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中
世
ク
レ
タ
に
お
け
る
見
え
な
い
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

—

都
市
カ
ン
デ
ィ
ア
の
共
生
社
会—
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良　
　

太

は
じ
め
に

　

中
世
地
中
海
世
界
は
し
ば
し
ば
宗
教
を
異
に
す
る
三
つ
の
世
界
の
鼎
立
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
（
ラ
テ
ン
・

カ
ト
リ
ッ
ク
的
キ
リ
ス
ト
教
世
界
と
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
的
キ
リ
ス
ト
教
世
界
）
と
イ
ス
ラ
ー
ム
の
間
の
境
界
に
つ
い
て
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
い

う
概
念
を
設
定
す
る
こ
と
で
、キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ー
ム
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
観
や
社
会
構
造
の
違
い
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
研
究
は
数
多
い
。

他
方
、
ラ
テ
ン
・
カ
ト
リ
ッ
ク
的
キ
リ
ス
ト
教
世
界
と
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
的
キ
リ
ス
ト
教
世
界
と
い
う
二
つ
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
境
界
は
、

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
呼
ば
れ
る
概
念
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
二
つ
の
世
界
の
間
に
政
治
・
社
会
・
文
化
の
点
か
ら
み
た
様
々

な
違
い
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
の
だ
が
、
同
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
そ
う
し
た
違
い
は
果
た
し
て
地
理
的
な
線
も
し
く
は
面
の
形
で

意
識
さ
れ
て
い
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
問
い
を
投
げ
か
け
る
の
は
、
少
な
く
と
も
筆
者
が
専
門
と
す
る
中
世
後
期
の
地
中
海
世
界
に
あ
っ
て
、
二
つ
の
世
界
の
フ
ロ
ン

テ
ィ
ア
は
対
イ
ス
ラ
ー
ム
、
対
異
教
徒
に
置
か
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ラ
テ
ン
・
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
と
っ
て
の
フ
ロ
ン

テ
ィ
ア
は
イ
ベ
リ
ア
半
島
や
ラ
テ
ン
＝
シ
リ
ア
と
し
て
ま
ず
認
識
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
ビ
ザ
ン
ツ
世
界
で
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
に
対
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応
す
る
と
思
わ
れ
る
リ
ー
メ
ス
は
イ
ス
ラ
ー
ム
と
の
東
部
境
界
域
や
ペ
チ
ェ
ネ
グ
人
に
対
峙
す
る
北
部
境
界
域
に
設
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し

て
み
る
と
、
ラ
テ
ン
・
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
、
ギ
リ
シ
ア
正
教
世
界
、
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
境
界
域
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
シ
チ
リ
ア
を

除
け
ば
、
本
稿
で
扱
う
二
つ
の
世
界
の
間
の
地
域
が
は
っ
き
り
と
し
た
地
理
的
境
界
と
し
て
認
識
さ
れ
る
事
例
は
、
実
際
に
は
あ
ま
り
多
く
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ラ
テ
ン
・
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
、
ビ
ザ
ン
ツ
世
界
を
構
成
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
勢
力
も
ま
た
多
様
で
あ
っ
た
。
ラ
テ
ン
・
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
側

で
は
ノ
ル
マ
ン
人
、
十
字
軍
諸
侯
、
イ
タ
リ
ア
都
市
国
家
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
い
っ
た
勢
力
が
、
ギ
リ
シ
ア
正
教
世
界
の
側
で
は
、

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
の
中
央
政
府
、
主
に
西
部
の
属
州
、
セ
ル
ビ
ア
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
と
い
っ
た
勢
力
が
対
峙
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
軍

事
行
動
に
直
接
は
関
わ
ら
な
い
に
せ
よ
、
政
治
的
・
精
神
的
な
支
柱
と
な
っ
た
教
皇
や
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
総
主
教
も
そ
の
中
に
数
え

て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
多
彩
な
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
関
わ
っ
た
こ
と
が
、
二
つ
の
世
界
の
境
界
を
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
呼
べ
る
の
か
、
そ
の
成

否
を
め
ぐ
る
議
論
を
、一
層
難
し
く
し
て
い
る
。
一
〇
五
四
年
の
大
シ
ス
マ
を
契
機
と
し
て
芽
生
え
た
宗
教
的
対
立
が
、第
四
回
十
字
軍
に
よ
っ

て
一
二
〇
四
年
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
略
奪
の
記
憶
に
よ
っ
て
増
幅
さ
れ
、
繰
り
返
さ
れ
る
教
会
会
議
を
経
て
そ
の

溝
が
埋
ま
ら
ず
に
か
え
っ
て
広
が
っ
て
い
く
、
と
い
っ
た
東
西
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
分
裂
と
そ
れ
に
伴
う
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
形
成
に
つ
い
て
の

概
説
的
な
理
解
は
、
あ
く
ま
で
も
教
皇
庁
を
中
心
と
し
た
ラ
テ
ン
・
キ
リ
ス
ト
教
世
界
と
、
ビ
ザ
ン
ツ
中
央
政
府
と
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ

ル
総
主
教
を
中
心
と
し
た
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
世
界
の
間
で
成
立
す
る
物
語
で
あ
り
、
扱
う
地
域
と
と
り
あ
げ
る
勢
力
を
換
え
た
時
に
は
ま
た
異

な
る
関
係
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
が
こ
れ
か
ら
取
り
上
げ
る
一
三
・
一
四
世
紀
の
ク
レ
タ
島
（
イ
タ
リ
ア
都

市
国
家
と
旧
ビ
ザ
ン
ツ
属
州
社
会
の
対
峙
す
る
地
域
）
を
筆
者
は
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
と
ら
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
「
見
え
る
」
の
か
「
見
え

な
い
」
の
か
を
問
お
う
と
す
る
理
由
で
あ
る
。
そ
の
成
否
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
、
以
下
、
考
察
を
進
め
て
い
こ
う
。

（
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第
一
章　

地
理
的
境
界
域
と
し
て
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

　

そ
も
そ
も
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
言
葉
は
、
地
理
的
境
界
域
を
指
す
言
葉
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
こ
で
は
、
ク
レ
タ
と
い
う

地
域
が
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
た
り
う
る
の
か
を
、
ク
レ
タ
に
お
け
る
外
国
人
支
配
の
歴
史
を
概
観
し
な
が
ら
検
証
し

て
お
こ
う
。

第
一
節　

ク
レ
タ
に
お
け
る
外
国
人
支
配
の
歴
史

　

地
中
海
に
浮
か
ぶ
多
く
の
島
嶼
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ク
レ
タ
島
も
ま
た
支
配
者
が
め
ま
ぐ
る
し
く
交
代
し
た
場
所
で
あ
る
。
四
世
紀

末
に
遡
る
と
さ
れ
る
ロ
ー
マ
帝
国
の
東
西
分
裂
以
来
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
支
配
下
に
あ
っ
た
ク
レ
タ
島
は
、
八
二
四
年
頃
に
は
ア
ン
ダ
ル
ス
か
ら

や
っ
て
き
た
ア
ラ
ブ
人
の
襲
撃
の
前
に
陥
落
し
、
以
後
約
一
世
紀
に
わ
た
る
ア
ラ
ブ
支
配
を
経
験
し
た
。
一
〇
世
紀
に
入
る
と
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国

は
何
度
も
ク
レ
タ
島
の
奪
回
を
試
み
、
九
六
一
年
に
将
軍
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
・
フ
ォ
ー
カ
ス
の
行
っ
た
大
規
模
な
遠
征
に
よ
っ
て
遂
に
ク
レ
タ
島

は
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
手
に
取
り
戻
さ
れ
た
（
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
は
こ
の
遠
征
の
戦
果
を
手
み
や
げ
に
皇
帝
の
座
に
就
く
こ
と
に
な
る
）。
ク
レ
タ

は
ビ
ザ
ン
ツ
の
属
州
と
し
て
再
編
さ
れ
、
一
二
世
紀
後
半
に
は
海
軍
と
深
い
関
わ
り
の
あ
っ
た
コ
ン
ト
ス
テ
フ
ァ
ノ
ス
家
の
影
響
下
に
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
二
〇
四
年
の
第
四
回
十
字
軍
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
攻
略
に
伴
っ
て
生
じ
た
東
地
中
海
世
界
の
混
乱
の
な

か
で
ク
レ
タ
に
お
け
る
ビ
ザ
ン
ツ
支
配
は
失
わ
れ
、
一
二
一
一
年
頃
ま
で
に
は
か
わ
っ
て
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
こ
の
島
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
よ
る
ク
レ
タ
の
支
配
は
そ
の
後
、
四
世
紀
半
に
わ
た
っ
て
続
く
こ
と
に
な
っ
た
。
一
六
世
紀
に
入
る
と
オ
ス
マ
ン
帝
国

に
よ
る
ク
レ
タ
へ
の
侵
攻
が
始
ま
り
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
側
の
最
後
の
拠
点
で
あ
っ
た
ク
レ
タ
島
の
首
府
カ
ン
デ
ィ
ア
も
、
二
五
年
に
わ
た
る
攻

囲
戦
の
の
ち
、
一
六
六
九
年
に
陥
落
し
た
。
以
降
、
ク
レ
タ
島
に
お
け
る
オ
ス
マ
ン
支
配
が
始
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
ク
レ
タ
の
支

配
者
の
移
り
変
わ
り
を
見
る
と
、
ク
レ
タ
の
支
配
を
狙
う
勢
力
間
で
の
戦
闘
や
緊
張
関
係
は
比
較
的
長
期
に
わ
た
る
も
の
の
、
ひ
と
た
び
征
服
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活
動
が
着
手
さ
れ
て
新
し
い
支
配
体
制
が
成
立
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
対
立
関
係
が
尾
を
ひ
く
こ
と
が
な
く
安
定
し
た
体
制
が
築
か
れ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
ク
レ
タ
は
異
な
る
宗
教
に
属
す
る
共
同
体
同
士
が
長
期
に
わ
た
っ
て
軍
事
的
・
政
治
的
に
せ
め
ぎ
あ

う
よ
う
な
意
味
で
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

第
二
節　

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
よ
る
ク
レ
タ
支
配

　

そ
の
中
で
、例
外
的
に
地
域
内
部
で
の
政
治
的
な
せ
め
ぎ
合
い
が
長
く
続
い
た
時
代
が
、一
三
世
紀
で
あ
る
。
ク
レ
タ
史
の
な
か
で
は
、ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
の
支
配
が
始
ま
っ
た
最
初
の
一
世
紀
の
間
は
、
新
し
い
支
配
者
で
あ
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
に
対
し
、
原
住
の
ギ
リ
シ
ア
人
の
反
乱
が

相
次
い
だ
、
戦
乱
の
時
代
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

　

ク
レ
タ
に
対
し
て
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
自
国
の
市
民
を
入
植
さ
せ
る
政
策
を
と
り
、
一
三
世
紀
前
半
に
四
回
の
公
的
入
植
を
実
施
し
た
。
そ

の
他
に
、
私
的
な
か
た
ち
で
ク
レ
タ
に
移
住
し
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
、
そ
の
他
の
イ
タ
リ
ア
半
島
出
身
者
を
含
め
れ
ば
、
千
人
〜
三
千
人
規
模

の
人
口
の
移
動
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
ラ
テ
ン
系
の
移
住
者
た
ち
は
、
全
島
に
ば
ら
ば
ら
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
訳
で
は

な
く
、
北
部
の
港
湾
都
市
（
カ
ン
デ
ィ
ア
、
レ
シ
ム
ノ
ン
、
カ
ネ
ア
、
シ
テ
ィ
ア
）
に
集
中
し
て
居
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
港
湾

都
市
で
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
主
導
で
港
湾
施
設
や
城
壁
の
建
設
が
進
め
ら
れ
て
外
部
の
陸
上
空
間
か
ら
独
立
し
て
海
上
交
通
網
に
接
続
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
が
廃
さ
れ
、
そ
の
教
会
施
設
が
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
も
の
へ
と
転

用
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
新
規
に
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会
が
建
設
さ
れ
て
い
っ
た
り
し
た
。
い
わ
ば
、
都
市
空
間
の
ラ
テ
ン
・
カ
ト
リ
ッ

ク
化
が
進
行
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
統
治
は
、
港
湾
都
市
に
お
け
る
支
配
を
固
め
、
周
囲
へ
と
支
配
の
手
を
広
げ
て
い
こ

う
と
す
る
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
都
市
空
間
の
変
化
は
そ
う
し
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
統
治
政
策
を
は
っ
き
り
と
物
語
っ
て
い
る
。

　

で
は
、
ク
レ
タ
に
お
い
て
は
、
ラ
テ
ン
＝
カ
ト
リ
ッ
ク
と
、
ギ
リ
シ
ア
正
教
と
い
う
二
つ
の
文
明
圏
の
対
峙
は
地
理
的
に
可
視
化
で
き
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
は
換
言
す
れ
ば
、
ク
レ
タ
島
は
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
議
論
の
た
め
に
有

（
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用
な
の
は
、
紛
争
史
の
議
論
で
あ
る
。
ク
レ
タ
に
お
け
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
統
治
は
、
第
四
回
十
字
軍
以
降
の
、
他
の
ラ
テ
ン
＝
カ
ト
リ
ッ
ク

系
の
勢
力
に
よ
る
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
圏
の
支
配
と
比
べ
て
も
、
紛
争
が
少
な
か
っ
た
地
域
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
例
外
的
に
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
の
支
配
が
始
ま
っ
た
一
三
世
紀
に
つ
い
て
は
、
ア
ル
コ
ン
（
ギ
リ
シ
ア
系
の
地
方
名
望
家
）
を
主
体
と
し
た
、
対
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

反
乱
が
相
次
い
だ
時
代
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
反
乱
は
、
年
代
記
や
文
書
史
料
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
一
三
世
紀
に
七
回
生
じ
て
お

り
、
さ
ら
に
一
四
世
紀
に
も
三
回
の
反
乱
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
紛
争
の
存
在
自
体
か
ら
す
れ
ば
、
政
治
的
動
態
に
お
い
て
ク
レ
タ

は
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
正
当
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
も
映
る
。

　

た
だ
し
、
反
乱
の
詳
細
に
目
を
向
け
る
と
、
結
論
か
ら
い
え
ば
、
実
は
地
域
間
の
対
立
は
明
確
な
暴
力
の
か
た
ち
を
と
っ
て
は
現
れ
て
い
な

い
。
そ
の
根
拠
は
以
下
の
三
点
に
纏
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
第
一
に
、反
乱
が
全
島
規
模
の
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
い
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

反
乱
が
起
き
た
と
特
定
さ
れ
る
地
域
は
、
島
西
部
の
狭
量
な
山
間
地
域
（
キ
サ
モ
ス
、
ス
フ
ァ
キ
ア
、
ミ
ュ
ロ
ポ
タ
モ
ス
）
に
限
定
さ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
ク
レ
タ
に
お
い
て
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
系
の
住
民
と
ギ
リ
シ
ア
系
の
住
民
の
対
立
が
、
紛
争
の
か
た
ち
を
と
っ
て
現
れ
て
い
た
と

断
じ
る
こ
と
は
難
し
い
。
第
二
に
、
紛
争
に
関
わ
っ
た
住
民
、
と
く
に
ギ
リ
シ
ア
系
住
民
の
数
も
必
ず
し
も
多
く
は
見
積
も
れ
な
い
。
一
五
世

紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
デ
・
モ
ナ
チ
ス
の
も
の
し
た
年
代
記
に
お
け
る
反
乱
の
叙
述
で
は
戦
闘
描
写
は
限
ら
れ
て
お
り
、
紙
幅

の
多
く
は
平
和
回
復
の
た
め
の
交
渉
の
プ
ロ
セ
ス
に
費
や
さ
れ
る
。
ま
た
、
年
代
記
の
中
で
言
及
さ
れ
る
ギ
リ
シ
ア
系
住
民
も
ほ
ぼ
ア
ル
コ
ン

に
限
ら
れ
て
お
り
、
反
乱
者
が
農
民
や
教
会
勢
力
と
い
っ
た
幅
広
い
社
会
集
団
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
事
例
が
多
い
。
そ
し
て
第
三
に
、

こ
う
し
た
紛
争
と
ク
レ
タ
島
外
の
勢
力
と
の
関
連
性
が
薄
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
特
に
一
二
〇
四
年
以
降
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
の
対

立
の
局
面
に
あ
っ
た
ビ
ザ
ン
ツ
系
の
国
家
は
、
ク
レ
タ
に
お
い
て
頻
発
す
る
紛
争
に
対
し
て
効
果
的
に
介
入
す
れ
ば
、
島
を
取
り
戻
す
こ
と
も

可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
史
料
上
で
確
認
で
き
る
か
ぎ
り
、
ビ
ザ
ン
ツ
系
勢
力
が
明
確
に
軍
事
介
入
し
た
の
は
、
一
二
二
八
年

か
ら
一
二
三
五
年
ま
で
続
い
た
反
乱
に
、
ニ
カ
イ
ア
帝
国
の
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
三
世
ヴ
ァ
タ
ツ
ェ
ス
が
出
兵
し
た
事
例
を
数
え
る
に
過
ぎ
な
い
。
し

か
も
、
こ
の
時
の
反
乱
も
最
終
的
に
は
ア
ル
コ
ン
た
ち
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
の
和
平
を
選
択
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ビ
ザ
ン
ツ
勢
力
が
む
し
ろ

（
10
）

（
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）
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孤
立
す
る
か
た
ち
で
結
末
を
迎
え
て
い
る
。
以
上
か
ら
、
ギ
リ
シ
ア
系
住
民
の
蜂
起
は
、
あ
く
ま
で
も
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
支
配
を
受
け
入
れ
る

こ
と
を
前
提
と
し
た
交
渉
を
よ
り
重
視
し
て
い
た
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
三
世
紀
の
ク
レ
タ
で
は
確
か
に
多
く
の
紛
争
が
起
こ
っ

た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
政
治
的
対
立
構
造
を
そ
の
ま
ま
ラ
テ
ン
＝
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
と
ギ
リ
シ
ア
正
教
世
界
の
対
立
と
し
て
理

解
し
、
ク
レ
タ
を
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
み
な
す
根
拠
と
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
性
急
に
す
ぎ
る
と
い
え
よ
う
。

　

第
三
節　

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
の
都
市
空
間

　

次
に
、
北
部
の
港
湾
都
市
の
空
間
を
、
ラ
テ
ン
＝
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
空
間
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
考
え
て
み
た

い
。
ラ
テ
ン
化
さ
れ
た
港
湾
都
市
の
う
ち
、
内
部
の
状
況
を
詳
細
に
検
討
で
き
る
の
は
、
首
府
と
な
っ
た
カ
ン
デ
ィ
ア
市
で
あ
る
。
カ
ン
デ
ィ

ア
市
は
市
壁
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
た
旧
市
街
と
市
壁
外
に
伸
び
た
新
市
街
の
二
つ
の
部
分
に
明
瞭
に
分
か
れ
て
お
り
、
一
三
世
紀
に
支
配
者
で

あ
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
系
住
民
の
手
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
集
中
的
な
都
市
改
造
の
結
果
、
旧
市
街
が
ラ
テ
ン
的
空
間
、
新
市
街
が
正
教
会
的
空

間
と
な
る
か
た
ち
で
宗
教
的
分
離
が
進
行
し
た
と
す
る
理
解
が
な
さ
れ
て
き
た
。こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、や
は
り
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
は
市
壁
に
よ
っ

て
可
視
化
さ
れ
る
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
近
年
、
カ
ン
デ
ィ
ア
市
内
の
教
会
の
ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
に
つ
い
て
精
力
的
な
研
究
を
行
っ
た
Ｍ
・
ヨ
ル
ゴ
プ
ル
の
見
解
は
そ
の
よ
う

な
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
理
解
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
ヨ
ル
ゴ
プ
ル
が
着
目
し
た
の
は
、
ス
イ
ス
出
身
の
将
校
Ｈ
・
Ｒ
・
ヴ
ェ
ル
ト
ミ
ュ
ー

ラ
ー
の
命
に
よ
っ
て
一
六
六
八
年
か
ら
翌
六
九
年
に
か
け
て
作
成
さ
れ
た
カ
ン
デ
ィ
ア
市
の
都
市
図
で
あ
る
。
こ
の
都
市
図
の
な
か
に
は

一
三
五
も
の
教
会
施
設
が
詳
細
に
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
多
く
は
創
建
が
中
世
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ヨ
ル
ゴ
プ
ル
は
そ
の
教

会
施
設
の
宗
派
を
割
り
出
す
作
業
を
行
っ
た
。
ヨ
ル
ゴ
プ
ル
は
ま
ず
Ｇ
・
ゲ
ロ
ー
ラ
が
一
八
九
九
年
に
行
っ
た
教
会
調
査
の
報
告
書
お
よ
び
調

査
中
に
撮
映
し
た
古
写
真
を
利
用
し
て
、
主
に
建
築
史
的
見
地
か
ら
宗
派
を
同
定
す
る
作
業
を
行
っ
た
。
次
に
、
そ
れ
ら
の
教
会
施
設
が
文
書

史
料
の
中
で
い
つ
か
ら
言
及
さ
れ
始
め
る
の
か
を
、
一
三
世
紀
か
ら
一
五
世
紀
ま
で
の
期
間
を
対
象
と
し
て
入
念
に
検
討
し
た
の
で
あ
る
。
そ

（
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の
膨
大
な
デ
ー
タ
は
、
一
九
九
六
年
に
提
出
さ
れ
た
彼
女
の
博
士
学
位
請
求
論
文
に
丁
寧
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
二
〇
〇
一
年
に
上

梓
さ
れ
た
彼
女
の
著
書
に
お
い
て
、
さ
ら
に
簡
潔
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

　

彼
女
の
研
究
が
示
し
て
い
る
の
は
、
宗
派
の
境
界
と
市
壁
と
の
関
連
性
が
曖
昧
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
時
代
に
よ
っ
て
そ
の
関
連
性
が
変
化

し
て
い
く
こ
と
の
二
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
と
く
に
二
〇
〇
一
年
の
著
書
に
お
い
て
示
さ
れ
た
教
会
の
ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
に
基
づ
い
て
彼
女
の

研
究
の
概
要
を
説
明
し
て
お
き
た
い
。
地
図
に
基
づ
い
て
説
明
す
る
と
、ま
ず
ヨ
ル
ゴ
プ
ル
の
調
査
の
う
ち
一
三
〇
三
年
の
教
会
の
分
布
で
は
、

旧
市
街
（
キ
ヴ
ィ
タ
ス
）
に
お
い
て
は
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
、
新
市
街
（
ブ
ル
グ
）
に
お
い
て
は
正
教
会
が
そ
れ
ぞ
れ
集
中
し
て
立

地
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
旧
市
街
と
新
市
街
と
を
分
け
る
市
壁
が
宗
派
を
分
け
る
線
と
概
ね
一
致
し
て
い
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
分
離
は
完

全
で
は
な
く
、
旧
市
街
の
内
部
に
正
教
会
が
あ
る
場
合
や
、
逆
に
市
壁
の
南
部
の
門
か
ら
南
に
伸
び
る
施
療
院
通
りV

ia dello Spedale

近
辺

を
中
心
に
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
時
代
を
追
っ
た
変
化
を
み
て
み
る
と
、
一
三
二
三
年
の
宗

教
施
設
の
分
布
に
お
い
て
は
、市
壁
内
に
は
新
た
に
二
つ
の
正
教
会
の
教
会
施
設
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
以
上
か
ら
、シ
ナ
ゴ
ー

グ
を
中
心
と
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
地
区
が
市
壁
内
部
の
空
間
の
な
か
に
あ
っ
て
さ
ら
に
壁
に
よ
っ
て
分
離
さ
れ
て
い
る
の
と
は
対
照
的
に
、ロ
ー
マ
・

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
宗
派
が
占
有
す
る
空
間
と
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
の
宗
派
が
占
有
す
る
空
間
は
、
市
壁
に
よ
っ
て
明
確
に
区
切
ら
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
さ
ら
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
多
か
っ
た
市
壁
内
に
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
が
建
設
さ
れ
る
こ
と
で
、
時

を
追
う
に
従
っ
て
宗
派
の
分
布
の
モ
ザ
イ
ク
化
が
進
ん
だ
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
都
市
の
空
間
利
用
の
問
題
と
し
て
み
た
と
き
、
市
壁
を

も
っ
て
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
棲
み
分
け
る
べ
き
領
域
が
規
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
よ
う
に
、
ク
レ
タ
に
お
い
て
は
宗
派

間
の
境
界
は
地
理
的
領
域
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と
可
視
化
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

（
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聖フランチェスコ教会
（カトリック）

地図 カンディア市の都市プランおよび主な教会 

N 

 新市街（ブルグ）

 市壁内（キヴィタス） 

 施療院通り

 シナイ山修道院（正教会）

 ユダヤ人

 地区

聖ゲオルギオス女子修道院 

聖ペテロ教会
（カトリック） 

（カトリック） 

 総督宮 聖カテリナ女子修道院
 聖テトス教会（カトリック） 

 聖マルコ教会（カトリック）

（カトリック） 

小
括

　

以
上
、
ク
レ
タ
に
お
け
る
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
問
題
を
、
紛
争
史
研
究

と
ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
に
よ
っ
て
考
察
し
て
き
た
。
こ
こ
で
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
の
は
、
紛
争
の
よ
う
な
明
確
な
政
治
的
対
立
構
造
を
含
ん
だ
事

件
に
よ
っ
て
可
視
化
さ
れ
た
り
、
市
壁
な
ど
の
区
分
に
よ
っ
て
明
確
に

切
り
分
け
ら
れ
て
い
た
り
、
と
い
っ
た
地
理
空
間
上
に
お
い
て
明
確
な

線
や
面
の
か
た
ち
で
「
見
え
る
」
も
の
と
し
て
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
設
定

す
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
よ
り
細
か
く
街

区
を
み
て
、
住
民
分
布
を
み
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
宗
派
の
分
離
を
地
理

空
間
の
問
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
残
念

な
が
ら
そ
う
し
た
都
市
内
の
地
区
毎
の
詳
し
い
宗
派
分
布
を
明
ら
か
に

す
る
作
業
は
、
都
市
社
会
史
料
の
最
も
充
実
し
た
カ
ン
デ
ィ
ア
市
の
場

合
に
お
い
て
も
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
も
し
史
料
が
残
存
し
て
そ
の

よ
う
な
作
業
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
主
に
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
側

の
宗
派
分
布
が
モ
ザ
イ
ク
化
し
て
い
く
、
と
い
う
ヨ
ル
ゴ
プ
ル
の
結
論

を
大
き
く
覆
す
こ
と
に
は
な
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
紛
争
や
市
壁

の
問
題
を
考
え
る
こ
と
で
地
理
的
に
可
視
化
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、「
見

え
な
い
」
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
成
否
に
つ
い
て
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。



駒沢史学84号（2015） 62

第
二
章　

遺
言
書
資
料
に
み
る
「
見
え
な
い
」
境
界

　　

前
章
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
派
と
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
の
宗
派
の
分
離
の
問
題
は
、
空
間
的
に
明
確
に
可
視

化
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
え
る
。
そ
こ
で
一
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
、そ
も
そ
も
同
じ
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
の
信
徒
と
、
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
の
信
徒
は
、
互
い
の
間
に
あ
る
宗
教
的
境
界
の
壁
を
認
識
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
重
要
と
な
っ
て
く
る
の
は
遺
言
書
史
料
と
そ
れ
に
基
づ
く
社
会
史
研
究
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
遺
言
書
史
料

を
精
査
し
た
Ｓ
・
マ
ッ
キ
ー
に
よ
っ
て
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
の
双
方
に
寄
進
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
複
数
の

事
例
が
発
見
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
マ
ッ
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
遺
言
書
の
作
成
を
依
頼
し
た
人
物
、
す
な
わ
ち
遺
言
人
は
キ
リ
ス
ト
教

内
部
の
宗
教
的
境
界
の
壁
を
越
え
る
ひ
と
た
ち
で
あ
っ
た
。
マ
ッ
キ
ー
は
こ
の
遺
言
書
史
料
の
分
析
結
果
に
も
と
づ
い
て
、
ク
レ
タ
島
に
お
い

て
は
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
の
あ
い
だ
の
宗
教
的
境
界
は
越
境
を
許
容
す
る
よ
う
な
透
過
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る

と
結
論
付
け
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
マ
ッ
キ
ー
の
主
張
は
、
本
稿
に
お
け
る
議
論
に
と
っ
て
お
お
き
な
意
味
を
も
つ
が
、
残
念
な
こ
と
に
彼
女
の
分
析
は
お
お
む
ね
個
別
事

例
の
検
討
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
越
境
行
為
が
ク
レ
タ
の
社
会
の
な
か
で
ど
の
程
度
許
容
さ
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
踏
み
込

ん
で
議
論
を
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
彼
女
が
主
著
に
お
け
る
分
析
の
対
象
と
し
、
彼
女
自
身
が
刊
行
し
た
遺
言
書
史
料
の
詳
細
を

再
検
討
す
る
こ
と
で
、
中
世
ク
レ
タ
に
お
け
る
宗
教
的
境
界
を
ど
の
よ
う
に
定
義
で
き
る
の
か
を
考
え
て
い
き
た
い
。

第
一
節　

ク
レ
タ
の
遺
言
書
史
料

　

ま
ず
、
本
章
で
扱
う
遺
言
書
史
料
に
つ
い
て
の
説
明
を
し
て
お
き
た
い
。
中
世
に
お
い
て
は
財
産
分
与
や
救
霊
を
目
的
と
し
て
、
お
び
た
だ

し
い
数
の
遺
言
書
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
カ
ン
デ
ィ
ア
市
に
お
い
て
も
同
様
に
多
く
の
遺
言
書
が
作
成
さ
れ
た
。
遺
言

（
22
）

（
23
）
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の
慣
習
時
代
は
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
特
有
の
も
の
で
は
な
く
、ビ
ザ
ン
ツ
、イ
ス
ラ
ー
ム
、ユ
ダ
ヤ
教
徒
も
同
様
に
遺
言
の
習
慣
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
な
か
で
、
遺
言
書
を
作
成
す
る
可
能
性
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。

　

カ
ン
デ
ィ
ア
市
で
は
、
多
様
な
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
反
映
し
て
ヘ
ブ
ラ
イ
語
や
ギ
リ
シ
ア
語
の
遺
言
書
も
作
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

本
稿
の
考
察
が
焦
点
を
あ
て
て
い
る
一
四
世
紀
に
関
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
ラ
テ
ン
語
も
し
く
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
語
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ

た
も
の
の
み
が
現
存
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
ラ
テ
ン
語
や
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
語
で
書
か
れ
た
遺
言
書
史
料
は
、
証
書
自
体
が
残
存
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
在
は
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
の
国
立
文
書
館
の
所
蔵
に
な
る
、
カ
ン
デ
ィ
ア
市
の
公
証
人
帳
簿
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
。
公
証
人
は
依
頼
人
と
な
る
遺
言
人
の
求
め

に
応
じ
て
、
不
特
定
の
証
人
の
立
ち
会
い
の
も
と
に
遺
言
書
を
作
成
し
た
。
一
方
で
、
公
証
人
は
そ
の
遺
言
書
の
内
容
を
自
分
の
帳
簿
に
記
載

す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
帳
簿
は
ク
レ
タ
総
督
に
対
し
て
納
入
さ
れ
、
総
督
の
書
庫
の
な
か
で
保
管
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
、
公
証
人

が
作
成
す
る
ほ
か
の
契
約
文
書
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
以
上
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
、
私
人
で
あ
る
公
証
人
の
作
成
し
た
証
書
が

公
的
に
認
証
さ
れ
、
紛
争
を
未
然
に
防
い
だ
り
、
紛
争
が
生
じ
た
さ
い
の
解
決
の
糸
口
と
な
る
有
力
な
証
拠
と
し
て
利
用
さ
れ
た
り
す
る
こ
と

と
な
る
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
カ
ン
デ
ィ
ア
と
い
う
都
市
は
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
面
か
ら
み
て
多
様
性
を
も
つ
空
間
で
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で

営
ま
れ
て
い
た
生
活
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の
史
料
は
、
少
な
く
と
世
紀
に
限
っ
て
は
支
配
者
で
あ
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
の
使
っ
て
い
た
ラ
テ

ン
語
や
イ
タ
リ
ア
語
で
記
さ
れ
た
も
の
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。し
か
し
、だ
か
ら
と
い
っ
て
史
料
に
登
場
す
る
人
物
が
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
系
の
人
間
で
占
め
ら
れ
る
訳
で
は
な
い
。
史
料
の
な
か
に
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
以
外
の
出
身
で
あ
る
こ
と
を
伺
わ
せ
る
イ
タ
リ
ア
出
身

者
の
ほ
か
、
そ
の
名
前
か
ら
ユ
ダ
ヤ
人
や
ギ
リ
シ
ア
人
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ

た
公
証
人
記
録
の
な
か
に
の
こ
さ
れ
た
遺
言
書
の
な
か
か
ら
、複
数
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
重
な
り
合
い
を
読
み
解
く
こ
と
も
ま
た
可
能
と
な
る
。

（
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）

（
25
）



駒沢史学84号（2015） 64

第
二
節　

宗
教
心
性
の
セ
グ
レ
ゲ
ー
シ
ョ
ン

　

マ
ッ
キ
ー
が
刊
行
し
た
遺
言
書
史
料
集
は
、
一
三
二
〇
年
か
ら
一
四
一
二
年
ま
で
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
採
録
さ
れ
た
総
数
は
七
九
〇
通

を
数
え
る
。
以
上
の
史
料
か
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
宗
派
間
の
関
係
が
浮
か
び
上
が
る
の
だ
ろ
う
か
。
史
料
集
を
刊
行
し
た
マ
ッ
キ
ー
自
身
の
研

究
は
、
こ
の
な
か
に
相
当
数
の
「
宗
派
を
越
え
る
」
意
識
・
行
動
を
示
す
遺
言
書
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
が
妥
当
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
カ
ン
デ
ィ
ア
と
い
う
都
市
に
お
い
て
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
設
定
す
る
こ
と
自
体
の
意
味
が
大
き
く
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
彼
女
の
研
究
で
は
、
そ
う
し
た
遺
言
書
の
実
数
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。「
宗
派
を
越
え
る
」
遺
言
書
の
実
数
は
な
お
検
討
を
要
す
る

課
題
で
あ
る
。
マ
ッ
キ
ー
が
こ
う
し
た
遺
言
書
の
実
数
を
示
し
て
い
な
い
一
因
と
し
て
推
測
さ
れ
る
の
は
、
彼
女
が
教
会
施
設
と
宗
派
の
関
係

に
つ
い
て
詳
細
な
把
握
を
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
先
に
あ
げ
た
ヨ
ル
ゴ
プ
ル
の
教
会
ト
ポ

グ
ラ
フ
ィ
研
究
に
も
と
づ
い
て
教
会
の
宗
派
を
決
定
す
る
。
ま
た
、
ヨ
ル
ゴ
プ
ル
の
分
析
の
対
象
は
、
あ
く
ま
で
カ
ン
デ
ィ
ア
の
市
域
に
あ
る

教
会
施
設
の
み
で
あ
り
、
遺
言
書
の
な
か
で
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
、
カ
ン
デ
ィ
ア
以
外
の
都
市
や
村
落
部
の
教
会
施
設
に
つ
い
て
は
触
れ
ら

れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
二
点
に
お
い
て
分
類
す
る
。
ヨ
ル
ゴ
プ
ル
が
参
考
に
し
た
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
ゲ
ロ
ー
ラ
の
教

会
分
布
調
査
に
基
づ
い
て
可
能
な
か
ぎ
り
、
宗
派
の
別
を
確
か
め
る
。
こ
う
し
た
手
法
で
も
宗
派
を
確
か
め
ら
れ
な
い
教
会
の
ほ
と
ん
ど
は
、

そ
も
そ
も
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
系
で
あ
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
系
住
民
の
ほ
と
ん
ど
い
な
い
村
落
に
立
地
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
正
教
会
で
あ
る

可
能
性
が
高
い
と
い
え
る
。ま
た
、明
ら
か
に
ギ
リ
シ
ア
語
で
聖
職
者
を
表
す
単
語
が
ラ
テ
ン
語
に
翻
訳
さ
れ
ず
、そ
の
ま
ま
ラ
テ
ン
・
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
表
記
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
は
そ
も
そ
も
史
料
が
ラ
テ
ン
語
だ
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
正
教
会
の
聖
職
者

を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
を
表
一
に
則
し
て
い
ま
い
ち
ど
整
理
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
①
カ
ト
リ
ッ
ク
の
み
と
排
他
的
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
遺

言
書
、
ま
ず
、
③
正
教
会
の
み
と
排
他
的
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
遺
言
書
、
⑤
正
教
会
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
双
方
と
関
係
し
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
な
遺
言
書
、
と
は
、
ヨ
ル
ゴ
プ
ル
の
教
会
ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
に
基
づ
い
て
、
教
会
施
設
の
宗
派
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
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（
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遺
言
書
や
、
聖
職
者
の
名
称
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
カ
ト
リ
ッ
ク
や
正
教
会
を
表
す
と
断
定
で

き
る
遺
言
書
の
み
を
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
次
に
、
②
カ
ト
リ
ッ
ク
の
み
と
排
他
的
に
関

係
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
遺
言
書
、
④
正
教
会
の
み
と
排
他
的
に
関
係
し
て
い
る
可
能
性

が
高
い
遺
言
書
、
⑥
正
教
会
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
双
方
と
関
係
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
遺
言

書
と
は
、
ゲ
ロ
ー
ラ
の
教
会
分
布
調
査
に
基
づ
い
て
、
あ
る
い
は
都
市
や
村
落
と
い
っ
た
立

地
条
件
に
基
づ
い
て
宗
派
が
推
定
で
き
る
こ
と
、
ま
た
聖
職
者
の
名
称
か
ら
宗
派
を
推
定
で

き
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

以
上
の
条
件
で
史
料
を
分
析
し
た
結
果
を
表
一
に
お
い
て
示
し
た
。
宗
教
的
越
境
を
示
す

遺
言
書
は
表
一
の
⑤
の
三
三
通
、
宗
教
的
越
境
を
示
す
可
能
性
の
高
い
遺
言
書
は
表
一
の
⑥

に
あ
げ
た
二
五
通
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
史
料
数
だ
け
考
え
る
と
多
い
よ
う
に
思
え
る
が
、

こ
れ
は
全
史
料
中
の
七
％
に
相
当
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
一
方
で
、
宗
教
的
排
他
性
を
示
す
遺

言
書
は
表
一
の
①
（
二
九
一
通
）
お
よ
び
③
（
一
四
五
通
）
お
よ
び
⑨
（
七
通
）、
宗
教
的

排
他
性
を
示
す
可
能
性
が
高
い
遺
言
書
は
表
一
の
②
（
四
五
通
）
お
よ
び
④
（
四
一
通
）
に

の
ぼ
っ
て
お
り
、
最
低
で
も
五
五
％
、
最
大
に
見
積
も
っ
て
六
七
％
の
遺
言
書
は
、
遺
言
者

と
教
会
が
宗
派
的
に
み
て
排
他
的
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ

の
よ
う
な
数
字
の
概
算
に
よ
っ
て
量
的
に
把
握
す
る
こ
と
で
、
少
な
く
と
も
マ
ッ
キ
ー
が
主

張
す
る
よ
う
な
「
宗
派
を
越
え
る
」
行
動
や
意
識
が
相
当
数
確
認
で
き
る
と
は
い
え
、
そ
れ

を
都
市
社
会
全
体
の
傾
向
と
し
て
強
調
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
で
は
、

五
八
通
を
数
え
る
「
宗
派
を
越
え
る
」
性
格
を
も
つ
（
も
し
く
は
そ
の
可
能
性
が
高
い
）
遺

表１. 遺言書史料にみる宗派
①カトリックのみと関係 291
②カトリックのみと関係している可能性が高い 46
③正教会のみと関係 124
④正教会のみと関係している可能性が高い 41
⑤カトリックと正教会と関係 33
⑥カトリックと正教会と関係している可能性が高い 25
⑦教会名・聖職者名から宗派を判別できない 22
⑧宗教的な内容なし 200
⑨ユダヤ教のみと関係 7
判断できる分量がない 1

Wills from Late Medieval Venetian Crete 1312-1420 , ed. S. McKee, 3vols.,（Washington, D. C., 
1998）に収録された遺言書にもとづいて作成
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言
書
資
料
は
カ
ン
デ
ィ
ア
に
お
け
る
宗
派
間
の
境
界
を
理
解
す
る
う
え
で
ど
の
よ
う
に
資
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
考
察
に
お
い
て
欠
か
せ

な
い
の
が
以
下
に
続
け
る
、
遺
言
書
の
質
的
分
析
で
あ
る
。

第
三
節　

宗
派
を
越
え
る
遺
言
書

　

な
ぜ
、
カ
ン
デ
ィ
ア
の
住
民
た
ち
の
残
し
た
遺
言
書
の
な
か
に
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
の
双
方
と
の
関
わ
り
が
あ

る
こ
と
を
示
す
資
料
が
相
当
数
み
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
マ
ッ
キ
ー
は
地
縁
や
人
的
関
係
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
理
由
を
挙
げ

て
い
る
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
後
程
述
べ
る
が
、
マ
ッ
キ
ー
は
、
こ
う
し
た
多
様
な
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
こ
そ
が
カ
ン
デ
ィ
ア
に
お
け
る
エ

ス
ニ
シ
テ
ィ
間
の
垣
根
を
下
げ
て
い
た
こ
と
の
証
左
だ
と
す
る
。
こ
の
結
論
自
体
に
は
首
肯
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
の
、
人
間
の
関
係
や
距
離

の
取
り
方
は
千
差
万
別
で
あ
る
。
マ
ッ
キ
ー
の
結
論
は
、
様
々
な
事
例
を
列
挙
し
た
だ
け
で
、
個
々
の
関
係
が
遺
言
者
に
と
っ
て
格
段
の
配
慮

を
要
す
る
「
強
い
」
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
ほ
ど
の
配
慮
を
必
要
と
し
な
い
「
弱
い
」
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
断

言
を
避
け
て
い
る
。
前
者
は
具
体
的
に
は
血
縁
・
縁
戚
関
係
で
あ
り
、
後
者
は
非
血
縁
的
家
族
関
係
や
地
縁
を
指
し
て
い
る
。

　

こ
の
う
ち
、
マ
ッ
キ
ー
が
重
視
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
に
前
者
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
二
点
挙
げ
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
マ
ッ
キ
ー
が
こ
の

「
宗
派
を
越
え
る
」
行
動
・
意
識
と
の
関
連
で
、
と
り
わ
け
異
宗
派
婚
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
男
女
や
、
そ
う
し
た
結
婚
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
子

供gasm
uli

に
つ
い
て
の
解
説
に
特
に
紙
幅
を
費
や
し
、
事
例
を
丁
寧
に
紹
介
し
て
い
る
。「
同
輩
」
や
「
友
人
」
と
比
べ
て
婚
姻
関
係
に
重
き

が
置
か
れ
る
の
は
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
大
き
な
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
彼
女
は
こ
の
章
を
「
我
ら
の
血
の
義
務
」
と
い

う
タ
イ
ト
ル
で
ま
と
め
て
お
り
、
異
宗
派
婚
な
ど
に
よ
る
血
縁
・
縁
戚
関
係
が
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
間
に
取
り
結
ば
れ
る
こ
と
を
、
カ
ン
デ
ィ
ア

市
に
お
い
て
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
が
超
克
さ
れ
て
い
た
、
こ
と
を
示
す
う
え
で
の
重
要
な
根
拠
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
マ
ッ
キ
ー
の
研
究
が
示
唆
す
る
よ
う
に
は
た
し
て
「
宗
派
を
越
え
る
」
行
動
・
意
識
は
、
異
な
る
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
強
く
繋
ぐ
よ

う
な
関
係
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
五
八
通
の
遺
言
書
の
事
例
に
即
し
て
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
の
五
八
通
の
内
訳
に
つ
い
て
、ま
ず
ジ
ェ
ン
ダ
ー

（
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）

（
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に
つ
い
て
み
る
と
、男
性
の
遺
言
書
が
三
三
通
、女
性
の
遺
言
書
が
二
五
通
で
あ
る
。
次
に
、遺
言
者
の
身
分
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
、

男
性
に
つ
い
て
は
男
性
自
身
が
名
乗
っ
て
い
る
家
門
名
か
ら
判
断
す
る
と
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
貴
族
で
あ
る
も
の
が
一
名
、
特
権
的
入
植
者
で
あ

る
も
の
が
一
六
名
、そ
の
他
、ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
や
イ
タ
リ
ア
出
身
者
が
八
名
お
り
、二
五
名
は
い
わ
ゆ
る
ラ
テ
ン
系
の
出
自
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
明
ら
か
に
ギ
リ
シ
ア
系
の
出
自
を
持
つ
も
の
は
わ
ず
か
六
名
に
留
ま
る
。
男
性
の
場
合
に
は
、「
宗
派
を
越
え
る
」
行
動
・
意
識
と
は

ほ
ぼ
ラ
テ
ン
系
住
民
の
そ
れ
で
あ
る
と
言
え
る
。
次
に
、
女
性
に
つ
い
て
み
よ
う
。
女
性
の
場
合
は
父
方
の
姓
を
名
乗
る
場
合
と
夫
方
の
姓
を

名
乗
る
場
合
に
大
別
さ
れ
る
。
夫
方
の
家
門
で
み
る
と
一
九
通
の
遺
言
書
に
お
い
て
遺
言
者
は
入
植
者
の
家
門
名
を
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
の
他
、ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
貴
族
家
門
出
身
者
を
夫
に
も
つ
者
が
三
名
、イ
タ
リ
ア
系
が
一
名
で
あ
る
。
夫
の
姓
か
ら
出
身
を
判
別
で
き
な

い
者
と
未
婚
の
者
そ
れ
ぞ
れ
一
名
を
除
く
と
、
ほ
ぼ
全
員
が
ラ
テ
ン
系
の
男
性
と
の
既
婚
者
で
あ
る
と
い
え
る
。
他
方
、
父
方
に
つ
い
て
は
不

明
の
事
が
多
い
。
判
明
し
て
い
る
事
例
を
み
て
い
く
と
、特
権
的
入
植
者
の
出
身
が
六
名
、ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
貴
族
家
門
の
出
自
を
持
つ
も
の
が
一

名
、そ
の
他
イ
タ
リ
ア
系
の
者
が
一
名
、ギ
リ
シ
ア
系
の
出
自
を
持
つ
者
が
四
名
で
あ
る
。
女
性
の
場
合
、「
宗
派
を
越
え
る
」
行
動
・
意
識
が
確

認
で
き
る
遺
言
書
の
遺
言
人
は
、
ラ
テ
ン
系
の
男
性
と
結
婚
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
は
あ
る
も
の
の
、
女
性
側
の
出
自
に
共
通
し
た
特
徴
を
見

出
す
こ
と
は
難
し
い
。

　

次
に
、
異
宗
派
婚
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
男
女
の
遺
言
書
で
分
け
て
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
場
合
、
親
族
内
に

異
宗
派
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
人
物
が
い
る
か
ど
う
か
が
大
き
な
鍵
と
な
る
。
ま
ず
、
男
性
に
つ
い
て
み
て
み
る
。
男
性
の
場
合
、
配
偶
者

な
い
し
親
族
に
異
宗
派
で
あ
る
と
は
っ
き
り
分
か
る
人
物
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
唯
一
、
公
証
人
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
・
ボ
ノ
の

残
し
た
遺
言
書
に
お
い
て
は
、
遺
言
者
が
ギ
リ
シ
ア
系
女
性
と
婚
姻
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
で

あ
る
聖
ミ
カ
エ
ル
・
ア
ル
カ
ン
ゲ
リ
教
会
へ
の
埋
葬
の
希
望
と
寄
進
が
確
認
で
き
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
た
だ
し
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
へ
の
寄

進
に
つ
い
て
、
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
・
ボ
ノ
は
「
私
が
そ
こ
で
ギ
リ
シ
ア
語
を
習
得
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
一
方
、
妻
と
正
教
会
と
の
関
係
に
つ
い

て
一
切
触
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
妻
の
実
家
で
あ
る
サ
ク
リ
キ
家
と
こ
の
教
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
情
報
は
な
い
。
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以
上
か
ら
、
ボ
ノ
が
血
縁
関
係
に
配
慮
し
て
、
正
教
会
で
の
埋
葬
を
希
望
し
寄
進
を
表
明
し
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で

も
ギ
リ
シ
ア
語
習
得
と
い
う
彼
自
身
の
目
的
が
達
成
さ
れ
た
た
め
に
、
謝
礼
の
意
味
で
寄
進
が
な
さ
れ
て
い
る
と
み
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。

後
に
の
べ
る
、「
弱
い
」
関
係
と
と
ら
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
次
に
、
女
性
に
関
し
て
は
、
四
例
の
事
例
が
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

五
八
通
の
遺
言
書
に
お
い
て
明
確
に
ギ
リ
シ
ア
系
住
民
と
ラ
テ
ン
・
カ
ト
リ
ッ
ク
系
住
民
の
あ
い
だ
の
結
婚
と
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

と
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
の
双
方
に
寄
進
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
関
連
づ
け
て
理
解
で
き
る
事
例
と
い
う
の
は
、
た
っ
た
四
例
に
と
ど
ま
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、「
宗
派
を
越
え
る
」
行
動
・
意
識
と
異
宗
派
婚
の
関
連
性
を
主
張
し
、
さ
ら
に
は
そ
こ
か
ら
エ
ス
ニ

シ
テ
ィ
の
融
合
・
混
淆
に
ま
で
話
を
広
げ
る
マ
ッ
キ
ー
の
議
論
の
土
台
に
は
大
き
な
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

る
。

　

一
方
で
、
直
接
的
な
血
縁
や
婚
姻
関
係
に
な
い
「
弱
い
」
人
間
関
係
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
実
際
に
は
、
五
八
通
の
事
例
の
う
ち
多

数
を
占
め
る
の
は
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
以
下
、
遺
言
者
の
ハ
ウ
ス
ホ
ー
ル
ド
と
か
か
わ
っ
た
人
物
と
地
縁
の
二
点
に
つ
い
て
説
明
し
て

お
き
た
い
。

　

奴
隷
・
使
用
人
・
乳
母
と
い
っ
た
ハ
ウ
ス
ホ
ー
ル
ド
と
密
接
に
関
わ
る
人
物
も
ま
た
、
遺
言
者
の
宗
教
的
越
境
に
関
係
す
る
。
と
り
わ
け
入

植
者
の
ハ
ウ
ス
ホ
ー
ル
ド
は
こ
う
し
た
非
血
縁
の
人
物
を
抱
え
込
む
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
人
々
の
出
自
は
ギ
リ
シ
ア
人
で

あ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
境
遇
の
ギ
リ
シ
ア
人
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
女
性
は
入
植
者
の
ハ
ウ
ス
ホ
ー
ル
ド
で
の
勤
め
を
終
え

た
の
ち
に
正
教
会
の
修
道
院
に
入
り
、
修
道
女
と
し
て
老
後
を
過
ご
す
事
例
が
多
い
。
こ
の
と
き
、
元
雇
い
主
で
あ
る
遺
言
者
は
、
そ
の
宗
派

が
カ
ト
リ
ッ
ク
側
で
あ
る
場
合
で
も
宗
派
を
越
え
て
修
道
女
と
な
っ
た
元
奴
隷
や
使
用
人
と
の
個
人
的
な
関
係
を
維
持
し
て
お
り
、
し
ば
し
ば

彼
ら
を
遺
言
書
に
お
け
る
遺
贈
の
対
象
に
加
え
て
い
る
。

　

次
に
、
地
縁
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
遺
言
者
の
所
持
す
る
所
在
す
る
場
所
に
関
係
し
て
、
す
な
わ
ち
地
縁
の
た
め
に
遺
言
者
の
宗
教
心

性
が
宗
派
を
越
え
る
こ
と
も
あ
る
。
お
も
に
入
植
者
の
ハ
ウ
ス
ホ
ー
ル
ド
は
都
市
と
農
村
に
住
居
を
も
ち
、
双
方
を
行
き
来
し
て
い
た
と
考
え
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ら
れ
る
。
こ
う
し
た
生
活
形
態
か
ら
入
植
者
た
ち
は
、
都
市
生
活
者
と
し
て
の
顔
と
農
村
生
活
者
と
し
て
の
顔
の
、
二
つ
の
側
面
を
も
っ
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
農
村
に
お
い
て
人
口
の
ほ
と
ん
ど
は
ギ
リ
シ
ア
系
住
民
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
宗
派
的
に
は
ギ
リ
シ

ア
正
教
会
が
圧
倒
的
な
優
位
に
立
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
農
村
に
地
盤
を
お
い
た
入
植
者
が
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
と
の
何
ら
か
の
関
係
を
も

つ
機
会
は
多
分
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。
ど
の
よ
う
な
関
係
だ
っ
た
か
、
具
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
は
い
え
、
遺
言
書
史
料
に

お
い
て
も
関
係
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
例
が
見
出
さ
れ
る
。
八
通
の
遺
言
書
で
は
ラ
テ
ン
系
の
遺
言
者
が
、
自
ら
の
地
盤
が
あ
る
集
落
の
正

教
会
に
あ
て
て
寄
進
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
と
こ
ろ
で
は
、五
八
通
の
遺
言
書
の
う
ち
異
宗
派
婚
に
関
連
す
る
ケ
ー
ス
が
少
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。マ
ッ
キ
ー

の
主
張
の
よ
う
な
、「
宗
派
を
越
え
る
」
意
識
・
行
動
は
、
結
婚
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
個
人
と
個
人
、
親
族
と
親
族
の
間
の
強
い
結
び
つ
き

で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
宗
派
間
の
あ
い
だ
に
は
弱
く
多
様
な
結
び
つ
き
が
と
り
む
す
ば
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
関
係
を
容
認
す
る
雰
囲
気
が
社

会
に
お
い
て
醸
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
こ
そ
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。

第
四
節　

遺
言
者
の
身
分
と
寄
進
動
向

　

次
に
、
身
分
や
保
有
財
産
規
模
に
よ
っ
て
「
宗
派
を
越
え
る
」
意
識
・
行
動
に
違
い
が
生
じ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
て

み
よ
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
宗
派
を
越
え
る
」
意
識
・
行
動
が
確
認
で
き
る
遺
言
書
を
み
る
と
、
男
性
の
遺
言
者
に
関
し
て
は
ラ
テ
ン

系
と
く
に
入
植
者
の
出
自
を
持
つ
も
の
が
大
半
で
あ
り
、
か
つ
異
宗
派
婚
が
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
な
い
。
女
性
の
場
合
に
も
入
植
者
の
出
自
を

持
つ
夫
と
結
婚
し
て
い
る
事
実
は
あ
る
も
の
の
、
女
性
自
身
が
ギ
リ
シ
ア
系
の
出
自
で
あ
る
こ
と
を
示
す
史
料
は
少
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か

ら
「
宗
派
を
越
え
る
」
意
識
・
行
動
と
は
、
入
植
者
を
は
じ
め
と
し
た
社
会
的
な
上
層
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
と
い
え
る
。
で
は
、
都
市
社
会

の
中
層
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
宗
派
や
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
意
識
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
排
他
性
を
示
す
遺
言
書

の
遺
言
書
を
手
が
か
り
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。
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（
一
）
エ
リ
ー
ト
層

　

表
二
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
排
他
的
に
関
係
す
る
遺
言
者
と
、
正
教
会
に
排
他
的
に
関
係
す
る
遺
言
者
と
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
両

者
を
比
較
す
る
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
排
他
的
に
関
係
す
る
遺
言
者
に
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
貴
族
や
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
系
の
有
力
入
植
者
と
い
っ

た
エ
リ
ー
ト
層
が
多
く
み
と
め
ら
れ
る
。
一
方
で
、
正
教
会
と
排
他
的
に
関
係
す
る
遺
言
者
を
検
討
す
る
と
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
貴
族
や
入
植
者

は
少
な
く
な
る
。
以
上
の
よ
う
な
数
的
な
傾
向
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
関
係
す
る
社
会
集
団
は
支
配
者
層
で
あ
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
系
の
住
民

に
一
致
し
、
他
方
で
正
教
会
と
関
係
す
る
社
会
集
団
が
被
支
配
者
層
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
に
断
定
す
る
に

は
、
な
お
考
察
を
要
す
る
二
つ
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
非
エ
リ
ー
ト
の
人
々
の
存
在
で
あ
り
、
い
ま
ひ
と
つ
は
、
ス
リ
ア
ノ

Suriano

と
ラ
テ
ン
語
で
家
門
を
表
記
さ
れ
て
い
る
人
々
が
ギ
リ
シ
ア
系
な
の
か
ラ
テ
ン
系
な
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
（
二
）
都
市
民
中
層

　

最
初
の
問
題
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
排
他
的
に
関
係
す
る
遺
言
者
の
中
に
も
、
正
教
会
に
排
他
的
に
関
係
す
る
遺
言
者

の
中
に
も
、
相
当
数
の
非
入
植
者
・
非
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
貴
族
が
含
ま
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
遺
言
書
に
記
さ
れ
た
遺
産
の
総
額
は
比
較
的
低
く
、

財
産
規
模
も
小
さ
い
。
ま
た
、
カ
ン
デ
ィ
ア
の
公
証
人
に
遺
言
書
を
依
頼
し
て
い
る
こ
と
か
ら
都
市
住
民
の
可
能
性
は
高
い
。
お
そ
ら
く
こ
う

し
た
人
々
の
多
く
は
中
層
の
都
市
住
民
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
都
市
中
層
に
お
い
て
は
、
宗
派
間
の
境
界
は
乗
り
越
え
ら
れ
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。

　

こ
の
都
市
中
層
の
グ
ル
ー
プ
の
な
か
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
排
他
的
な
関
係
を
示
す
集
団
と
正
教
会
と
の
排
他
的
な
関
係
を
示
す
集
団
を
比

べ
る
と
、
二
つ
の
集
団
に
共
通
す
る
家
族
名
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
唯
一
の
例
外
は
ス
ク
ラ
ヴ
ォ
と
い
う
家
族
名
を
持
つ
グ
ル
ー

プ
で
、
ど
ち
ら
の
母
集
団
に
も
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
史
料
の
作
成
さ
れ
た
年
代
に
大
き
な
幅
が
あ
る
こ
と
、
ス
ク
ラ
ヴ
ォ
と
い
う
家
族
名

が
イ
タ
リ
ア
側
に
も
ビ
ザ
ン
ツ
側
に
も
存
在
す
る
家
門
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
ス
ク
ラ
ヴ
ォ
と
い
う
家
族
が
一
四
世
紀
初
頭
か
ら
一
五

世
紀
初
頭
に
か
け
て
存
在
し
、
か
つ
カ
ト
リ
ッ
ク
と
正
教
会
の
双
方
の
宗
派
を
自
ら
選
択
す
る
個
人
を
輩
出
し
て
い
た
可
能
性
は
低
い
と
言
え

（
58
）
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表2　カトリック・正教会のどちらかに排他的に関係する遺言者の身分

カトリックと排他的に関係する遺言者の身分

男性
（史料数　161通）

女性（史料数　175通）

父方の家門 夫方の家門 遺言者の
名乗る家門

ヴェネツィア貴族 20 2 12 0
入植者 71 52 96 3
有力家門の出身者ではない
もの 61 21 43 4

内訳　ヴェネツィア人 2 0 2 0
イタリア人 16 0 6 0

カトリック聖職者 3 0 0 0
アルコン 1 0 2 0
ユダヤ人 0 1 3 0
不明 0 2

正教会と排他的に関係する遺言者の身分

男性
（史料数　77通）

女性（史料数　88通）

父方の家門 夫方の家門 遺言者の
名乗る家門

ヴェネツィア貴族 3*（0） 1*（0） 2*（0） 0
入植者 6 6 21 0
有力家門の出身者ではない
もの 41（44**） 15（16**） 37（38**） 5

内訳　ヴェネツィア人 1 0 0 0
イタリア人 0 0 0 0

ビザンツ人 0 1 0 0
正教会司祭とその家族 11 3 4 0
アルコン 0 3 2 0
ユダヤ人 0 0 0 0
不明 4 3
*  Surianoがヴェネツィア貴族である場合
** Surianoが非有力家門である場合
Wills from Late Medieval Venetian Crete 1312-1420 , ed. S. McKee, 3vols.,（Washington, D. C., 
1998）に収録された遺言書にもとづいて作成
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る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
側
の
ス
ク
ラ
ヴ
ォ
家
と
正
教
会
側
の
ス
ク
ラ
ヴ
ォ
家
は
血
縁
関
係
の
な
い
別
個
の
家
族
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
排
他
的
な
関
係
を
示
す
集
団
と
正
教
会
と
の
排
他
的
な
関
係
を
示
す
集
団
に
は
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
を
も
っ
た
家
族
名

を
も
つ
遺
言
者
が
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
側
で
は｢D

e + 

地
名
」
に
よ
っ
て
本
人
な
い
し
親
族
の
出
身
を
示
す

事
例
が
多
く
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
出
身
地
名
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
ほ
か
、
パ
ド
ヴ
ァ
、
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
、
ヴ
ィ
チ
ェ
ン
ツ
ァ
と
い
っ
た
ヴ
ェ

ネ
ト
地
方
の
都
市
、
あ
る
い
は
フ
ォ
ル
リ
、
パ
ル
マ
、
ク
レ
モ
ナ
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
と
い
っ
た
エ
ミ
リ
ア
街
道
沿
い
の
都
市
な
い
し
は
そ
の
延
長

線
上
に
あ
る
ミ
ラ
ノ
や
ピ
エ
モ
ン
テ
地
方
に
大
別
さ
れ
る
。
そ
の
他
、
ト
ラ
ヴ
ェ
ル
サ
リ
オ
家
や
デ
・
ボ
イ
ア
ル
ド
家
と
い
っ
た
ロ
マ
ー
ニ
ャ

地
方
に
勢
力
を
も
つ
家
族
名
も
確
認
で
き
る
。し
た
が
っ
て
、ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
都
市
民
の
ほ
か
北
中
部
イ
タ
リ
ア
を
中
心
と
し
て
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
に
向
か
い
、
さ
ら
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
起
点
と
し
て
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
支
配
下
の
海
外
領
土
へ
と
移
住
し
て
い
っ
た
人
々
が
こ
の
グ
ル
ー
プ
に

か
な
り
含
ま
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
家
族
名
に
み
ら
れ
る
特
徴
は
正
教
会
と
排
他
的
に
関
係
す
る
都
市
中
層
の
グ
ル
ー
プ
に
は

ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
。

　

一
方
で
、
正
教
会
と
排
他
的
に
関
係
す
る
都
市
中
層
の
グ
ル
ー
プ
の
特
徴
と
し
て
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
起
源
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
家
族
名
が

多
数
を
占
め
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
が
ギ
リ
シ
ア
語
起
源
の
家
族
名
を
も
つ
ラ
テ
ン
語
・
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
語
話
者
で
な

い
こ
と
を
示
す
証
拠
と
し
て
は
名
前
の
表
記
にgh

、dh
、th
、ch

と
い
っ
た
綴
り
が
多
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

中
世
以
降
の
ギ
リ
シ
ア
語
の
特
徴
で
あ
るγ

[gh]

、δ
[dh]

、θ
[th]

、χ
[ch]

と
い
っ
た
気
息
を
含
む
子
音
が
ラ
テ
ン
・
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で

表
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
音
韻
の
特
徴
を
も
っ
た
人
物
名
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
排
他
的
に
関
係
す
る
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
は
、

男
性
に
も
女
性
に
も
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
都
市
中
層
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
特
徴
的
な
家
族
名
が
、
別
の
グ
ル
ー
プ
に
は
含
ま
れ

て
い
な
い
こ
と
か
ら
民
族
の
境
界
を
越
え
る
動
き
、
す
な
わ
ち
改
宗
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
非
常
に
低
い
こ
と
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ

ン
デ
ィ
ア
の
中
層
の
都
市
民
の
中
で
は
婚
姻
や
改
宗
に
よ
っ
て
民
族
集
団
の
境
界
を
越
え
る
動
き
は
少
な
く
、
し
た
が
っ
て
同
化
が
進
ん
で
い

た
可
能
性
も
き
わ
め
て
低
い
。
カ
ト
リ
ッ
ク
お
よ
び
正
教
会
の
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
か
た
ち
で
、
宗
派
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
る
傾
向

（
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）
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が
強
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
（
三
）
ス
リ
ア
ノ
を
名
乗
る
人
々

　

次
に
、
表
二
の
正
教
会
に
排
他
的
に
寄
進
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
の
中
で
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
貴
族
と
し
て
区
分
さ
れ
て
い
る
ス
リ
ア
ノ
と
い
う

家
族
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
家
族
名
を
持
つ
親
族
集
団
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
貴
族
の
一
角
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
近
年
の
ク
レ
タ
研
究
で
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
貴
族
で
は
な
く
、
同
じ
家
族
名
を
も
つ
ギ
リ
シ
ア
系
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
そ
の
根
拠
は

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
遺
言
書
に
あ
ら
わ
れ
る
人
間
関
係
の
点
か
ら
、
ス
リ
ア
ノ
を
名
乗
る
人
々
の
出
自
を
検
証
し
た

い
。
遺
言
書
史
料
に
お
い
て
は
、
ス
リ
ア
ノ
を
名
乗
る
人
物
が
一
九
通
の
史
料
に
お
い
て
二
四
名
確
認
で
き
る
。
史
料
の
内
訳
と
し
て
は
、
ス

リ
ア
ノ
家
の
男
性
、
ま
た
は
そ
う
し
た
男
性
を
夫
と
す
る
女
性
の
遺
言
書
が
七
通
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
一
二
通
の
遺
言
書
で
は
ス
リ
ア
ノ
家
の

一
族
が
何
ら
か
の
か
た
ち
で
遺
言
に
関
わ
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
他
者
の
遺
言
書
に
ス
リ
ア
ノ
家
の
人
物
が
関
わ
っ
て
い
る
事
例
の
う
ち
八
通
の

史
料
に
お
い
て
、
遺
言
者
は
遺
贈
の
動
向
や
名
前
か
ら
、
ギ
リ
シ
ア
系
の
出
自
を
も
つ
人
物
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
そ
れ
以
外
の
四
通
の
遺

言
書
は
入
植
者
の
作
成
し
た
遺
言
書
だ
が
、ス
リ
ア
ノ
を
家
族
名
と
し
て
名
乗
る
人
々
は
債
務
者
、証
人
、知
人
と
し
て
遺
言
書
に
登
場
す
る
に

す
ぎ
ず
、
親
交
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
一
通
の
み
で
あ
る
。
こ
う
し
た
入
植
者
・
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
と
の
関
係
の
薄
さ
は
、
ス
リ
ア
ノ

家
の
も
の
が
作
成
し
た
遺
言
書
に
お
い
て
も
顕
著
で
あ
る
。
全
七
通
の
史
料
の
中
で
、
入
植
者
が
遺
言
書
の
中
で
具
体
的
な
役
割
を
あ
た
え
ら

れ
て
い
る
の
は
、
わ
ず
か
一
例
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ス
リ
ア
ノ
を
名
乗
る
人
々
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
や
入
植
者
を
中
心
と
し
た
人
的

紐
帯
の
と
い
う
よ
り
は
、
お
そ
ら
く
ギ
リ
シ
ア
系
の
都
市
民
の
人
的
紐
帯
に
近
い
位
置
に
い
た
人
々
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
彼
ら
は
ギ
リ
シ
ア
語
でΣ

υ
ρ
ια

ν
ο
ς 

と
表
記
さ
れ
る
家
族
名
を
持
つ
集
団
で
あ
り
、
ラ
テ
ン
語
で
表
記
し
た
場
合
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

貴
族
と
た
ま
た
ま
一
致
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

（
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小
括

　

本
章
で
は
遺
言
書
を
手
掛
か
り
と
し
て
、心
理
的
な
意
味
で
カ
ン
デ
ィ
ア
市
民
を
訳
へ
だ
て
て
い
た
宗
派
間
の
壁
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。

そ
の
結
果
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
を
三
点
に
わ
け
て
記
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
マ
ッ
キ
ー
自
身
が
発
見
し
た
、「
宗
派
を
越
え
る
」
行
動
・
意
識
を
示
す
遺
言
書
に
つ
い
て
、
マ
ッ
キ
ー
自
身
は
そ
の
資
料
の
総
数

を
示
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
全
史
料
中
の
七
％
に
あ
た
る
五
八
通
を
数
え
て
お
り
、
相
当
数
の
遺
言
書
に
お
い
て
「
宗
派
を
越
え
る
」
行
動
・

意
識
が
確
認
さ
れ
た
。

　

た
だ
し
、
五
八
通
の
遺
言
書
を
詳
し
く
み
て
い
く
と
、
マ
ッ
キ
ー
の
言
う
よ
う
な
異
宗
派
間
の
強
い
つ
な
が
り
を
示
す
例
は
そ
れ
ほ
ど
多
く

は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
む
し
ろ
、
元
奴
隷
で
解
放
後
に
修
道
院
に
入
っ
た
女
性
に
対
し
て
遺
贈
し
た
り
す
る
非
血
縁
的
関
係
や
、
自
分
の
土

地
財
産
の
あ
る
村
落
に
あ
る
正
教
会
に
寄
進
す
る
地
縁
的
関
係
と
い
っ
た
多
様
で
血
縁
ほ
ど
の
強
さ
を
も
た
な
い
つ
な
が
り
に
も
と
づ
い
て
、

金
銭
の
や
り
と
り
が
な
さ
れ
る
こ
と
の
ほ
う
が
多
か
っ
た
と
い
え
る
。

　

ま
た
、「
宗
派
を
越
え
る
」
行
動
・
意
識
自
体
が
、
高
い
身
分
や
富
裕
層
に
と
り
わ
け
特
徴
的
で
あ
る
点
も
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
逆
に
、

都
市
民
中
層
に
目
を
向
け
る
と
、
そ
も
そ
も
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
は
判
別
し
に
く
く
な
る
が
カ
ト
リ
ッ
ク
か
正
教
会
の
ど
ち
ら
か
に
し
か
寄
進
し

て
い
な
い
人
々
が
そ
の
大
半
を
占
め
る
こ
と
か
ら
、
宗
派
の
垣
根
と
い
う
も
の
が
一
層
強
く
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
い
え
る
。

第
三
章  

宗
教
的
な
内
容
を
含
ま
な
い
遺
言
書

 　

こ
こ
ま
で
の
考
察
で
は
、
遺
言
書
史
料
に
お
け
る
遺
言
者
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
、
主
と
し
て
教
会
や
聖
職
者
と
の
か
か
わ
り
か
ら
推
測
し
て

き
た
。
し
か
し
、
遺
言
書
史
料
の
な
か
に
は
教
会
や
聖
職
者
と
の
関
わ
り
が
全
く
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
遺
言
書
も
あ
る
。
こ
う
し
た
「
宗

教
的
な
内
容
を
含
ま
な
い
遺
言
書
」
は
、
本
稿
で
用
い
て
い
る
遺
言
書
資
料
集
に
採
録
さ
れ
た
七
九
〇
通
の
う
ち
二
〇
〇
通
と
、
四
分
の
一
強
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を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
群
を
含
め
た
考
察
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

第
一
節　

史
料
の
特
徴

　

ま
ず
、
こ
れ
ら
の
遺
言
書
の
特
徴
を
概
観
し
て
み
た
い
。
宗
教
的
な
内
容
を
含
ま
な
い
と
は
い
え
、
神
へ
の
祈
り
で
始
ま
り
、
限
ら
れ
た
命

を
直
視
し
よ
う
と
す
る
旨
が
書
か
れ
た
プ
ロ
ト
コ
ル
は
必
ず
付
さ
れ
て
お
り
、
完
全
に
脱
宗
教
的
な
遺
言
書
で
あ
る
と
ま
で
も
言
え
な
い
。
宗

派
が
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
に
せ
よ
、
ギ
リ
シ
ア
正
教
で
あ
る
に
せ
よ
、
ユ
ダ
ヤ
教
で
あ
る
に
せ
よ
、
遺
言
者
は
何
ら
か
の
信
仰
を
有

し
て
い
た
が
、
何
ら
か
の
理
由
で
宗
教
的
な
内
容
を
遺
言
書
に
盛
り
込
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
と
理
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
史
料
群
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
身
分
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
点
か
ら
大
ま
か
に
み
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
男
性
の
遺
言
書
は
八
三
通
、
女
性

の
遺
言
書
は
一
一
七
通
を
数
え
る
。
女
性
の
遺
言
書
が
多
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
寡
婦
産
制
度
の
存
在

で
あ
る
。
女
性
の
場
合
に
は
、
寡
婦
産
と
し
て
夫
の
死
後
に
受
け
取
っ
た
、
あ
る
い
は
受
け
取
る
予
定
の
財
産
の
処
分
に
限
定
し
た
遺
言
書
を

作
成
し
て
い
る
場
合
が
多
い
た
め
、
全
て
の
財
産
を
分
与
す
る
よ
り
も
少
額
と
な
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
身
分
を
見
て
い
く
と
、
男
性
の
う
ち
で
エ
リ
ー
ト
層
を
形
成
す
る
と
思
わ
れ
る
遺
言
者
（
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
貴
族
家
門
な
い
し
、
カ
ン

デ
ィ
ア
の
市
議
会
で
議
席
を
有
す
る
家
門
）
の
遺
言
書
は
三
三
通
を
数
え
、女
性
の
う
ち
で
は
四
五
通
で
あ
る
。
さ
ら
に
内
訳
を
み
る
と
、ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
貴
族
、
カ
ン
デ
ィ
ア
の
市
議
会
で
議
席
を
有
す
る
家
族
、
ギ
リ
シ
ア
系
名
望
家
、
一
二
一
一
年
の
入
植
認
可
状
に
お
い
て
名
前
を
確

認
で
き
る
家
族
、
こ
れ
ら
の
う
ち
の
ど
れ
か
を
父
系
の
出
自
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
女
性
の
遺
言
書
は
一
五
通
、
夫
の
家
族
名
を
名
乗
っ

て
い
る
女
性
の
遺
言
書
は
三
五
通
が
確
認
で
き
る
。
な
お
、
父
系
で
も
夫
の
家
族
で
も
高
貴
な
出
自
と
思
わ
れ
る
女
性
の
遺
言
書
は
一
二
通
で

あ
り
、
父
系
と
夫
の
家
族
名
の
ど
ち
ら
を
名
乗
っ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
事
例
が
一
通
の
遺
言
書
に
お
い
て
見
ら
れ
た
。
中
層
以
下
の
市
民

の
遺
言
書
に
つ
い
て
は
、
男
性
の
場
合
は
残
り
五
〇
通
が
該
当
す
る
。
女
性
の
場
合
は
、
父
方
の
家
門
で
み
た
場
合
は
三
一
通
の
遺
言
書
に
お

い
て
、
夫
方
の
家
族
名
で
み
た
場
合
に
は
、
五
八
通
の
遺
言
書
に
お
い
て
、
中
層
以
下
の
出
自
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
他
、
父
方
か
夫
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方
か
不
明
だ
が
、
家
族
名
か
ら
中
層
以
下
と
推
定
さ
れ
る
遺
言
書
が
五
通
あ
る
。
以
上
か
ら
見
て
明
ら
か
で
あ
る
の
は
、
第
二
章
に
お
い
て
検

討
し
た
、
宗
教
的
内
容
を
含
む
遺
言
書
の
遺
言
者
は
身
分
的
に
上
位
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
に
対
し
て
、
本
章
に
お
い
て
検
討
す
る
宗
教
的
内

容
を
含
ま
な
い
遺
言
書
の
遺
言
者
で
は
、
中
層
以
下
と
推
定
さ
れ
る
か
そ
も
そ
も
出
自
が
分
か
ら
な
い
こ
と
が
相
対
的
に
多
く
な
る
。

　

最
後
に
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
み
て
い
こ
う
。
ま
ず
男
性
の
場
合
、
ラ
テ
ン
系
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
の
は
五
〇
名
の
遺
言
者
で
あ
る
。
女
性

の
場
合
は
、
父
系
で
た
ど
る
と
二
一
名
の
遺
言
者
が
ラ
テ
ン
系
と
推
定
で
き
、
夫
方
で
た
ど
る
と
五
五
名
の
遺
言
者
は
ラ
テ
ン
系
の
出
自
を
持

つ
男
性
と
の
婚
姻
関
係
に
あ
る
。
ま
た
、
父
方
か
、
夫
方
か
分
か
ら
な
い
が
、
ラ
テ
ン
系
の
家
族
名
を
名
乗
っ
て
い
る
例
が
一
通
の
遺
言
書
に

お
い
て
確
認
さ
れ
る
。
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
こ
と
が
確
実
に
分
か
る
例
は
、
男
性
・
女
性
と
も
そ
れ
ほ
ど
多
い
と
は
い
え
な
い
。
一

方
で
大
き
な
集
団
を
な
し
て
い
る
の
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
、
二
四
通
の
遺
言
書
を
数
え
る
（
男
性
は
三
通
、
女
性
は
二
一
通
を
数
え
る
）。
最
後
に
、

ギ
リ
シ
ア
系
に
つ
い
て
は
男
性
で
は
一
三
通
の
遺
言
書
が
、
家
族
名
か
ら
ギ
リ
シ
ア
系
と
推
定
さ
れ
る
。
女
性
で
は
、
父
方
で
た
ど
っ
て
ギ
リ

シ
ア
系
の
出
自
を
持
つ
女
性
の
遺
言
書
は
一
三
通
、夫
の
家
族
名
が
ギ
リ
シ
ア
系
で
あ
る
場
合
が
一
三
通
の
遺
言
書
で
確
認
で
き
る
。
そ
の
他
、

父
方
か
夫
方
か
不
明
だ
が
、
ギ
リ
シ
ア
語
由
来
の
家
族
名
を
名
乗
る
場
合
が
二
通
の
遺
言
書
で
確
認
さ
れ
る
。
先
に
み
た
遺
言
書
を
残
し
て
い

る
層
が
、
宗
教
的
に
豊
富
な
内
容
の
遺
言
書
を
残
し
て
い
る
層
と
比
べ
て
、
相
対
的
に
低
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
と
比
例
し
て
、
家
族
名
か
ら
も

と
も
と
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
推
定
で
き
る
頻
度
も
ま
た
低
く
な
る
。

　

次
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
に
お
い
て
、
な
ぜ
宗
教
的
内
容
を
含
ま
な
い
遺
言
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
た
い
。
第
二
節

に
お
い
て
は
、
ラ
テ
ン
系
の
遺
言
者
に
つ
い
て
、
第
三
節
に
お
い
て
は
ギ
リ
シ
ア
系
と
ユ
ダ
ヤ
系
の
遺
言
者
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
た
、
こ

れ
ら
の
遺
言
書
の
な
か
に
は
ギ
リ
シ
ア
系
と
ラ
テ
ン
系
の
間
の
異
宗
派
婚
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
史
料
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
の

よ
う
な
、
当
該
史
料
群
の
う
ち
に
も
見
出
さ
れ
る
「
宗
派
を
越
え
う
る
」
遺
言
書
の
存
在
を
ど
う
考
え
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
、
第
四
節
に

お
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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第
二
節　

ラ
テ
ン
系
の
遺
言
書

　
（
一
）
一
時
滞
在
者

　

ラ
テ
ン
系
の
遺
言
者
を
さ
ら
に
細
か
く
み
て
い
く
と
、
一
時
滞
在
者
、
エ
リ
ー
ト
層
、
中
層
に
分
か
れ
る
。
ま
ず
、
考
察
を
要
す
る
の
は
一

時
滞
在
者
で
あ
る
。
一
二
通
の
遺
言
書
で
は
、
遺
言
者
は
、
カ
ン
デ
ィ
ア
に
永
住
す
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
が
、
客
死
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ

と
を
悟
っ
た
た
め
に
証
書
作
成
に
至
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
遺
言
者
の
な
か
に
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
貴
族

の
出
自
を
示
す
者
が
少
な
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
残
す
べ
き
財
産
は
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
彼
ら
が
宗
教
的
内
容

を
含
む
、
多
様
な
遺
言
書
を
残
し
て
い
な
い
の
は
、
遺
言
に
よ
っ
て
財
産
分
与
が
保
証
さ
れ
る
地
理
的
領
域
が
限
ら
れ
て
い
た
た
め
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
も
そ
も
、
一
時
滞
在
者
の
財
産
は
カ
ン
デ
ィ
ア
市
内
で
は
な
く
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
や
イ
タ
リ
ア
と
い
っ
た
遺
言
者
の
故
地
に
あ
る
場

合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
カ
ン
デ
ィ
ア
で
作
成
し
た
遺
言
書
に
、
離
れ
た
地
理
的
領
域
に
あ
る
財
産
を
分
与
す
る
法
的
効
力
を
与
え

る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。
こ
の
時
に
遺
言
者
が
取
り
う
る
の
は
、
カ
ン
デ
ィ
ア
に
お
い
て
信
頼
で
き
る
人
物
を
仲
介
人
に
指
名
し
て
、
口
頭
で

財
産
の
処
分
方
法
を
支
持
し
、
遺
言
執
行
人
に
実
際
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
や
イ
タ
リ
ア
に
赴
い
て
も
ら
い
、
財
産
分
与
に
つ
い
て
遺
族
に
伝
え
て

も
ら
う
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
一
三
五
九
年
に
作
成
さ
れ
た
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ー
ノ
の
遺
言
書
で
は
、
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
に
住
む
二
人
の
親
族
を
遺
言
書
に
指
名
す
る
が
、
そ
の
文
面
に
続
け
て
以
下
の
一
文
が
付
け
加
え
ら
れ
る
。

　　
　

本
遺
言
書
は
ヤ
コ
メ
ル
ス
・
バ
ロ
ッ
ツ
ィ
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
運
ば
れ
た
。

　

同
様
の
事
情
は
、
一
三
六
四
年
に
作
成
さ
れ
た
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ゲ
ノ
の
遺
言
書
に
お
い
て
も
伺
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
一
時
滞
在
者
の
遺
言

書
を
宗
派
か
ら
考
え
た
と
き
、
財
産
の
ほ
と
ん
ど
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
あ
る
い
は
イ
タ
リ
ア
で
分
与
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本
国
で
遺
族
の

手
に
よ
り
宗
教
団
体
へ
の
寄
進
が
な
さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
宗
派
を
越
え
る
も
の
だ
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
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次
に
、
こ
う
し
た
一
時
滞
在
者
以
外
の
、
定
住
者
と
思
わ
れ
る
遺
言
者
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
エ
リ
ー
ト
層
男
性
、
都
市
中
層
男
性
、
女
性
に

分
け
て
遺
言
の
内
容
が
考
察
し
て
お
こ
う
。
そ
の
際
に
、
世
帯
外
と
の
つ
な
が
り
が
あ
る
か
ど
う
か
が
重
要
な
指
標
と
な
る
。
そ
れ
は
、
第
二

章
の
考
察
の
と
お
り
、
世
帯
外
に
広
が
る
多
様
な
社
会
的
関
係
が
あ
る
こ
と
が
、「
宗
派
を
越
え
る
」
意
識
や
行
動
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。

　
（
二
）
女
性

　

先
述
の
と
お
り
、
宗
教
的
な
内
容
の
記
載
さ
れ
な
い
遺
言
書
の
、
作
成
依
頼
者
と
な
っ
て
い
る
女
性
遺
言
者
の
多
く
は
、
可
処
分
財
産
の
一

部
の
み
を
遺
贈
す
る
た
め
に
遺
言
書
を
作
成
し
て
い
る
。
ま
ず
、
父
方
で
た
ど
る
と
、
エ
リ
ー
ト
出
身
の
女
性
で
は
一
四
通
の
う
ち
五
通
に
お

い
て
近
親
者
以
外
へ
の
遺
贈
が
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
非
エ
リ
ー
ト
出
身
の
女
性
で
は
一
一
通
の
う
ち
二
通
に
お
い
て
近
親
者
以
外
へ
の
遺

贈
が
見
ら
れ
る
。
一
方
で
、
夫
方
で
た
ど
る
と
、
エ
リ
ー
ト
の
家
門
に
嫁
い
で
い
る
女
性
の
遺
言
書
三
一
通
の
う
ち
、
九
通
に
お
い
て
は
近
親

者
以
外
へ
の
遺
贈
が
み
ら
れ
、
非
エ
リ
ー
ト
の
家
門
に
嫁
い
で
い
る
二
二
通
の
う
ち
、
三
通
に
お
い
て
近
親
者
へ
の
遺
贈
が
み
ら
れ
る
。
傾
向

と
し
て
エ
リ
ー
ト
層
の
ほ
う
が
非
エ
リ
ー
ト
層
よ
り
も
近
親
者
以
外
と
の
関
係
が
よ
り
は
っ
き
り
と
浮
か
び
あ
が
る
。

　
（
三
）
男
性

　

エ
リ
ー
ト
層
の
出
自
を
持
つ
ラ
テ
ン
系
男
性
の
遺
言
書
は
、
三
〇
通
に
の
ぼ
り
、
そ
の
う
ち
五
通
は
先
に
述
べ
た
一
時
滞
在
者
の
可
能
性
が

高
い
。
そ
の
他
、
一
三
三
九
年
に
作
成
さ
れ
た
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ギ
シ
の
遺
言
書
で
は
、
遺
言
者
は
ク
レ
タ
で
も
有
力
な
家
系
で
は
あ
る
も
の
の
、

普
段
は
所
領
の
あ
る
ア
モ
ル
ゴ
ス
島
に
居
住
し
て
お
り
、
遺
言
書
も
彼
が
島
に
所
有
し
て
い
る
財
産
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
も
ま
た
、
一

時
滞
在
者
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
、一
三
通
と
比
較
的
多
く
の
遺
言
書
に
お
い
て
近
親
者
以
外
へ
の
遺
贈
が
確
認
で
き
る
。

　

ラ
テ
ン
系
の
都
市
中
層
の
男
性
と
推
定
さ
れ
る
遺
言
者
は
、
一
六
通
に
の
ぼ
る
。
そ
の
中
で
は
近
親
者
の
み
へ
の
遺
贈
が
表
明
さ
れ
る
も
の

が
九
通
、
近
親
者
以
外
へ
の
遺
贈
が
表
明
さ
れ
て
い
る
も
の
が
七
通
に
の
ぼ
る
。
明
ら
か
に
ギ
リ
シ
ア
系
と
思
わ
れ
る
人
物
に
遺
贈
し
て
い
る

事
例
が
あ
る
ほ
か
、
一
三
七
三
年
に
作
成
さ
れ
た
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
出
身
の
フ
ァ
キ
ウ
ス
・
デ
・
リ
ス
テ
ィ
コ
の
遺
言
書
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の

（
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友
人
が
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　

男
性
の
場
合
も
、
傾
向
と
し
て
は
エ
リ
ー
ト
の
出
自
の
ほ
う
が
非
エ
リ
ー
ト
に
比
べ
て
非
近
親
者
と
の
関
係
が
よ
り
は
っ
き
り
と
浮
か
び
あ

が
る
。

　

本
節
の
内
容
を
ま
と
め
て
お
く
と
、
寡
婦
産
返
金
の
み
を
分
与
し
よ
う
と
し
て
い
る
女
性
の
遺
言
書
や
、
一
時
滞
在
者
の
遺
言
書
を
考
慮
す

る
と
ラ
テ
ン
系
の
出
自
を
も
っ
て
い
た
り
、
そ
の
世
帯
の
な
か
に
い
る
と
思
わ
れ
る
人
物
に
つ
い
て
は
、
身
分
に
よ
っ
て
遺
贈
す
る
範
囲
の
広

さ
が
は
っ
き
り
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
男
女
を
問
わ
ず
エ
リ
ー
ト
層
で
あ
れ
ば
近
親
者
を
越
え
た
遺
贈
が
な
さ
れ

る
例
が
よ
り
多
く
、
中
層
で
あ
れ
ば
近
親
者
に
限
ら
れ
る
遺
贈
が
よ
り
多
く
な
る
こ
と
は
確
認
で
き
る
。

第
三
節　

ユ
ダ
ヤ
系
と
ギ
リ
シ
ア
系
の
遺
言
書

　

続
い
て
、
ラ
テ
ン
系
で
は
な
い
ユ
ダ
ヤ
系
と
ギ
リ
シ
ア
系
の
、
宗
教
的
内
容
を
含
ま
な
い
遺
言
書
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　
（
一
）
ユ
ダ
ヤ
系

　

ユ
ダ
ヤ
系
の
人
物
が
残
し
た
遺
言
書
は
、
男
女
あ
わ
せ
て
二
四
通
に
の
ぼ
り
、
そ
の
全
て
が
遺
言
執
行
人
の
記
載
の
み
、
あ
る
い
は
近
親
者

へ
の
遺
贈
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
世
帯
外
に
広
が
る
人
間
関
係
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
（
二
）
ギ
リ
シ
ア
系

　

ギ
リ
シ
ア
系
の
人
物
が
残
し
た
遺
言
書
に
つ
い
て
は
、
男
女
に
分
け
て
み
て
い
く
。
ま
ず
、
ギ
リ
シ
ア
系
の
出
自
を
持
つ
と
推
定
さ
れ
る
男

性
の
遺
言
書
は
一
三
通
に
の
ぼ
る
。
そ
の
う
ち
、
近
親
者
以
外
の
人
物
に
言
及
し
て
い
る
遺
言
書
は
三
通
を
数
え
る
が
、
そ
の
う
ち
二
通
は
ギ

リ
シ
ア
系
の
知
人
と
の
関
係
が
確
認
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
越
え
る
交
流
が
確
認
で
き
る
史
料
は
一
通
の
遺
言
書
の
み
で
あ

る
。
続
い
て
女
性
の
遺
言
書
に
移
る
と
、
ギ
リ
シ
ア
系
の
出
自
を
も
つ
女
性
の
遺
言
書
一
三
通
の
う
ち
、
近
親
者
以
外
へ
の
言
及
が
み
ら
れ
る

も
の
は
一
通
に
と
ど
ま
る
。
ギ
リ
シ
ア
系
の
夫
の
家
族
名
を
名
乗
っ
て
い
る
女
性
の
遺
言
書
で
は
一
三
通
の
う
ち
、
四
通
に
お
い
て
近
親
者
以
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外
へ
の
言
及
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
で
は
寡
婦
産
の
返
金
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
近
親
者
で
は
な
い
人
物
が
言
及
さ
れ
る
遺
言
書
が
一
通

み
ら
れ
る
。

　
（
三
）
ラ
テ
ン
語
で
遺
言
書
を
残
し
た
動
機

　

こ
の
よ
う
に
、
ユ
ダ
ヤ
系
や
ギ
リ
シ
ア
系
の
住
民
が
、
ラ
テ
ン
語
で
し
か
も
遺
言
執
行
人
と
わ
ず
か
の
相
続
人
の
み
を
指
名
す
る
よ
う
な
遺

言
書
を
作
成
す
る
動
機
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
第
二
章
第
一
節
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ア
語
や
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
証
書
を
作
成
す

る
公
証
人
が
い
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
挙
げ
た
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
母
語
で
も
証
書
を
作
成
し
て
い
た
可
能

性
が
あ
る
。
実
際
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
遺
言
書
の
な
か
に
は
よ
り
詳
細
な
財
産
分
与
を
示
し
た
他
の
遺
言
書
が
既
に
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す

も
の
が
あ
り
、ラ
テ
ン
語
の
遺
言
書
で
財
産
相
続
の
プ
ロ
セ
ス
が
完
結
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、ラ
テ
ン
語
に
よ
る
遺
言
書
作
成
が
、

ギ
リ
シ
ア
系
や
ユ
ダ
ヤ
系
住
民
の
遺
産
分
与
を
補
完
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
か
た
ち
で
の
ラ
テ
ン
語
の
証
書
作
成
を
う
な
が
す
要
因
と
し
て
、
ラ
テ
ン
語
が
行
政
・
司
法
に
お
け
る
公
式
言
語
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
無
視
で
き
な
い
。
と
り
わ
け
、
第
一
章
第
一
節
に
お
い
て
触
れ
た
よ
う
に
カ
ン
デ
ィ
ア
の
総
督
の
文
書
庫
に
保
存
さ
れ
る
べ
き
公
証
人

帳
簿
の
言
語
が
、
一
五
世
紀
な
か
ば
ま
で
は
全
て
ラ
テ
ン
語
も
し
く
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
語
で
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
ラ

テ
ン
語
で
証
書
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
大
き
な
利
点
と
な
り
え
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
て
公
的
に
保
存
さ
れ
る
こ
と
で
、
財
産
分
与
手
続
き

が
不
調
で
民
事
訴
訟
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
当
事
者
の
手
許
の
遺
言
書
の
真
性
性
を
書
庫
内
の
帳
簿
と
の
照
合
に
よ
っ
て
確
か
め
る
こ
と
が
で

き
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
半
永
久
的
な
保
存
が
、
支
配
者
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
た
と
え
遺
言
執
行
人
の
よ
う
な
限

定
的
な
情
報
で
あ
っ
て
も
ラ
テ
ン
語
で
の
証
書
の
か
た
ち
で
残
し
て
お
こ
う
と
す
る
意
識
・
行
動
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

以
上
か
ら
、
ギ
リ
シ
ア
系
や
ユ
ダ
ヤ
系
の
人
々
が
残
し
た
遺
言
書
に
は
、
な
お
ラ
テ
ン
語
の
遺
言
書
に
は
残
さ
れ
な
か
っ
た
人
間
関
係
が
あ

る
可
能
性
が
排
除
で
き
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
残
さ
れ
た
遺
言
書
や
、
そ
の
動
機
の
な
か
に
ラ
テ
ン
系
の
住
民
と
の
あ
い
だ
の
関
係
を

読
み
取
れ
な
い
場
合
が
多
い
。

（
85
）（

86
）

（
87
）
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第
四
節　

宗
派
を
越
え
う
る
事
例

　

以
上
、
宗
教
的
内
容
を
含
ま
な
い
遺
言
書
に
つ
い
て
、
性
別
や
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
な
ど
の
要
因
か
ら
分
析
し
て
き
た
。
た
だ
し
、
問
題
点
も
浮

か
び
上
が
る
。
一
つ
に
は
、
特
に
非
エ
リ
ー
ト
層
で
は
家
族
名
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
の
関
連
性
が
十
分
に
解
明
さ
れ
な
い
こ
と
、
い
ま
一
つ
に

は
、
こ
の
史
料
群
の
な
か
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
る
「
宗
派
を
越
え
る
」
こ
と
が
示
さ
れ
る
事
例
に
つ
い
て
の
考
察
が
不
十
分
な
点
で
あ
る
。

こ
の
二
点
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。

　
（
一
）
身
分
と
交
流

　

ラ
テ
ン
系
か
ギ
リ
シ
ア
系
と
い
う
こ
と
を
一
旦
離
れ
、
エ
リ
ー
ト
層
と
非
エ
リ
ー
ト
層
と
い
う
枠
の
な
か
で
考
え
た
時
、
両
者
に
は
人
間
関

係
形
成
に
違
い
が
あ
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ま
ず
男
性
の
遺
言
書
で
は
エ
リ
ー
ト
層
の
遺
言
書
三
三
通
の
う
ち
一
四

通
に
お
い
て
近
親
者
以
外
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
の
に
対
し
、
非
エ
リ
ー
ト
層
で
は
五
〇
通
の
う
ち
一
一
通
に
限
ら
れ
る
。
女
性
の
場
合
、
自

ら
名
乗
る
家
族
名
お
よ
び
父
方
の
家
族
名
で
み
る
と
、
エ
リ
ー
ト
層
で
は
一
九
通
の
う
ち
六
通
で
近
親
者
以
外
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
が
、
非

エ
リ
ー
ト
層
で
は
二
四
通
の
う
ち
三
通
に
留
ま
る
。
夫
方
の
家
族
名
で
み
る
と
、
エ
リ
ー
ト
層
で
は
三
六
通
の
う
ち
一
〇
通
で
近
親
者
以
外
へ

の
言
及
が
み
ら
れ
る
が
、
非
エ
リ
ー
ト
層
で
は
四
一
通
の
う
ち
六
通
に
留
ま
る
。
男
女
を
問
わ
ず
、
エ
リ
ー
ト
層
が
よ
り
多
様
な
関
係
を
と
り

む
す
ぶ
の
に
対
し
、
非
エ
リ
ー
ト
層
で
は
親
族
に
限
定
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
こ
と
が
分
か
る
。

　
（
二
）
異
宗
派
婚

　

遺
言
者
が
異
宗
派
婚
を
し
て
い
る
と
推
定
で
き
る
事
例
は
、
こ
の
史
料
群
の
な
か
で
は
一
一
通
確
認
で
き
る
。
そ
の
全
て
が
女
性
の
遺
言
書

で
あ
る
。
こ
の
史
料
群
の
な
か
に
も
、「
宗
派
を
越
え
る
」
遺
言
書
が
あ
る
こ
と
を
示
す
好
例
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
一
一
通
の
う
ち
九
通
で
は

遺
言
書
中
で
言
及
さ
れ
る
の
は
近
親
者
に
限
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
宗
派
を
越
え
る
様
々
な
関
係
性
を
読
み
取
る
こ
と
は
難
し
い
。

（
88
）

（
89
）
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小
括

　

宗
教
的
内
容
を
含
ま
な
い
遺
言
書
で
あ
っ
て
も
、
遺
言
書
が
作
ら
れ
た
動
機
や
、
読
み
取
れ
る
人
間
関
係
か
ら
多
様
な
「
宗
派
を
越
え
る
」

意
識
・
行
動
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
異
宗
派
婚
は
多
い
と
は
い
え
ず
、
ま
た
異
宗
派
婚
を
し
て
い
る
女
性
の
遺
言
書
に
お
い
て

も
、
父
方
の
宗
派
と
夫
方
の
宗
派
と
の
あ
い
だ
で
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
事
例
を
確
認
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

本
章
で
扱
っ
た
史
料
群
は
、
情
報
の
欠
損
が
多
い
も
の
の
そ
の
な
か
で
も
分
析
の
結
果
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
遺
言
者
の
生
活
や
意
識
の
在

り
方
は
、
宗
派
間
に
心
理
的
な
意
味
で
の
線
が
引
か
れ
て
い
た
と
す
る
、
本
稿
第
二
章
に
お
け
る
考
察
を
覆
す
も
の
で
は
な
い
と
い
え
る
。

お
わ
り
に

　

序
言
の
問
題
設
定
に
戻
り
、
カ
ン
デ
ィ
ア
市
の
状
況
に
照
ら
し
た
二
つ
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
あ
い
だ
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
め
ぐ
る
問
題
の

是
非
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、
地
理
的
に
み
た
場
合
に
は
都
市
お
よ
び
都
市
域
と
そ
れ
以
外
の
地
域
と
い
う
こ
と
で
み
れ
ば
棲
み
分

け
は
成
立
し
て
い
た
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
ラ
テ
ン
系
住
民
が
絶
対
的
少
数
で
ギ
リ
シ
ア
系
住
民
が
絶
対
的
多
数
と
い
う
状

況
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
宗
派
別
人
口
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
生
じ
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
重
視
す
る
べ
き
は

当
初
は
ラ
テ
ン
系
住
民
の
人
口
が
集
中
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
カ
ン
デ
ィ
ア
の
都
市
域
に
お
い
て
も
、
ギ
リ
シ
ア
系
住
民
の
流
入
の
結
果
、
宗

派
別
の
境
界
線
や
境
界
域
を
設
定
す
る
こ
と
が
年
代
を
追
う
ご
と
に
難
し
く
な
っ
て
い
く
と
い
う
点
で
あ
る
。
一
四
世
紀
に
は
す
で
に
宗
派
別

の
教
会
分
布
は
モ
ザ
イ
ク
状
を
呈
し
、
地
理
的
な
概
念
と
し
て
の
棲
み
分
け
は
成
立
し
て
い
な
い
。
異
な
る
宗
派
の
人
々
が
日
常
的
に
接
し
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
空
間
が
成
立
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

他
方
で
、個
々
の
都
市
民
の
行
動
・
意
識
に
目
を
向
け
た
と
き
に
は
、排
他
的
な
傾
向
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。「
宗
派
を
越
え
る
」
意
識
・

行
動
が
み
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
多
く
は
ラ
テ
ン
系
住
民
も
し
く
は
エ
リ
ー
ト
層
に
特
徴
的
な
意
識
・
行
動
で
あ
り
、
中
間
層
に
は
少
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な
い
こ
と
、ま
た
日
常
的
交
流
が
多
く
確
認
で
き
る
一
方
で
、婚
姻
な
ど
の
「
強
い
」
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
少
な
い
、

と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
て
き
た
。
以
上
の
分
析
は
ラ
テ
ン
語
の
遺
言
書
の
み
に
よ
る
も
の
で
、
や
は
り
作
成
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
が
失

わ
れ
た
ギ
リ
シ
ア
語
や
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
遺
言
書
を
踏
ま
え
て
は
い
な
い
と
い
う
嫌
い
は
あ
る
。
し
か
し
、
支
配
者
の
言
語
で
あ
る
ラ
テ
ン
語
で

文
書
を
作
成
す
る
こ
と
に
利
便
性
を
感
じ
て
い
る
ギ
リ
シ
ア
系
住
民
の
宗
教
心
性
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
特
徴
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と

い
う
こ
と
が
、
逆
に
本
稿
の
主
張
の
説
得
性
を
高
め
て
も
い
る
だ
ろ
う
。
カ
ン
デ
ィ
ア
市
に
お
い
て
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
統
治
シ
ス
テ
ム
が
ギ
リ

シ
ア
系
住
民
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
う
ま
く
機
能
し
つ
つ
も
、
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
系
住
民
が
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
に
強
い
関
心
を
寄
せ
る
こ

と
に
は
つ
な
が
っ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

　

カ
ン
デ
ィ
ア
市
に
お
い
て
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
は
明
確
な
地
理
的
な
線
あ
る
い
は
境
界
の
か
た
ち
を
と
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
市
内
の
生
活

者
の
目
線
で
み
れ
ば
宗
派
的
な
境
界
と
い
う
も
の
は
、
き
わ
め
て
明
確
な
か
た
ち
で
存
在
し
て
い
た
の
だ
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
見
え
な
い
フ

ロ
ン
テ
ィ
ア
こ
そ
が
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
と
ビ
ザ
ン
ツ
世
界
の
あ
い
だ
の
関
係
を
考
え
る
時
に
は
重
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
ク
レ
タ
島
の
事
例
に
則
す
る
か
ぎ
り
、
三
つ
の
世
界
の
鼎
立
と
い
う
図
式
を
単
純
に
中
世
地
中
海
に
あ
て
は
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註

（
1
）　

こ
う
し
た
問
題
意
識
に
つ
い
て
触
れ
た
書
物
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
以
下
が
代
表
的
で
あ
る
。M

edieval Frontiers: Concepts and Practices, 
eds.,D

. A
bulafia and

N
. Berend (A

ldershot, 2002).

（
2
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
一
一
世
紀
の
ビ
ザ
ン
ツ
の
国
境
域
の
在
り
方
を
、
そ
れ
ぞ
れ
北
方
と
西
方
か
ら
論
じ
た
以
下
の
二
つ
の
論
考
に
お
い
て
、
対
比

的
に
述
べ
ら
れ
る
。
北
部
境
界
域
に
つ
い
て
は
、
根
津
由
喜
夫
「
一
一
世
紀
後
半
の
ド
ナ
ウ
流
域
地
方
︱
ペ
チ
ェ
ネ
グ
人
と
の
共
生
空
間
︱
」
井
上
浩
一
・

根
津
由
喜
夫
編
『
ビ
ザ
ン
ツ
︱
交
流
と
共
生
の
千
年
帝
国
︱
』
昭
和
堂
、二
〇
一
三
年
、一
四
七
－
一
六
八
頁
。
西
部
境
界
域
に
つ
い
て
は
、井
上
浩
一
「
ノ
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ル
マ
ン
戦
争
に
み
る
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
存
続
要
件
︱
中
央
政
府
と
地
域
社
会
︱
」
前
掲
書
一
六
九
－
二
〇
四
頁
。

（
3
）　

一
〇
五
四
年
の
シ
ス
マ
を
め
ぐ
っ
て
は
、S.Runsim

an, The Eastern Schism
.A

 Study
of the Papacy and the Eastern Churches during 

the Eleventh and Tw
elfth Centuries, (O

xford, 1955). 

な
お
、
近
年
の
議
論
に
つ
い
て
は
、E.Chrysos, 

“1054: Schism
?

”,Cristianità
dʼoccid

ente
e cristianità dʼoriente (secoli VI-XI): 24-30 aprire 2003 (Settim

ane
di studio del Centro italiano

di studi sullalto M
edioevo 

51), vol.1, pp. 547-571.

（
4
）　D

.T
sougarakis, Byzantine Crete: From

 the 5
th Century

to the Venetian Conquest, (A
thens, 1988).

（
5
）　

拙
稿
「
一
二
〇
四
年
と
ク
レ
タ
︱
外
部
勢
力
支
配
地
域
と
中
央
政
府
の
関
係
の
変
容
︱
」
井
上
浩
一
・
根
津
由
喜
夫
編
『
ビ
ザ
ン
ツ
︱
交
流
と
共
生
の

千
年
帝
国
︱
』
昭
和
堂
、
二
〇
一
三
年
、
二
一
四
頁
（
以
下
、
拙
稿
「
一
二
〇
四
年
と
ク
レ
タ
」
と
略
）。

（
6
）　

オ
ス
マ
ン
帝
国
に
よ
る
ク
レ
タ
支
配
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
の
こ
と
。M

.Greene, Shared W
old: Christians and M

uslim
s

in the Early 
M

odern M
editerranean, (Princeton, 2000).

（
7
）　

移
住
者
の
総
数
に
つ
い
て
は
、
研
究
者
に
よ
っ
て
異
な
る
見
解
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
中
世
後
期
ク
レ
タ
に
お

け
る
教
会
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」『
史
林
』
第
八
九
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
六
年
、
六
九
頁
の
注
三
を
参
照
の
こ
と
（
以
下
、
拙
稿
「
教
会
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」

と
略
す
）。

（
8
）　

こ
う
し
た
入
植
状
況
を
示
し
た
認
可
状
に
つ
い
て
は
、Urkunden zur A

lteren Handels-und Staatsgeschichte der Republik Venedig m
it 

Besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante, eds. G.L. T
afel and G.M

. T
hom

as, vol.2, (V
ienna, 1856; repr. A

m
sterdam

, 
1964), pp. 129-142, doc. 229, doc. 230; pp. 234-249, doc. 263;p. 314, doc. 284; pp. 270-480, doc. 322. 

ま
た
以
上
の
文
書
か
ら
得
ら
れ
る
情
報

に
つ
い
て
は
、
高
田
京
比
子
「
中
世
地
中
海
に
お
け
る
人
の
移
動
︱
キ
プ
ロ
ス
と
ク
レ
タ
の
「
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
」
︱
」
前
川
和
也
編
著
『
空
間
と
移
動

の
社
会
史
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
九
年
、
一
九
六
－
一
九
七
頁
。

（
9
）　

こ
の
こ
と
は
教
区
と
し
て
の
ク
レ
タ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
化
の
一
環
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
議
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
教
会
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」、

七
四
－
八
一
頁
。

（
10
）　

反
乱
の
動
態
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
の
こ
と
。S.Borsari,Il dom

inio veneziano
a Creta nel XIII secolo, (N

aples, 1963). 

ま
た
、
拙
稿

「
一
二
〇
四
年
と
ク
レ
タ
」、
二
二
二
－
二
二
六
頁
で
は
一
三
世
紀
中
葉
ま
で
の
反
乱
に
つ
い
て
論
じ
、
拙
稿
「
ア
レ
ク
シ
オ
ス
は
平
和
の
仲
介
者
か
︱

一
二
九
九
年
前
後
の
ク
レ
タ
に
お
け
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
支
配
と
ギ
リ
シ
ア
人
︱
」
服
部
良
久
編
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
読
む
中
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ



高田良太　　中世クレタにおける見えないフロンティア85

史
︱
紛
争
と
秩
序
の
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
︱
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
近
刊
予
定
で
は
一
二
九
九
年
の
反
乱
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

（
11
）　L.D

e M
onacis, Chronicon

de rebus venetis
ab

U. C.ad annum
 M

CCCLIV, ed.,F. Cornelius, (Rerum
 Italicarum

 Scriptorum
, vol. 

V
III, appendix

X
) (V

enice, 1758).

（
12
）　

拙
稿
「
一
二
〇
四
年
と
ク
レ
タ
」、
二
二
一
－
二
二
七
頁
。

（
13
）　G.Gerola, M

onum
enti veneti nell isola

di Creta, 4vols., (V
enice, 1905-1932).

（
14
）　

ゲ
ロ
ー
ラ
が
撮
影
し
た
写
真
の
目
録
お
よ
び
写
真
の
一
部
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。Creta veneziana, eds., S.A

. Curuni and L.D
onati (V

enice, 
1988).

（
15
）　M

.Georgopoulou, The M
eaning

of the A
rchitecture and the Urban Layout

of Venetian Candia: Cultural Conflict and Interaction 
in

the Late M
iddle A

ges, Ph.D
 dissertation, (U

niversity
of California, 1992)

（
以
下
、Georgopoulou, The M

eaning

と
略
）.

（
16
）　Idem

., Veniceʼs M
editerranean Colonies: A

rchitecture and Urbanism
, (Cam

bridge, 2001)

（
以
下
、Georgopoulou, M

editerranean

と
略
）.

（
17
）　ibid., pp. 171-191

と
り
わ
け
、p.182, fig. 118

に
お
い
て
示
さ
れ
た
一
三
〇
三
年
の
カ
ン
デ
ィ
ア
市
の
教
会
ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
と
、p.183, fig. 119

に
お

い
て
示
さ
れ
た
一
三
二
三
年
の
教
会
ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
の
変
化
が
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
ヨ
ル
ゴ
プ
ル
は
一
三
五
の
教
会
施
設
に
そ
れ
ぞ
れ
番
号
を
割
り

ふ
っ
て
お
り
（
以
下
、
教
会
番
号
と
す
る
）
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
を
示
し
て
い
る
。

（
18
）　ibid., p.182, fig. 118, p.183, fig. 119

に
お
い
て
示
さ
れ
た
聖
フ
ォ
テ
ィ
ニ
教
会
（
教
会
番
号
二
九
）
と
聖
ミ
ケ
ル
教
会
（
教
会
番
号
三
〇
）。

（
19
）　ibid., p.182, fig. 118, p.183, fig. 119

に
お
い
て
示
さ
れ
た
聖
ジ
ャ
コ
モ
教
会
（
教
会
番
号
五
二
）、
聖
救
世
主
教
会
（
教
会
番
号
五
九
）、
聖
マ
リ
ア
＝

カ
プ
チ
ン
会
修
道
院
（
教
会
番
号
六
七
）、
最
初
所
有
者
で
あ
る
司
祭
の
家
門
名
に
ち
な
み
、
カ
ス
ト
ゥ
リ
の
ク
リ
ス
ト
教
会
と
称
さ
れ
る
教
会
堂
（
教
会

番
号
八
七
）、
聖
ゲ
オ
ル
ギ
オ
ス
女
子
修
道
院
（
教
会
番
号
一
一
一
）
の
五
つ
の
教
会
施
設
が
相
当
す
る
。Georgopoulou, The M

eaning, pp. 244-
245.

（
20
）　ibid.,p. 183, fig. 119

に
お
い
て
示
さ
れ
た
ク
リ
ス
ト
＝
キ
教
会
な
い
し
、
初
期
の
教
会
堂
所
有
者
の
一
人
で
あ
る
ケ
フ
ァ
ラ
と
称
さ
れ
る
教
会
堂
（
教

会
番
号
二
二
）、
聖
デ
メ
ト
リ
オ
ス
教
会
（
教
会
番
号
三
三
）
が
相
当
す
る
。Georgopoulou, The M

eaning, pp. 227-229.

（
21
）　

カ
ン
デ
ィ
ア
の
ユ
ダ
ヤ
人
地
区
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、D

.Jacoby,

“Inquisition and Converts
in Crete and N

egroponte the 14
th and 15

th 

Centuries

”,Sefunot: A
nnual for Reserchon the Jew

ish Com
m

unities
in the W

est,8 (1964), pp.299-318

に
詳
し
い
。
ま
た
建
築
史
の
観
点
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か
ら
み
た
ユ
ダ
ヤ
人
地
区
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、Georgopoulou, M

editerranean, pp. 192-210.
（
22
）　S.M

cK
ee, Uncom

m
on Dom

inion: Venetian Crete and the M
yth

of Ethnic Purity, (Philadelphia, 2000)

（
以
下
、M

cK
ee, Uncom

m
on

と
略
）.

（
23
）　W

ills from
 Late M

edieval Venetian Crete 1312-1420, ed. S.M
cK

ee, 3vols., (W
ashington, D

.C., 1998)

（
以
下
、W

ills

と
略
）.

（
24
）　

特
に
ギ
リ
シ
ア
語
の
公
証
人
に
関
し
て
は
、
以
下
を
参
照
の
こ
と
。Ch. M

altezou, 

“Portrait
of the N

otary
in the Latin-Ruled Greek 

Regions
of the Fourteenth Century

”,in: Geschichte und Kultur der Palaiologenzeit, ed. W
.Seibt, (V

ienna, 1996), pp.121-131.

（
25
）　

イ
タ
リ
ア
都
市
に
お
け
る
公
証
人
の
業
務
に
関
し
て
は
、清
水
廣
一
郎
「
中
世
イ
タ
リ
ア
都
市
に
お
け
る
公
証
人
︱
民
衆
の
法
意
識
と
の
関
連
で
︱
」『
イ

タ
リ
ア
中
世
の
都
市
社
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
四
五
－
六
五
頁
、
徳
橋
曜
「
中
世
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
都
市
の
秩
序
と
公
証
人
」
歴
史
学
研
究

会
編
『
紛
争
と
訴
訟
の
文
化
史
』
青
木
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
六
三
－
二
九
六
頁
。

（
26
）　 M

cK
ee, Uncom

m
on, pp. 108-115.

（
27
）　

マ
ッ
キ
ー
の
集
計
作
業
で
は
、
六
五
三
名
の
ラ
テ
ン
系
住
民
と
ギ
リ
シ
ア
系
住
民
の
合
計
が
六
五
三
名
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
系
正
教
会
や
そ
の
司
祭
た
ち

に
遺
贈
す
る
遺
言
書
が
一
一
九
通
（
全
体
の
一
六
％
）、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
職
者
と
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
団
体
に
排
他
的
に
遺
贈
す
る

も
の
が283

通
（
全
体
の
四
三
％
）
と
し
て
い
る
こ
と
で
、
そ
の
残
り
が
「
宗
派
を
越
え
る
」
性
格
を
持
つ
か
の
よ
う
に
読
み
取
ら
せ
る
書
き
方
を
し
て
い

る
が
、
こ
の
点
は
後
ほ
ど
ふ
れ
る
よ
う
に
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
で
あ
る
。ibid., pp. 107-108.

（
28
）　ibid, pp. 108-115.

（
29
）　

カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会
施
設
が
カ
ン
デ
ィ
ア
な
ど
港
湾
都
市
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ゲ
ロ
ー
ラ
の
調
査
に
お
い
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。Gerola, op. cit., vol.2. 

（
30
）　

ギ
リ
シ
ア
語
の
聖
職
者
の
位
階
名
等
が
そ
の
ま
ま
ラ
テ
ン
・
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
記
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
教
会
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」、

八
三
︲
八
五
頁
を
み
よ
。

（
31
）　M
cK

ee, Uncom
m

on, pp. 108-115.

な
お
、
政
治
的
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
中
世
後
期
ク
レ
タ
の
政
治
指
導
者
層
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
系
家
門
︱

ス
ミ
ュ
ル
ナ
十
字
軍
期
（
一
三
三
〇
－
一
三
五
〇
）
を
中
心
に
︱
」『
史
林
』
第
九
二
巻
第
六
号
、
六
三
－
九
九
頁
に
お
い
て
分
析
し
て
い
る
（
以
下
、
拙

稿
「
ス
ミ
ュ
ル
ナ
」
と
略
す
）。

（
32
）　ibid., pp. 111-113. 

な
お
、
マ
ッ
キ
ー
は
こ
う
し
た
特
徴
は
ギ
リ
シ
ア
人
男
性
の
遺
言
書
に
は
み
ら
れ
な
い
と
す
る
。
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（
33
）　ibid.,p. 100.

（
34
）　ibid.,, W

ill 790.
（
35
）　ibid., W

ill 135, 219, 221, 265, 418, 440, 444, 469, 498, 529, 650, 678, 691, 701, 772.

（
36
）　ibid., W

ill 74, 119, 172, 304, 480, 616, 687.

（
37
）　ibid., W

ill 45, 54, 229, 501, 591, 592. 

こ
れ
ら
の
遺
言
書
の
う
ちW
ill

45

の
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
プ
ラ
キ
ナ
の
遺
言
書
や
、W

ill
54

の
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
イ

ア
リ
ナ
の
遺
言
書
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
政
治
的
情
勢
と
絡
ん
だ
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
系
有
力
者
へ
の
表
向
き
の
妥
協
の
側
面
が
強
い
。
以
上
の
点
に
つ
い

て
は
、
拙
稿
「
ス
ミ
ュ
ル
ナ
」
八
一
－
八
七
頁
を
見
よ
。

（
38
）　

例
外
的
に
、ibid., W

ill 114

の
モ
ド
ン
の
カ
リ
は
、
地
名
姓
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
カ
リ
は
解
放
奴
隷
で
あ
り
、
も
と
も
と
家
族
名
を
も
っ
て
い
な
か
っ

た
か
、
出
身
地
で
あ
る
モ
ド
ン
か
ら
離
れ
た
カ
ン
デ
ィ
ア
に
お
い
て
わ
ざ
わ
ざ
家
族
名
を
名
乗
る
意
味
が
な
い
と
判
断
し
た
の
だ
ろ
う
。

（
39
）　ibid., W

ill 16, 17, 125, 175, 198, 224, 253, 266, 326, 372, 425, 482, 525, 536, 539, 547, 560, 657, 660.

（
40
）　ibid., W

ill 345, 366, 693.

（
41
）　ibid., W

ill 611.

（
42
）　ibid., W

ill 315.

（
43
）　ibid., W

ill 114

（
44
）　ibid., W

ill 125, 315, 326, 345, 366, 372, 425, 525, 547, 611, 660.

（
45
）　ibid., W

ill 17, 175, 266, 326, 539, 560.

（
46
）　ibid., W

ill 253.

（
47
）　ibid., W

ill 693.

（
48
）　ibid., W
ill 16, 224, 253, 482.

（
49
）　ibid., W

ill 418.

（
50
）　ibid., 

“Item
 dim

itto yperpera
in cretensia currentia viginti ecclesie Sancti M

ichaelis A
rchangeli, ubi volo seperili, quia ibi doctus 

fui litteras grecas

…
”

（
51
）　

ヨ
ル
ゴ
プ
ル
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
デ
ィ
ア
市
内
あ
る
い
は
郊
外
に
あ
る
、
聖
ミ
カ
エ
ル
を
冠
し
た
教
会
は
四
つ
の
施
設
を
数
え
る
が
、
そ
の
全
て
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に
お
い
て
サ
ク
リ
キ
家
と
の
関
係
が
示
唆
さ
れ
な
い
。Georgopoulou, The M

eaning, pp. 227, 232, 233, 238, 239.
（
52
）　

こ
の
公
証
人
の
公
証
人
帳
簿
の
一
部
が
現
存
し
て
お
り
、
そ
の
検
討
を
し
た
ラ
イ
ウ
に
よ
っ
て
、
ギ
リ
シ
ア
系
の
顧
客
の
依
頼
を
比
較
的
多
く
受
け
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
に
と
っ
て
ギ
リ
シ
ア
語
習
得
は
、
ギ
リ
シ
ア
系
住
民
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
り
、
自
分

の
業
務
を
必
要
と
す
る
ギ
リ
シ
ア
系
住
民
の
顧
客
の
信
頼
を
得
る
う
え
で
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。A

.E. Laiou,

“Quelques 
observations sur

lʼéconom
ie

et
la société

de Crète vénitienne

”,in: Bisanzio
e

lʼItalia: raccolta
di studiin m

em
oria

di A
gostino 

Pertusi, ed.A
. Pertusi, (M

ilan, 1982), pp. 177-198 (repr. in: Idem
, Gender, Society, and Econom

ic Life
in Byzantium

, (London, 1992), 
no. X

).

（
53
）　

先
の
、
入
植
者
を
夫
に
持
ち
、
ギ
リ
シ
ア
系
の
出
自
が
確
認
で
き
る
4
名
の
女
性
の
遺
言
書
で
あ
る
。W

ill 16, 224, 253, 482.

（
54
）　S. M

cK
ee, 

“Households
in Fourteenth-Century V

enetian Crete

”,Speculum
,70 (1995), pp. 55-65.

（
55
）　W

ills, W
ill 266, 547, 657, 678, 701.

（
56
）　

た
と
え
ば
デ
・
モ
ナ
チ
ス
の
年
代
記
の
描
写
で
は
、
正
教
会
修
道
士
の
ミ
レ
ト
ス
が
入
植
者
た
ち
を
殺
害
し
て
い
く
場
面
で
、
ミ
レ
ト
ス
は
彼
ら
の
住

ま
う
農
村
を
順
々
に
回
っ
て
い
る
。
モ
ナ
チ
ス
の
記
述
を
信
用
す
る
な
ら
ば
、
入
植
者
た
ち
は
農
村
に
生
活
の
基
盤
を
お
き
な
が
ら
、
必
要
に
応
じ
て
カ

ン
デ
ィ
ア
に
出
て
く
る
生
活
を
送
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。D

e
M

onacis, op. cit.,p. 179.

（
57
）　W

ills, W
ill 219, 221, 265, 304, 498, 650, 687, 691.

（
58
）　ibid., W

ill 3,8, 12, 20.

（
59
）　ibid., W

ill 69, 89, 99, 195, 302, 303, 331, 348, 508, 561, 572, 583, 586, 615, 619, 704, 742, 744, 718, 786.

（
60
）　ibid., W

ill 391, 542.

（
61
）　ibid., W

ill 14, 111, 173, 216, 265, 401, 424, 436, 457, 459, 464, 472, 516, 604, 618, 629, 651, 673, 712, 723.

（
62
）　S. Chojnacki, 

“In
Search

of V
enetian Patriciate: Fam

ilies and Factions
in the Fourteenth Century

”,in: Renaissance Venise, ed. 
J.R. H

ale, (London, 1973), pp. 72-73.

（
63
）　

一
四
世
紀
の
公
証
人
文
書
を
校
訂
し
た
ガ
ス
パ
リ
ス
は
各
文
書
の
要
約
部
分
に
お
い
て
、
ラ
テ
ン
系
と
思
わ
れ
る
人
物
は
ロ
ー
マ
・
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

に
よ
っ
て
、ギ
リ
シ
ア
系
と
思
わ
れ
る
人
物
は
ギ
リ
シ
ア
・
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
よ
っ
て
表
記
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
は
、Suriano

は
ギ
リ
シ
ア
・
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ガ
ス
パ
リ
ス
は
ギ
リ
シ
ア
系
と
判
断
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。Franciscus

de Cruce: Notaio
in 
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Candia 1338-1339, ed. Ch. Gasparis, (V

enice, 1999).
（
64
）　W

ills, W
ill 40, 122, 136, 155, 184, 212, 228, 288, 466, 468, 510, 553, 579, 601, 622, 640, 661, 725, 730.

（
65
）　ibid., W

ill 184, 212, 288, 466, 601, 622, 640, 661.

（
66
）　ibid., W

ill 725.

（
67
）　ibid., W

ill 730.

（
68
）　ibid., W

ill 228. 

こ
こ
で
は
、 

ヨ
ハ
ネ
ス
・
ス
リ
ア
ノ
の
妹
の
奴
隷
と
遺
言
人
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ハ
ブ
ラ
モ
と
の
間
に
で
き
た
子
供
へ
の
遺
贈
が
表
明
さ
れ

て
い
る
だ
け
で
、
実
際
に
親
交
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
。

（
69
）　ibid., W

ill 510. 
ド
ミ
ニ
カ
・
ピ
サ
ー
ニ
の
遺
言
書
。
た
だ
し
、
こ
の
人
物
の
遺
言
書
も
、
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
交
友
関
係
を
検
討
す
る
と
、
そ
の
多
く

は
ギ
リ
シ
ア
系
の
可
能
性
の
強
い
非
入
植
者
の
女
性
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ド
ミ
ニ
カ
も
出
自
が
ギ
リ
シ
ア
系
で
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
女
性
名Κ

υριακή

を

ラ
テ
ン
語
に
直
し
て
通
名
と
し
て
使
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

（
70
）　 ibid., W

ill 40. 

テ
オ
ド
ラ
・
ス
リ
ア
ノ
の
遺
言
書
。
こ
の
史
料
で
は
、
入
植
者
の
ペ
ト
ル
ス
・
パ
ン
タ
レ
オ
が
、
遺
言
書
の
作
成
に
協
力
し
た
見
返
り

と
し
て
遺
贈
を
受
け
て
い
る
。

（
71
）　

こ
の
カ
テ
ゴ
リ
に
入
る
家
族
は
、
既
に
ク
レ
タ
に
お
け
る
特
権
を
失
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
特
権
を
喪
失
し
て
い
る
と
見
な
せ
る
積
極
的
な
理

由
が
な
い
た
め
、
特
権
的
身
分
と
し
て
分
類
し
た
。
史
料
的
に
はibid., W

ill 281.

の
カ
テ
リ
ナ
・
ベ
リ
ー
ニ
ョ
の
遺
言
書
の
一
通
の
み
で
あ
る
。

（
72
）　

父
方
の
出
自
に
つ
い
て
は
、
不
明
な
遺
言
書
が
六
七
通
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
遺
言
書
に
つ
い
て
異
宗
派
婚
の
有
無
を
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

（
73
）　

注
七
二
と
同
じ
理
由
か
ら
、
出
自
と
し
て
ギ
リ
シ
ア
系
で
あ
る
の
か
ラ
テ
ン
系
で
あ
る
の
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
の
史
料
の

女
性
の
遺
言
者
の
場
合
に
は
困
難
が
伴
う
。

（
74
）　

ユ
ダ
ヤ
系
の
住
民
が
遺
言
書
を
作
成
す
る
際
に
も
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
同
じ
書
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
プ
ロ
ト
コ
ル
は
神

へ
の
祈
り
で
始
ま
る
。
こ
う
し
た
キ
リ
ス
ト
教
的
価
値
観
の
強
い
遺
言
書
を
、
な
ぜ
ユ
ダ
ヤ
系
の
住
民
が
作
成
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
こ
と

と
し
た
い
。

（
75
）　ibid., W

ill, 11, 292, 294, 379, 521, 406, 409, 479, 598, 664, 668, 688. 

（
76
）　ibid., W

ill, 292, 294, 521, 598, 664, 668, 688.

（
77
）　

こ
の
こ
と
を
明
確
に
規
定
し
た
法
規
範
は
な
い
が
、
髙
田
京
比
子
「
一
三
世
紀
前
半
に
お
け
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
都
市
法
の
変
遷
と
そ
の
背
景
」『
西
洋
史
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学
』
第
一
九
二
号
、一
九
九
八
年
、六
七
頁
に
お
い
て
は
、船
上
や
ネ
グ
ロ
ポ
ン
テ
で
作
成
さ
れ
た
遺
言
書
の
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
遺
言
書
は
、

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
あ
る
財
産
の
直
接
分
配
を
お
こ
な
わ
ず
、
身
近
に
い
る
人
物
に
遺
言
執
行
人
へ
の
伝
言
を
託
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
、
と
い
う
文
書
形

式
を
と
っ
て
お
り
、
本
稿
で
扱
う
事
例
と
近
似
し
て
い
る
。

（
78
）　ibid., W

ill, 292. 

“Datus
et m

issus
in V

enetiis per ser Iacom
ello Baroçi..., 

（
79
）　ibid., W

ill, 294.

（
80
）　ibid., W

ill, 479.

（
81
）　ibid., W

ill, 267, 453, 503.

（
82
）　ibid., W

ill, 92.

（
83
）　ibid., W

ill, 236, 661.

（
84
）　ibid., W

ill, 458. 

一
三
三
三
年
に
作
成
さ
れ
た
、
デ
ィ
ミ
ト
リ
ウ
ス
・
タ
ラ
シ
ノ
の
遺
言
書
。
こ
の
中
で
は
、
遺
言
者
が
有
力
な
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
系
入
植

者
の
ム
ダ
ッ
ツ
ィ
オ
家
と
の
間
に
縁
戚
関
係
が
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

（
85
）　ibid., W

ill,468. 

一
三
三
五
年
に
作
成
さ
れ
た
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ス
リ
ア
ノ
の
妻
カ
リ
の
遺
言
書
。

（
86
）　ibid., W

ill, 762.

（
87
）　

ク
レ
タ
に
お
け
る
民
事
訴
訟
を
め
ぐ
っ
て
は
、E.Santschi, 

“Aspects
de

la justice
en Crète vénitienne

dʼaprès les M
em

oriali
du X

IV
e 

siècle

”, Κ
ρητικά Χ

ρονικά
,24 (1972), pp. 294-324; A

. V
iggiano, 

“Tra V
enezia

e Creta. Conflittualità giudiziarie, identità sociali
e 

m
em

orie fam
iliari nello Stato

Da M
ar del quattrocento

”,in: Venezia
e Creta. A

tti del convegno internazionale
di studi, Iraklion- 

Chanià,30 settem
bre-5 ottobre 1997, ed. G.O

rtalli, (V
enice, 1998), pp. 107-149; 

拙
稿
「
中
世
ク
レ
タ
の
法
廷
に
お
け
る
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
」
服
部
良
久
編
『「
中
・
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
紛
争
・
秩
序
」
研
究
成
果
報
告
書
Ｉ
』
京
都
大
学
文
学
研
究
科
、

二
〇
一
一
年
、
一
五
〇
－
一
五
七
頁
。

（
88
）　W

ills, W
ill, 25, 117, 288, 395, 407, 445, 291, 392, 563, 637, 766. 

（
89
）　

こ
れ
ら
の
史
料
の
な
か
で
、ibid., W

ill, 766

の
ヨ
ハ
ネ
ス
・
イ
ア
リ
ナ
の
妻
マ
リ
ソ
リ
の
遺
言
書
に
つ
い
て
は
、
イ
ア
リ
ナ
家
の
抱
え
て
い
た
事
情
か

ら
以
前
、
考
察
し
た
。
拙
稿
「
ス
ミ
ュ
ル
ナ
」
を
参
照
の
こ
と
。


