
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア

に
お
け
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
集
団
の
運
営

堀

井

優

一

領
事
と
居
留
集
団

エ
ジ
プ
ト
の
地
中
海
沿
岸
部
を
代
表
す
る
港
町
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
は
、
七
世
紀
以
降
の
イ
ス
ラ
ー
ム
期
に
は
ム
ス
リ
ム
領
域
と
異
教

徒
世
界
と
の
境
界
に
位
置
す
る
一
連
の
海
港
都
市
（thaghr

）
の
一
つ
で
あ
り
、
中
世
後
期
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
方
面
に
対
す
る
防
衛
と
貿

易
の
拠
点
と
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
ア
イ
ユ
ー
ブ
朝
（
一
一
六
九
│
一
二
五
〇
）
お
よ
び
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
（
一
二
五
〇
│
一
五
一
七
）
に
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
商
人
の
営
む
レ
ヴ
ァ
ン
ト
貿
易
の
要
衝
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
は
、
ジ
ェ
ノ
ヴ

ァ
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
、
カ
タ
ロ
ニ
ア
等
か
ら
来
訪
し
た
商
人
が
、
本
国
政
府
と
ス
ル
タ
ン
政
権
と
の
交
渉
に
よ
っ
て
合
意
さ
れ
る
諸
条
件

�

�

に
も
と
づ
き
、「
集
団
」（nazione,

tā’ifa

）
ご
と
に
居
留
民
社
会
を
組
織
し
て
い
た
。
各
居
留
集
団
は
、
領
事
（console,

qunsul

）
の

お
こ
な
う
行
政
と
裁
判
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
、
ス
ル
タ
ン
か
ら
専
用
の
商
館
（fondaco,

funduq

）
を
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
。
と
り
わ

け
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
の
商
人
数
と
活
動
規
模
は
、
一
四
世
紀
中
葉
以
降
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
商
業
の
目
覚
ま
し
い
伸
長
に
よ
り
、
一
五
世
紀

に
は
他
の
諸
集
団
を
圧
倒
し
た
�
。
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ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
に
つ
い
て
見
る
と
、
一
三
世
紀
初
頭
に
彼
ら
は
、
ア
イ
ユ
ー
ブ
朝
の
ス
ル
タ
ン＝

ア
ー
デ
ィ
ル
一
世
（
位
一
二
〇
〇

│
一
八
）
か
ら
、
安
全
保
障
お
よ
び
同
地
に
商
館
を
置
く
権
利
を
与
え
ら
れ
た
。
彼
ら
の
領
事
は
、
ア
ー
デ
ィ
ル
二
世
（
位
一
二
三
八
│

四
〇
）
が
一
二
三
八
年
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
与
え
た
商
業
特
権
の
な
か
で
初
め
て
言
及
さ
れ
る
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
は
、
一
三
世
紀
中
葉

に
は
二
つ
の
商
館
を
保
有
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
彼
ら
の
領
事
は
、
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
を
つ
う
じ
て
、
若
干
の
中
断
は
あ
る
も
の
の

同
地
に
駐
在
し
て
い
た
。
こ
の
状
況
は
、
エ
ジ
プ
ト
が
オ
ス
マ
ン
帝
国
（
一
二
九
九
│
一
九
二
二
）
の
支
配
期
（
一
五
一
七
│
一
七
九

八
）
に
入
っ
て
か
ら
も
、
し
ば
ら
く
継
続
し
た
。
そ
し
て
一
五
五
三
年
に
領
事
の
駐
在
地
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
か
ら
カ
イ
ロ
に
移
転

し
た
�
。
要
す
る
に
一
三
世
紀
初
頭
か
ら
一
六
世
紀
中
葉
に
か
け
て
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
領
事
の
駐
在
地
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
の
主
要
な
居
留
地
だ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
同
地
に
お
け
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
の
商

業
活
動
は
、
従
来
の
中
世
レ
ヴ
ァ
ン
ト
貿
易
史
研
究
で
重
要
な
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
�
、
彼
ら
の
集
団
の
運
営
に
つ
い
て

は
、
制
度
と
実
態
の
両
面
で
不
明
な
点
が
多
い
。
本
稿
で
は
、
集
団
運
営
に
か
か
わ
る
組
織
構
造
を
概
観
し
た
後
、
一
五
世
紀
末
の
領
事

あ
て
訓
令
史
料
を
参
照
し
つ
つ
、
こ
の
問
題
の
制
度
的
側
面
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。

二

集
団
の
組
織
構
造

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
駐
在
す
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
領
事
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
居
留
集
団
を
代
表
し
た
。
領
事
は
、
本
国
の
大
議
会

（M
aggior

consiglio

）
で
選
出
さ
れ
て
派
遣
さ
れ
、
任
地
で
は
本
国
の
元
老
院
（Senato

）
か
ら
の
命
令
に
よ
り
つ
つ
、
居
留
集
団
内
の

行
政
と
裁
判
を
行
い
、
ス
ル
タ
ン
政
権
と
交
渉
し
た
�
。
領
事
を
頂
点
と
す
る
集
団
内
の
組
織
構
造
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
Ｅ＝

ア

シ
ュ
ト
ゥ
ー
ル
に
よ
る
中
世
レ
ヴ
ァ
ン
ト
貿
易
史
研
究
と
、
近
年
の
Ｇ＝

ク
リ
ス
ト
に
よ
る
、
一
五
世
紀
前
半
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
領
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事
職
を
務
め
た
人
物
の
私
文
書
を
利
用
し
た
研
究
が
、
簡
略
な
が
ら
ま
と
ま
っ
た
概
観
を
与
え
て
く
れ
る
。
領
事
と
と
も
に
集
団
を
管
理

し
、
そ
の
運
営
を
主
導
し
た
の
は
、
十
二
人
会
（C

onsiglio
di
X
II

）
と
呼
ば
れ
る
会
議
体
だ
っ
た
。
そ
の
構
成
員
は
原
則
と
し
て
貴
族

と
さ
れ
、
領
事
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
、
領
事
と
と
も
に
事
案
を
審
議
し
決
定
し
た
。
ま
た
領
事
は
、
必
要
に
応
じ
て
集
団
全
体
の
大
議
会

（M
aggior

consiglio

）
を
召
集
し
、
居
留
地
基
金
（cottim

o

）、
ス
ル
タ
ン
政
権
と
の
胡
椒
取
引
、
そ
の
ほ
か
集
団
管
理
以
外
の
事
案
に

つ
い
て
審
議
し
決
定
し
た
。
こ
の
居
留
地
基
金
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
が
扱
う
商
品
に
課
さ
れ
る
従
価
税
を
財
源
と
し
、
集
団
全
体
に
関

わ
る
支
出
を
賄
う
制
度
だ
っ
た
。
そ
の
運
用
に
あ
た
っ
て
は
、
十
二
人
会
に
属
す
る
二
名
の
構
成
員
が
責
任
を
負
っ
て
い
た
�
。

こ
の
よ
う
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
集
団
は
、
領
事
、
十
二
人
会
、
大
議
会
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ

は
、
ド
ー
ジ
ェ
（D

oge

元
首
）
を
頂
点
と
し
、
大
議
会
を
基
盤
と
す
る
本
国
政
府
の
小
型
版
の
よ
う
な
外
観
を
呈
し
て
い
た
と
い
え
よ

う
。
と
は
い
え
本
国
で
は
大
議
会
が
ド
ー
ジ
ェ
を
含
む
主
要
な
役
職
の
選
出
母
体
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
居
留
集
団
で
は
領
事
の
会
議
体

に
対
す
る
権
限
が
強
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
十
二
人
会
の
構
成
員
を
選
任
し
て
い
た
の
は
領
事
だ
っ
た
。
ま
た
領
事
が
集

団
内
の
問
題
を
自
国
の
法
と
慣
習
に
し
た
が
っ
て
排
他
的
に
判
決
し
う
る
、
い
わ
ゆ
る
領
事
裁
判
権
は
、
中
世
後
期
の
地
中
海＝

イ
ス
ラ

ー
ム
圏
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
認
め
ら
れ
た
基
本
的
な
諸
特
権
の
一
つ
で
あ
り
、
マ
ム
ル
ー
ク
朝
も
同
様
の
権
利
を
領
内
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

に
認
め
て
い
た
�
。
こ
の
こ
と
は
、
領
事
の
統
制
力
の
強
さ
を
予
想
さ
せ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
領
事
に
よ
る
集
団
運
営
を
制
度
面
か
ら
検

討
し
て
み
よ
う
。

三

統
制
と
裁
判

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
選
任
さ
れ
た
領
事
が
、
赴
任
の
前
に
本
国
政
府
か
ら
与
え
ら
れ
る
訓
令
（com

m
issione

）
は
、
領
事
の
職
務
に
関

アレクサンドリアにおけるヴェネツィア人集団の運営 ― １９４ ―



す
る
諸
法
令
の
集
成
と
し
て
の
性
格
を
有
し
、
そ
れ
ゆ
え
居
留
集
団
の
運
営
の
仕
組
み
に
つ
い
て
考
察
す
る
う
え
で
有
益
な
史
料
で
あ

る
�
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
コ
ッ
レ
ー
ル
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
る
、
一
四
九
八
年
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
領
事
に
任
命
さ
れ
た
ジ
ロ
ラ
モ＝

テ
ィ
エ
ポ
ロ
に
与
え
ら
れ
た
訓
令
（
以
下
「
一
四
九
八
年
訓
令
」）
は
�
、
全
二
四
葉
か
ら
な
り
、
七
六
の
条
項
と
、
一
四
九
〇
年
代
に

元
老
院
で
決
議
さ
れ
た
四
つ
の
法
令
（parte

）
を
内
容
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
収
録
さ
れ
た
諸
条
項
は
、
一
五
世
紀
末
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

の
広
域
行
政
お
よ
び
マ
ム
ル
ー
ク
朝
と
の
関
係
の
い
ず
れ
の
状
況
を
も
反
映
し
、
当
時
の
集
団
内
で
定
着
し
て
い
た
諸
制
度
や
新
し
い
状

況
へ
の
対
応
策
を
多
岐
に
わ
た
っ
て
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
こ
こ
で
は
、
大
議
会
と
十
二
人
会
の
人
事
お
よ
び
議
決
に
関
す
る
規

定
、
ま
た
十
二
人
会
に
お
け
る
裁
判
に
関
す
る
規
定
が
注
目
さ
れ
る
。

ま
ず
大
議
会
に
つ
い
て
見
る
と
、
一
四
九
八
年
訓
令
の
第
四
四
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

そ
れ
に
く
わ
え
て
我
々
は
、
我
ら
が
元
老
院
と
と
も
に
、
君
に
次
の
自
由
を
与
え
る
。
我
々
の
商
人
の
利
益
と
安
全
の
た
め
と
思
わ

れ
る
時
は
、
か
の
地
の
大
議
会
に
属
す
る
全
て
の
我
が
貴
族
た
ち
（nobili

）
か
ら
な
る
大
議
会
を
召
集
で
き
る
。
そ
し
て
彼
ら
と

と
も
に
、
そ
の
大
部
分
に
よ
っ
て
、
状
況
に
応
じ
て
適
当
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
ま
た
こ
の
会
議
で
確
定
さ
れ
た
こ
と
が
な
さ
れ
る
た

め
に
、
十
分
な
支
出
を
し
う
る
こ
と
を
決
定
で
き
る
。
こ
の
決
定
は
、
議
員
に
課
さ
れ
る
罰
金
を
条
件
に
遵
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
も
し
そ
こ
に
貴
族
が
い
な
い
か
、
も
し
く
は
人
数
に
な
ら
な
い
ほ
ど
少
な
け
れ
ば
、
そ
こ
に
い
る
最
良
の
平
民
を
一
二
名
ま

で
選
出
す
る
よ
う
に
。
こ
う
し
て
君
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
あ
る
我
々
の
富
が
支
払
わ
れ
る
よ
う
な
前
述
の
機
会
に
支
出
す
る

こ
と
を
意
図
し
つ
つ
、
君
の
訓
令
の
手
続
を
ふ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
�
。

す
な
わ
ち
大
議
会
は
、
全
て
の
貴
族
か
ら
構
成
さ
れ
る
が
、
も
し
そ
の
数
が
少
な
け
れ
ば
、
領
事
が
最
大
で
一
二
名
の
平
民
を
選
任
し
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て
不
足
を
補
う
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
大
議
会
は
、
領
事
に
よ
っ
て
必
要
に
応
じ
て
召
集
さ
れ
、
そ
の
主
な
機
能
は
、
集
団
全
体
の
財
政

に
関
わ
る
問
題
を
決
議
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
同
第
三
〇
条
は
、
こ
こ
で
法
令
が
「
会
議
に
召
集
さ
れ
た
者
た
ち
の
大
部
分
」
に
よ
っ
て

の
み
可
決
さ
れ
う
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
�
。

次
に
十
二
人
会
に
つ
い
て
は
、
よ
り
多
く
の
条
項
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
ま
ず
そ
の
構
成
員
の
選
任
に
つ
い
て
、
一
四
九
八
年
訓
令
の
第

二
六
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

多
く
の
事
が
何
回
も
起
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
起
こ
り
う
る
だ
ろ
う
か
ら
、
記
録
し
え
な
い
と
し
て
も
決
議
を
必
要
と
す

る
。
我
々
は
君
に
次
の
よ
う
に
命
じ
る
。
君
に
と
っ
て
必
要
と
な
る
た
び
に
、
君
は
、
君
の
会
議
に
つ
き
前
述
の
よ
う
に
最
良
の
者

た
ち
一
二
名
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
一
二
名
を
も
っ
て
君
は
、
前
述
の
諸
問
題
に
つ
い
て
対
処
し
、
検
討
し
、
対
処
に

必
要
な
こ
と
を
決
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
ら
会
議
参
加
者
も
し
く
は
そ
の
大
多
数
に
よ
っ
て
い
か
な
る
こ
と
が
決

定
さ
れ
て
も
、
そ
れ
は
確
固
た
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
。
し
か
し
、
も
し
大
議
会
の
多
数
も
し
く
は
在
留
者
が
前
述
の
人
数
に
十
分

な
だ
け
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
い
な
け
れ
ば
、
君
は
、
現
地
に
い
る
そ
の
他
の
我
々
の
従
属
民
か
ら
、
君
に
と
っ
て
最
良
と
思
わ
れ

る
者
た
ち
を
、
前
述
の
人
数
の
不
足
分
だ
け
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
と
と
も
に
、
君
は
前
述
の
と
お
り
に
行
う
よ
う

に
�
。

す
な
わ
ち
十
二
人
会
は
、
必
要
に
応
じ
て
領
事
に
よ
っ
て
召
集
さ
れ
、
領
事
が
選
任
し
た
人
た
ち
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
会
議
の
審
議
と
決
定
に
は
、
領
事
の
意
向
が
強
く
影
響
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

十
二
人
会
の
主
要
な
機
能
は
、
集
団
の
管
理
監
督
に
あ
っ
た
。
例
え
ば
一
四
九
八
年
訓
令
の
第
二
九
条
は
、
領
事
と
十
二
人
会
が
、
現
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地
の
税
関
に
出
向
し
て
い
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
書
記
（scrivano

）
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
の
商
品
を
適
切
に
計
量
し
記
録
し
て
い
る
か
検

査
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
�
。
居
留
地
基
金
に
つ
い
て
は
、
同
第
五
一
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

ま
た
一
四
〇
六
年
に
次
の
よ
う
に
決
議
さ
れ
た
。
十
二
人
会
は
、
か
の
地
で
二
名
の
金
庫
係
（cam

erarii

）
を
選
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
彼
ら
金
庫
係
は
、
金
銭
が
置
か
れ
る
い
か
な
る
金
庫
の
鍵
を
も
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
同
様
に
、
あ
ら
ゆ
る

基
金
﹇
収
入
﹈
と
全
て
の
支
出
を
記
録
す
る
帳
簿
を
各
人
一
冊
ず
つ
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
前
述
の
基
金
の
勘
定

が
検
査
さ
れ
る
た
め
、
我
ら
の
領
事
と
と
も
に
一
括
さ
れ
る
よ
う
に
。
そ
れ
に
く
わ
え
て
そ
の
時
々
の
領
事
と
金
庫
係
は
、
公
正
と

な
る
よ
う
、
す
で
に
基
金
﹇
の
税
﹈
を
課
せ
ら
れ
た
商
人
に
、
い
か
な
る
基
金
﹇
の
税
﹈
を
も
二
回
課
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
そ
の

必
要
は
な
い
。
前
述
の
金
庫
係
は
、
一
〇bisanti

の
罰
金
を
条
件
に
﹇
こ
れ
を
﹈
拒
否
で
き
な
い
。
ま
た
十
二
人
会
に
よ
る
以
外

は
、
い
か
な
る
基
金
﹇
の
税
﹈
を
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
も
課
し
て
は
な
ら
な
い
�
。

す
な
わ
ち
居
留
地
基
金
の
実
務
は
、
十
二
人
会
が
選
出
す
る
二
名
の
金
庫
係
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
彼
ら
が
作
成
す
る
帳
簿
は
領
事
に
よ

っ
て
管
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

領
事
に
よ
る
判
決
を
と
も
な
う
裁
判
に
つ
い
て
見
る
と
、
一
四
九
八
年
訓
令
の
第
七
条
は
、
二
五libre

以
下
の
罰
金
を
課
す
場
合
は

領
事
単
独
で
、
そ
れ
以
上
の
場
合
は
領
事
の
「
会
議
の
大
多
数
」
に
よ
っ
て
判
決
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
�
。
同
第
二
七
条

は
、
裁
判
の
手
順
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
に
規
定
し
て
い
る
。

ま
た
も
し
我
々
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
た
ち
の
間
に
お
け
る
何
ら
か
の
問
題
が
、
君
に
と
っ
て
相
当
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
、
何
ら
か
の
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判
決
も
し
く
は
有
罪
判
決
も
し
く
は
命
令
を
下
す
か
、
二
五bisanti

vecchi

の
罰
金
を
課
す
こ
と
を
必
要
と
す
れ
ば
、
君
が
単
独

で
そ
の
実
行
と
徴
収
を
な
し
う
る
こ
と
を
我
々
は
望
む
。
し
か
し
、
も
し
判
決
、
有
罪
判
決
、
あ
る
い
は
よ
り
多
額
の
罰
金
を
要
す

る
ほ
ど
の
状
況
で
あ
る
事
件
だ
と
君
に
思
わ
れ
る
な
ら
、
我
々
は
以
下
の
こ
と
を
望
む
。
君
は
前
述
の
君
の
十
二
人
会
を
召
集
し
、

そ
の
会
議
で
我
が
貴
族
の
二
名
の
議
員
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
と
と
も
に
、
君
た
ち
三
名
の
大
多
数
に
よ
っ
て
、
君
た

ち
は
判
決
を
下
し
、
命
令
を
与
え
、
二
五bisanti

vecchi

以
上
の
罰
金
を
課
す
よ
う
に
。
君
た
ち
は
適
正
に
判
決
と
命
令
を
﹇
下

し
﹈
罰
金
を
徴
収
す
る
よ
う
に
。
そ
し
て
こ
れ
に
つ
い
て
君
た
ち
も
し
く
は
君
た
ち
の
大
部
分
に
よ
っ
て
い
か
な
る
こ
と
が
な
さ
れ

て
も
、
そ
れ
は
確
固
た
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
。
彼
ら
議
員
た
ち
は
、
各
人
二
五bisanti

の
罰
金
を
条
件
に
﹇
こ
れ
を
﹈
拒
否
で

き
な
い
�
。

す
な
わ
ち
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
ど
う
し
の
利
害
調
整
や
、
一
定
額
以
下
の
罰
金
を
課
す
判
決
は
、
領
事
単
独
で
な
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
た
。
ま
た
一
定
額
以
上
の
罰
金
を
課
す
判
決
は
、
領
事
お
よ
び
彼
が
十
二
人
会
の
中
か
ら
選
ん
だ
二
名
の
貴
族
が
判
決
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
た
。
た
だ
し
領
事
自
身
が
利
害
の
当
事
者
に
な
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
同
第
五
八
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

君
は
、
君
自
身
の
訴
訟
、
論
争
、
不
和
に
お
い
て
﹇
別
の
﹈
領
事
を
選
出
で
き
な
い
し
、
そ
の
必
要
は
な
い
。
前
述
の
場
合
、
か
か

る
領
事
も
し
く
は
副
領
事
は
、
十
二
人
会
の
投
票
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
他
の
者
た
ち
よ
り
多
く
、
過

半
数
を
得
票
し
た
者
は
、
そ
の
時
の
君
の
訴
訟
、
論
争
も
し
く
は
不
和
に
つ
い
て
の
み
、
そ
の
回
は
領
事
も
し
く
は
副
領
事
と
な
る

よ
う
に
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
生
じ
る
た
び
に
、
君
は
﹇
こ
れ
を
﹈
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
も
し
君
が
会
議
な
し
で

前
述
の
領
事
も
し
く
は
副
領
事
を
選
出
す
る
と
い
う
違
反
を
す
れ
ば
、
そ
の
者
に
よ
っ
て
君
に
有
利
に
な
さ
れ
る
い
か
な
る
判
決
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も
、
全
く
意
味
を
も
た
な
い
よ
う
に
�
。

す
な
わ
ち
領
事
の
係
争
時
は
、
十
二
人
会
で
投
票
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
者
が
、
臨
時
の
領
事
も
し
く
は
副
領
事
と
し
て
判
決
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
た
。

四

本
国
政
府
と
現
地
政
権
の
間

一
四
九
八
年
訓
令
に
見
ら
れ
る
以
上
の
諸
条
項
か
ら
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
集
団
で
は
、
領
事
お
よ
び
そ
の
意
向

の
影
響
下
に
あ
る
十
二
人
会
に
よ
る
管
理
監
督
が
制
度
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
に
は
、
領
事
を
つ
う
じ
て
外
地
の
居
留
集

団
を
確
実
に
統
制
し
よ
う
と
す
る
、
本
国
政
府
の
意
志
が
明
ら
か
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
行
政
機
構
の
内
部
の
み
な
ら
ず
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
マ
ム
ル
ー
ク
朝
と
の
関
係
に
お
い
て
も
意
義
を

有
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
四
九
八
年
訓
令
の
第
二
五
条
は
、
領
事
が
ス
ル
タ
ン
政
権
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
諸
条
項
（patti

）

の
遵
守
に
努
め
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
�
。
ス
ル
タ
ン
政
権
に
と
っ
て
、
領
域
内
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
原

則
に
し
た
が
っ
て
居
留
を
許
さ
れ
た
者
た
ち
で
あ
り
、
現
地
社
会
の
な
か
で
、
両
国
間
で
合
意
さ
れ
た
諸
条
件
を
遵
守
し
つ
つ
活
動
す
る

必
要
が
あ
っ
た
�
。
し
た
が
っ
て
そ
の
集
団
の
正
常
な
運
営
と
統
制
は
、
ス
ル
タ
ン
政
権
に
よ
る
社
会
秩
序
の
維
持
の
観
点
か
ら
見
て

も
、
や
は
り
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
中
世
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
お
け
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
集
団
の
運
営

を
め
ぐ
る
制
度
と
実
態
を
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
マ
ム
ル
ー
ク
朝
関
係
の
な
か
で
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
い
え
よ
う
。
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注�

中
世
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
地
理
的
・
社
会
的
な
特
徴
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
次
の
論
考
で
論
じ
た
。
堀
井
優
「
中
世
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
空

間
構
成
」
歴
史
学
研
究
会
編
『
港
町
の
ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
』（
港
町
の
世
界
史
２
）
青
木
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
二
四
五
│
二
七
〇
頁
。
一
四
世
紀

中
葉
か
ら
一
五
世
紀
末
に
か
け
て
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
東
方
貿
易
の
伸
長
に
つ
い
て
は
、E.

A
shtor,

Levant
Trade

in
the

Later
M
iddle

Ages,

Princeton,1983,chaps.III−V
II.

�

M
.
P.
PedaniFabris,

“The
O
ath

of
a
V
enetian

C
onsul

in
Egypt

（1284

）,”
Q
uaderni

di
studi

arabi,
vol.

X
IV

（1996

）,pp.
215−219;

idem
,
“R
eports

of
V
enetian

C
onsuls

in
A
lexandria

（1554−1664

）,”
in
M
.Tuchscherer

and
M
.P.Pedani,Alexandrie

ottom
ane,

vol.I,

C
airo,2011,p.47.

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
駐
在
し
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
領
事
の
リ
ス
ト
と
し
て
、A

shtor,LevantTrade,
pp.551−555;Pedani

Fabris,
“R
eports

of
V
enetian

C
onsuls

in
A
lexandria,”

pp.
157−159.

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
お
け
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
の
居
留
商
人
数
は
、

ア
シ
ュ
ト
ゥ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
一
四
二
六
│
三
五
年
に
は
三
三
│
四
九
人
の
間
で
増
減
し
、
一
四
五
五
年
に
は
三
七
人
、
一
四
五
六
年
に
は
二
四

人
で
あ
り
、
こ
れ
は
イ
タ
リ
ア
商
人
の
な
か
で
最
も
多
く
、
次
い
で
多
い
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
商
人
の
数
は
、
一
四
二
六
│
三
五
年
に
は
五
│
二
六
人
、

一
四
五
五
年
に
は
九
人
、
一
四
五
六
年
に
は
一
〇
人
だ
っ
た
（A

shtor,
Levant

Trade,
pp.

359,
484

）。
一
五
五
三
年
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
領
事
の

駐
在
地
が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
か
ら
カ
イ
ロ
へ
移
転
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
堀
井
優
「
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
商
人
│
エ
ジ
プ
ト
の
ヴ

ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
居
留
民
社
会
│
」
深
沢
克
己
編
『
国
際
商
業
』（
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
探
究
９
）
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
二
五
一
│

二
五
二
頁
。

�

代
表
的
な
研
究
と
し
て
、S.

Labib,
H
andelsgeschichte

Ägyptens
im
Spätm

ittelalter
(1171−

1517),
W
iesbaden,

1965;
W
.
H
eyd,

F.
R
ay

naud

（tr.

）,H
istoire

du
com

m
erce

du
Levantau

m
oyen-âge,

2
vols.,Leipzig,1885−1886;A

shtor,LevantTrade.

�

一
五
・
一
六
世
紀
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
領
事
職
の
機
能
に
つ
い
て
は
、W

ilken,“Ü
ber

die
V
enetianischen

C
onsuln

zu
A
lex

andrien
im
15ten

und
16ten

Jahrhunderte,”
H
istorisch-philologische

Abhandlungen
der

K
öniglichen

Akadem
ie
der

W
issenschaften

zu

Berlin,
1831,

pp.
29−46.

ま
た
一
五
世
紀
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
お
よ
び
ダ
マ
ス
ク
ス
に
お
け
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
の
行
政
組
織
お
よ
び
領
事

の
機
能
に
つ
い
て
は
、A

shtor,LevantTrade,
pp.411−415

で
概
観
さ
れ
て
い
る
。

�

A
shtor,LevantTrade,

pp.401,411;G
.C
hrist,Trading

C
onflicts:

Venetian
M
erchants

and
M
am
luk

O
fficials

in
Late

M
edievalAlexan-

dria,
Leiden

and
B
oston,2012,pp.70−71.

居
留
地
基
金
の
運
営
に
つ
い
て
は
、W

ilken,“Ü
ber

die
V
enetianischen

C
onsuln”

に
詳
し
い
。

�

J.
W
ansbrough,

“Im
tiyāzāt,

i,”
Encyclopaedia

of
Islam

,
new

ed.,
vol.

III,
Leiden,

1971,
pp.

1178b−1179a;
A
shtor,

Levant
Trade,

p.
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412.

例
え
ば
マ
ム
ル
ー
ク
朝
ス
ル
タ
ン
が
一
四
八
九
年
に
発
布
し
た
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
人
の
権
利
を
認
め
る
勅
令
の
第
一
四
条
に
示
さ
れ
る
次
の

条
文
は
、
領
事
裁
判
権
を
明
確
に
規
定
し
て
い
る
。「
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
人
の
集
団
の
間
で
争
い
や
損
害
が
あ
る
な
ら
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
う
ち
の

一
人
が
、
彼
の
属
す
る
集
団
の
一
人
に
対
し
て
﹇
何
か
要
求
す
る
﹈
権
利
を
有
す
る
な
ら
、
彼
ら
の
慣
習
あ
る
い
は
合
意
で
あ
る
と
こ
ろ
に
し
た

が
っ
て
、
彼
ら
の
集
団
の
領
事
以
外
は
、
総
督
た
ち
、
裁
判
官
た
ち
、
商
人
た
ち
の
い
か
な
る
者
も
、
彼
ら
の
間
で
判
決
を
下
さ
な
い
よ
う

に
。」（J.

W
ansbrough,

“A
M
am
lūk

C
om
m
ercial

Treaty
C
oncluded

w
ith
the

R
epublic

of
Florence

894/1489,”
in
S.
M
.
Stern

（ed.

）,
D
ocum

ents
from

Islam
ic
C
hanceries,

O
xford,1965,p.57.

）

�

Pedani,“The
O
ath,”

p.217;C
hrist,Trading

C
onflicts,

p.68.

�

C
om
m
issione

delG
irolam

o
Tiepolo,console

d’Alessandria,1498,
M
useo

C
orrer

（V
enice

）,C
od.C

icogna
2995

（C
om
m
issione

70

）.

�

Ibid.,
f.10r.

�

Ibid.,
ff.7v.−8r.

�

Ibid.,
f.7r.

�

Ibid.,
f.7v.

�

Ibid.,
f.13v.

�

Ibid.,
f.4v.

�

Ibid.,
f.7r.−v.

	

Ibid.,
f.16r.




条
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。「
君
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
、
ス
ル
タ
ン
と
の
間
で
新
た
に
定
め
ら
れ
た
諸
条
項
を
見
い
だ
す
だ
ろ
う
。
我
々

は
、
慎
重
を
期
し
て
、
そ
の
写
し
を
発
行
し
て
も
ら
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
君
は
、
そ
れ
が
遵
守
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
よ
う
に
。」（Ibid.,

f.7
r.

）

�

中
世
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
領
域
内
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
居
留
と
活
動
に
関
す
る
規
範
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
堀
井
「
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
商
人
」、
二
三
四
│
二
三
五
頁
。
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