ

と並 ぶ 行政官職 で あ る カ ビ タ ー ノ ∴ デ ル ･ ポ ー ポ

ロ の 下 で 編纂 さ れ た も の) は
, 市内で の ク リ の 贋

入量を制限 し て い
､
る ( 第 1 巻2 3 条) ｡ こ の 規定 は

寡占防止 を 意 図■し て い る と 思 わ れ る ｡ ま た ア レ ツ

ツ オ で は
,

都市 の 周辺 6 マ イ ル 以 内 の ク リ 林 で
,

木 工 用資材 と し て枝を 切 る こ と や
,

ク リ の 若木ゐ

生 え て い る 場所 に や ぎ を 入 れ る こ と が 禁 じ ら れ
,

違反 に は 垂v ゝ 罰金 が 科 せ ら れ た ( 前掲条例第 1 巻

5 1 条) ｡ 都市周辺 に あ る ク リ林 の 保 全 ･ 育成 を 図

る こ の 規定も
, 食料 と し て ク リ の 実 を確保 する こ

と を 目的 と し た も の と考え ら れ る
｡ 食用 と い う目

的 に 限定 さ れ な い 森 林 の 育成策 と い う 点 で は
,

1 3 8 2 年 に 作成 さ れ た キ
.

ヤ ン テ ィ の ポ ッ ジ ボ ン シ の

条例 ( 第4 巻1 0 条) が
, 若木 の 保護を 義務づ け て

い る
27

｡

こ の よ う に1 3 世紀以降 ,
ト ス カ - ナ の 都市や農

村共 同体 の 条例に は森林 に関す る 規定が 散見 さ れ
,

森林 の 有効活用 や 維持 に関心 が 向 け ら れ て い た こ

と が 判 る ｡
ま た

,
ヴ ァ ッ ロ ン ブ ロ ー ザ修道院 の よ

う に ト ス カ - ナ東部 の 山地 に 広い 所領 を有す る修

道院も
,

意識的 に 森林資源 を保 全 し て い た 形跡 が

あ る
28

｡ 共 同体 が 森林資源 の 保護を 意 図 し た こ と

を 明確に 示す例 と し て 興味深 い の は
, 既 に 触 れ た

モ ン テ プ ル チ ャ
ー

ノ の 条例 で あ る ｡ 1 3 3 7 年 に 編纂

さ れ た. ( 巻末に は
,

同年1 0 月2 0 日 に編纂作業 が終

了 し た旨か記 さ れ て い る) こ の 条例 は
,
従前 の 法

令 の 集成 で あ っ た が
,

そ こ に は森林管理 の 規定 が

散 見 さ れ る ｡ の･み な らず第 3 巻 に お い て は
,

｢
以

下 は森林に関する条項で あ る｣ (I n ci p i u n t c a pi t ul a

s i l v a r u m) と い う文言の 下に
,

森林に 関わ る 規 定

の み が1 2 0 条か ら1 3 1 条ま で に ま と め ら れ て い る の

で あ る
29

｡

ま ず1 2 0 条は
, 明確に 森林 の 維持 に 言及 し て い

･ る o
ポ≠ス タ ( 行政長官) は r ヴ ブル ･ デ イ .

･ キ

ア
- ナ

,
モ ン テ カ ル チ ャ

ー ニ
,

ピ ア / イ ア の 森,

そ の 他 モ ン テ プ ル チ ャ
ー ノ の コ ム ー ネ の も の で あ

り
,

コ ム ー ネ に 属 す る 総 て の 森林 を 良好 な 状態 に

維 持.
･ 保 持 し な け れ ば な ら な い ｣ ( T e n e a t u r

p o t e s t a s t e n e r e e t c o n s e r v a r e i n b o n o s t a t u

s il v a s v a ll i s Cl an i u m
,

M o n t i s c a r c i a n e n s i s e t

P i a n oi e et o m e s a l i a s s i l v a s c o m u n i s

M o n t i s p o l i G i a ni et a d c o m u n e p e r t i n e n t e s) の

で あ り
,

こ れ ら の 森 が 勝手 に 耕地 に 変 え ら れ た り

- 17 9 -



不法 占拠 さ れ た り し な い よ う に 管理 す る 義務 を 負

う ｡ 更 に 森林監視 を 職務 と す る 3 名 の 役 人 ( 半年

任期) も 選 出 さ れ た
30

｡

｢ コ ム ー ネ ｣ ( c o m u n e) と

は
, 自治権 を 認 め ら れ た都市あ る い は農 村共 同体

の 名称 で あ り
,

そ う し た自治体の 行政当局 も コ ム
ー

ネ と 呼ば れ る ｡

｢ モ ン テ プ ル チ ャ
ー

ノ の コ ム
ー ネ

の も の で あ り ,
コ ム ー ネ に 属す る森林｣ と は

,
モ

ン テ プ ル チ ャ
ー

ノ の 都市 当局 が 所有す る 公有林 で

あ る
｡

1 2 1 条以下 で は ,
こ う し た 森林 で の 伐採 に

関す る規制 (1 2 1 - 1 2 5 条 ,
1 30 条)

,
違反摘発 の 奨

励措置 ( 1 2 6 - 1 2 7 条) , 薪 の 採 取 に 関す る 規制

( 1 2 8 - 1 2 9 条) , 樹木 の 皮を 剥 ぐ こ と の 禁止 (1 3 1

秦) と い っ た具体 的 な条項が 掲げ ら れ る ｡ 如実 に

見 え る の は
, 木材資源 な い し燃 料,

そ し て 食料 の

供 給源 と し て 森林を維持 し よ う と す る 当局 の 意識

で あ′る ｡ 森林保護 の 目的 は 二 つ あ っ て
,

一

つ は樹

木 そ の も の の 維持,
今 ひ と つ は食用果樹及 び そ の

果実 の 管理 で あ っ た ｡

引用 し た 文言 か ら も 判 る よ う に
,

管理対象と な

る ｢ コ ム
ー ネ の 森｣ は い く つ も存在 し た が

,
特に

規制の 対象と し て 頻 出す る の が
,

モ ン テ プル チ ャ
ー

ノ の 都市 の 東側 に あ っ た ｢ ヴ ァ ル ･ デ イ ･ キ ア -

ナ の 森｣ ( s il v a v a ll i s C l a n i u m) で あ る o こ の 森

に つ い て は r
果実の な る木｣ ( a r b o r e s f r u ct if e r a s)

を 伐採す る こ と
,

ま た そ う し た 果実 を 拾 っ て 森 か

ら 持ち 出 す こ と が 禁 じ ら れ
,

木 1 本
, 枝 1 本,, あ

る い は 持 ち 出 そ う と し た 果実 の 量 に応じ て 罰金 が

定 め ら れ て い る ( 12 1 条) ｡
･ こ こ で 具体的 に 言及 さ

れ て い る 樹種 は
,

リ ン ゴ
,

ナ シ
,

ト チ ノ キ , オ ー

ク樫 の 4 種 で あ る
｡

オ ー ク樫 の 堅果 は 豚 の 飼料と

し て 重視 さ れ た の で あ る
31

｡ 勿論 ,
全面的 に 伐採

や 果実採 取 が 禁止 さ れ て い る の で は な い
｡

1 2 3 条

は
,

｢ 許可証 の な い ま ま｣ ( s i n e a p o d i x a) 森 で ト

ネ リ コ
,

コ プ カ エ デ.( t e s t u c ch i i) ,
シ デ

,
ヤ ナ

ギ そ の 他 の ｢ 果 実 の な ら
.
な い 木 ｣ ( a r b o r u m

i n f r u c t i f e r a m v e l s i c c a r u m) か ら材木 (l ig n a m i n a)

を 切 り 出 す こ と を 禁 じ て い る
3 2

｡ 即 ち 許可証 を 得

れ ば
, 伐採 で き る の で あ る

｡ 許可証 は 当局 が 発行

す る も の で あ り
,

森 へ 入 る と き に は こ の 許可証 の

携帯 が 義務 づ け ら れ た
｡ 加 え て

,
モ ン テ プ ル チ ャ

ー

ノ と そ の 領域 の 住民 に は
,

コ ブ カ エ デ や シ デ な ど

の 薪 ( 1i g n a) を 取 る こ と が 許 さ れ る が
, 住 民 で

な い 者 は
,

い か な る 木 で も 伐採 し て 森 か ら 持 ち 出

し て は な ら な い
3 3

｡
ま た

, 違法 な 伐採 で 検 挙 さ れ

た 人間 が モ ン テ プ ル チ ャ
ー

ノ の 住 民 で は な か っ た

り
,

都市当局 に よ っ て 処罰 さ れ た 前科 の あ る 者 で

あ っ た り し た 場合
,

罰金 は 通常 よ り も は る か に 重

く な っ た
34

｡
こ の 限 り で は

, 森林 は 住民 の 共 有地

と し て 位置 づ け ら れ
,

彼 ら に 一 定 の 用益権が 認 め

ら れ て い た の で あ る ｡ と は い え
,

こ の 森 で 合法的

に 伐採等 を行 っ て い る 場合 で も
,

｢ モ ン テ プル チ ャ
ー

ノ に 居住 し て い る 者｣ ( q ui l ib et c o m m o r a n s i n

M o n t e p o li与i q n o) は
, 昼 間 の ｢ 9 時 ま で に ｣ ( ad

b o r a m n o n e) 荷 を持 っ て 前述 の 森 を 出 な け れ ばな

ら な い
｡ 長時間 の 伐採 や夜間 の 盗伐 を警戒 し て の

措置 で あ ろ う ｡
こ の 時刻以後 に 前述 の 森 に い る と

こ ろ を 発見 さ れ
,

そ の と き に 許可証 ( こ の 場合 は

お そ ら く
,

規定外 の 時刻 に 森 に い る こ と を 許可す

る も の で あ ろ う) を所持 し て い な い 場合 は 処罰 さ

れ る の で あ る
｡ 尚,

こ こ に 言 う ｢ モ ン テ プ ル チ ャ
ー

ノ ｣ の 範囲 は都市域ちこ 限定 さ れ
,

都市外 の 領域住

氏 ( di s t r i c t u a l e s) の 場合 は
, 都市 住民 よ り も

早 い 時刻
, 即 ち ｢ 3 時 ま で に ｣ ( ad t e r t i a m) 森

を 出 る こ と が 義務 づ け ら れ た
3 5

｡ 市内の 住民 と 領

域 の 住民 と が 差別化 さ れ て V ) る 理 由 は判 然 と し な

い が
, 都市 の す ぐ近 く に ある ヴ ァ ル ･ デ イ

･ キ ア
-

ナ の 森 の 用益権は
, 元来, 都市住民 に の み 帰属 し

て い た も の で あ っ た の か も 知 れ な い
｡

不法伐採 に つ い て は特に 留意 さ れ た ｡
モ ン テ プ

ル チ ャ
ー

ノ や そ の 領域 の 住 民 で あ っ て も ,

｢
ヴ ァ

ル ･ デ イ
･ キ ア

- ナ の 森や そ の 他 の コ ム
ー ネ の 森

で ｣ (i n s il v a v a ll i s Cl an i u m v e l i n q u a li b e t

a li a s il v a di c t i c o m u ni s) 許可証 な し に 斧 を持 っ

て い る の を 見 つ か っ た 者 は
,

罰金 を 科 さ れ た

(1 2 2 条)
36

｡ ま た 木材 が 住 民 の 家 や 所有 地
,

あ る

い は そ れ ら に 接 し た 道路 で 見 つ か っ た 場合 に は
,

当該 の 家屋 ･ 土地 の 所有者 が ヴ ァ ル ･ デ イ
･ キ ア

-

ナ の 森 か ら 不法 に 切 り 出 し て き た も の と 見 な さ れ

た
｡ 被 疑者 は

,
こ の 仮定 に 従 っ て 罰金 ( 件 の 材木

が 果樹 の もーの か 否 か で 罰金額 が 異 な る) を 科 さ れ

る の で あ る (1 2 4 条)
37

｡
コ ム ー ネ の 森 で 伐採 し た

木材 は共 同体 の 資源 で あ る か ら , 領域外 へ 持 ち 出

す こ と も 許 さ れ な か っ た (1 2 5 条)
38

0

違反 の 摘発 も 奨励 さ れ
,

ヴ ァ ル ･ デ イ ･ キ ア -

-
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都市と森林

ナ の 森で 違反を犯し た 者を捕え
,

こ れ を コ ム ー ネ

当局 に 引 き渡せ ば
,

違反者に科さ れ る 罰金 の 半額

を褒賞金 と し て 得 ら れ た (1 2 6 条) ｡ 但 し
,

こ の 違

反者 が 罰金 を 払 わ な V ゝ場合 は
, 罰金 1 リ ラ 当 た り

4 ソ ル デ イ の 割合 で 褒賞金 が 出 る ｡ 1 リ ラ は2 0 ソ

ル デ イ に 相 当す る の で
, 罰金 の 五 分 の

一 に 相当す

る 金額が 褒賞金 と な る 訳 で あ る
3 9

｡ 他 方 , 違反者

を捕え て 当局 に 引 き渡 そ う と す る者を 妨害す れ ば
,

当該違反者 の 科料 の 2 倍 に相当す る 罰金 を 科 さ れ

る 罪 と な っ た
■
( 1 2 7 条)

40

0

こ こ で 留意 し た い の は
,

こ れ ら の 森林が 住 民 の

共有林 ( s i l v a e c o m m u n e s) で はなく
,

｢ コ ム ー ネ

の 森 ｣ ( s i l v a e c o 皿 u ni s) 即 ち 公 有林 だ と い う こ

と で あ る
. 確か に コ キ

ー ネ と は 自治体 で あ り ,
そ

れ を 運営す る の は 住民 ( 但 し , 政治 に夷際 に 関与

す る の は , 限 ら れ た ｢市民｣ で あ っ て
,

全住 民 が

平等に 参政権を 有す る 訳 で は な い) で あ る が
,

森

林 を 住 民が 共有す る こ と と
,

自治体 が 所有す る こ

と と は 別 で あ る .
卓 ン テ プ ル ≠ ヤ

ー ノ の 都市や そ

の 領域の 住民
,

あ る い は ｢ 同地 に 定住 し て い る者｣

( c o n t i n u u s h a b it a t o r di ct e t e r r e) は こ れ ら の

森林 を 利用 で き る ｡ し か し,
そ の 森林 の 用益権は

住民 の 無条件 の 既得権益 で は な く
, 許可証 の 発行

を 通 じ て 都市 当局 が 認可 す る も の で あ る
41

｡ ま た
,

規定 の う ち に は ヴ ァ ル ･ デ イ
･ キ ア - ナ の 森に の

み 適用 さ れ る も の も あ れ ば,
モ ン テ カ ル チ ャ

ー ニ

と ピ ア ノ イ ア の 森に関し て の み 言及 し た も
.
の も あ

り , 絶 て の r
マ ム

- ネ の 森｣ が 対象と な る 規定 も

あ る ｡
こ の 森林 に よ っ て 異 な る 位置 づ け も

,
当局

が 定 め た も の で あ る
｡ 森林は も は や 単な る住 民 の

共有物 で は な く
,

コ ム ー ネ と い う公共体 が 所有 ,

管理 す る も の と し て 認識 さ れ て い る ｡ 従 っ て
,

｢ コ ム ー ネ の い ず れ か の 森 で ｣ (i n al i q u a s i l v a

c o m u ni s) で 禁制の 薪を 伐 っ た 者 は
,

｢ コ ム
ー ネ に

そ
.
れ を 返 し｣ ( il l ud d i c t o c o m u ni r e s t it u e r e) ,

市庁舎前 の 広場 ( コ ム ー ネ の 広場) に 持 っ て い か

ね ば な ら な い
｡ 勿論

,
そ の 費用 は自己 負担 で あ る｡

(1 2 9 条)
4Z

o

こ の よ う に 周辺領域 を 支配 し て い た 都市 は
, 蘇

林 を公有林 に 設定 し て 管 理 し
, 森林 の 資源 の 利用

を 規制 す る 傾 向 に あ っ た
4 3

｡ 無 論
,

領域 内 の あ ら

ゆ る 森林 が 公 有地化 さ れ た 訳 で は な く
,

｢ 特定個

人 の 森｣ ( s il v a al i c u i u s s p e t i? l i s p e r s o n e) 即

ち私有林も存在 し た が
44

,

｢ コ ム ー ネ の 森｣ の 存

在 は
,

公的 な も の と し て 森林 を管理 し よ う と す る

当局 の 姿勢 を窺 わ せ る
｡

こ れ に 対 し て 領域 を持た

な い 小 さ な 集落 で は
,

森 で の
◆
狩猟 や 果実 の 採 取 ,

,

木材伐採 ,
家 畜 の 放牧 が 規制 さ れ る に 止 ま っ た ｡

そ こ で は 森林が い ま だ 住 民 の 共有財産と し て 強 く

意識 さ れ た の で あ る
4 5

｡

4 . 坤方領域国家と森林資源

司教座 の 置か れ て い る よ う な有力都市 は
,

1 3 -

1 4 世紀の 間 に
,

周辺 の 小都市 や 農村共 同体を そ の

支配領域 の う ち に 含 む よ う に な っ た
｡ 例 え ば

,
前

出 の モ ン テ プル チ ャ
ー ノ は

,
13 世紀 に シ ュ ナ と フ ィ

レ ン ツ ェ の 間 を揺れ 動 v ) た 末に シ エ ナ に従属 し
,

1 3 9 0 年以降, 今度は フ ィ レ ン ツ ェ の 支配下 に 置か

れ た
｡ 前節 で 検討 し た 条例 が編纂 さ れ た と き

,
こ

の コ ム
ー ネ の 宗主権は シ エ ナ が掌握 し て V ) た の で

あ る ｡ シ エ ナ の 下 に あり な が らモ ン テ プ ル チ ャ
ー

ノ が 独自 の 条例 を 持ち え た よ う に
, 従属共同体は

一

定 の 自治 を 認 め ら れ て い た . 無論, 支配都市と

こ れ に 従属す る 共同体と の 利害は 必ず し も
一

致 し

な い が
, 支配都市 は 従属都市 に 対 して 優位 を保 と

う と 努 め
,

そ の 立場 を も っ て 領域全体 の 富や 資源

を 活用 し た の で あ る ｡ そ れ は 森林資源 に つ い て も

該当す る ｡

ト ス カ ー

ナ 地方 に 関 し て は
,

1 5 世紀 中葉ま で に

は〕ヒ部の 大半 を フ ィ レ ン ツ ェ が 支配下 に 収 め ( 南

部は シ ュ ナ が 掌握 し た) ,
地 方領域国家 ( s t a t o

r e g i o n al e) と し て の フ ィ レ ン ツ ェ 共和 国 を作り

上 げた
.

こ の ように 地方の中心 と な っ た 大都市 に

と っ て は
, 森林資源 の 確保 が 殊に 肝要 で あ っ た

｡

商 工 業 の 中心 に し て 大量 の 人 口 を抱え る都市 は
,

工業用 ･ 生活用 の 燃料 , 建築や 工 芸 の た め の 資材,

そ し て 人 口 を 維持 す る 食料 の 安定供 給 を 図 ら な け

れ ば な ら な か っ た ｡ 道路舗装 の 基礎 に も モ ミ 材 の

よ う な 木材 が 必要 で あ る
o 領域 内 に 存在 す る 森林

を
,

そ れ ぞ れ の 在地 の 共 同体 に 独 占的 に 利用 さ せ

る訳 に は い か な か っ た
4 6

｡ 既 に1 4 世紀前半 の 段 階

で
,

フ ィ レ ン ツ ェ の カ ピ タ ｣ ノ 条例 に は都市 へ の

木材供給 に 関 す る規定 が 存在 す る
｡

こ の 時期 の フ イ

- 1 81 -



レ ン ツ ェ 共和国 は い ま だ 地 方領域国家 と な る に は

至 ら ず,
シ エ ナ や ア レ ツ ツ *

,
ピ サ な どの 都 市国

家 と 競合 し て い た
｡

し か し な が ら , 同世紀 ま で に

非常 に 広 い コ ン タ ー ド (農村領域) を獲得 し
,

多

く の 農村共同体 を 従属さ せ て い た の で
,

そ う し た

広範な 領域 を 視 野 に 入 れ た 行政 が 必要 だ づ た の で

あ る ｡

当該規定 で 関心 の 対象 と な っ て い る の は
,

ア ル

ノ 川 を利用 し て 上流域 か ら運ば れ て く る 木材 で あ

る
｡

フ ィ レ ン ツ ェ の 位置 す る ト ス カ - ナ 北東部 と

そ の 北方 の ロ マ -

ニ ヤ 地方 と の 境界 に は ア ッ ペ ン

ニ
ー ノ ( ア ベ ニ ン) の 山地 が横た わ っ て い る ｡

こ

の 地域 は1 3 世紀 か ら フ ィ レ ン ツ 上 の 領域 に編入 さ

れ
,

フ ィ レ ン ツ ェ へ の 木材供給地 と な っ て い た
｡

Å

材 木 は 筏- (f o d e r o) に 組ま れ
,

シ エ ｢ ヴ ェ 川 と ア

ル ノ 川 を利用 し て 下流 の フ ィ レ ン ツ ェ ま で 運ば れ

た の で あ る ｡ 同規定 は
､

こ の 筏 を組む材木 を モ ミ
,

ハ ン ノ キ
,

ブ ナ
,･ シ ナ ノ キ に 限定 し て い る (d e

li g n l S a b i e t u m at b o r u m e t o n t a n o r u m
,

f ag g l O r u m

e t t i l l i o r u m e t n o n d e al ii s) ｡
い ず れ も 建材 や

木 工 資材 と し て 用 い ら れ る も の で あ る
｡

川 に は 多

く の 水車 ( 製粉用 の も の と
,

グ ワ ル キ エ ー レ と 呼

ばれ る 毛織物縮紙 用水車 と が あ る) が 設 け ら れ て

い た が
,

こ れ ら が フ ィ レ ン ツ ェ ま で の 筏 の 航行 を

妨害 し な い よ う
, 水車 の 所有者 に 対 し て は

, 幅 3

ブ ラ ッ チ ャ の 余地 を 空 け て お く こ と が 義務 づ け ら

れ た
47

｡

し か.も 市内 に 搬 入 さ れ る 材木 に つ い て は
,

通行

税 を 含 め た 一

切 の 税 が 免除 された ｡ 資材 の フ ィ レ

ン ツ ェ へ の 供給 を 促進 し よ う と す る 当局 の 意 図 が

こ こ に 見 ら れ る
4 8

｡
そ の

一

方 で
, 同2 0 条 の 規定 に

よ れ ば
,

｢
木材,

そ し て 家
･

建物を 建 て る の に 最

適 な も の ｣ (1 ig n a m e n al i q u od
,

e t Ⅲa x i m e a pt u m

a d d o 私o s e t h ed if i ti a c o n s t r u e n d a) を フ ィ レ ン

ツ ェ の 支配領域 ( デ イ ス ト レ ッ ト) か ら 外 に 持 ち

出 す こ と が 禁 じ ら れ て い る ｡ 特 に ア ル ノ 川 を 利用

し て 下流 へ 木材 を 流 す こ と が警戒 さ れ
,

フ ィ レ ン

ツ ェ よ り も 下流 の 領域住 民や 水 車 の 所有者 に は
,

不法 な 筏流 し を 監視 し
,

違反者 を 捕 え て 当局 に 引

き 渡 す 義務 が 課 さ れ たチ
9

｡
こ の 規定 が 起草 さ れ た

の は
,

1 3 4 8 年 の 黒死病 に 襲わ れ る
_
以 前 ,

フ ィ レ ン

ツ ェ 市 内 の 著 し い 人 口 増加 と そ れ に 伴 う 都市域 の

拡大 が 見 ら れ た 時期 で あ る ｡ 当時 の 都市人 口 は 9

- 1 2 万人 と推定 さ
u
れ て い る . 建築資材 の 需要 が 高

か っ た こ と ば
, 容易 に 推測 さ れ よ う ｡

ア ル ノ 川 の

中流域 に 位置 す る フ ィ レ ン ツ
~

ェ は
, 川 を 利用 し て

運 ば れ て き た 木材資源 の 独
_&

を 図 っ た の で あ る .

も っ と も
,

こ の 規定 は1 3 2 5 年 に 修正 さ れ
,

ア ル ノ

川下流 へ 木材を 搬送 し よ う と す る 者 は
, 材木 の 販

売価格l リ ラ に つ き 5 ソ ル デ イ (2 5 % ) の 税 を 事

前 に 支 払 え ば
,

｢
許可済 み の も の と し て

,
か か る

材 木 を 搬 出 で き る ｣ ( p o s s i t li c it e l i g n a m e n

h i u s m o d i a uf e r r e) こ と に な っ た
50

｡ と は い え
,

こ の 高率 の 税 は輸送 の 強 い 抑制要因 と な り え た で

あ ろ う｡ 木材 を都市 の た め に 確保 し よ う と い う フ ィ

レ ン ツ ェ 当局 の 意図 が
,

覆 さ れ た 訳 で は な い
｡

一

方 , 木材は燃料 と し て も 欠 か せ な い
｡

フ ィ レ

ン ツ ェ 市 内 お よ び周辺 3 マ イ ル 以内 で は 転売を 目

的 と し て 薪 を購入 す る こ と が 禁 じ ら れ , ま た 市内

に 薪 を 売 り に 来た 者 に は そ の 完売 が 強制 さ れ た
｡

当局 が 転売目的 で の琴の 購入 を 禁 じ た の は
, 不当

な 買 占 め に よ る薪 の 不足 を 懸念 し て の こ と で あ ろ

う し
, 完売 の 強制 は 市外 へ の 薪の 搬 出 を 阻止 す る

た め で あ る ｡ 更 に
, 材木 の 筏 を フ ィ レ ン ツ ェ ま で

流 し て く る 場合 に は
,

そ の 筏 に
一

定量以 上 の 薪 を

債 ん で き て
,

適正価格 で 売ら な け れ ば な ら な か っ

た
51

｡
フ ィ レ ン ツ ェ 当局 が

,
都市 へ の 十分 な 燃料

供給 に 腐 心 し て い た様子 が 窺え る ｡
フ ィ レ ン ツ ェ

の 周囲 に は
, 市内 の 燃料需要 を 賄う に 足 る森林は

存在 し な か っ た の で 奉る
｡

と こ ろ で
, 森林 の 問題 に 関連 し て し ば し ば考慮

し な け れ ば な ら な い の が
, 領主権と の 関係 で あ る

｡

森林 は特 に 封土 と し て 特別 な位置 を 占め
, 領 民 に

対 し て は立 ち 入 り や 狩猟 が 規制 さ れ た ｡ 共有地 と

し て の 森林 の 用益権 を め ぐ っ て は
, 領 主 と 村落共

同体 と の 間 に 対立 も あ り え た ｡ ト ス カ - ナ に お い

て も そ う し た 森林 が 存在 し な か っ た 訳 で は な い
5 2

｡

し か し
,

1 2
,

1 3 世紀 に 都市 の 支配 が 周辺地域 に 及

ぶ よ う に な る と
,

こ う し た 封建領主 は多く の 地域

で 都 市 の 権力 に 従 う よ う に な っ た
｡ 森林 も ま た 支

配都 市 の 管轄 す る と こ ろ と な る ｡ 例 え ば
, 先 に 触

れ た ロ マ -

ニ ヤ と の 境界 に あ る 山地 の
一

部 を 占 め

る ア ル ノ 川 上 流地域 は
,

カ ゼ ン テ ィ
ー

ノ と 呼 ば れ
,

現在 で も 国 立 公園 に 指定 き れ て い る ほ ど深 い 森林
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都市 と森林

が 残 っ て い る と こ ろ で あ る が
,

こ こ は グイ デ イ 伯

の 領地 で あ っ た ｡ し か し
, 13 世紀に フ ィ レ ン ツ ェ

が 支配す る よ う に な る と
,

こ れらの 森林も共和国

が 上級権力 と し て 管 理 す る よ う に な っ た
53

｡

一

つ の 森林 の 用益権 を め ぐ っ て 農村共 同体 同士

が 争う こ と も あ っ た ｡ そ れ ぞ れ の 共同体が 互 い に

相手 の 用益権 を否定 し
,

そ の 森林を自分達 の 固有

の 財産 だ と主張 し た か ら で あ る
｡ 都市 の 支配領域

が 広 が る と ,
こ う し た争 い も 支配都市が 調停す る

こ と に な る
｡

フ ィ レ ン ツ ェ の 領域監督局 (C i n q u e

c . n s e r v a t i d e l c o n t去d o e d i s t o r e t t o) が1 4 4 6 年

に作成 し た帳簿 に は
,

モ ン テ ･ ス カ ロ
ー リ と ビ ュ

ン テ ィ
ー ナ と い う 二 つ の 従属 コ ム

ー ネ の 間 で 生 じ

た 対立 を 調停 し た 記録 が 残 っ て い る ｡
モ ン テ ･ ス

カ ロ ー リ 住民 が あ る 森林 に 家畜を連 れ て い っ た こ

と に 対 し て
,

ビ ュ ン テ ィ
ー ナ 住民 が 異議 を 唱 え

,

そ の 森林 の 用益権を 主張し た の で あ る
｡ 双方 と も

監督局 に代理人 を 出頭 さ せ て申し 立 て を し
,
審議 ･

調査 は 1 年以上 に わ た っ た
54

｡
ビ ュ ン テ ィ

ー ナ側

は
,

自分達 の 権利 の 正当性 を 主張 す る
一

つ の 根拠

と し て
,

ビ ュ ン テ ィ
ー ナ を 管轄す る ピ サ 大 司教

( ビ エ ン テ ィ
ー ナ 峠元来

,
ピ サ の 行政領域 に 属 し

て い た が
,

1 5 世紀 に ピ サ 自体が フ ィ レ ン ツ ェ の 支

配下 に 入 っ た) か ら 用益権を与
.
え ら れ た こ と を 挙

げ て い る
｡

こ こ で は
, 森林用益権 の 帰属を判 断す

る の は
, 領域 の 支配都市 た る フ ィ レ ン ツ ェ で あ る

｡

モ シ テ ･

ス カ ロ ー リ と ビ ュ ン テ ィ
ー ナ の 共同体 の

上級権力 と し て
,

フ ィ レ ン ツ ェ の 行政
･ 司法権は

,

同市 か ら 遠く離れ た森林に も及ん で い る 訳 で あ る｡

結 び

以上
,
北 ･ 中イ タ リ ア の 都市 と こ れ を取り巻く

自然環境と の 関係 を史料か ら検討 し た ｡ 都市周囲

の 領域の 開墾 は食糧供給を 安定さ せ
, 都市人 口 を

増大 さ せ た が
,

そ の 結果 と し て 生 じ た 人 口 過剰 が

† 層 の 開墾 を 促 す こ と に な っ た
｡

1 3 世紀 ま で に都

市 は
,

生産性 の 低 い 土地 に さ え耕地 を 広 げ る こ と

を 考え な け れ ば な ら な く な っ た
｡

こ う し て
｢ 管理

芦れ た自然景観｣ が で き あ が る . 都市周囲 の 広 い

範囲 で
一 自然環境は 人為 的 な 管理 の 下 に 置 か れ る

よ う に な っ た . モ ン テ プ ル チ ャ
ー

ノ の 事例 は
,

森

林資廟 の 利用 に つ u て 包括的な関心 が 向 け ら れ て

い た こ と を 示唆す る ｡ しか し
, 資源 の 保全 の た め

に森林用益 を 規制 し な け れ ば な らな か っ た の は
,

森林 の 減少 が 著し か っ た か ら で も あ る ｡ 森林 は貴

重 な 資源 と して
,

公有の
｢ コ ム ー ネ の 森｣ k 設定

さ れ た
｡ 更に需要 が あ れ ば

,
近郊 の 森林 の み な ら

ず遠隔地 に あ る 森林 の 資源 に も , 都市 は 依存し な

け れ ばな ら な か っ た ｡

1 4 世紀中葉に は 黒死病 に よ っ て 人 口 圧 が 急激に

低下す る が
,
自然環境の 改変は続け ら れ る ｡ 勿論,

都市 へ の 食糧や 工 芸作物 の 供給を確保す る た め に

開墾 を 進 め
, ま た 都市 の 商業 ･ 運輸の た め に 道路

を 整備 ･ 維持す る こ と が
,

生態系を 歪 め て い る な

ど と は 想像も つ か な い こ と で あ っ た
｡

生活環境と

自然環境の 平衡を 保 つ こ と が 意識され る ま で に は
,

更に 数世紀 を 待 つ こ と に な る
｡
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1 9 9 3 . ( 山辺規子
l

･ 城 戸照子訳 『ヨ ー ロ ッ

パ の 食文化』 , 平凡社 ,
1 9 9 9 . )

P i nt o
,

G .
,

L a

'

T o s c a n a n e l t a r d o n ed )
･

o e v o
,

F i r e n z e
,

1 9 8 2 ./

P l e s n e r
, ∫.

,
U n a r l

'

v o l u zj o n e s t Tb d a l e d el

D u g e n t o
,

F i r e n z e
,

1 9 7 9 .

S al v e s t ri n i
,

F .
,

L a w
,

F o r e s t R e s o u r c e s arld

M a n a g e m e n t o f T e r r i t o r y i n t h e L a t e Mi d dl e

Ag e s : W o d dl a nd s i n T u s c a n M u n i c i p a l S t a t ut e s
,

Ag n o l e t t i M
.

- An d e r s o n S . ( e d s . ) ,
F o r e s t

H I s t o I
'

y . I n t e r n a t ]
'

o n al S t ud ]
'

e s o n S o c )
'

o-

e c o n o R u
-

c a n d F o r e s t E c o s y s t e m Ch a n g e
,

W a l li n gf o r d
,

2 0 00
, pp . 2 7 9-2 8 8 .

Id e m
,

S a n t a M a r )
'

a d ]
'

V a ll o m b r o s a . P a t r )
'

m o n ]
'

o

e v )
-

t a e c o n o m )
'

c a d )
-

u n g r a n d e m o n a s t e I
-

0

m e d l
'

e v a l e
,

F i r e n z e
,

1 9 9 8 .

S a v el l i
,

A .
,

U s i e c o s t u n i
,

m e s t i e r i e l a v o r i

n e i ln O n t i f r a R o m a g n a e T o s c a n a
,

C o r r a d i
,

G .

L . - G r a z i a n i
,

N . ( a c u r a d i) ,
I l b o s c o e

l o s ch j op p o . VI c e n d e d j u n a t e I
-

r ム d )
'

c o n f ]
'

n e

t I
･

a R o m a g n a e T o s c a n a
,

F i r e n z e
,̀

1 99 7
, pp ･ 1 5 5-

1 6 7 .

S e r e n i
,

E ･
,

S t o l )
'

a d el p a e s a gg ) o a g r a r ]
1

o

)
'

t a l ]
'

a n o
,

B a r i
, 1 9 9 9 .

S t a t u t )
'

d el l a R e p u b bl )
'

c a F ]
'

o r e n t l
'

n a
,

I .

･ S [ a t u t o

d el C ap ]
'

t a n o d e l P op ol o d eg l )
'

a n n ]
'

1 3 2 2- 2 5
,

II : S [ a t u t o d e] P od e s t a d e ll
'

a n n o ] 3 2 5
,

a

c u r a di C a gg e s e
,

R .
,

N u o v a ed i z i o n e ( a c u r a

d i Pi n t o , G . I- S a l v e s t r i n i
,

F . - Z o r z i
,

A .) ,

F i r e n z e
, 1 9 9 9 .

S t a t ut o d el C o m u n e d l M o n t ep u l c ]
'

a n o (1 3 3 7) ,
a

c u r a d i M o r a n di
,

U .
,

F i r e n z e
,

1 9 6 6 .

S t a t ut o d e l l a s o ci e ta d el Pi a n o d el P a d u l e

d
'

O rg i a 1 3 0 3 - 1 3 7 5
,

S [ a t u t ]
'

s e n e s )
A

s c I
･

1 [ t ]
'

]
'

n v ol g a I
'

e n e
'

s e c ol )
'

X II I e X I V
, p e r c u r a d i

B a n ch i
,

L
,

V ol ･ l I
,

B ol og n a
,

1 8 7 1
, pp ･ 7 3-

1 5 3 .

S t q t u t o d )
'

A r e z z o (] 3 2 7) ,
a c u r a d i M a r r i

C a m e r a n i
,

G
,

F i r e n z e
,

1 9 4 6 .

S z ab6
,
T .

,
C o m u n ]

'

e p ol )
'

t ]
'

c a s t r ad al e )
'

n T o s c a n a

e j n l t a l l
'

a n e l m e d ]
'

o e v o
,

B o l o g n a
,

1 9 9 2 .

石 鍋真澄 『聖母 の 都市 シ エ ナ 中世 イ タ リ ア の 都

市国家 と 美術』 , 吉川弘文館 ,
19 88 .

グ リ ー

ン
,

プ リ ン ( 小倉武
一

訳) 『カ ン ト リ ー サ

イ ド を 保全 す る』 , ( 財) 食料 ･ 農業政策研 究 セ

ン タ ー

,
1 9 9 4 .

小 山修 三 『森 と 生 き る 対立 と 共存 の か た ち 』 ,

山川出版社 ,
2 0 0 2 .

パ ー リ ン
,

ジ ョ ン ( 安 田 善意 ･ 鶴見精 二 訳) 『
森

と 文 明』 , 晶文社 ,
1 9 9 4 .

ル ゴ フ
,

ジ ャ ッ ク ( 池上俊
一

訳) 『
中世 の 夢』 ,

名古屋大学出版会 ,
1 9 9 2 .

註

l パ ー リ ン
, 1 9 9 4 .

2 同上 , p p . 1 6 8-2 2 7 . 小 山,
2 0 0 2

, pp . 8 0- 8 8
0

3 石 鍋 ,
1 9 8 8

, p p . 2 2 1- 2 39
,

2 5 6- 25 7 .

4 同上
, p p ･ 2 32- 2 34 . S e r e n i

,
19 9 9

, p p . 13 6- 13 9 .

5 I b ]
'

d .
, p p . 1 4 0-1 4 2 .

6 S a v e l li
,

1 9 9 7
, p . 1 5 5 .

7 F u m ag a ll i
, 1 9 9 4

, p p . 1 0 4 -1 0 8 . 但 し
, そ の 領

域 の 中 に は 修道院 の 領 地等 も あ り
,

一

円 的支配

を都 市 が 貫徹 し た 訳 で は な v ゝ
o

8 S e r e n i
,

1 9 9 9
, p p . 1 4 7-1 4 9 .

9 S t a f u [ o d el C o m u n e d )
'

M o n t e p u l c )
-

a n o
, p p ･ 36 2-

3 6 3
,

4 1 4- 4 1 6
,

L i b . ⅠⅤ
,

CV I I II
, C L X XX X VI I I I

,

- 18 4 -



都市 と森林

CC
,

C CI I .

1 0 S e r e ni
,

1 9 9 9
, p p . 1 3 2- 1 3 5 . 1 4 世紀 の フ ィ レ

ン ツ ェ の 商社 は ､
カ ゼ ン テ ィ

ー

ノ 等で如木を 買

い 付 け て い る
｡

S a l v e s t ri ni
,

1 9 9 8
, p . 2 6 8 . 特

定樹種の植林 は 古代 か ら行 わ れ て い た が
, 森林

資源 の 持続的利用 の た め の 営林 と い う認識は
,

な か な か 定着し な か っ た
o

パ ー リ ン
,

.
1 9 94 , p p ･

1 7 5- 18 0 . 小 山 ,
2 0 0 2

, p p . 7 0-1 3 6 .

l l F u Ⅲa g a l li
,

1 9 9 4
, p . 1 07 ,

1 2 S a l v e s t r i ni
,

1 9 9 8
, p . 1 9 9 .

13 Fh n a g a l li
,

1 9 9 4
, p p .

1 0 7 - 1 0 8
,

1 2 2 - 1 2 3 ･

M o n t a n a r i
,

1 9 9 3
, pp . 4 4- 4 9 .

1 4 I b ]
'

d .
, p p . 5 1-5 3 .

1 5 異界 と し て の 森 の イ メ ー ジ に つ い て は 次 を参

照 ｡
ル ゴ フ

,
1 9 9 2

, p . 1 3 7- 1 6 2 . 更 に 農村 も都

市と は 別世界 と 認識さ れ
,

同 じ都市の 領域住民

で あ っ て も
,

市 民地主 が農民 に 共感 す る
■
こ と は

な か っ た o Ch e r ub i ni
,

1 9 74
, pp . 3 9-4 4 .

M a z zi -

R a v e gg l
,

1 9 8 3
, p p . 1 5-7 3 .

1 6 S e r e n i
, ′ .p p

. 1 3 2 -1 3 9 . S al v e s t r i ni
,

1 9 9 8
, pp ･

2 0 0- 2 0 1 .

1 7 S t a t u t o d e] C o m u n e d )
'

M o n t ep ul c )
'

a n o
, p .

4 1 6
,

Li b . ⅠⅤ
,

C CI I I . D e p e n a a pp o r t a n t i u Ⅲ v i n 皿 d e

e x t r a d i s t r i c t u m : V i n u m q u o d r e c o ll i g e r e t u r

e x t r a di s t r i c t un M o n t i s p o li G l a n i p e r s e v e t

.
al i u m n u ll u s p o r t a r e a u d e a t v el d e f e r r e i nf r a

M o n t i s p o li9i a ni t e r ri t o r i u m v e l d i s t r i ct u m a d

p e n a n . x . 1ib r a r u n . . . ･

.
･ S t a t u t o d )

'

A T e Z Z O , P

p . 1 0 1 - 1 0 2 . X LV I I . Q u o d vi n u m f o r e n s e n o n

a dd u c a t u r a d ci v it a t e m A r e t ii : S a l v o q u o d

l i c e at t r i b u s m e n s i b u s d i c t i a n n i
,

s c i l i c e t

i u lii
,

a g u s t i e t s e p t e m b r i s c u il ib e t d e f e r r e

e t f a c e r e d e f e r r i V i n u 皿 f o r e n s e ,
e t v e nd e r e

e t v e nd i f a c e r e p e r c o mi t at u m A r e t i i e x t r a

c i vi t a t e m
,

a l o n g e a b ip s a c i v i t a t e p e r d u o

m i li a r i a
, q u a nt u m c u m v o l u e ri t - -

1 8 S t a t u t )
A

d e ll a R ep ub b] )
'

c a F )
'

o r e n t )
'

n a II
, p 1

9 4
,

Li b .
ⅠⅠ

,
㍊Ⅰ. D e u g g l l S i n ci d e n di s : S i

P o t e s t a t i v el s u i s i u d i c ib u s v e t a li c u i d e

i u d i c ib u s c u r i a r u 皿 q u e ri m o n i a f a ct a f u e ri t

d e al i q u a ug g l a q u e r C u u m V e l a l i a r u m a r b o r 皿

q u e n o n p r od u c e r e n t f r u c t u s c o 皿 e S t i b il e s ad

u s u m h o m i ni s
, q u e u gg l a S i t p r o p e v i ci n u n ad

o c t o b r a c h i a
, q u l r e n O V e r i u g g l a m P O S t u l a v e ri t ･

t e n e a t u r p o t e s t a s et di c t i i u di c e s d e b e a n t

e a m f a c e r e r e Ⅲo v e r i e t i n c i di i u x t a t e r r a m
,

i n f r a d e c e n d i e s p o s t p e t i t i o n eln V et d e n u n t i

at i o n e m s ib i f a ct a m . コ ナ ラ属 コ ナ ラ 亜属の 落

葉樹 た る ヨ ー ロ ッ パ 種 の q u e r c u s 即 ち イ タ リ ア

語 で q u e r c i a と 呼 ばれ る 樹種 ( 英語名o ak) を
.

本稿で は ｢ オ ー ク樫｣ と表記 し て い る｡
こ の 樹

種 は自本語 で は ｢ カ シ (樫) ｣ と 訳 さ れ る こ と も

多い が
,

実際 に は む し ろ ナ ラ に 近 い
｡ ア ジ ア種

の カ シ は
,

こ れ 七 は別種 の 常緑樹 で あ る .

1 9 S t a t u t o d L
I

A T e Z Z O
, P .

1 8 3
,

Li b . I II
,

LX X II I I I

D e a rb o ri b u s u g l a m f a c i e n t i b u s : S t a t u t u m e s t

q u od p o s t et a s t e n e at u r - ･ ･ f a c e r e r e m o v e ri

o 皿 e S a r b o r e s u g l a m f a c i e n t e s vi c i n o s u o ,

q u e e s s e n t p r o pe t e r r a m a lt e r i u s v e l d o n u m

p e r m ed i a n t ab ul a m
,
i nd e a d o c t o di e s p o s t q u a m

q u e ri m o n i a h ab u e r i t ∴ e x c ep t i s a r b o r i b u s

p r o d u c e n t i b u s f r u c t u s
, q ui b u s v e s c a n t u r

b o m i n e s 【e t】 e x c e p t i s e t i a m o p pi i s e t s a li ci b u s

e t al i i s a rb o ri b u s e x i s t e n t i b u s c i r c a f l u m e n .

2 0 I b )
'

d .
, p p . 36 - 37

,
Li b .

Ⅰ
,
L II I . Q u o d un u s q ui s q u e

d e b e a t pl a n t a r e a r b o r e s i u x t a f l u m i n a i n

t e r r i s s u i s : I n c o m i t a t u e t c o r t i n i s A r e t i i s

e t i n p l a n ° c i vi t at i s q u i li b e t h ab e n s t e r r a s

e t p o s s e s s i o n e s i u x t a f l u m i n a v e l r i v o?

t e n e a t u r pl a n t a r e i u x t a i p s o s ri v o s e t fl u mi n a

op p l O S S e u u n u Ⅲ O r d i n e Ⅲ s a l t e m - - St a t u t o

d e l C o m u n e di M o n t e p u l ci a n o
, p . 3 8 5

,
C LV I I ･

D e p e n a n o n pl a n t a n t i s a rb o r e s i u x t a f o s s a t u m :

Q u i c u n q u e h ab et al i q u a m p o s s e s s i o n e m i u x t a

s al a r c u m v e l a l i u m f o s s a t u m v el i u x t a al i q u e m

(

l o c u 皿
,

ub i a q u a c o n t i n u e l a b at u r
,

t e n e at u r

e t d e b e a t i u x t a d i c t a m a q u a m c u r r e n t e m p l an t a r e

e t al l e v a r e op p l O S S i v e s a l i c e s q u a 机 pl u r e s

c o 皿 Od e p o t e ri t
,

e t s u a p o s s e s s i o p r o t e n di t u r

i u xt a l P S a m aq u a m . . 1 ･ ･

21 例 え ば
,

1 3 3 8 年 の 追加規定 に 関 す る書 類 で は
,

組合運営委員 と し て 挙 げ ら れ て い る 二 人 の 名前

に は
,

い ず れ も ｢
シ ュ ナ市民｣ ( c i v e s s e n e n s e s)

の 身分 が 付 さ れ て い る o
S t a t u t o d el l a s o c i e t a

- 1 85 -



d e l P i a n o d eI P ad u l e d
■

O r g i a
, p . 1 4 5 . 尚

,
同

組合 と規定 に つ い て は
,

こ の 規定 を 含 む S [ a t u t l

s e n e s ]
'

S C I
-

]
'

t t l
'

]
'

n v o lg a r e n e
r

s e c ol l X I II e

X I V
,

V ol . II
,

I n t r o d u zi o n e
,

X I I トXV I を 参照 o

22 S t a t ut o d e l t a s o ci e ta °i t .
, p . 1 2 0

,
C a pi t ol o

LX VI I I . D e l a el e z i o n e d e l i c a c c i at o r e

d e l l
-

o c h e e d e li u c e l li .

2 3 S t a [ u[ o d ]
'

A r e z z o
, p ･ 2 3 0

,
L XX ･ D e p e n a

u c e l l a n t i s ad q u ai l a s v et p e r di c e s .

2 4 グ リ ー

ン
,

1 9 9 4
, p p .

1 9 7
,

2 2 7 . F u m a g a l l i
,

1 9 9 4
, p p . 8 5- 8 9

,
1 0 7-1 0 9

,
1 1 2 -1 1 5 ,

1 2 0- 1 2 5 .

G r o v e
,

1 9 8 8 . L a mb
,

1 9 8 4 . C a m uf f o I E n z i
,

1 9 9 2
, pp . 1 4 8- 1 4 9 . 都市 の 支配領域 に お け る 道

路 網 の 整 備 に つ い て は 以下 を 参照 o
S z a b 6

,

1 9 9 2 . P l e s n e r
,

1 9 7 9 .

2 5 S a l v e s t r i n i
,

2 0 0 0
, p . 2 8 5 .

2 6 S al v e s t r i ni
,

1 9 9 8
, p . 2 6 6 . M o n t a n a r i

,
1 9 9 3

,

p . 5 3 . C h e r ub i ni
,

1 9 8 4 . c f . Ch e r ub i n i
,

1 9 7 4
,

p p . 5 1 -1 1 9 .

2 7 S t a t u [ )
I

d el l a R ep u bb l )
'

c a F ]
'

o r e n t j n a
,

I
, p .

3 0
,
Li b . I

,
ⅩⅩI II . Q u od n ul l u s e m a t u l t r a d u o s

s t a r i o s c a s t a n e a r u m . S [ a t u t o dl A r e z z o , p . 36
,

L i b . I
,

L I . D e p e n a f a c i e n t i s v i m i n a v e 1

1 i t o r t a s i n s il vi s c a s t a n e o r u 皿 . S a l v e s t ri n i
,

2 0 0 0
, p . 2 8 5 .

2 8 S a l v e s t r i n i
,

1 9 9 8 , pp .
2 6 4- 2 6 7 . こ こ は

,
l l

世 紀 に 創建 さ れ た ヴ ァ ッ ロ ン ブ ロ ー ザ修道 会

( ベ ネ デ ィ ク ト ウ ス 派) の 拠点 で あ る
｡

ヴ ァ ッ

ロ ン ブ ロ ー ザ修道会 の 所領 は カ ゼ ン テ ィ
ー

ノ 西

部 に 点在 し て い た が
,

1 6 世紀 の 記録 に よ れ ば
,

そ の 3 0 % が 森 林 ･ 牧草地 で 占 め ら れ て い る ｡

I b L
'

d .
, pp . 2 3 1-2 3 2 .

2 9 S t a t u t o d el C o m u n e dl M o n t ep u l c )
'

a n o
, p p . 24 2-

2 4 9 . S a l v e s t r i n i
,

2 0 0 0
, p p . 2 8 2- 2 8 3 .

3 0 S t a t u t o d el C o m u n e d )
'

M o n t ep u l cl a n o
, p . 2 4 2

,

Li b . ⅠⅠⅠ
,

C XX . D e c o n s e r v a nd o s il v a s , c o m u ni s

i n b o n o s t a t-u .

3 1 I b L
'

d .
, pp . 2 4 2- 2 4 3

,
Li b . I II

,
CX X I . I) e p e n a

i rl C i d e nt i s a r b o r e s f r u c t i f e r a s i n s i l v a v al li s

Cl a n i u m : N u l l u s i n s i l v a C l a ni u m a Cl u s i n a

u s q u e ad T o r r i t e n s e m i n ci d at v e l e xt r a h at d e

d i c t a s i l v a p e r s e v el al i u m a l i q u a s a r b o r e s

f r u ct i f e r a s
,

s c i l i c e t m al u 皿
, p l r u m h e s c h i u m

v e l q u e r c h u m v et r a m o s e a r u m d e m
,

ad p e n a

d e c e m li b r a r u m p r o q u a li b e t a r b o r e e t . X L .

s o l i d o r u m p r o q u o li b e t r a m o ‥
‥ ‥ I t e m q u o d

n u ll u s c ol l i g a t v e l e x t r a h a t p e r s e v el a li u m

i n d i c t a e t d e d i c t a s il v a al i q u o s f r u c t u s

a rb o r u m ･ S ub p e n a . X X . s ol id o r u m p r o q u a l i b e t

c a r c h a
,

e t i nt el l i g a t u r c a r c a q u a c t u o r

s t a ri o r u m e t a b i n d e i n f r a . E t ad p e n a m . X L .

s ol i d o r u m p r o q u a l i b e t s al m a . E t i n t e ll i g a t u r

s al m a a q u a ct u o r s t a ri i s s up r a . E t s u b p e n a

c e n t u m s o ld o r u 皿 p r O q u O li b e t c u r r u ; e t c u r r u s

i n t e ll ig a l u r o ct o s t a r i o r u Ⅲ v e l ab i n d e s up r a .

3 2 Ib ]
'

d .
, p p ･ 2 4412 4 5 ,

L i b ･ I II
,

C XX I II ･ D e pe n a

i n ci d e n t i s a rb o r e s i nf r u c t i f e r a s i n s i l v a

Cl a ni u m : N ul l u s p e r s e v e l al i u m i n s il v a

v a ll i s C l a ni u m i n c id a t s e u d e v a s t e t v e l

e x t r a h a t s i n e a p o d i x a li g n a m i n a s c i li c e t

f r a s s i n o r u m v e l ul i v o r u m v e l t e s t u c cb i i v e t

c a r p e ni v et a lb a r i s e u s a l i c i u m v el a l i a r u m

a r b o r u m i nf r u c t i f e r a m v el s i c c a r u m ad p e n a m

d e c e m s ol i d o r u m p r o q u a li b e t c a r c b a et ad

p e n a m . X L ･ s o li d o r u m p r o q u a li b e t s a l m a et

a d p e n a m d e c e m l i b r a r u m p r o q u ol ib e t c u r r u .

本稿 で
｢

コ ブ カ エ デ ｣ と 訳 し て い る も の は
,

こ

こ で 挙 げ た 複 数 の 条例 の 文 中 で o p pi i あ る い は

o pp i o s ( イ タ リ ア 語 で は o p pi o) と 表 記 さ れ る

場合 と
,

t e s t u c ch i i ( 同t e s t u c c h i o) と表記 さ

れ る 場合 と が あ る o
こ の o p pi o と t e s t u c c hi o は/

い ず れ も
,

イ タ リ ア 名 a c e r o c a m p e s t r e
,

和 名

コ ブカ エ デ (学名A c e r c a m p e s t r e) と 呼ば れ る

ヨ ー ロ ッ パ 種 の カ エ デ の 異称 で あ る ｡

3 3 I b )
'

d ･ : Li c e a t t a m e n l mP u n e C u i l i b e t d e

M o n t e p ol i 9 1 a n O V e l e i u s di s t r i ct u i n ci d e r e

e t a s p o r t a r e l i g n a t e s t u c c hi i
,

c a rp e ni et

al b a n i t a n s i c c a q u a m vi ri d i a
,

n o n ob s t a nt e

q u o d i n a p o di x a n o n c o n t i n e r et u r ni s i d e

s i c ci s ･ i t e m l i c e a t s i n e a p o d i x a vi c t r i c a s

vi t al b a s e t v iモe s i n d i c t a s i l v a i n ci d e r e et

･ d e e a e x t r a h e r e . N ul li t a m e n f o r e n s i l i c e a t

di c t a s vi c t r i c a s v e l a li a s a rb o r e s

i n f r a c t i f e r a s i n d i c t a s i l v a i n c i d e r e v e l
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d e v a s t a r e s e u
′

e x t r a h e r e e x t r a di c t a m s i l v a n
,

e t q u l C O n t r af e c e
.
ri t

, p u n i a t u r e t c o n d e n n e t u r

i n d e c e n li b ri s d e n a r i o r u m . . . . . N ul l u s a u t e m

′ p o s s i t s i n e s p e t i al i ap o di x a i n c id e r e v e l

e xt r a h e r e d e di c t a si l v a li g n a d e c b r n e o a d

p e n a m d e c e m s o li d o r u 皿
, p r o q u al i b e t vi c e e t

q u o li b et li g n e o c o r n e i ･ E t q ui l ib et
･ q u l

a p o di x a m h ab u e r it
,

d e b e a t s e c u m d e f e r r e a d

d i c t a m s i l v a n .

3 4 I b )
'

d .
,

Li b . I II
,

C XX I
, p . 2 4 3 : Et s i f o r e n s i s

v el e xb a n n i t u s e t c o nd e n n at u s d i c t i c o m u n i s

v el h a bi t at o r e x t r a di s t r i c t u m M o n t ip ol iG l a n i

p r ed i c t a v e l a li q u o d p r e di c t o r u m c o m mi s e r i t
.

p u n i a t u r e t c o n d e n n e t u r i n c e n t u Ⅲ 1 ib ri s

d e n a ri o r u m ‥ . ‥

3 5 I b )
'

d .
,

Li b .
Il l

,
CX I II

, p . 2 4 5 : E t q ui li b e t

c o m m o r a n s i n M o n t e p o li 9 1 a n O d e b e a t e x i r e d e

di c t a s il v a c u 凪 s al m a u s q u e a d h o r a Ⅲ n o n e e t

di s t r i c t u a l e s u s q u e ad t e r t i a m . E t h o c

i n t el li g a t u r a k a l e nd i s ap r il i s u s q u e a d

k a l e n d a s n o v e mb r i s . E t s i q u l S p o s t d i c t a s

h o r a s i n d i c t a s il v a r e p e r i r e t u r
,

c o nd e n n et u r

a c s i a p o di x a m n o n b ab e r e t . こ の 規定 は 4 月

1 日 か らI 1 月 1 日 ま で 適用 さ れ た ｡

川

a d h o r a m

n o n e
-.

と
.-

a d t e -r t i a m
"

の 意味は
,

サ ル ヴ ェ ス ト リ ー

ニ に よ れ ば , そ れ ぞ れ 日中 の
｢ 9 時間目 ま で ｣ ,

｢ 3 時間目 ま で ｣ と 解釈 で き る ｡
て れ は 日 の 出

か ら〉r 9･時間経 っ た時刻｣ と ｢ 3 時間経 っ た一時

刻｣ を 示す ｡ 昼 間 の 時刻 を 日 の 出 か ら
,

夜間の

時刻 を 日没 か ら数 え る時測法 は
,
当時 で は 珍 し

く な い
｡ S a l v e s t r i n i

,
2 0 0 0

, p . 2 8 7 .

3 6 I b )
'

d
" pp . 24 3 -2 4 4 ,

L ib ･ II I
,

C XX II ･ D e p e n a

i l li u s q u l i n v e n t u s ･ f u e r i t i n a li q u a s i l vq

c o n u ni s c u m a li q u o f e r r o a c t o ad i n c i d e nd 皿 :

Q u i c uJnq u e d e M o n t ep o li9 i a n o v e t ei u s di s t r i-

c t u i n v e n t u s f u e r i t i n s i l v a v al l i s C l a n i u 皿

v e l i n q u al ib e t a li a s i l v a di ct i c o m un i s s i n e

ap o di x a c Ⅷ a li q u o f e r r o a c t o a d i n ci d e n d Ⅷ
･

p un i a t u r e t c o n d e n n e t u r i n v l gi n t i s o l id i s

p r o q u al i b e t v i c e ･

3 7 Ib )
'

d .
, p p . 2 4 5 - 2 4 6

,
Li b . I II

,
CX XI I II ･ D e

p e n a h a b e n t i s l ig n atni n a v et i t a i n s u a p o s s e s-

s i o n e : S i q u o d li g n u m a r b o r u m f r u c t if e r a r u m

i n v e n t u m f u e r it i n d o m o
,

c a p a n n a
,

a r e a
,
f o rtn a

f o s s a t o v et a li q u a a li a p o s s e s i o n e s e u l o c o

al i c u i u s v el i n v i a i u x t a d o m u m s e u c a p a n n a m

al i c u i u s p r e s u 皿 at u r
, q u O d i ll e c ui u s f u e ri t

d o m u s c ap a n n a
,

t e r r a
,

a r e a
,

f o r m a
,

f o s s a t u m

s e u p o s s e s i o v el l o c u s p r ed i c t u s i n ci s e r i t

e xt r a x e r it d i c t u 皿 1i g n u m s i c i n v e n t u Ⅲ
,

u t

d i c t u 皿 e S t
,

d e s il v a C l a n i u m di c t i c o m u n･i s

c o n t r a f o r m a 血 s t a t u t o r u m d i c t i c o m u n i s . E t

e x t a li p r e s u mp t i o n e p u ni a t u r e t c o nd e n n e t u r

∴ ‥ . S i a u t e 皿 i n v e nt a f u e ri n t ut p r ed i c i t u r

l i g n a m i n a u l m i
,

f r a s s a ni v e l al i a r u m a r b o r u m

i nf r u c t if e r a r u m p u n i a t u r e t c o nd e n n et u r il l e

i n c u i u s d o m o
,

c a p a n n a
,

t e r r a
,

ar e a
,

f o r m a
,

f o s s a t o
, p o s s e s s i o n e v e l l o c o f u e r i nt

i n v e n t a -

㌔
- ･

3 8 I b )
'

d .
, p . 2 4 7

,
L ib . II I

,
C X XV ･ D e pe n a

e x t r a h e n t i s v e l p o r t a n t i s d e l ig n a m i n e s i l v e

Cl a ni u m e x t r a d i s t ri c t u m M o n t i s p o li 9 1 a n i :

Q u i c u mq u e d e M o n t e p ol i9 1 a n O V e l ei u s d i s t ri c t u

p o r t a v e r it
,

c a r t e g l a V e r i t
,

c a r c a v e r i t v e t

t r a s c i n a v e ri t p e r s e v el a li u m e xt r a d i s t r i c t u m̀

M o n t i s p o li 9 1 a n i d e l ig n a Ⅲi n e s i l v e v a ll i s

C l a ni u m v e l a li c ui p o r t a nt i
,

t a r r e g l an t i
,

c a r c allt i v e l t r a s c i n a nt i d ed e ri t c o n si l i u m
,

a u x il i u m v e l f a v o r e m
, p u n i at u r et c o nd e n n e t u r

3 9 I b )
'

d .
, pp . 24 7-24 8 ,

L ib . Il l
,
C XX V I I D e p r e n i o

d a n d o d u c e n t i i n f o r t i a Ⅲ c o m u ni s i n v e n t u m i n

s i l v a Cl a ni u m c o n t r a f o r m a 血 s t at u t i : Q ui c u 皿q u e

p e s o n a l it e r d u x e r it a li q u e m d e m al ef a Q t O ri b u s

v e l f a ci e n t i b u s v et c o m m i c t e nt ib u s al i q u i d

i n di c t a s i l v a c o n t r a f o r m a m s t a t u t o r u Ⅲ d e -

d i c t a s i l v a l o q u e n t i u m i n f o r t i a m c o m 皿 i s

v e l a li q u e m ap o s t a v e r i t v el c e p e r i t
,

d unlm O d o

i n f o r t i a n c o m u ni s d e v e n e r i t t a li s c a p t u s

h a b e a t d i mi d i e t a t e m c o n d e n n a t i o ni s
, q u e

d e v e n e r i t i n c o m u n i . Si a u t e m t al i s c ap t u s

s u a n c o n d e n n a t i o n e n n o n s o l v e ri t ,
h a v e a n t

c ap l e n t e S L d u c e n t e s v e l ap o s t a n t e s q u o t c u m q u e

f u e r i n t q u a c t u o r s o l id o s p r o q u a li b et l ib r a

- 1 8 7 -



q u a t a li s c a p t u s f u e r i t c o n d e n n a t u s ･ ･ ･

_

･ ･

4 0 I b )
'

d ･
, p L 24 8

,
Li b . I l l

,
C XX VI I . D e p e n a d a n t i s

l mP e di m e n t u m al i c u i d u c e n t i c ap l e n t i v e t

a p o s t a n t i al i q u e m d a n t e m d a n n u m i n s i l v a

C l a n i u m : Q ui c u m q u e d ed e r i t v et p r e s t it e ri t

a li q u o d i mp e di m e n t u m p e r s e v el a l i u m c u i c u m q u e

a p o s t a n t i
,

c ap l e n t i
,

d u c e n t i v e t d u c e r e

v ol e n t i al i q u e m i n f o r t i a m c o m u ni s
, q u i d a n n u m

d ed e ri t v e t a l iq ui d f e c e r i t i n d i c t a s i l v a

c o n t r a f o r m a 皿 S t a t u t O r u m di c t i c o m u n i s

l oq u e n t i u m d e di c t a s i l v a
, p u n i a t u r e t

c o n d e n n e t u r i n d u pl a p e n a
,

ei u s q u a c o nd e n n a ri

d e b e r e t t a li s m a l e f a c t o r .

4 1 I b l
'

d .
, p . 2 4 8

,
Li b . I II

,
C XX V II I . D e p e n a

i n c id e nt i s l ig n a i n . s i l v a M o nt i s c a r ci a n e n s i s

v e l P l a n o i e : N ul l u s d e M o n t ep o li与1 a n O V e l

e i u s di s t r i c t u v el c o n t i n u u s b a b it a t o r d i c t e

t e r r e p e r s e v e l al i u m i n ci d a t v et i n ci di

f a c i a t s e u e xt r ah a t v e l e x t r ah i f a ci a t i n

s i l v a e t d e s i l v a M o n t i s c a r ci a n e n s i s v e l

Pl a n o i e a li q u a li g n a ni s i s e c u n d u m m od u m

o r d i n a nd u m pe r d i c t u m c o m u n e . . . . ,

42 Ib )
'

d .
, p . 2 4 9

,
Li b . I I I

,
CX XV I II I . D e r e s t i t u-

ti o n e li g n o r u m i n c i s o r u m i n a l i q u a s il v a

c o m u n i s c o n t r a f o r m a 皿 S t a t u t O r u 皿: Q u i c uln q u e

i n ci s e r i t al i q u od l i g n u m v e t i t u p i n a li q u a

s i l v a c o m u n i s
,

i ll u d di c
′

t o c o m u n i r e s t i t u e r e

t e n e a t u r e t d ef e r r e s ui s e xp e n s i s i n p l at e a m

d i c t i c o m u n i s ‥ ‥ .

4 3 M o n t a n a ri
,

1 9 9 3
, p p . 5 7 - 5 9 .

4 4 例 え ば
,

以下 の よ う な 規 定 が あ る ｡ S t a t u t o

d el C o m u n e d l
'

M o n t ep ul c )
-

a n o
, p p . 2 71-2 7 2 ,

Li b .

I I I
,

I n c IP l u n t C a P i t u l a s i v e r u b r i c e n o t a r i i

c a Ⅲp a ri e
,

ⅩⅩⅤⅠⅠⅠⅠ. D e p e n a d a n t i s d a n n u Ⅲ i n

s i l v a sp e t i a l i u m p e r s o n a r u m : S i q u i s d a n n u 皿

d e d e r i t i n ci d e n d o l ig n a i n al i q u a s i l v a

a l i c ui u s s p e t i a l i s p e r s o n e
, p u n i at u r p r o

q u al i b e t ･ v i c e i n . XX . s o l i d i s .

4 5 S a l v e s t r i n i
,

2 0 0 0
, p p . 2 8 0 ,

2 8 4 -2 8 5 . 中世 ト

ス カ - ナ の 自然
･ 地理的環境 に つ い て は

, 次 の

も の が 参考 に な る ｡
Pi n t o

,
1 9 8 2

, pp . 3-9 2 .

4 6 S a l v e s t r i n i
,

2 0 0 0
, p p . 2 8 l- 2 8 2

,
2 8 5-2 8 6 .

4 7 S t a t u t ]
'

d e ll a R ep ub bl l
'

c a F )
'

o r e n t )
'

n a I
, pp ･

2 1 3- 2 1 4
,

Li b ･ Ⅴ
, XX I D e c o n d u c e n t i b u s l i g n a

a d c i v i t a t e m F l o r e n t i e p e r f l u m e n A r n i e t d e

c ap l e n t i b u s e t r e s t i t u t i o n e lp S O r Ⅷ : E t h o c

i n t e ll i g a t u r d e f o d e r i s f a c t i s d e li g n l S

a bi e t u m a r b o r

'

u m e t o n t a n o r u m
,

f a g g l O r u m et

t i l l i o r u m e t n o n d e al i i s ･

,
･ I ･ ･ q u l C u m q u e h ab e t

m ol e nd i n u m s e u g u al c h e ri a s s u p e r fl u mi n e A r ni

v el S e v i s t e rle a t u r e t d e b e a t d a r e e t d a ri

f a c e r e e x p e d i t e et li b e r e p e r l p S a fl u mi n a

e t q u od li b e t e o r u m it e r e t t r a n s i t u m a m p l u m

t r i b u s b r a c hi i s o m ni b u s e t s l n g ul i s c o nd u c e n-

t ib u s li g n a m i n a a d ci v it a t e Ⅲ F l o r erlt i e .

4 8 I b )
'

d .
,

X X I
, p . 2 1 3 :

y
S ( a l u l u m e f o rd i n a f u m

e s t q u od c u i li b et li c e a t c o nd u c e r e
､p e r f l 皿 e n

A r n i et S e v i s q u e c ulnq u e li g n a mi n a a d ci v it a t e m

F l o r e n t i e a b s q u e a l iq u a s o l u t i o n e p e d ag ii

v e l m a l et ol t e f at i e n d a .

4 9 I b l
'

d .
, pp . 2 1 2 - 2 1 3

,
Li b . V

,
X X . D e d e v e t o

li g n o r u m e t e o r u m m at e r i a : ‥ … 1i g n a m e n

al i q u o d
,

e t m a xi m e ap t u m a d d o m o s e t h e di f it i a

c o n s t r u elld a
,

n o n e xp o r t e t u r v e l e x t r ah a t u r

d e d i s t ri c t u Fl o r e n t i e
,

e t p r e c lp u e p e r f l u m e n

A r n i
/

･ ･ . ･ ･ E t p r e c I P u e t e n e a t u r d i c t u s d o m i n u s

C a p it a n e u s p r e c l p l f a c e r e Ⅲol e nd i n a ri i s

m o l e n di n o r u m e x i s t e n t i u m i n fl u mi n e A r rli a

ci vi t a t e F l o r e n t i e i n f e ri u s e t r e c t o ri b u s

p o p ul o r u m e t v i ll a r u m e xi s t e nt i u m i u x t a f l u m e n

A r ni q u o d n o n p e r m i c t an t t r a n s i r e al i q u o d

li g n a m e n p e r f l u m e n A r n i
,

e t s l q u Od t r a n si r et

v e l c o n d u c e r e t u r t e n e a n t u r l p S u 皿 C a p e r e e t

c o n d u c e r e e u m e t i n f o r t i a ⅢC o m m u ni s Fl o r e nt i e

p r e s e h t a r e
. .

.
. ,

50 I b )
'

d . : S a l v o q u od q u l C u m q u e V Ol u e r i t m i t t e r e

s e u m i t t i f a c e r e p e r f l u m e n A r ni a l iq u o d

l i g n a Ⅲe n a c i vi t a t e F l o r e n t i e i rlf e ri u s s o l v a t

n o m i n e g a b e l l e C o m m u ni F l o r e n t i e s e u c a m e r a r-

i i s p e c u n i e g ab e l l e q u a t t u o r d e n a r i o r u m p r o

l i b r a s o ld o s q u l n q u e f . p . p r o q u al i b e t l i b r a

v a l o r i s i p s i u s l ig n atni ni s . こ の 修 正部分 は
,

鋭意の 本文 に 加筆 さ れ て t ) る
o

5 1 I b l d
"

L i b . V
,

XX
, p . 2 1 2 : It e m q u o d n e m o

- 1 8 8 -
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a ud e at v el p r e s u m Ⅲat e m e r e li g n a c o m b u s t i bi a

c e s a i n c i v it a t e F l o r e n t i e a u t b u r g l S V et

s ub b u r g l S V el e t i a m p r op e c i v i t a t e m F l o r e n t i e

p e r t r i a Ⅲil i a r i a
,

c a u s a r e v e n d e n di e a - ･ -

It e m q u o d n e m o r e d u c e n s l ig n a a d v e n d e n d u m

ad ci vi t a t e m F l o r e nt i e d e b e a t s a l m a m d i c t o r u m
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