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一
六
世
紀
後
半
の
ロ
ー
マ
都
市
エ
リ
ー
ト
層
の
変
遷

四
六
五
（
四
六
五
）　

は
じ
め
に

一
四
二
〇
年
の
マ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
五
世
の
ロ
ー
マ
帰
還
以
降
、
積

極
的
に
世
俗
統
治
に
乗
り
出
し
た
教
皇
に
よ
っ
て
一
六
世
紀
を
通

し
て
形
成
さ
れ
た
「
教
会
国
家
」
は
、
そ
の
内
部
に
政
治
・
文

化
・
経
済
基
盤
な
ど
大
き
く
異
な
る
諸
要
素
を
抱
え
な
が
ら
も
、

一
六
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
は
教
皇
自
ら
が
「
国
家
（Stato
）」
と
い

う
言
葉
を
公
的
に
用
い
る
ま
で
に
発
展
し
た
。
近
世
イ
タ
リ
ア
を

形
成
す
る
き
わ
め
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
そ
の
た
め
教
会
国
家

に
関
し
て
は
、
他
の
イ
タ
リ
ア
諸
国
同
様
、
そ
の
国
家
の
あ
り
方

を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た）

1
（

。
中
で
も
一
九
九
〇

年
以
降
、
首
都
で
あ
る
が
ゆ
え
に
そ
れ
ま
で
低
く
評
価
さ
れ
て
き

た
ロ
ー
マ
市
当
局
の
実
態
を
、
実
証
的
見
地
か
ら
見
直
す
試
み
が

な
さ
れ
て
い
る）

2
（

。
近
世
国
家
と
し
て
の
教
会
国
家
体
制
が
確
立
し

た
一
六
世
紀
以
降
に
つ
い
て
も
、
都
市
の
利
益
を
代
弁
す
る
存
在

と
し
て
ロ
ー
マ
都
市
政
府
が
そ
の
機
能
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
が

積
極
的
に
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た）

3
（

。

し
か
し
な
が
ら
、
都
市
政
府
の
担
い
手
で
あ
る
都
市
エ
リ
ー
ト

層
の
実
際
の
構
成
要
素
・
役
職
就
任
状
況
に
関
し
て
は
、
従
来
の

研
究
で
は
ほ
と
ん
ど
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
世
襲
制

で
は
な
い
と
い
う
教
皇
座
の
特
殊
性
の
下
に
発
展
し
た
教
会
国
家

の
首
都
と
し
て
、
絶
え
間
な
い
外
国
人
の
流
入
や
、
都
市
政
府
と

教
皇
庁
の
密
接
な
人
間
関
係
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
都
市
エ
リ
ー

ト
層
の
内
実
に
触
れ
る
こ
と
な
く
、
都
市
政
府
の
実
態
を
述
べ
る

の
で
は
説
得
力
に
欠
け
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
本
稿
は
、

都
市
政
府
に
集
い
、
都
市
の
利
益
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た

ロ
ー
マ
都
市
エ
リ
ー
ト
層
が
何
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
、
都
市
の
急

激
な
社
会
変
化
の
中
で
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
い
っ
た
の
か
を
、

一
六
世
紀
後
半
の
ロ
ー
マ
都
市
エ
リ
ー
ト
層
の
変
遷

原　

田　

亜
希
子
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六

特
に
都
市
の
流
動
性
の
高
か
っ
た
時
代
と
い
わ
れ
る
一
六
世
紀
後

半
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一　
  

ロ
ー
マ
都
市
エ
リ
ー
ト
層　

│
研
究
動
向
と
本

稿
の
目
的
│

は
じ
め
に
今
回
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
都
市
エ
リ
ー
ト
層
」
と
い

う
用
語
に
関
し
て
簡
単
に
整
理
し
た
い
。
こ
こ
で
い
う
都
市
エ

リ
ー
ト
層
と
は
、
教
皇
庁
の
役
職
を
務
め
る
イ
タ
リ
ア
や
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
重
要
家
系）

4
（

や
、
一
四
世
紀
の
反
マ
ニ
ャ
ー
テ
ィ
規
定
に

よ
っ
て
都
市
政
府
の
役
職
か
ら
排
除
さ
れ
た
伝
統
的
ロ
ー
マ
封
建

貴
族
（Baroni

あ
る
い
はM

agnificiviri
と
呼
ば
れ
る
。
以
下

バ
ロ
ー
ニ
））

（
（

で
は
な
い
。
そ
の
下
位
に
位
置
す
る
集
団
を
指
す
。

彼
ら
は
実
際
の
史
料
の
中
で
は
「nobilesviri
」
や
「gentil（h

）

uom
ini

」
の
語
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
一
七
世
紀
以
降
爵
位
を
得
る

こ
と
で
徐
々
に
貴
族
化
し
て
い
く
も
の
の
、
本
稿
が
考
察
対
象
と

す
る
一
六
世
紀
後
半
に
は
今
だ
爵
位
を
持
つ
者
は
少
な
い）

（
（

。
む
し

ろ
都
市
政
府
に
参
加
す
る
者
、
す
な
わ
ち
公
的
な
活
動
に
携
わ
る

者
と
し
てgentiluom

ini

と
み
な
さ
れ
た
こ
と
が
一
六
世
紀
初
頭

の
ア
ル
テ
ィ
エ
ー
リ
の
著
作
か
ら
も
確
認
で
き
る）

（
（

。
そ
も
そ
も

ロ
ー
マ
に
お
け
るgentiluom

ini

と
は
、
バ
ロ
ー
ニ
を
排
除
し
て

都
市
の
役
職
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
ポ
ポ
ロ
と
ノ
ー
ビ
レ
と
呼
ば

れ
る
二
つ
の
集
団
が
、
一
四
世
紀
以
降
の
都
市
経
済
の
発
展
や
、

教
皇
と
い
う
共
通
の
敵
を
前
に
徐
々
に
融
合
し
た
こ
と
で
形
成
さ

れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る）

（
（

。
特
に
ロ
ー
マ
の
伝
統
的
経
済
活
動
で

あ
る
近
郊
で
の
農
業
経
営）

9
（

や
、
薬
種
商
、
金
融
業
、
サ
ー
ビ
ス
業

な
ど
都
市
の
様
々
な
商
業
活
動
に
よ
っ
て
経
済
的
に
台
頭
し
た
家

系
が
エ
リ
ー
ト
層
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
他

の
イ
タ
リ
ア
都
市
の
よ
う
な
閉
鎖
化
は
ま
だ
み
ら
れ
ず
、
そ
の
後

も
流
動
的
で
あ
っ
た
た
め
に
常
に
新
し
い
人
々
の
浸
透
が
進
み
、

最
終
的
に
は
一
七
四
六
年
の
都
市
貴
族
の
「
黄
金
の
書
（Libro

dʼoro

）」
の
成
立
に
よ
っ
て
初
め
て
法
的
に
確
立
す
る
こ
と
に

な
っ
た）

（（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
流
動
性
が
高
く
、
い
か

な
る
法
的
資
格
基
準
も
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
一
五
世
紀
に
は
婚

姻
関
係
や
同
信
会
で
の
活
動
、
経
済
規
模
や
生
活
様
式
、
都
市
政

府
で
の
活
動
を
通
じ
て
一
つ
の
社
会
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
す
で

に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
現
在
多
く
の
研
究
者
の
共
通
の
見
解
と

な
っ
て
い
る）

（（
（

。
ま
た
実
際
の
史
料
に
お
い
て
も
、
一
五
九
〇
年
の

グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
四
世
の
教
皇
就
任
式
に
お
い
て
、
揃
い
の
服
を

着
た
五
〇
人
のgentiluom

ini

が
ロ
ー
マ
の
都
市
代
表
と
し
て
初

め
て
正
式
に
参
加
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
こ

の
頃
に
は
教
皇
庁
側
か
ら
も
一
つ
の
階
層
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
確
認
で
き
る）

（（
（

。
な
お
研
究
書
の
中
に
は
「
貴
族

（
四
六
六
）　



一
六
世
紀
後
半
の
ロ
ー
マ
都
市
エ
リ
ー
ト
層
の
変
遷

四
六
七
（
四
六
七
）　

（N
obiltà

）」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
語
の
持
つ

固
定
概
念
が
解
釈
の
妨
げ
と
な
る
こ
と
を
カ
ロ
ッ
チ
は
指
摘
し
て

お
り）

（（
（

、
本
稿
で
も
都
市
社
会
の
有
力
家
系
、
指
導
者
集
団
を
指
す

も
の
と
し
て
「
都
市
エ
リ
ー
ト
層
」
の
語
を
使
用
す
る
こ
と
と
す

る
。次

に
こ
の
よ
う
な
都
市
エ
リ
ー
ト
層
に
関
す
る
近
年
の
研
究
状

況
を
概
観
し
た
い
。
先
に
述
べ
た
と
お
り
一
九
九
〇
年
以
降
、
都

市
ロ
ー
マ
の
社
会
構
造
や
行
政
組
織
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
動
き

は
、
都
市
エ
リ
ー
ト
層
に
対
す
る
関
心
を
も
高
め
る
こ
と
と
な
っ

た
。
そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、
二
〇
〇
〇
年
以
降

相
次
い
で
公
刊
さ
れ
た
中
世
・
近
世
の
『
ロ
ー
マ
貴
族
』
に
関
す

る
論
文
集
で
あ
る）

（（
（

。
ロ
ー
マ
は
他
の
都
市
と
比
べ
て
家
系
に
関
す

る
史
料
が
著
し
く
乏
し
い
が
、
新
し
く
発
表
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
研

究
で
は
、
公
証
人
文
書）

（（
（

や
関
税
記
録
な
ど
断
片
的
な
史
料
を
用
い

る
こ
と
で
、
主
に
都
市
エ
リ
ー
ト
層
の
経
済
活
動
を
再
構
築
す
る

試
み
が
な
さ
れ
た
。
特
に
パ
レ
ル
モ
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
人
ら
外
国

人
商
人
の
流
入
に
よ
っ
て
活
動
の
場
を
奪
わ
れ
、
長
ら
く
受
動
的

な
存
在
と
み
な
さ
れ
て
き
た
ロ
ー
マ
人
商
人
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ

の
払
拭
を
図
っ
た）

（（
（

。
ま
た
ロ
ー
マ
の
主
要
聖
堂
参
事
会
に
お
け
る

伝
統
的
ロ
ー
マ
市
民
の
割
合）

（（
（

や
彼
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
源

で
あ
っ
た
同
心
会
で
の
活
動）

（（
（

、
さ
ら
に
住
居
や
生
活
様
式
、
古
代

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
な
ど
を
通
じ
た
文
化
活
動
に
注
目
し
た
研
究）

（（
（

も
発

表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
都
市
エ
リ
ー
ト

層
を
定
義
す
る
際
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
、
都
市
政
府
の
担
い
手

と
し
て
の
側
面
、
す
な
わ
ち
都
市
政
府
で
の
役
職
就
任
状
況
に
関

し
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
研
究
の
遅
れ
の
原
因
と
し
て
は
、
当
時
の
社
会
状

況
や
同
時
代
人
の
著
作
を
過
大
評
価
し
て
き
た
点
が
指
摘
で
き
る
。

特
に
近
世
に
お
け
る
ロ
ー
マ
の
急
激
な
人
口
増
加）

（（
（

が
、
内
部
の
生

産
力
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
教
皇
庁
の
存
在
に
ひ
か

れ
て
や
っ
て
き
た
外
国
人
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は

多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
五
世
紀
以
降
、

教
皇
庁
役
職
者
の
聖
職
者
化
と
官
職
売
買
の
拡
大
、
さ
ら
に
長
子

相
続
制
の
定
着
も
相
ま
っ
て
、
イ
タ
リ
ア
中
の
有
力
家
系
の
次
三

男
は
昇
進
の
可
能
性
を
求
め
て
ロ
ー
マ
に
駆
け
つ
け
た
。
彼
ら
に

と
っ
て
教
皇
庁
内
の
高
位
役
職
を
得
る
こ
と
は
、
在
地
に
お
け
る

自
ら
の
家
門
の
支
配
権
強
化
に
も
つ
な
が
っ
た）

（（
（

。
教
皇
が
世
襲
制

で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
こ
の
勢
い
に
拍
車
を
か
け
た
。
特
に
一
六

世
紀
に
は
ロ
ー
マ
人
教
皇
が
少
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
教
皇
が

代
わ
る
ご
と
に
教
皇
の
同
郷
人
が
ロ
ー
マ
に
押
し
寄
せ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
教
皇
庁
の
発
展
は
ロ
ー
マ
を
経
済
投
資
の

場
と
し
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
人
を
は
じ
め
と
し
た
様
々
な
企
業
家
に
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新
た
な
活
動
の
機
会
を
も
た
ら
し
た
。
近
世
に
お
け
る
都
市
ロ
ー

マ
唯
一
の
人
口
調
査
の
記
録
か
ら
は
、
一
五
二
七
年
の
ロ
ー
マ
劫

略
直
前
の
ロ
ー
マ
住
民
の
う
ち
、
生
粋
の
ロ
ー
マ
市
民
の
割
合
は

約
二
七
・
九
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
こ

の
数
値
は
確
実
に
ロ
ー
マ
市
民
で
あ
る
こ
と
が
史
料
か
ら
確
認
さ

れ
た
人
物
の
み
を
数
え
て
い
る
た
め
、
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
こ
と

は
危
険
だ
が）

（（
（

、
少
な
く
と
も
、
ロ
ー
マ
市
民
で
あ
る
こ
と
を
証
明

で
き
る
人
物
が
当
時
い
か
に
少
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
確
認

で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
た
一
六
世
紀
に
は
、
こ
の
よ
う
に
ロ
ー
マ
に
新
し
く
や
っ
て

き
た
者
に
、
都
市
政
府
に
参
入
す
る
た
め
必
要
な
市
民
権
の
授
与

が
増
え
た
こ
と
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
カ
メ
ラ
ー
ノ
は
教
皇
の
在

位
年
ご
と
に
市
民
権
取
得
者
の
数
を
算
出
し
、
一
六
世
紀
に
は
年

平
均
四
〇
人
に
市
民
権
が
授
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
な
か
で
も
都

市
政
府
と
対
立
し
て
い
た
ピ
ウ
ス
四
世
や
シ
ク
ス
ト
ゥ
ス
五
世
と

い
っ
た
教
皇
の
下
で
は
特
に
多
い
こ
と
を
指
摘
し
た）

（（
（

。
ま
た
モ
ー

リ
は
市
民
権
を
取
得
し
都
市
政
府
に
参
入
し
得
た
者
の
数
が
一
五

六
〇
年
か
ら
一
六
〇
八
年
の
間
に
は
一
一
〇
四
名
、
一
六
〇
九
年

か
ら
一
六
四
四
年
の
間
に
は
二
〇
一
名
と
、
一
六
世
紀
後
半
は
流

動
性
が
高
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た）

（（
（

。

こ
れ
ら
の
数
値
の
印
象
を
さ
ら
に
強
め
る
の
が
同
時
代
人
の
著

作
で
あ
る
。
ア
ル
テ
ィ
エ
ー
リ
や
ア
ル
ベ
リ
ー
ニ
は
と
も
に
ロ
ー

マ
人
と
し
て
の
伝
統
を
誇
る
家
系
を
代
表
し
て
、
一
六
世
紀
前
半

の
ロ
ー
マ
人
の
没
落
と
、
彼
ら
が
教
皇
庁
に
集
ま
る
外
国
人
に

取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
さ
ま
を
痛
烈
に
批
判
し
た
。
特
に
ア
ル
テ
ィ

エ
ー
リ
は
「
今
や
世
界
中
の
人
々
の
餌
食
と
化
し
た
」
ロ
ー
マ
で
、

実
質
に
お
い
て
も
権
限
に
お
い
て
も
没
落
し
て
い
く
ロ
ー
マ
の
伝

統
的
家
系
の
名
前
を
地
区
ご
と
に
列
挙
し
た）

（（
（

。
ま
た
ア
ル
ベ
リ
ー

ニ
は
ロ
ー
マ
劫
略
の
悲
劇
を
、
教
皇
庁
の
よ
そ
も
の
た
ち
が
都
市

の
全
権
を
握
っ
て
い
る
こ
と
に
全
面
的
責
任
が
あ
る
と
し
、

「
ロ
ー
マ
に
お
い
て
今
や
ロ
ー
マ
人
は
少
数
派
に
過
ぎ
ず
、
教
皇

の
意
の
ま
ま
に
な
っ
て
」
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
古
代
ロ
ー
マ
の

正
統
な
後
継
者
で
あ
る
多
く
の
ロ
ー
マ
人
の
血
が
流
さ
れ
た
と
嘆

い
た）

（（
（

。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
実
際
の
役
職
者
名
簿
を
用
い
る
こ
と
な
く
、

都
市
役
職
者
層
へ
の
外
国
人
の
進
出
が
無
条
件
に
強
調
さ
れ
て
き

た
。
確
か
に
、
社
会
状
況
の
変
化
が
都
市
役
職
者
に
与
え
た
影
響

は
否
定
で
き
な
い
。
と
は
い
え
、
実
際
に
役
職
を
務
め
た
人
物
を

考
慮
す
る
こ
と
な
く
結
論
を
出
す
の
は
早
急
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

同
時
代
人
の
著
作
は
、
当
時
の
社
会
状
況
を
反
映
す
る
一
方
で
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
色
が
強
い
点
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
実
際
ア

ル
テ
ィ
エ
ー
リ
が
著
作
の
中
で
伝
統
的
ロ
ー
マ
人
と
し
て
挙
げ
て



一
六
世
紀
後
半
の
ロ
ー
マ
都
市
エ
リ
ー
ト
層
の
変
遷

四
六
九
（
四
六
九
）　

い
る
者
の
中
に
は
、
実
際
に
は
一
五
世
紀
前
半
の
段
階
で
は
ロ
ー

マ
に
居
住
し
て
い
な
か
っ
た
家
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
モ
デ
ィ

リ
ア
ー
ニ
は
指
摘
し
て
い
る）

（（
（

。
ま
た
ア
ル
テ
ィ
エ
ー
リ
や
ア
ル
ベ

リ
ー
ニ
も
教
皇
庁
の
存
在
を
批
判
す
る
一
方
で
、
そ
の
教
皇
庁
が

も
た
ら
す
利
益
に
無
関
心
な
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は

ど
ち
ら
の
家
系
も
教
皇
庁
の
役
職
に
進
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明

ら
か
で
あ
る）

（（
（

。
つ
ま
り
ロ
ー
マ
都
市
エ
リ
ー
ト
層
の
変
遷
は
、
都

市
政
府
を
担
っ
て
い
た
伝
統
的
家
系
と
教
皇
庁
に
集
う
外
国
人
勢

力
と
の
間
の
単
純
な
二
項
対
立
だ
け
で
も
語
れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
都
市
当
局
で
の
評
議
会
参
加
者
や
役
職
者
名

簿）
（（
（

を
用
い
て
、
実
際
に
都
市
政
府
に
関
与
し
て
い
た
人
物
・
家
系

を
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
一
六
世
紀
後
半
に
お
け
る
都
市

エ
リ
ー
ト
層
の
変
遷
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二　

  

一
六
世
紀
後
半
に
お
け
る
ロ
ー
マ
都
市
政
府
の

役
職
者
選
出
方
法

で
は
一
六
世
紀
後
半
の
ロ
ー
マ
都
市
政
府
の
制
度
的
枠
組
み
、

役
職
者
選
出
方
法
の
規
定
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
教
皇
の
帰
還
以
降
、
教
会
国
家
の
首
都
と
し
て
の
急
激

な
変
化
に
対
し
て
、
伝
統
的
特
権
を
保
持
し
つ
つ
も
、
生
き
残
り

を
か
け
て
現
状
に
適
応
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
都
市
政
府
は
、
一

六
世
紀
を
通
し
て
制
度
改
革
を
行
っ
た
。
一
五
八
〇
年
に
出
さ
れ

た
都
市
条
例
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
改
革
の
集
大
成
と
し
て
、
都

市
政
府
の
体
制
を
明
確
に
定
め
て
い
る）

（（
（

。
中
で
も
顕
著
な
変
化
は
、

従
来
の
外
国
人
セ
ナ
ト
ー
レ
に
代
わ
っ
て
ロ
ー
マ
人
コ
ン
セ
ル

ヴ
ァ
ト
ー
レ
が
都
市
政
府
の
中
心
を
担
う
体
制
が
確
認
さ
れ
た
こ

と
だ
。
セ
ナ
ト
ー
レ
は
そ
の
権
限
を
司
法
権
に
限
定
さ
れ
、
任
命

に
関
し
て
も
教
皇
の
介
入
を
大
き
く
受
け
た
こ
と
か
ら
市
内
で
の

実
質
的
権
限
を
失
い
、
そ
の
代
わ
り
に
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
を

ト
ッ
プ
と
し
、
ロ
ー
マ
一
三
地
区
の
地
区
長
ら
ロ
ー
マ
人
役
職
者

に
よ
る
政
治
体
制
が
強
化
さ
れ
た）

（（
（

。
こ
の
よ
う
な
制
度
改
革
と
同

時
に
、
一
五
八
〇
年
の
都
市
条
例
で
都
市
政
府
の
存
続
を
か
け
た

重
要
な
問
題
と
し
て
考
慮
さ
れ
た
の
が
、
都
市
の
役
職
者
選
出
方

法
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。

都
市
政
府
に
参
入
し
て
都
市
エ
リ
ー
ト
層
と
み
な
さ
れ
る
た
め

の
第
一
条
件
で
あ
る
ロ
ー
マ
市
民
権
授
与
に
関
し
て
は
、
一
五
二

三
年
の
都
市
条
例
以
降
の
史
料
が
残
っ
て
い
る）

（（
（

。
一
五
二
三
年
の

都
市
条
例
に
よ
る
と
、
そ
の
資
格
は
ロ
ー
マ
に
住
み
、
市
内
・
外

の
不
動
産
を
所
有
し
、
ロ
ー
マ
市
民
の
妻
を
持
つ
者
と
定
め
ら
れ

た
。
こ
の
条
件
は
在
住
外
国
人
に
と
っ
て
比
較
的
容
易
な
も
の
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
一
五
八
〇
年
の
都
市
条
例
で
は
、
さ

ら
に
市
民
権
授
与
に
関
し
て
、
市
民
権
を
求
め
る
者
は
請
願
書
を
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作
成
し
、
こ
れ
を
二
名
の
小
評
議
会
評
議
員
が
議
会
に
提
出
し
て
、

全
メ
ン
バ
ー
の
三
分
の
二
の
承
認
を
得
る
こ
と
、
さ
ら
に
請
願
者

は
大
評
議
会
へ
の
出
席
が
義
務
付
け
ら
れ
、
最
終
的
に
大
評
議
会

で
の
承
認
な
く
し
て
は
市
民
権
が
授
与
さ
れ
な
い
こ
と
が
確
認
さ

れ
た）

（（
（

。
例
外
と
し
て
、
著
名
な
人
物
や
名
誉
あ
る
人
物
に
関
し
て

は
、
こ
れ
ら
の
手
順
は
免
除
さ
れ
る
こ
と
も
記
載
さ
れ
て
い
る
と

は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
規
定
の
存
在
か
ら
、
市
民
権
授
与
に
介
入

し
よ
う
と
す
る
教
皇
に
対
し
て
、
こ
れ
が
都
市
政
府
の
特
権
で
あ

る
こ
と
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
都
市
側
の
思
惑
が
垣
間
見
れ
る
。

ま
た
一
五
五
八
年
以
降
は
、
都
市
政
府
に
市
民
権
に
係
わ
る
い

く
つ
か
の
史
料）

（（
（

が
残
っ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
も
都
市
側
が
市
民
権

授
与
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る）

（（
（

。
さ
ら
に
実
際
の
市
民
権

取
得
者
リ
ス
ト
を
み
る
と
、
確
か
に
例
外
規
定
を
利
用
す
る
こ
と

で
、
教
皇
が
外
国
要
人
や
教
皇
庁
内
の
重
要
人
物
に
政
治
的
恩
恵

と
し
て
市
民
権
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
が）

（（
（

、
そ
の
一

方
で
大
半
の
人
物
が
都
市
に
長
年
住
ん
で
都
市
の
経
済
活
動
に
従

事
し
て
き
た
者
で
あ
り
、
都
市
条
例
で
定
め
ら
れ
た
規
定
に
従
っ

て
市
民
権
を
獲
得
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る）

（（
（

。
ロ
ー
マ
市
民
権
を

取
得
す
る
こ
と
は
、
請
願
者
に
と
っ
て
単
に
都
市
政
府
へ
の
道
を

開
く
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
都
市
の
主
要
聖
堂
参
事
会
員

へ
の
選
出
機
会
や
、
免
税
特
権
が
与
え
ら
れ
る
な
ど
、
実
際
の
利

益
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
も
重
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
市
民

権
取
得
者
の
多
く
は
、
特
権
の
享
受
を
目
的
に
市
民
権
を
得
た
と

考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ロ
ー
マ
に
長
年
住
ん
で
い
て
も
、
市
民
権

を
取
得
し
な
い
限
り
完
全
な
る
ロ
ー
マ
市
民
と
し
て
認
め
ら
れ
な

か
っ
た
よ
う
に
、
一
五
世
紀
に
お
い
て
市
内
の
人
物
を
定
義
す
る

際
に
使
わ
れ
て
い
た
市
民
（Cittadini

）
と
そ
れ
以
外
の
人
物

（Forestieri,Curiali

）
と
の
区
分）

（（
（

が
、
こ
の
時
代
に
も
色
濃
く

残
っ
て
い
た
。
市
民
権
と
は
、
ま
さ
に
都
市
政
府
が
自
ら
の
権
限

を
規
定
す
る
上
で
の
最
大
の
武
器
で
あ
り
、
市
民
権
授
与
を
拡
大

す
る
一
方
で
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
厳
し
く
す
る
こ
と
で
都
市
政
府

と
し
て
の
一
体
性
の
保
持
に
努
め
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
に
市
民
権
を
得
た
者
の
う
ち
、
実
際
に
都

市
政
府
に
参
加
し
得
た
者
、
す
な
わ
ち
都
市
政
府
の
根
幹
を
な
す

決
議
機
関
で
あ
る
大
評
議
会
に
参
加
で
き
る
人
物
は
ど
の
よ
う
に

選
ば
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
評
議
会
に
関
し
て
は
一
五
八
〇
年

の
都
市
条
例
ま
で
全
く
規
定
が
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
初
期
の
メ

ン
バ
ー
や
活
動
に
関
し
て
は
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

少
な
く
と
も
一
三
世
紀
か
ら
大
小
二
つ
の
評
議
会
が
存
在
し
、
都

市
の
重
要
役
職
者
の
み
が
参
加
す
る
小
評
議
会
に
比
べ
て
、
特
に

大
評
議
会
は
一
六
世
紀
を
通
し
て
そ
の
成
員
数
が
増
加
傾
向
に

あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
一
五
八
〇
年
の
都
市
条
例
で
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は
、
こ
の
よ
う
な
増
加
傾
向
の
最
終
段
階
と
し
て
、
大
評
議
会
に

は
都
市
の
二
〇
歳
以
上
の
全
て
の
「
ロ
ー
マ
市
民
」
が
参
加
し
う

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
し
か
し
こ
の
「
ロ
ー
マ
市
民
」
に

関
し
て
は
さ
ら
に
条
件
が
設
け
ら
れ
、「
ロ
ー
マ
一
三
地
区
の
地

区
長
が
毎
年
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
の
代
表
四
人
と
と
も
に
作
成
し
た

リ
ス
ト
に
名
前
が
挙
げ
ら
れ
た
者
を
指
す
」
と
付
け
加
え
ら
れ
て

い
る）

（（
（

。
リ
ス
ト
作
成
が
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
な
さ
れ
て
い

た
の
か
は
今
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
少
な
く
と
も

市
民
権
保
有
者
が
必
ず
し
も
都
市
政
府
に
参
加
で
き
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た）

（（
（

。
と
は
い
え
、
地
区
長
に
よ
っ
て
毎
年
作
成
さ
れ
る
こ

の
リ
ス
ト
こ
そ
が
都
市
政
府
の
基
盤
を
な
し
て
お
り
、
毎
年
更
新

さ
れ
る
こ
と
で
常
に
都
市
政
府
参
加
者
は
流
動
的
で
あ
っ
た
と
い

え
る
。

さ
ら
に
都
市
の
役
職
者
選
出
も
、
こ
の
地
区
長
に
よ
っ
て
作
成

さ
れ
た
リ
ス
ト
を
基
に
行
わ
れ
た
。
役
職
者
選
出
方
法
は
、
マ
ル

テ
ィ
ヌ
ス
五
世
の
ロ
ー
マ
帰
還
以
降
、
最
も
教
皇
と
都
市
の
対
立

を
生
む
問
題
で
あ
っ
た
。
ニ
コ
ラ
ウ
ス
五
世
に
よ
っ
て
、
都
市
の

役
職
者
は
ロ
ー
マ
市
民
の
み
と
定
め
ら
れ
た
も
の
の
、
歴
代
の
教

皇
は
そ
の
選
出
に
介
入
し
て
ロ
ー
マ
市
民
権
を
持
た
な
い
人
物
を

任
命
す
る
だ
け
で
な
く
、
財
政
立
て
直
し
や
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
関
係

を
結
ぶ
た
め
に
都
市
役
職
の
販
売
を
進
め
た）

（（
（

。
ま
た
オ
ラ
ン
ダ
出

身
の
教
皇
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
六
世
就
任
の
際
、
新
教
皇
の
ロ
ー
マ
到

着
が
遅
れ
た
こ
と
で
、
教
皇
の
交
代
時
に
そ
れ
ま
で
教
皇
か
ら
与

え
ら
れ
て
き
た
ロ
ー
マ
市
役
職
者
の
承
認
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た

こ
と
が
、
ロ
ー
マ
都
市
政
府
の
権
限
の
正
当
性
を
揺
る
が
す
大
問

題
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
都
市
政
府
は
役
職
者
選
出

方
法
の
伝
統
そ
の
も
の
に
そ
の
正
当
性
を
求
め
、
以
後
選
出
方
法

の
規
定
が
何
度
も
都
市
評
議
会
で
話
し
合
わ
れ
て
い
る
。
一
五
八

〇
年
の
都
市
条
例
は
、
こ
の
流
れ
の
中
で
、
お
そ
ら
く
一
五
世
紀

半
ば
以
降
慣
習
的
に
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
方
法
を
初
め
て
法

的
文
書
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
方
法
と
は
指
名
制
と
抽
籤
を
あ
わ
せ
た
選
出
方
法
で
あ
る
。

都
市
条
例
に
よ
る
と
、
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
の
地
区
長
の
も
と

に
一
五
歳
以
上
のgentiluom

ini

が
集
ま
り
、
各
地
区
一
名
ず
つ

の
役
職
者
選
出
人
（Im

bussolatori

）
を
選
出
す
る
。
こ
こ
で

選
出
さ
れ
た
役
職
者
選
出
人
は
三
一
歳
以
上
の
人
物
で
任
期
は
二

年
で
あ
り
、
選
出
後
八
日
以
内
に
秘
密
裏
に
二
年
分
の
役
職
別
候

補
者
リ
ス
ト
（Bussola

））
（（
（

を
、
先
に
述
べ
た
大
評
議
会
参
加
者

リ
ス
ト
を
基
に
作
成
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。
例
え
ば
定

数
三
名
、
三
ヶ
月
任
期
の
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
の
候
補
者
と
し

て
は
、
各
地
区
三
名
の
計
三
九
名
が
挙
げ
ら
れ
、
以
下
地
区
長
、

マ
レ
シ
ャ
ル
な
ど
の
役
職
が
続
く）

（（
（

。
こ
の
リ
ス
ト
は
二
年
間
サ
ン
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タ
・
マ
リ
ア
・
ア
ラ
チ
ェ
ー
リ
教
会
聖
具
室
に
保
管
さ
れ
、
役
職

者
の
任
期
交
代
時
に
は
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
名
前
か
ら
抽
籤
に

よ
っ
て
選
出
が
行
わ
れ
た
。
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
の
場
合
で
あ

れ
ば
、
三
九
名
の
中
か
ら
三
ヶ
月
ご
と
に
抽
籤
が
行
わ
れ
、
二
年

間
で
計
二
四
名
の
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
が
選
出
さ
れ
た
。
そ
し

て
選
ば
れ
た
人
物
の
名
前
の
頭
に
は
十
字
架
の
印
が
、
後
ろ
に
は

そ
の
任
期
が
付
け
加
え
ら
れ
、
さ
ら
にBussola

に
名
前
が
挙
げ

ら
れ
て
い
た
が
二
年
経
る
前
に
死
亡
し
た
者
の
名
前
に
も
、
そ
の

旨
付
け
加
え
ら
れ
た
。
な
お
都
市
条
例
で
は
、
こ
の
選
出
式
に
役

職
者
選
出
人
に
加
え
て
都
市
代
表
と
し
て
セ
ナ
ト
ー
レ
と
コ
ン
セ

ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
、
地
区
長
代
表
一
名
が
、
教
皇
庁
の
代
表
と
し
て

カ
メ
ル
レ
ン
ゴ
と
ゴ
ヴ
ェ
ル
ナ
ト
ー
レ
が
参
加
す
る
こ
と
も
定
め

ら
れ
て
い
る
が
、
教
皇
庁
の
役
職
者
は
あ
く
ま
で
二
次
的
な
参
加

で
あ
り
、
直
接
役
職
者
選
出
に
介
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と

も
規
定
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。

こ
の
よ
う
に
都
市
役
職
者
の
選
出
は
一
三
地
区
制
に
基
づ
い
た

伝
統
的
方
法
で
あ
るBussola

に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
指
名

制
と
は
い
え
、
そ
こ
に
抽
籤
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
比
較
的

開
か
れ
た
集
団
に
役
職
に
就
く
機
会
を
与
え
た
も
の
と
い
え
る
。

ま
た
ほ
と
ん
ど
の
役
職
の
任
期
が
三
ヶ
月
と
短
い
上
に
、
同
じ
職

の
二
年
以
内
の
再
任
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
た
め
、
個
人
に
よ
る
役

職
の
独
占
も
抑
制
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
そ
の
一
方
で
一
五
八
〇

年
の
都
市
条
例
に
は
、
重
要
役
職
の
候
補
者
の
資
格
に
つ
い
て
新

し
い
規
定
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
原
則
と

し
て
都
市
の
役
職
者
は
大
評
議
会
に
参
加
で
き
る
全
て
の
市
民
に

開
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
や
地

区
長
と
い
っ
た
一
五
八
〇
年
の
都
市
条
例
に
よ
っ
て
そ
の
権
限
を

大
幅
に
上
昇
さ
せ
た
重
要
役
職
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
五
歳
、

二
五
歳
以
上
と
年
齢
制
限
が
設
け
ら
れ
た
。
ま
た
奉
公
人
や
手
工

業
者
、
肉
体
労
働
者
は
除
外
さ
れ）

（（
（

、
さ
ら
に
ロ
ー
マ
市
民
権
を
得

た
者
は
取
得
か
ら
五
年
以
上
経
っ
て
い
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ

た
。
も
し
役
職
者
選
出
人
が
こ
れ
ら
の
規
定
に
反
す
る
人
物
を
選

ん
だ
場
合
に
は
金
百
ド
ゥ
カ
ー
ト
と
い
う
都
市
条
例
の
中
で
も
最

も
高
額
の
罰
金
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
都
市
の
役
職
選
出
方
法
は
あ
る
程
度
の
制
限
は
あ
る
も
の

の
、
新
し
く
都
市
に
参
入
し
た
者
に
も
開
か
れ）

（（
（

、
ま
た
特
定
の
個

人
に
よ
る
職
の
独
占
が
抑
制
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
役
職
の
ヒ
エ

ラ
ル
キ
ー
を
定
め
る
こ
と
で）

（（
（

、
重
要
な
も
の
に
は
厳
し
い
条
件
が

追
加
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

三　

ロ
ー
マ
都
市
エ
リ
ー
ト
層
の
変
遷

（
一
）
評
議
会
参
加
者



一
六
世
紀
後
半
の
ロ
ー
マ
都
市
エ
リ
ー
ト
層
の
変
遷

四
七
三
（
四
七
三
）　

そ
れ
で
は
都
市
の
評
議
会
参
加
者
リ
ス
ト
やBussola

を
用
い

て
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
人
物
が
都
市
政
府
を
担
っ
て
い
た
の
か

を
見
て
い
こ
う
。
は
じ
め
に
大
評
議
会
参
加
者
リ
ス
ト
を
検
証
し

て
い
き
た
い
。
こ
の
リ
ス
ト
は
、
残
念
な
が
ら
、
現
在
の
と
こ
ろ

一
五
六
九
年
、
一
五
八
一
年
、
一
五
八
四
年
し
か
存
在
が
確
認
さ

れ
て
い
な
い
が）

（（
（

、
そ
れ
ぞ
れ
の
リ
ス
ト
で
は
名
前
の
頭
文
字
を
ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
し
て
、
一
三
地
区
ご
と
に
氏
名
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
A
か
ら
は
じ
ま
る
名
前
の
人
物
を
モ
ン
テ
ィ

（M
onti

）
地
区
以
下
一
三
地
区
ご
と
に
列
挙
し
た
後
、
Ｂ
、
Ｃ

へ
移
っ
て
い
く
と
い
う
形
だ
。
ま
ず
三
つ
の
リ
ス
ト
に
挙
げ
ら
れ

て
い
る
人
物
を
個
人
と
家
系
の
両
方
で
数
を
算
出
し
た
。
な
お
家

系
は
家
名
を
基
準
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
同
じ
家
名

だ
か
ら
と
い
っ
て
果
た
し
て
同
一
の
家
で
あ
る
か
ど
う
か
に
関
し

て
は
疑
問
が
残
る）

（（
（

。
ま
た
同
じ
家
名
で
も
複
数
の
系
統
に
分
岐
し

て
い
る
例
は
ロ
ー
マ
で
も
多
く
見
ら
れ）

（（
（

、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
が
ど

の
系
統
に
属
し
て
い
る
か
を
史
料
的
に
確
認
す
る
こ
と
は
困
難
と

い
え
る
。
し
か
し
異
な
る
系
統
と
は
い
え
、
同
じ
祖
先
を
持
つ
同

姓
集
団
と
し
て
の
連
帯
感
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
え
ず
、
特
に
今
回

は
ロ
ー
マ
で
の
家
系
の
古
さ
を
基
準
に
考
え
て
い
く
た
め
、
以
後

家
系
単
位
で
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

一
五
六
九
年
の
リ
ス
ト
に
は
七
〇
五
家
一
二
二
三
人
、
一
五
八

一
年
の
リ
ス
ト
に
は
九
五
二
家
一
七
九
二
人
、
一
五
八
四
年
の
リ

ス
ト
に
は
九
五
八
家
一
七
七
四
人
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

リ
ス
ト
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
千
人
を
超
え
る
人
物
全
て
が
大
評
議

会
に
毎
回
参
加
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
の
評
議
会
に
は

随
時
七
〇
人
ほ
ど
が
参
加
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
少
な
く
と
も
、
こ
の
リ
ス
ト
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
人
物
は
実
際

に
都
市
政
府
に
参
加
す
る
権
利
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ

は
当
時
の
成
人
男
性
人
口
の
約
十
〜
十
二
％
に
相
当
す
る
と
推
定

さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
こ
れ
ら
評
議
会
参
加
資
格
を
有
す
る
者
の
数
が
、

一
見
し
た
だ
け
で
も
一
五
六
九
年
か
ら
一
五
八
〇
年
代
ま
で
の
間

に
全
体
的
に
増
え
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
リ
ス
ト

に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
人
物
を
家
系
別
に
見
て
み
る
と
、
一
五
八
一

年
の
九
五
二
家
の
う
ち
一
五
六
九
年
か
ら
存
在
す
る
家
は
四
二
〇

家
（
四
四
％
）、
一
五
八
四
年
の
九
五
八
家
の
う
ち
に
は
三
七
七

家
（
三
九
％
）
と
、
一
五
八
〇
年
代
に
リ
ス
ト
に
挙
げ
ら
れ
た
家

の
う
ち
半
数
以
上
の
家
が
わ
ず
か
十
年
程
前
の
一
五
六
九
年
に
は

リ
ス
ト
に
挙
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
増

加
が
全
て
、
新
し
く
市
民
権
を
得
た
外
国
人
に
よ
る
も
の
と
は
断

定
で
き
な
い
。
だ
が
所
属
す
る
地
区
ご
と
に
リ
ス
ト
に
挙
げ
ら
れ

た
人
数
の
割
合
を
、
一
五
二
七
年
の
ロ
ー
マ
市
全
体
の
人
口
調
査

と
比
較
す
る
と
、
興
味
深
い
結
果
が
現
れ
る
。
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ま
ず
ト
レ
ヴ
ィ
（T

revi

）
地
区
、
コ
ロ
ン
ナ
（Colonna

）

地
区
や
ピ
ー
ニ
ャ
（Pigna

）
地
区）

（（
（

の
よ
う
に
古
く
か
ら
の
伝
統

的
家
系
が
多
く
存
在
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
地
域
で
は
、

人
口
比
に
比
べ
て
評
議
会
参
加
者
の
割
合
が
大
き
い
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
の
一
方
で
パ
リ
オ
ー
ネ
（Parione

）
地
区
や
サ
ン
テ
ウ

ス
タ
キ
オ
（SantʼEustachio

）
地
区
は
商
業
の
中
心
地
と
し
て

発
展
し
、
さ
ら
に
教
皇
主
導
の
都
市
計
画
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
教

皇
庁
の
高
位
役
職
者
の
住
居
が
集
中
し
た
た
め
一
五
二
七
年
か
ら

人
口
が
多
か
っ
た
が
、
一
五
六
九
年
の
段
階
で
は
極
端
に
評
議
会

参
加
者
数
が
少
な
く）

（（
（

、
八
〇
年
代
に
急
増
し
た
こ
と
が
確
認
で
き

る
。
こ
れ
ら
の
地
区
が
ロ
ー
マ
の
中
で
も
外
国
人
の
割
合
が
高
い

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え）

（（
（

、
こ
れ
だ
け
で
こ
の
増
加
が

全
て
外
国
人
の
参
入
に
よ
る
も
の
と
も
言
い
き
れ
な
い
。
例
え
ば

デ
ッ
ラ
・
ヴ
ァ
ッ
レ
家
は
ロ
ー
マ
の
伝
統
的
家
系
と
し
て
一
三
世

紀
末
か
ら
農
業
経
営
や
薬
種
商
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
が
、
教
皇

庁
帰
還
以
降
は
学
問
を
通
じ
て
教
皇
庁
に
進
出
し
、
さ
ら
に
一
六

世
紀
後
半
に
は
都
市
で
の
名
声
を
高
め
る
た
め
に
従
来
の
居
住
地

で
あ
る
ピ
ー
ニ
ャ
地
区
、
モ
ン
テ
ィ
地
区
か
ら
サ
ン
テ
ウ
ス
タ
キ

オ
地
区
に
居
を
移
し
て
い
る）

（（
（

。
こ
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
地
区
間

の
移
動
は
伝
統
的
家
系
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
一
五
八
一
年
の
リ
ス
ト
に
挙
げ
ら
れ
て
い

表 1　地区ごとに見る人数の推移

地区 1569 年 % 1581 年 % 1584 年 % 1527 年の
人口調査 %

Monti（M） 75 6.1 157 9.1 136 7.7 2.835 5.8
Trevi（Tr） 87 7.3 116 6.7 126 7.1 1.754 3.6
Colonna（Co） 151 12.34 162 9.4 217 12.23 3.037 6.2
CampoMarzo（CM） 92 7.5 161 9.3 162 9.1 5.282 10.8
Ponte（Po） 191 15.6 246 14.2 256 14.4 7.621 15.6
Parione（Pa） 1 0.08 133 7.7 83 4.7 6.315 12.9
Regola（Re） 153 12.5 200 11.6 123 6.93 5.537 11.4
SantʼEustachio（SE） 2 0.16 128 7.4 108 6.08 3.122 6.4
Pigna（Pi） 184 15.0 174 10.1 170 9.6 2.862 5.9
Campitelli（Ca） 80 6.5 75 4.3 90 5.07 1.902 3.9
SantʼAngelo（SA） 52 4.3 57 3.3 65 3.7 3.319 6.8
Ripa（Ri） 15 1.22 11 0.6 7 0.39 1.356 2.8
Trastevere（TT） 140 11.4 109 6.3 231 13.0 3.827 7.9
合計 1.223 100 1.729 100 1.774 100 48.769 100
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四
七
五
（
四
七
五
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る
家
の
う
ち
、
そ
の
六
割
近
く
が
一
五
六
九
年
に
は
リ
ス
ト
に
挙

が
っ
て
い
な
か
っ
た
家
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら

の
増
加
の
背
後
に
は
、
新
し
く
市
民
権
を
得
た
外
国
人
の
参
入
も

少
な
か
ら
ず
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
実
際
に
新
し
く
市
民
権
を
得

て
大
評
議
会
リ
ス
ト
に
参
入
し
た
家
の
割
合
を
知
る
た
め
に
は
、

さ
ら
に
他
の
史
料
と
の
比
較
検
証
が
必
要
で
は
あ
る
が）

（（
（

、
少
な
く

と
も
現
段
階
で
指
摘
で
き
る
の
は
、
一
六
世
紀
後
半
の
評
議
会
参

加
者
は
極
め
て
流
動
性
が
高
く
、
実
際
に
新
し
い
家
の
者
に
も
道

が
開
け
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。

（
二
）Bussola

に
見
る
役
職
就
任
者

そ
れ
で
は
こ
れ
ら
新
し
く
都
市
政
府
に
参
入
し
た
家
と
古
く
か

ら
の
家
の
関
係
は
都
市
の
役
職
就
任
者
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ

て
い
る
だ
ろ
う
か
。
都
市
評
議
会
参
加
者
の
リ
ス
ト
が
残
っ
て
い

る
一
五
八
一
年
、
一
五
八
四
年
に
作
成
さ
れ
たBussola

）
（（
（

を
使
っ

て
、
両
者
の
関
係
を
見
て
い
き
た
い
。
そ
の
際
、
新
旧
の
目
安
と

し
て
先
ほ
ど
の
評
議
会
参
加
者
リ
ス
ト
を
用
い
て
一
五
六
九
年
か

ら
リ
ス
ト
に
名
前
の
あ
る
家
、
一
五
六
九
年
の
リ
ス
ト
に
は
な

か
っ
た
が
一
五
八
一
年
お
よ
び
一
五
八
四
年
の
リ
ス
ト
に
は
見
ら

れ
る
家
、
ど
の
リ
ス
ト
に
も
名
前
の
な
い
家
で
グ
ル
ー
プ
分
け
を

行
っ
た
（
表
2
）。

一
五
八
一
年
のBussola

で
は
一
一
役
職
に
つ
い
て
二
六
〇
家

三
三
四
人
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
一
五
六
九

年
の
リ
ス
ト
に
見
ら
れ
る
家
の
者
は
二
五
六
人
、
一
五
八
一
年
の

リ
ス
ト
で
初
め
て
都
市
評
議
会
に
参
入
し
た
家
の
者
は
四
九
人
、

そ
し
て
一
五
六
九
年
に
も
一
五
八
一
年
の
リ
ス
ト
に
も
名
前
が
な

い
家
の
者
が
二
九
人
で
あ
っ
た
。
同
様
の
作
業
を
一
五
八
四
年
の

リ
ス
ト
の
二
四
九
家
三
三
六
人
に
つ
い
て
も
行
っ
た
と
こ
ろ
、
そ

れ
ぞ
れ
二
七
四
人
、
四
五
人
、
一
七
人
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
。

つ
ま
り
一
五
八
一
年
で
は
リ
ス
ト
に
挙
げ
ら
れ
た
七
七
％
、
一
五

八
四
年
に
は
八
一
％
の
人
物
が
、
一
五
六
九
年
か
ら
都
市
政
府
に

携
わ
る
家
系
の
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
こ

れ
は
裏
を
返
せ
ば
約
二
割
が
新
し
く
都
市
政
府
に
参
入
し
た
人
物

で
あ
り
、
こ
の
割
合
は
古
い
家
系
と
い
う
基
準
が
わ
ず
か
十
年
ほ

ど
前
と
い
う
期
間
の
短
さ
を
考
え
て
も
、
非
常
に
高
い
こ
と
が
窺

え
る
。

ま
た
一
五
八
一
年
、
一
五
八
四
のBussola

で
名
前
を
挙
げ
ら

れ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
の
評
議
会
参
加
者
リ
ス
ト
に
名

前
が
な
か
っ
た
家
が
一
割
強
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
必
ず
し
も
都

市
条
例
で
定
め
ら
れ
た
規
定
に
従
っ
てBussola

が
作
成
さ
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
家

系
が
存
在
す
る
理
由
と
し
て
は
、
教
皇
な
ど
外
部
か
ら
の
介
入
の
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可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
役
職
者
選
出
が
教
皇
庁
の

介
入
を
最
も
受
け
る
問
題
で
あ
る
た
め
、
都
市
政
府
が
対
処

を
迫
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
一
五
八
〇
年

の
都
市
条
例
で
明
確
に
都
市
役
職
者
選
出
方
法
が
定
め
ら
れ

た
後
も
、
教
皇
の
介
入
は
続
い
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
一
五

八
〇
年
以
降
も
、
教
皇
の
役
職
者
選
出
介
入
に
対
し
て
撤
回

を
求
め
る
直
接
交
渉
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
や
、

Bussola

に
よ
る
役
職
者
選
出
を
遵
守
す
る
た
め
に
四
人
の

特
別
委
員
が
選
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る）

（（
（

。
介
入

の
顕
著
な
例
は
、
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
三
世
の
庇
護
を
受

け
て
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
グ
レ
ゴ
リ
オ
・
ボ

ン
コ
ン
パ
ー
ニ
が
一
五
八
四
年
に
地
区
長
に
選
出
さ
れ
た
件

で
あ
ろ
う
。
ボ
ン
コ
ン
パ
ー
ニ
と
い
う
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
三

世
の
家
名
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
教
皇
と
彼
の
個

人
的
つ
な
が
り
の
深
さ
が
推
察
さ
れ
る
が
、
一
五
八
二
年
特

例
と
し
て
グ
レ
ゴ
リ
オ
に
市
民
権
が
与
え
ら
れ）

（（
（

、
そ
の
わ
ず

か
二
年
後
に
は
評
議
会
参
加
者
リ
ス
ト
に
名
前
が
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
都
市
条
例
で
市
民
権
取
得
か
ら
五
年
以

内
の
就
任
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
地

区
長
に
選
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
異
例
の
選

出
の
背
景
に
は
、
教
皇
の
圧
力
が
あ
っ
た
可
能
性
が
強
く
考

表 2
1581-1582 年にかけての Bussola：11 役職に対して 334 人（260 家）の名前

全役職 Conservatore 地区長 マレシャル その他
旧
77
％
1569 年のリストに
名前のある家 256人 77% 35人

（22）
89.7%
（91.7）

104人
（85）

80.0%
（81.4）

37人
（26）

75.5%
（81.2）

80人
（33）

69.0%
（76.7）

新
23
％

1581 年のリストに
名前のある家 49人 15% 4人

（2）
10.3%
（8.3）

18人
（14）

13.8%
（13.5）

7人
（3）

14.3%
（9.4）

20人
（6）

17.2%
（14.0）

どちらにも名前の
ない家 29人 8% 0人

（0）
0%
（0）

8人
（5）

6.2%
（5.8）

5人
（3）

10.2%
（9.4）

16人
（4）

13.8%
（9.3）

合計 334人 100% 39人
（24） 100% 130人

（104） 100%
49人
（32） 100% 116人

（43） 100%

1584-1585 年にかけての Bussola：11 役職に対して 336 人（249 家）の名前
全役職 Conservatore 地区長 マレシャル その他

旧
81
％
1569 年のリストに
名前のある家 274人 81% 37人

（23）
94.9%
（96.0）

109人
（90）

83.8%
（86.5）

43人
（28）

82.7%
（87.5）

85人
（30）

73.9%
（73.2）

新
19
％

1584 年のリストに
名前のある家 45人 14% 2人

（1）
5.1%
（4.0）

14人
（10）

10.8%
（9.6）

6人
（3）

11.5%
（9.4）

23人
（8）

20.0%
（19.5）

どちらにも名前の
ない家 17人 5% 0人

（0）
0%
（0）

7人
（4）

5.4%
（3.9）

3人
（1）

5.8%
（3.1）

7人
（3）

6.1%
（7.3）

合計 336人 100% 39人
（24） 100% 130人

（104） 100%
52人
（32） 100% 115人

（41） 100%

＊（　）内数字は実際に役職に就いた者の数
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え
ら
れ
る
。
と
は
い
え
都
市
条
例
の
規
定
を
無
視
し
た
選
出
は
常

に
都
市
側
の
反
発
を
招
い
た）

（（
（

。
役
職
別
に
見
る
と
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ

ト
ー
レ
や
地
区
長
と
い
っ
た
重
要
役
職
に
は
少
な
く
、
多
く
の
場

合
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
役
職
者
審

査
員
」「
調
停
人
」「
大
学
改
革
担
当
官
」
と
い
っ
た
そ
の
他
の
役

職
に
お
い
て
多
く
見
ら
れ
る）

（（
（

。
そ
し
て
重
要
な
役
職
で
あ
る
コ
ン

セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
や
地
区
長
に
は
、
そ
の
八
〜
九
割
が
一
五
六
九

年
の
リ
ス
ト
に
も
名
前
が
記
載
さ
れ
た
家
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
比

較
的
伝
統
的
な
家
系
出
身
者
の
割
合
が
高
か
っ
た
こ
と
が
確
認
で

き
る）

（（
（

。
そ
の
際
に
興
味
深
い
の
は
、
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
や
地
区
長

と
い
っ
た
地
区
ご
と
に
選
ば
れ
る
重
要
役
職
で
は
、
評
議
会
参
加

者
リ
ス
ト
の
中
で
異
な
る
地
区
に
所
属
す
る
メ
ン
バ
ー
を
多
く
持

つ
家
の
方
が
選
出
の
際
に
有
利
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
例
え
ば

マ
ッ
シ
ミ
家
は
一
五
八
二
年
四
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
サ
ン
テ
ウ

ス
タ
キ
オ
地
区
と
サ
ン
タ
ン
ジ
ェ
ロ
（SantʼA

ngelo

）
地
区
か

ら
同
時
に
地
区
長
に
選
出
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
前
年
の
一
五
八
一

年
四
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
は
パ
リ
オ
ー
ネ
地
区
か
ら
地
区
長
に

選
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
時
に
は
評
議
会
参
加
者
リ
ス
ト
で
の
出
身

地
と
は
異
な
る
地
区
か
ら
選
出
さ
れ
て
い
る
例
さ
え
確
認
で
き
た
。

つ
ま
り
同
じ
家
に
属
す
る
者
が
複
数
の
地
区
に
お
い
て
選
ば
れ
る

こ
と
で
選
出
の
可
能
性
を
た
く
み
に
増
や
す
こ
と
が
で
き
た
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
市
内
の
不
動
産
を
多
く
所
有
す
る
伝
統
的
な

家
系
に
追
い
風
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）

（（
（

。
全
体
と
し
て
、
評
議

会
参
加
者
同
様
、
役
職
者
就
任
者
も
流
動
性
が
高
く
、
教
皇
庁
の

介
入
が
あ
っ
た
こ
と
も
窺
え
る
も
の
の
、
新
旧
の
家
系
は
重
要
役

職
と
そ
の
他
の
役
職
の
就
任
数
に
違
い
が
見
ら
れ
る
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

（
三
）
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
就
任
者

最
後
に
、
都
市
政
府
の
重
要
役
職
で
あ
る
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー

レ
選
出
を
さ
ら
に
対
象
年
代
を
広
げ
る
こ
と
で
、
よ
り
詳
し
く
そ

の
就
任
者
の
実
態
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。Bussola

や
都
市
評

議
会
の
記
録
を
も
と
に
、
一
部
史
料
が
欠
落
し
て
い
る
と
こ
ろ
を

除
き
、
一
五
五
〇
年
か
ら
一
六
〇
〇
年
の
間
に
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ

ト
ー
レ
就
任
を
確
認
で
き
た
一
九
四
家
四
八
七
人
を
対
象
に
検
証

を
行
っ
た
。
彼
ら
の
う
ち
、
一
人
の
み
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
を

出
し
た
家
系
出
身
者
は
八
八
人
と
、
全
体
の
人
数
の
わ
ず
か
一

八
％
で
あ
り
、
こ
の
数
値
か
ら
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
職
が
一
部

の
家
系
の
独
占
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
（
図
1
）。

最
も
多
く
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
を
輩
出
し
た
の
は
マ
ッ
テ
ー

イ
家
で
二
三
人
、
以
下
、
ム
ー
テ
ィ
家
の
一
七
人
、
ク
レ
シ
ェ
ン
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ツ
ィ
家
の
一
五
人
と
続
く
。

表
3
は
こ
れ
ら
多
く
の
コ
ン

セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
を
出
し
た

家
系
上
位
八
家
を
、
コ
ン
セ

ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
の
人
数
、
就

任
時
期
、
就
任
し
た
地
区
ご

と
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
み
る
と
、
多
く
コ
ン

セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
を
出
し
て

い
る
家
で
も
、
都
市
条
例
で

定
め
ら
れ
て
い
る
通
り
、
同

一
人
物
が
再
任
禁
止
期
間
内

に
選
ば
れ
る
こ
と
は
な
く
、

個
人
で
の
職
の
独
占
が
な

か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し

か
し
そ
の
一
方
で
人
物
や
地
区
を
替
え
る
こ
と
で
連
続
し
て
コ
ン

セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
に
選
ば
れ
る
例
は
見
ら
れ
る
た
め
、
職
の
独
占

傾
向
は
個
人
で
は
な
く
家
系
単
位
で
行
わ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

実
際
最
も
多
く
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
を
出
し
て
い
る
マ
ッ
テ
ー

イ
家
は
ト
ラ
ス
テ
ヴ
ェ
レ
（T

rastevere

）
地
区
、
サ
ン
タ
ン

ジ
ェ
ロ
地
区
、
コ
ロ
ン
ナ
地
区
な
ど
か
ら
選
出
さ
れ
て
お
り
、
複

数
の
地
区
に
不
動
産
を
所
有
し

て
い
る
こ
と
が
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ

ト
ー
レ
就
任
を
有
利
に
し
た
こ

と
が
こ
こ
で
も
確
認
で
き
る
。

こ
れ
ら
多
く
の
コ
ン
セ
ル

ヴ
ァ
ト
ー
レ
を
輩
出
し
た
家
を

家
系
の
起
源
か
ら
見
て
み
る
と
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
教
皇
庁
の

ロ
ー
マ
帰
還
以
前
の
一
三
、
一

四
世
紀
か
ら
ロ
ー
マ
に
定
着
し

て
い
た
家
で
あ
る
こ
と
が
確
認

で
き
る）

（（
（

。
こ
れ
を
さ
ら
に
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
を
出
し
た
一
九

四
家
全
て
に
当
て
は
め
、
出
身
家
系
の
起
源
の
古
さ
と
コ
ン
セ
ル

ヴ
ァ
ト
ー
レ
就
任
の
関
係
を
表
し
た
の
が
図
2
で
あ
る
。
こ
こ
か

ら
も
約
七
割
の
家
が
一
五
世
紀
ま
で
に
ロ
ー
マ
に
定
着
し
て
い
た

家
系
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
全
体
的
に
も
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ

ト
ー
レ
就
任
者
は
比
較
的
古
い
家
系
出
身
者
が
多
か
っ
た
と
い
え

よ
う
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
一
六
世
紀
以
降
に
ロ
ー
マ
に
や
っ
て

き
た
新
し
い
家
系
が
二
割
に
及
ぶ
点
も
無
視
で
き
な
い
。
こ
れ
ら

新
し
い
家
を
具
体
的
に
見
る
と
、
例
え
ば
ト
ス
カ
ー
ナ
出
身
の
パ

ト
リ
ッ
ツ
ィ
家
は
商
業
活
動
の
た
め
一
五
三
七
年
に
ド
メ
ニ
コ
が

図 1　コンセルヴァトーレを出した人数ごとの家の割合

図 2　出身家のローマでの起源
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表 3　  コンセルヴァトーレ就任回数の多い上位 8 家（約 22％（107/487人）を 8 家（全 194
家の 4%）が独占）

家の名前 人数 就任状況名前（任期、選出地区） 家の起源
マッテーイ
（Mattei）

23 人 Curtio（1550.1-3,TT）, Alessandro（1554.1-3,?）, Aurelio（1558.10-
12 ,TT）, Paolo（1562 .1-3 ,SA）,  Aurel io（1562 .4-6 ,TT）, 
Alessandro（1562.4-6,TT）, Ludovico（1564.10-12,SA）, Antonio
（1565.1-3,TT）, Ludovico（1574.7-9,SA）, Antonio（1576.10-12,TT）, 
Muzio（1577.1-3,SA）, Paolo（1578.4-6,SA）, Paluzzo（1580.10-
12,SA）, Paluzzo（1584.4-6,Co）, Ciriaco（1584.7-9,SA）, Antonio
（1585.10-12,TT）, Muzio（1588.10-12,SA）, Paluzzo（1589.7-9,Co）, 
Antonio（1591.4-6,TT）, Fabio（1594.10-12,SA）, Paluzzo（1596.7-
9,Tr）, Antonio（1596.10-12,TT）, Muzio（1599.1-3,SA）

12 世紀

ムーティ
（Muti）

17 人 Giacomo（1554.10-12,Pi）, Giacomo（1561.10-12,Pi）, Orazio
（1564.4-6,?）, Prospero（1565.10-12,Tr）, Orazio（1569,10-12,Ca）, 
Giovanpietro（1574.1-3,Pi）, Giovanni（1574.7-9,Tr）, Orazio
（1576.4-6,Ca）, Cesare（1577.10-12,Pi）, Ottavio（1578.7-9,Tr）, 
Alessandro（1581.1-3,Ri）, Alessandro（1587.7-9,SA）, Orazio
（1590.4-6,Ca）, Alessandro（1591.10-12,SA）, Ottavio（1594.10-
12,Tr）, Marcello（1595.10-12,Tr）, Ottavio（1599.10-12,Tr）

12 世紀

クレシェンツィ
（Crescenzi）

15 人 Giacomo（1551 .1-3 ,?）, Francesco（1551 .1-3 ,Co）, Giacomo
（1553 .1-3 ,SE）, Stefano（1555 .10-12 ,?）, Fabio（1557 .4-6 ,?）, 
Alessandro（1561.1-3,Co）, Alessandro（1564.7-9,Tr）, Stefano
（1569.1-3,Co）, Virgilio（1572.10-12,SE）, Ottaviano（1573.7-9,Tr）, 
Stefano（1576.4-6,Co）. Virgilio（1577.10-12,SE）, Stefano（1580.4-
6,Co）, Ottaviano（1582.4-6,Co）, Ottaviano（1588.7-9,Co）

10 世紀

デル・ブーファロ
（Del Bufalo）

14 人 Innocenzo（1554.1-3,Co）, Girolamo（1559.1-3,Co）, Girolamo
（1563.1-3,?）, Girolamo（1567.4-6,Co）, Paolo（1570.1-3,Co）, 
Girolamo（1572 .1-3 ,Co）, Ascanio（1575 .4-6 ,Co）, Girolamo
（1577.4-6,Co）, Angelo（1574.10-12,CM）, Paolo（1586.7-9,Co）, 
Ottavio（1590.7-9,Co）, Orazio（1591.1-3,?）, Ascanio（1594.7-9,Co）, 
Muzio（1599.1-3,Co）

14 世紀

カヴァリエーリ
（Cavalieri）

12 人 Giovangiorgio（1563.1-3,?）, Tommaso（1564.10-12,SE）, Domizio
（1566.10-12,SA）, Tommaso（1571.7-9,SE）, Bartolomeo（1574.4-
6 ,TT）, Domizio（1578 .10-12 ,SE）, Marzio（1579 .10-12 ,SE）, 
Domizio（1582 .10-12 ,SE）, Barto lomeo（1583 .1-3 ,TT）, 
Bartolomeo（1588.4-6,TT）, Adriano（1589.7-9,SE）, Pompeo
（1590.1-3,M）

14 世紀

ヤコヴァッチ
（Jacovacci）

9人 Domenico（1564.4-6,?）. Domenico（1571.1-3,Co）, Domenico
（1574.4-6,Co）, Marcantonio（1579.4-6,Co）, Domenico（1585.4-
6,Co）, Tarquinio（1589.10-12,Tr）, Prospero（1593.7-9,Co）, 
Marcantonio（1595.7-9,Co）, Prospero（1597.7-9,Co）

Crescenzi
分家

アルベリーニ
（Alberini）

9人 Rutilio（1555.10-12,?）. Marcello（1564.1-3,M）, Marcello（1569.10-
12 ,M）, Marcel lo（1573 .1-3 ,M）, Marcel lo（1580 .1-3 ,M）, 
Bartolomeo（1584.4-6,Re）, Bartolomeo（1591.10-12,Re）, Andrea
（1594.4-6,M）, Giovanbattista（1598.7-9,M）

11 世紀

サンタクローチェ
（Santacroce）

8人 Giacomo（1561.1-3,Re）, Giacomo（1564.4-6,?）, Giacomo（1569.1-
3,Re）, Fabio（1570.1-3,Re）, Giacomo（1573.1-3,Re）, Marzio
（1582.4-6,Re）, Fabio（1594.10-12,Re）, Marcello（1595.4-6,Po）

15 世紀前
半
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ロ
ー
マ
に
居
を
移
し
、
そ
の

後
教
皇
庁
内
の
両
法
学
者
に

と
っ
て
最
も
名
誉
あ
る
職
で

あ
るA

vvocatoConcis-
toriale

の
職
を
代
々
努
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
教
皇
庁
内
で

頭
角
を
現
す
と
、
一
五
七
〇

年
七
月
と
一
五
七
六
年
一
〇

月
に
サ
ン
テ
ウ
ス
タ
キ
オ
地

区
か
ら
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー

レ
に
選
出
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
グ
ッ
ビ
オ
出
身
の
ア
ッ
コ
ラ
ン
ボ
ー
ニ
家
は
一
六
世
紀
中
頃
に

教
皇
庁
ロ
ー
タ
裁
判
官
の
職
を
得
て
ロ
ー
マ
に
移
住
し
、
サ
ン
テ

ウ
ス
タ
キ
オ
地
区
に
居
を
構
え
る
と
、
以
後
も
教
皇
庁
内
の
要
職

を
獲
得
し
、
一
五
七
三
年
一
〇
月
に
は
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
が
コ
ン
セ

ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
に
選
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
、
シ
エ
ナ
出

身
の
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
家
や
、
グ
ッ
ビ
オ
出
身
の
パ
ン
フ
ィ
ー
リ
家
、

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
出
身
の
ア
ル
ド
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ー
ニ
家
な
ど
、
教
皇

庁
内
の
職
を
求
め
て
ロ
ー
マ
に
移
住
す
る
と
同
時
に
、
都
市
の
経

済
活
動
に
も
積
極
的
に
進
出
し
、
後
に
教
皇
を
出
す
ま
で
に
発
展

し
た
家
も
見
ら
れ
る）

（（
（

。
こ
の
よ
う
に
新
し
く
ロ
ー
マ
に
や
っ
て
き

て
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
を
輩
出
し
た
家
は
ど
れ
も
、
都
市
で
の

基
盤
は
薄
い
と
は
い
え
、
当
初
か
ら
教
皇
庁
の
役
職
や
都
市
で
の

経
済
活
動
に
お
い
て
頭
角
を
現
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
家
に
と
っ
て
、
都
市
政
府
に
参
入
す
る
こ
と
は
何
を

意
味
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
上
で
重
要
な

契
機
は
、
一
四
七
四
年
の
シ
ク
ス
ト
ゥ
ス
四
世
の
勅
令
に
よ
っ
て
、

ロ
ー
マ
に
住
む
聖
職
者
が
ロ
ー
マ
で
得
た
財
産
を
家
族
に
相
続
さ

せ
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
勅
令
は
、
そ
も
そ

も
は
教
皇
庁
の
職
に
よ
っ
て
得
た
収
入
を
、
ロ
ー
マ
の
美
化
の
た

め
に
使
用
す
る
よ
う
奨
励
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

教
皇
庁
に
進
出
し
た
人
物
の
親
族
が
こ
れ
に
よ
っ
て
ロ
ー
マ
に
基

盤
を
移
し
、
一
六
世
紀
以
降
都
市
で
の
経
済
活
動
を
通
じ
て
ロ
ー

マ
に
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
彼
ら
の
都
市
政
府
に
対

す
る
関
心
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。
都
市
政
府
で
の
役
職

が
都
市
で
の
経
済
活
動
を
行
う
上
で
有
利
と
な
る
の
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
特
に
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
職
は
名
声
を
獲
得
し
、
都

市
の
有
力
者
と
の
つ
な
が
り
を
形
成
す
る
上
で
重
要
で
あ
り
、
こ

の
よ
う
な
都
市
の
有
力
家
系
と
の
関
係
は
教
皇
庁
で
の
昇
進
の
可

能
性
を
も
も
た
ら
し
た
か
ら
で
あ
る）

（（
（

。

で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
と
い
う
都
市

政
府
の
中
で
も
最
も
重
要
な
役
職
に
参
入
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

図 3　コンセルヴァトーレ就任までの期間
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四
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一
（
四
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一
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だ
ろ
う
か
。
先
に
挙
げ
た
家
系
が
注
目
し
た
の
が
ロ
ー
マ
の
伝
統

的
家
系
と
の
婚
姻
関
係
で
あ
る
。
ア
ル
テ
ィ
エ
ー
リ
が
一
六
世
紀

に
お
け
る
伝
統
的
ロ
ー
マ
人
の
没
落
と
家
系
存
続
の
危
機
の
原
因

に
挙
げ
て
い
る
よ
う
に）

（（
（

、
一
六
世
紀
以
降
の
嫁
資
の
高
騰
は
、
教

皇
庁
に
集
う
新
し
い
勢
力
に
よ
っ
て
経
済
的
発
展
を
抑
え
ら
れ
て

い
た
伝
統
的
家
系
に
重
く
の
し
か
か
っ
た
。
一
四
七
一
年
以
降
、

歴
代
の
教
皇
は
嫁
資
の
上
限
を
定
め
る
勅
令
を
出
す
も
の
の
、
多

く
の
場
合
こ
れ
ら
の
勅
令
は
外
国
人
を
除
外
し
て
い
た
た
め
、
こ

の
勢
い
を
助
長
さ
せ
、
結
果
的
に
伝
統
的
ロ
ー
マ
市
民
と
外
国
人

の
結
婚
を
奨
励
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た）

（（
（

。
例
え
ば
先
に
挙
げ
た

ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
家
で
は
、
一
五
四
一
年
に
教
皇
庁
の
職
を
求
め
て

ロ
ー
マ
に
進
出
し
た
マ
ル
カ
ン
ト
ニ
オ
が
、
当
初
は
同
郷
の
シ
エ

ナ
人
と
結
婚
す
る
も
の
の
、
二
度
目
の
結
婚
で
ロ
ー
マ
の
伝
統
的

家
系
で
あ
る
ア
ス
タ
ッ
リ
家
の
フ
ラ
ミ
ニ
ア
を
妻
に
し
て
い
る
。

彼
の
子
供
達
も
聖
職
に
就
い
た
者
を
除
き
、
み
な
伝
統
的
家
系
の

女
性
と
の
婚
姻
関
係
を
積
極
的
に
結
ん
だ
。
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
は

オ
ル
テ
ン
シ
ア
・
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
チ
ェ）

（（
（

と
、
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・

バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
は
ル
ド
ヴ
ィ
ー
コ
・
ラ
ン
テ）

（（
（

の
娘
ヴ
ィ
ル
ジ
ー
ニ

ア
と
、
そ
し
て
一
人
娘
の
オ
ル
テ
ン
シ
ア
は
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・

カ
ッ
フ
ァ
レ
ッ
リ）

（（
（

と
結
婚
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
家
系

と
の
姻
戚
関
係
を
通
じ
て
人
的
結
合
を
強
化
す
る
こ
と
は
、
初
代

で
あ
る
マ
ル
カ
ン
ト
ニ
オ
自
身
が
す
で
に
一
五
五
四
年
コ
ン
セ
ル

ヴ
ァ
ト
ー
レ
に
選
出
さ
れ
た
こ
と
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
新
し

い
家
系
に
都
市
政
府
に
参
入
す
る
可
能
性
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ

る
。ま

た
、
こ
の
よ
う
な
人
的
つ
な
が
り
は
、
ロ
ー
マ
の
伝
統
的
家

系
に
と
っ
て
も
、
単
に
高
額
な
嫁
資
を
得
る
と
い
う
経
済
的
理
由

だ
け
で
は
な
く
、
教
皇
庁
の
役
職
に
進
出
し
て
基
盤
を
よ
り
強
固

に
す
る
上
で
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
、
伝
統
を

誇
り
な
が
ら
も
一
六
世
紀
以
降
ほ
と
ん
ど
都
市
政
府
か
ら
姿
を
消

し
た
ア
レ
ッ
シ
家
や
パ
ロ
ー
ニ
家
、
ま
た
一
六
世
紀
後
半
以
降
地

区
長
以
上
の
役
職
を
出
さ
な
く
な
っ
た
ポ
ル
カ
ー
リ
家
や
イ
ン

フ
ェ
ッ
ス
ー
ラ
家
な
ど
、
経
済
的
衰
退
に
よ
っ
て
没
落
し
、
あ
る

い
は
系
統
間
の
不
和
や
後
継
者
問
題
に
よ
っ
て
断
絶
し
て
い
く
家

は
多
か
っ
た）

（（
（

。
そ
れ
に
反
し
て
、
先
に
挙
げ
た
マ
ッ
テ
ー
イ
家
や

ム
ー
テ
ィ
家
、
ク
レ
シ
ェ
ン
ツ
ィ
家
か
ら
一
六
世
紀
に
枢
機
卿
が

そ
れ
ぞ
れ
誕
生
し
て
い
る
こ
と
は）

（（
（

、
こ
れ
ら
新
し
い
家
系
と
の
つ

な
が
り
を
巧
み
に
利
用
し
た
結
果
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば

マ
ッ
テ
ー
イ
家
は
、
早
く
か
ら
教
皇
庁
の
役
職
が
も
た
ら
す
収
入

や
、
そ
れ
に
よ
る
家
系
の
社
会
的
上
昇
の
可
能
性
に
注
目
し
、
当

時
教
皇
庁
内
で
教
皇
に
次
ぐ
権
限
を
有
し
て
い
た
ギ
ィ
ヨ
ー
ム
・

デ
ス
ト
ゥ
ト
ヴ
ィ
ル
枢
機
卿
の
娘
を
、
相
場
の
二
倍
の
三
千
ド
ゥ
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カ
ー
ト
と
い
う
嫁
資
と
と
も
に
妻
に
迎
え
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の

結
婚
は
彼
の
息
子
チ
リ
ア
コ
・
マ
ッ
テ
ー
イ
と
教
皇
ア
レ
ク
サ
ン

デ
ル
六
世
の
孫
ジ
ュ
リ
ア
・
マ
ッ
ト
ゥ
ッ
ツ
ィ
と
の
結
婚
を
も
た

ら
し
、
最
終
的
に
は
そ
の
二
世
代
後
の
マ
ッ
テ
ー
イ
家
初
の
枢
機

卿
で
あ
る
ジ
ロ
ー
ラ
モ
の
昇
進
に
大
き
く
貢
献
す
る
こ
と
に
な
っ

た）
（（
（

。
先
に
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
家
の
都
市
政
府
参
入
に
貢
献
し
た
ア
ス

タ
ッ
リ
家
も
こ
の
こ
と
を
示
す
好
例
と
い
え
よ
う
。
ア
ス
タ
ッ
リ

家
に
関
し
て
は
一
〇
八
八
年
か
ら
ロ
ー
マ
に
史
料
が
残
っ
て
お
り
、

一
二
世
紀
に
は
枢
機
卿
や
セ
ナ
ト
ー
レ
を
輩
出
す
る
な
ど
、
ロ
ー

マ
の
伝
統
的
家
系
を
代
表
す
る
家
と
い
え
る
。
マ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
五

世
が
ロ
ー
マ
に
帰
還
し
た
際
に
も
、
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
ア
ス
タ
ッ

リ
が
都
市
財
政
の
要
で
あ
る
財
政
官
に
選
出
さ
れ
、
当
時
の
ロ
ー

マ
経
済
に
お
い
て
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
人
商
人
と
ロ
ー
マ
人
商
人
を
つ

な
ぐ
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
し

か
し
ア
ス
タ
ッ
リ
家
の
繁
栄
も
徐
々
に
陰
り
を
見
せ
、
一
六
世
紀

に
入
る
と
都
市
役
職
か
ら
も
ほ
ぼ
姿
を
消
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う

な
状
態
の
打
破
に
一
役
買
っ
た
の
が
、
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
家
と
結
ば
れ

た
先
の
婚
姻
関
係
で
あ
る
。
そ
の
直
後
の
一
五
七
〇
年
に
ジ
ョ

ヴ
ァ
ン
ニ
・
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・
ア
ス
タ
ッ
リ
が
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ

ト
ー
レ
に
選
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
以
降
ア
ス
タ
ッ
リ
家
は
再
び

都
市
内
の
地
位
を
取
り
戻
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る）

（（
（

。
こ
の
よ
う

に
新
旧
家
系
の
姻
戚
関
係
は
、
両
者
に
と
っ
て
利
益
を
も
た
ら
す

相
互
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
に
伝
統
的
家
系

と
の
人
的
つ
な
が
り
を
利
用
し
た
新
し
い
家
系
も
、
当
初
か
ら
コ

ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
職
に
就
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
点
で

あ
る
。
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
を
務
め
た
人
物
は
、
本
人
も
し
く

は
同
じ
家
系
の
者
が
そ
れ
以
前
に
地
区
長
を
務
め
て
い
る
ケ
ー
ス

が
多
く
み
ら
れ
る
。
都
市
政
府
で
最
も
重
要
な
役
職
に
就
く
に
は

都
市
政
府
内
で
キ
ャ
リ
ア
を
積
む
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ

の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
先
の
一
九
四
家
の
う
ち
コ
ン
セ
ル

ヴ
ァ
ト
ー
レ
就
任
ま
で
に
地
区
長
を
出
し
て
い
る
か
、
出
し
て
い

る
場
合
に
は
地
区
長
初
出
年
か
ら
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
就
任
ま

で
に
ど
れ
く
ら
い
か
か
っ
た
か
確
認
し
た
（
図
3
）。
一
五
五
〇

年
代
以
前
か
ら
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
を
出
し
て
い
た
三
割
の
家

系
は
除
外
す
る
と
、
半
数
近
く
の
九
六
家
が
地
区
長
初
出
年
か
ら

コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
就
任
ま
で
に
十
年
以
上
か
か
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
ご
く
稀
に
教
皇
シ
ク
ス
ト
ゥ
ス
五
世
の
甥
フ
ラ
ン

チ
ェ
ス
コ
・
ペ
レ
ッ
テ
ィ
の
よ
う
に
地
区
長
か
ら
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ

ト
ー
レ
選
出
ま
で
が
わ
ず
か
一
年
と
、
異
例
の
早
さ
で
コ
ン
セ
ル

ヴ
ァ
ト
ー
レ
に
就
い
た
者
も
い
る
が
、
こ
の
場
合
は
教
皇
と
い
う

強
力
な
後
ろ
盾
の
賜
物
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
む
し
ろ
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四
八
三
（
四
八
三
）　

こ
の
よ
う
な
強
力
な
コ
ネ
を
持
つ
人
物
で
あ
っ
て
も
地
区
長
を
経

な
け
れ
ば
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
に
な
れ
な
か
っ
た
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

一
方
で
地
区
長
を
経
る
こ
と
な
く
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
に

な
っ
た
の
は
ど
の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
二
七

人
中
一
二
人
と
最
も
多
い
の
は
法
学
博
士
号
を
所
持
す
る
人
物
だ
。

そ
の
他
に
は
一
代
で
経
済
的
成
功
を
収
め
た
人
物
や
教
皇
お
抱
え

の
芸
術
家
な
ど
が
確
認
で
き
る
。
た
と
え
ば
一
五
五
〇
年
代
に
ピ

サ
か
ら
移
住
し
た
大
商
人
ジ
ロ
ー
ラ
モ
・
カ
ウ
リ
の
孫
テ
ィ
ベ
リ

オ
は
、
当
時
「
イ
タ
リ
ア
で
最
も
裕
福
な
商
人
」
と
い
わ
れ
る
ほ

ど
の
経
済
的
成
功
を
収
め
、
七
八
年
四
月
に
は
他
の
役
職
を
務
め

る
こ
と
な
く
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
こ
の
よ
う
な
専
門
知
識
や
個
人
的
成
功
に
よ
っ
て
突
発
的
に
選

ば
れ
た
者
は
、
ほ
ぼ
例
外
な
く
一
代
限
り
で
都
市
政
府
か
ら
姿
を

消
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
新
し
い
家
系
か
ら
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ

ト
ー
レ
に
選
ば
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
と
は
い
え
、
そ
の
場
合
に
は

古
い
家
系
と
の
結
婚
に
よ
る
人
脈
や
、
都
市
政
府
内
で
の
キ
ャ
リ

ア
を
積
む
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
り）

（（
（

、
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を

踏
ん
で
い
な
い
者
は
、
た
と
え
な
れ
た
と
し
て
も
短
期
的
な
も
の

に
終
わ
っ
た
。
三
ヶ
月
と
任
期
は
短
い
と
は
い
え
、
長
期
的
に
常

に
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
職
を
保
持
し
て
い
た
の
は
、
新
し
い
家

系
の
進
出
を
巧
み
に
利
用
す
る
こ
と
で
自
ら
の
ロ
ー
マ
で
の
基
盤

強
化
に
成
功
し
た
一
部
の
伝
統
的
家
系
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う）

（（
（

。

結
論

以
上
、
都
市
評
議
会
参
加
者
リ
ス
ト
やBussola

を
も
と
に
都

市
の
エ
リ
ー
ト
層
を
考
察
し
た
が
、
市
民
権
授
与
の
増
加
は
確
か

に
都
市
評
議
会
参
加
者
や
役
職
者
に
新
し
く
ロ
ー
マ
に
や
っ
て
き

た
家
系
の
参
入
を
も
た
ら
し
た
と
は
い
え
、
役
職
者
に
み
る
新
旧

の
家
系
の
割
合
は
重
要
な
役
職
と
そ
れ
以
外
の
役
職
と
の
間
に
差

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
の
よ
う
な
重

要
役
職
で
は
、
任
期
が
短
く
ま
た
再
任
禁
止
期
間
が
設
け
ら
れ
て

い
た
た
め
、
個
人
で
役
職
を
独
占
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と

は
い
え
、
家
系
単
位
で
は
ロ
ー
マ
の
伝
統
的
家
系
が
優
位
を
占
め

る
傾
向
が
見
ら
れ
、
ま
た
新
し
い
家
の
参
入
も
そ
れ
ら
の
古
い
家

系
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
で
行
わ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
一
六
世

紀
後
半
の
社
会
変
化
に
直
面
し
て
、
伝
統
を
自
負
す
る
ロ
ー
マ
人

家
系
は
ア
ル
テ
ィ
エ
ー
リ
や
ア
ル
ベ
リ
ー
ニ
の
著
作
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
た
だ
単
に
外
国
人
の
都
市
政
府
進
出
に
対
し
て
受
動
的

で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
市
民
権
の
授
与
を
武
器
と
し
て
、

市
民
の
規
定
を
拡
大
す
る
こ
と
で
、
ロ
ー
マ
で
の
起
源
は
新
し
い

と
は
い
え
教
皇
庁
の
役
職
や
都
市
の
経
済
活
動
に
強
い
家
系
を
、
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都
市
政
府
内
に
積
極
的
に
取
り
込
ん
で
い
っ
た
。
し
か
し
重
要
な

役
職
に
関
し
て
は
、
新
し
い
家
系
の
参
入
は
限
定
的
で
、
時
間
を

か
け
て
古
い
家
系
の
主
導
下
に
行
わ
れ
、
都
市
政
府
の
中
核
は
一

部
の
ロ
ー
マ
の
伝
統
的
家
系
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ

は
同
時
代
の
パ
リ
市
当
局
の
役
職
売
官
制
の
発
展）

（（
（

と
は
対
照
的
で

あ
る
。
教
皇
庁
の
中
央
集
権
化
に
対
し
て
都
市
の
利
益
を
代
弁
す

る
者
と
し
て
伝
統
的
特
権
の
保
持
に
努
め
た
都
市
エ
リ
ー
ト
層
は
、

柔
軟
性
と
閉
鎖
性
を
使
い
分
け
る
こ
と
で
、
流
動
性
が
高
い
中
に

も
伝
統
的
な
家
系
の
下
で
の
都
市
政
府
と
し
て
の
一
体
性）

（（
（

を
巧
み

に
保
持
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註（1
）　

主
な
研
究
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
教
会
国
家
形
成
期
に
お
け
る

首
都
ロ
ー
マ
の
行
政
活
動
│
一
六
世
紀
の
都
市
評
議
会
議
事
録
を

用
い
て
│
」『
イ
タ
リ
ア
学
会
誌
』、
第
六
二
号
（2012
）、pp.75-

98

を
参
照
。

（
2
）　

代
表
的
研
究
と
し
てChiabò

（a cura di

）, A
lle origini 

della nuova R
om

a :  M
artino V

, 1417-1431: A
tti del 

Convegno, 2-5 M
arzo 1992, Rom

a, 1992; Gensini

（a cura 
di

）, R
om

a capitale 

（1447-1527

）, A
tti del IV

 Convegno 
di Studio, San M

iniato 27-31 O
ttobre 1992, Pisa, 1994.

（
3
）　N

ussdorfer, Civic Politics in the R
om

e of U
rban V

III, 
Princeton, 1992; Pavan

（a cura di

）, 

“Il Com
une di Rom

a. 
Istituzioni locali e potere centrale nella capitale dello 

Stato Pontificio

”, in R
om

a m
oderna e contem

poranea, 
IV

-2

（1996

）, pp.311-533; Cam
erano, L

e trasform
azioni 

del Cam
pidoglio fra X

IV
 e X

V
I secolo: i confl�itti, la nor-

m
ativa, il diritto di cittadinanza e la costruzione del con-

senso, Bari, 1998.

（
4
）　

特
に
一
五
世
紀
半
ば
以
降
、
教
皇
庁
内
の
役
職
者
の
イ
タ
リ
ア

人
化
と
、
イ
タ
リ
ア
内
情
勢
と
の
関
わ
り
が
密
接
に
な
っ
た
こ
と

に
と
も
な
い
、
メ
デ
ィ
チ
家
、
エ
ス
テ
家
、
ゴ
ン
ザ
ー
ガ
家
な
ど

の
イ
タ
リ
ア
内
の
支
配
家
系
が
、
ロ
ー
マ
で
の
基
盤
強
化
と
ク
ラ

イ
ア
ン
ト
関
係
を
求
め
て
枢
機
卿
に
進
出
し
た
。Cf. Partner, 

T
he Popeʼs M

en: the Papal Service in the R
enaissance, 

O
xford, 1990.

（
5
）　

バ
ロ
ー
ニ
に
関
し
て
はCarocci, 

“Una nobiltà bipartita: 
rappresentazioni sociali e lignaggi prem

inenti a Rom
a 

nel D
uecento e nella prim

a m
età del T

recento

”, in Bul-
lettino dellʼIstituto storico italiano e A

rchivio M
uratoria-

no, 95

（1989

）, pp.71-122

を
参
照
。
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
教
皇
期
以
降
、

都
市
と
教
皇
庁
の
仲
介
者
と
し
て
の
役
割
が
減
少
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
衰
退
が
強
調
さ
れ
て
き
た
が
、
現
在
は
国
際
レ
ベ
ル
で
の

政
治
力
を
失
う
一
方
で
、
都
市
や
近
郊
で
は
権
限
を
強
化
し
て
い

た
こ
と
が
再
評
価
さ
れ
て
き
て
い
る
。
今
回
は
都
市
政
府
の
役
職

就
任
状
況
を
考
察
す
る
た
め
論
及
し
な
い
が
、
一
六
世
紀
に
お
い

て
も
バ
ロ
ー
ニ
が
様
々
な
人
的
つ
な
が
り
か
ら
都
市
政
府
に
深
く

係
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
に
関
し
て
は

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
6
）　

一
六
世
紀
末
か
ら
一
七
世
紀
に
か
け
て
の
ロ
ー
マ
有
力
家
系
五



一
六
世
紀
後
半
の
ロ
ー
マ
都
市
エ
リ
ー
ト
層
の
変
遷

四
八
五
（
四
八
五
）　

一
五
家
の
う
ち
爵
位
を
持
つ
家
は
一
五
九
九
年
の
段
階
で
は
わ
ず

か
五
〇
家
に
す
ぎ
な
い
。Cf. Ferraro, T

he N
obility of R

om
e, 

1560-1700: A
 Study of its com

position, w
ealth, and in-

vestm
ent, M

ichigan, 1994, vol.I, pp.53-54.

（
7
）　A

ltieri, Li nuptiali di M
arco A

ntonio A
ltieri, Rom

a, 
1995, pp.110. 

た
だ
し
一
六
世
紀
後
半
は
過
渡
期
で
あ
り
、
一
七

世
紀
以
降
は
徐
々
に
外
部
か
ら
貴
族
の
概
念
が
流
入
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
都
市
政
府
で
の
活
動
も
実
質
的
意
味
を
失
い
、
名
誉
の

た
め
の
社
会
的
ス
テ
イ
タ
ス
へ
と
変
化
し
た
。
ま
た
一
六
〇
五
年

以
降
は
バ
ロ
ー
ニ
も
都
市
の
役
職
に
つ
く
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
一

六
一
四
年
に
は
爵
位
を
持
つ
貴
族
で
な
け
れ
ば
役
職
に
選
ば
れ
な

い
と
定
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
都
市
エ
リ
ー
ト
層
や
都
市

政
府
の
本
質
の
変
化
で
あ
り
、
役
職
者
の
多
く
は
一
六
世
紀
か
ら

都
市
役
職
を
務
め
て
き
た
家
系
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
一
七
世
紀

に
お
い
て
も
実
際
に
は
バ
ロ
ー
ニ
が
都
市
の
役
職
に
選
出
さ
れ
る

こ
と
は
非
常
に
稀
で
あ
っ
た
。

（
8
）　Esch, 

“Nobiltà, com
une e papato nella prim

a m
età 

del Q
uattrocento: Le conseguenze della fine del libero 

com
une nel 1398

”, in Carocci

（a cura di

）, La nobiltà ro-
m

ana nel m
edioevo, Rom

a, 2006, pp.495-513.

（
9
）　Gennaro, 

“Mercanti e bovattieri nella Rom
a della sec-

onda m
età del T

recento

（da una ricerca su registri no-
tarili

）”, in Bullettino dellʼIstituto storico italiano per il 
M

edio E
vo, 78

（1967

）, pp.155-203.

（
10
）　

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
一
四
世
の
一
七
四
六
年
の
勅
令U

rbem
 

Rom
am

に
よ
る
。

（
11
）　M

odigliani, 

“Continuità e trasform
azione dell

’aristocra-
zia m

unicipale rom
ana nel X

V
 secolo

”, in D
elogu

（a cura 
di

）, R
om

a m
edievale. A

ggiornam
enti, F

irenze, 1998, 
pp.267-279.

（
12
）　M

ori, 

“«T
ot reges in urbeque cives». Cittadinanza e 

nobiltà a Rom
a tra Cinque e Seicento

”, in R
om

a m
oder-

na e contem
poranea, IV

-2

（1996

）, pp.388. 

な
お
都
市
の
役

職
者
は
一
五
九
〇
年
以
前
も
就
任
式
に
参
加
し
、
一
五
六
六
年
か

ら
は
行
列
が
都
市
政
府
の
中
心
で
あ
る
カ
ン
ピ
ド
ー
リ
オ
を
通
る

よ
う
に
な
っ
た
。
就
任
式
の
政
治
的
重
要
性
に
関
し
て
はV

isce-
glia, L

a città rituale -R
om

a e le sue cerim
onie in età 

m
oderna-, Rom

a, 2002

を
参
照
。

（
13
）　Carocci, 

“Presentazione

”, in L
a nobiltà rom

ana nel 
m

edioevo, cit., pp.1-4.

（
14
）　V

isceglia

（a cura di

）, La nobiltà rom
ana in età m

od-
erna, Rom

a, 2001; Carocci

（a cura di

）, La nobiltà rom
a-

na nel m
edioevo, Rom

a, 2006.

（
15
）　

一
三
四
八
年
以
降
残
る
。
公
証
人
文
書
史
料
に
関
し
て
はLori 

Sanfilippo, 

“Notai e protocolli

”, in  Chiabò, A
lle origini, 

cit., pp.413-453.

（
16
）　Palerm

o

（a cura di

）, E
conom

ia e società a R
om

a tra 
M

edioevo e R
inascim

ento: studi dedicati ad A
rnord 

E
sch, Rom

a, 2005.
（
17
）　M

ontel, 

“Les chanoines de la basilique Saint-Pierre 
de Rom

e: esquisse d

’une enquête prosopographique

”, in 
M

illet
（a cura di

）, I canonici al servizio dello Stato in 
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四
八
六
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四
八
六
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E
uropa

（secoli X
III-X

V
I

）, M
odena, 1993, pp.105-118.

（
18
）　

中
で
も
ロ
ー
マ
の
伝
統
的
同
心
会
で
あ
るSalvatore ad 

Sancta Sanctorum

に
関
し
て
はPavan, 

“La confraternita 
del Salvatore nella società rom

ana del T
re-Q

uattrocen-
to

”, in R
icerche per la storia religiosa di R

om
a, 5

（1984

）, 
pp.81-90; M

odigliani, I Porcari. Storie di una fam
iglia 

rom
ana tra M

edioevo e R
inascim

ento, R
om

a, 1994, 
pp.254-273.

（
19
）　Esch

（a cura di
）, A

rte, com
m

ittenza ed econom
ia a 

R
om

a e nelle corti del R
inascim

ento

（1420-1530

）: A
tti 

del Convegno Internazionale, Rom
a 24-27 O

ttobre 1990, 
T

orino, 1995.

（
20
）　

一
四
二
〇
年
代
の
ロ
ー
マ
の
人
口
は
推
計
三
万
人
だ
が
、
一
五

二
七
年
の
人
口
調
査
で
は
約
六
万
人
、
さ
ら
に
一
六
世
紀
後
半
に

は
約
一
〇
万
人
に
達
し
た
と
さ
れ
る
。Cf. Esposito, 

“La popo-
lazione rom

ana dalla fine del secolo X
IV

 al Sacco: carat-
teri e form

e di unʼevoluzione dem
ografica

”, in Sonnino

（a 
cura di

）, P
opolazione e società a R

om
a dal m

edioevo 
allʼetà contem

poranea, Rom
a, 1998, pp.37-50.

（
21
）　Pellegrini, 

“Corte di Rom
a e aristocrazie italiane in età 

m
oderna. Per una lettura storico-sociale della curia ro-

m
ana

”, in R
ivista di storia e letteratura religiosa, X

X
X

（1994

）, pp.543-602; V
isceglia, 

“Burocrazia, m
obilità socia-

le e patronage alla corte di Rom
a tra Cinque e Seicento. 

A
lcuni aspetti del recente dibattito storiografico e pros-

pettive di ricerca

”, in R
om

a m
oderna e contem

poranea, 

III

（1995

）, pp.11-55.

（
22
）　Lee

（a cura di

）, D
escriptio U

rbis: the rom
an census 

of 1527, Rom
a, 1985.

（
23
）　

特
に
近
年
は
、Lee

を
中
心
に
こ
れ
ま
で
の
外
国
人
の
割
合
の

過
剰
評
価
に
修
正
が
な
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。Cf

）Lee, 

“Gli 
abitanti del rione Ponte

”, in Gensini, R
om

a Capitale, cit., 
pp.317-343.

（
24
）　Cam

erano, 

“La restaurazione cinquecentesca della 
rom

anitas: identità e giochi di potere fra Curia e Cam
pi-

doglio

”, in Salvem
ini

（a cura di

）, G
ruppi ed identità so-

ciale nellʼItalia di età m
oderna. Percorsi di ricerca, Bari, 

1998, pp.55-57.

（
25
）　M

ori, 

“«T
ot reges in urbeque cives»

”, pp.388-389.  

市

民
権
に
係
わ
る
史
料
に
関
し
て
は
註
35
を
参
照
。

（
26
）　A

ltieri, Li nuptiali, pp.15-17.

（
27
）　O

rano

（a cura di

）, I ricordi di M
arcello Alberini, Rom

a, 
1901, pp.279. 

ア
ル
ベ
リ
ー
ニ
家
に
関
し
て
は
三
（
三
）
の
表
3
を
参

照
。

（
28
）　M

odigliani, 

“«Li nobili huom
ini di Rom

a»: com
porta-

m
enti econom

ici e scelte professionali

”, in Gensini, R
om

a 
Capitale, cit., pp.345-372.

（
29
）　

ロ
ー
マ
の
伝
統
的
家
系
と
言
わ
れ
る
家
系
の
中
で
、
近
世
に
教

皇
庁
の
役
職
に
進
出
し
な
か
っ
た
の
はT

euli

家
の
み
で
あ
る
。

Cam
erano, 

“La restaurazione

”, pp.51.

（
30
）　

今
回
考
察
対
象
と
す
る
役
職
は
、
あ
く
ま
で
役
職
選
出
名
簿

（Bussola
）
に
挙
げ
ら
れ
る
職
の
み
と
す
る
。
そ
の
た
め
あ
ら
か



一
六
世
紀
後
半
の
ロ
ー
マ
都
市
エ
リ
ー
ト
層
の
変
遷

四
八
七
（
四
八
七
）　

じ
め
都
市
側
が
選
出
し
た
三
人
の
候
補
か
ら
教
皇
が
任
命
す
る
司

法
関
係
の
役
職
や
、
入
札
や
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
に
よ
っ
て
選

出
さ
れ
る
財
務
関
係
の
役
職
は
今
回
の
考
察
対
象
に
は
含
ま
れ
な

い
。
ま
た
都
市
評
議
会
議
事
録
か
ら
は
個
々
の
問
題
に
対
し
て
の

臨
時
の
役
職
が
多
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
こ
れ
ら

の
役
職
も
今
回
の
考
察
対
象
か
ら
除
外
す
る
。
現
在
の
史
料
状
況

で
は
役
職
者
の
全
体
像
を
示
す
こ
と
は
困
難
だ
が
、
少
な
く
と
も

都
市
の
守
る
べ
き
伝
統
的
特
権
と
し
て
常
に
議
論
さ
れ
て
き
た

Bussola

に
よ
る
役
職
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
都
市
エ
リ
ー
ト
層

の
実
態
の
一
端
を
知
る
こ
と
は
で
き
る
と
考
え
る
。

（
31
）　Pavan, 

“I fondam
enti del potere: La legislazione stat-

utaria del com
une di Rom

a dal X
V

 secolo alla Restaura-
zione

”, in R
om

a m
oderna e contem

poranea, IV
-2

（1996

）, 
pp.317-335.

（
32
）　

拙
稿
、
前
掲
論
文pp.79-80. 

た
だ
し
セ
ナ
ト
ー
レ
は
古
代
と

の
連
続
性
を
体
現
す
る
存
在
と
し
て
、
象
徴
的
地
位
と
し
て
は
都

市
政
府
の
ト
ッ
プ
で
あ
り
続
け
た
。

（
33
）　Statuta 1523

（Statuta et novae R
eform

ationes urbis 
R

om
ae, eiusdem

que varia privilegiata diversis R
om

anis 
Pontifi�cibus em

anata in sex libros divisa novissim
e com

-
pilata

）: Libro I, cap. CLV
I, c. 40.

（
34
）　Statuta 1580

（Statuta alm
ae urbis R

om
ae auctoritate 

S.D
.N

.D
. G

regorii papae X
III, Pont. M

ax. a Senatu pop-
uloq. R

om
ano reform

ata et edita

）: L. I, cap. X
V

, L. III, 
cap. LV

I, LV
II.

（
35
）　A

rchivio Storico Capitolino

（
以
下A

SC

）, Cam
era Cap-

itolina

（
以
下CC

）, cred. I, t.1; cred. IV
, tt.64-68. 

市
民
権
に

係
わ
る
史
料
と
し
て
は
、
一
五
五
八
年
か
ら
は
市
民
権
申
請
の
た
め

の
請
願
書
が
、
一
五
六
〇
年
か
ら
は
市
民
権
取
得
者
の
特
権
リ
ス
ト

が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
二
つ
の
史
料
に
は
相
関
性
が

な
く
、
そ
の
使
用
に
関
し
て
は
研
究
者
の
間
で
意
見
が
分
か
れ
て
い

る
。
し
か
し
少
な
く
と
も
授
与
さ
れ
た
市
民
権
の
特
権
に
は
差
が

あ
り
、
市
民
権
特
権
リ
ス
ト
に
名
前
の
あ
る
者
が
都
市
政
府
の
参

政
権
を
得
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
市
民
権
の
持
つ
特
権

の
度
合
い
か
ら
一
八
世
紀
に
は
市
民
権
に
三
つ
の
区
分
が
確
立
し
て

い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。Cf. A

SC, CC, Cred. V
II, t.5, 

cc.59-60.

（
36
）　

市
民
権
に
対
す
る
都
市
政
府
の
関
心
の
強
さ
は
、
一
五
四
〇
年

代
以
降
の
評
議
会
で
市
民
権
授
与
に
関
し
て
頻
繁
に
議
論
さ
れ
て

い
る
こ
と
や
、
一
五
四
七
年
の
評
議
会
で
市
民
権
を
授
与
す
る
際

に
、
既
定
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
役

人
が
選
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
（A

SC, CC, Cred. I, 
t. 18

）。

（
37
）　

例
え
ば
一
五
八
五
年
に
は
パ
ル
マ
公
の
大
使Giulio Zocco

に
、

一
五
八
六
年
に
は
四
人
の
日
本
人
大
使
（
天
正
少
年
使
節
）
や
、

教
皇
庁
会
計
院
に
属
す
る
高
位
聖
職
者Guido Pepoli

に
市
民
権

が
授
与
さ
れ
て
い
る
（A

SC, CC, Cred. I, t.28.

） 

。
ま
た
こ
の

よ
う
な
例
外
を
用
い
て
教
皇
の
親
族
に
市
民
権
を
与
え
る
こ
と
で
、

都
市
政
府
側
も
市
民
権
を
政
治
的
手
段
と
し
て
利
用
し
て
い
た

（
拙
稿
、
前
掲
論
文pp.91-94

参
照
）。

（
38
）　Pavan, 

“Cives origine vel Privilegio

”, in Spezzaferro

（a cura di
）, Il Cam

pidoglio e Sisto V
, Rom

a, 1991, pp.37-
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41.
（
39
）　Infessura

の
定
義
に
よ
る
。T

om
m

asini, D
iario della cit-

tà di R
om

a di Stefano Infessura Scribasenato, Rom
a, 

1890, pp.174. 

な
お
、
ロ
ー
マ
に
住
む
市
民
以
外
の
住
民
（Popo-

lo m
enuto, Incola

）
に
関
し
て
も
明
確
に
区
分
さ
れ
て
い
た
。

（
40
）　Franceschini, 

“Dal consiglio pubblico e segreto alla Con-
gregazione econom

ica: La crisi delle istituzioni com
unali 

tra X
V

I e X
V

II secolo

”, in R
om

a m
oderna e contem

pora-
nea, IV

-2 （1996

）, pp.379-401.

（
41
）　Statuta 1580: L. III, cap. III. 

一
五
五
六
年
四
月
一
六
日
の

大
評
議
会
の
改
革
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
。A

SC, CC, cred. I, t. 
20, cc.105-106.

（
42
）　Statuta 1580: L. III, cap. V

III. 
こ
の
規
定
は
一
五
六
〇
年

以
降
評
議
会
の
中
で
頻
繁
に
議
論
さ
れ
、
最
終
的
に
一
五
六
九
年

四
月
三
〇
日
の
評
議
会
で
決
定
さ
れ
た
。A

SC, CC, cred. I, t. 
21, cc.15-16. 

市
民
権
の
特
権
授
与
者
リ
ス
ト
が
一
五
六
〇
年
以
降

保
管
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
規
定
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。

（
43
）　Franceschini

は
市
民
権
授
与
者
リ
ス
ト
と
評
議
会
参
加
者
リ

ス
ト
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
く
市
民
権
を
得
た
者
が

評
議
会
に
参
加
す
る
に
は
古
い
家
系
と
の
結
婚
、
姻
族
関
係
が
重

要
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。Franceschini, 

“Dal 
consiglio pubblico e segreto

”, pp.356.

（
44
）　T

om
m

asini, D
iario, pp.156 

、
ロ
ー
マ
都
市
役
職
者
選
出
に

お
け
る
教
皇
庁
と
都
市
の
対
立
に
関
す
る
研
究
は
少
な
く
、
永
ら

く
パ
ウ
ル
ス
二
世
時
の
都
市
条
例
改
定
（
一
四
六
九
）
に
際
し
て

役
職
者
選
出
方
法
に
関
す
る
条
項
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
教

皇
の
介
入
に
対
す
る
都
市
側
の
完
全
な
敗
北
と
み
な
さ
れ
て
き
た

が
、
近
年
見
直
し
の
必
要
が
説
か
れ
て
い
る
。Cf. Lefevre, 

“Ap-
punti sulle «Bussolae O

ffi
cialium

 Populi Rom
ani»

”, in A
r-

chivio della società rom
ana di storia patria, CX

III

（1990

）, 
pp.235-259.

（
45
）　Bussola

は
、
も
と
も
と
抽
籤
や
投
票
を
行
う
際
に
使
わ
れ
た

壺
の
よ
う
な
容
器
を
指
し
た
が
、
徐
々
に
役
職
者
選
出
方
法
や
選

出
時
に
使
用
す
る
候
補
者
リ
ス
ト
を
指
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
現
在
リ
ス
ト
は
一
五
六
五

年
か
ら
一
六
九
二
年
ま
で
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ

れ
以
前
に
関
し
て
は
一
四
二
二-

一
四
二
四
、
一
四
二
五-

一
四

三
〇
、
一
四
四
七-

一
四
五
一
年
の
役
職
者
名
簿
が
残
っ
て
い
る
。

（
46
）　Bussola

の
対
象
と
な
る
の
は
、
地
区
長
（
三
ヶ
月
任
期
・
各

地
区
一
名
、
一
三
〇
名
）、
マ
レ
シ
ャ
ル
（
三
ヶ
月
任
期
・
各
地
区

一
〜
二
名
、
五
二
名
）、
役
職
者
審
査
員
（
三
ヶ
月
任
期
・
二
名
、

二
六
名
）、
役
職
者
審
査
員
付
書
記
（
一
年
任
期
・
一
名
、
一
三

名
）、
道
路
の
役
人
（
一
年
任
期
・
二
名
、
一
三
名
）、
正
義
の
役

人
（
一
年
任
期
・
二
名
、
一
三
名
）、
正
義
の
役
人
付
書
記
官
（
一

年
任
期
・
一
名
、
一
三
名
）、
調
停
人
（
一
年
任
期
・
二
名
、
一
三

名
）、
調
停
人
付
書
記
官
（
一
年
任
期
・
一
名
、
一
三
名
）、
大
学

改
革
担
当
官
（
一
年
任
期
・
四
名
、
一
三
名
）、
ポ
ポ
ロ
監
査
官

（
一
年
任
期
・
二
名
、
一
三
名
）。

（
47
）　Statuta 1580: L. III, cap. X

X
V

III.
（
48
）　Statuta 1580: L. III, cap. X

X
V

III. 

こ
の
時
代
に
進
行
中
で

あ
っ
た
従
来
の
ポ
ポ
ロ
的
要
素
の
消
滅
と
、
都
市
の
役
職
の
貴
族

化
が
こ
こ
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
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（
49
）　

都
市
条
例
の
中
で
ロ
ー
マ
生
ま
れ
の
ロ
ー
マ
市
民
で
あ
る
こ
と

が
唯
一
条
件
付
け
ら
れ
て
い
る
の
が
評
議
会
付
書
記
官
職
（Scri-

basenato

）
で
あ
る
。
こ
の
職
が
都
市
の
記
憶
を
司
り
、
都
市
政

府
と
し
て
の
組
織
の
存
続
を
保
証
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
か
ら
こ

の
よ
う
な
条
件
が
設
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
一
五
世
紀
に

こ
の
職
に
就
い
たM

arco Guidi

が 

フ
ァ
エ
ン
ツ
ァ
か
ら
都
市
に

移
住
し
た
新
興
勢
力
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
職
で
さ
え
も
新
し

い
家
系
の
参
入
の
余
地
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

（
50
）　

都
市
条
例
はM

agistrato

と
称
さ
れ
る
重
要
な
役
職
に
つ
い

て
、
評
議
会
参
加
の
際
の
服
装
規
定
や
会
議
で
自
由
に
発
言
す
る

権
利
、
祝
祭
時
に
公
に
謝
礼
品
を
受
け
取
る
義
務
な
ど
を
定
め
て

お
り
、
こ
こ
に
役
職
者
内
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
可
視
化
し
よ
う
と

す
る
動
き
が
見
ら
れ
る
。Statuta 1580: L. III, cap. III, V

III, 
X

X
IX

.

（
51
）　A

SC, CC, Cred. I, tt.4-5. 

一
五
六
九
年
、
一
五
八
〇
年
の
リ

ス
ト
が
残
っ
て
い
る
理
由
と
し
て
、
大
評
議
会
の
参
加
者
に
関
す

る
規
定
が
一
五
六
九
年
四
月
三
〇
日
の
評
議
会
で
決
定
さ
れ
（
註

42
参
照
）、
一
五
八
〇
年
の
都
市
条
例
の
改
定
に
よ
っ
て
こ
の
規
定

が
再
確
認
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
現
在

こ
れ
以
外
に
一
五
五
七
年
のRegola

地
区
、Ponte

地
区
、
一
五

五
八
年
のT

revi

地
区
の
リ
ス
ト
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

A
SC, CC, Cred. V

I, t.63.

（
52
）　

史
料
が
少
な
く
、
ま
た
苗
字
か
ら
の
特
定
が
困
難
な
中
で

Coste

は
一
二-

一
五
世
紀
に
か
け
て
の
デ
・
ポ
ン
テ
家
の
家
系

再
構
築
を
試
み
て
い
る
。Coste, 

“La fam
iglia D

e Ponte di 
Rom

a 

（sec. X
II-X

IV

）”, in A
rchivio della Società R

om
ana 

di Storia Patria, 111 

（1988

）, pp.49-73.

（
53
）　Ferraro

に
よ
る
と
マ
ッ
テ
ー
イ
家
は
少
な
く
と
も
五
つ
、
デ

ル
・
ブ
ー
フ
ァ
ロ
家
は
三
つ
の
系
統
に
分
か
れ
る
と
い
う
。Fer-

raro, T
he N

obility of R
om

e, pp.131-135.

（
54
）　N

ussdorfer, Civic Politics, pp.60-94. 

な
おN

ussdorfer

は
そ
の
著
作
に
お
い
て
三
つ
の
リ
ス
ト
に
上
げ
ら
れ
て
い
る
人
数

を
そ
れ
ぞ
れ
一
二
五
六
名
、
一
七
九
九
名
、
一
八
三
六
名
と
し
て

い
る
。

（
55
）　

特
に
こ
の
地
区
に
は
農
業
経
営
を
行
う
伝
統
的
家
系
が
多
く
存

在
す
る
こ
と
か
ら
、
毛
織
物
に
関
す
る
商
業
活
動
が
多
い
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。M

odigliani, 

“Artigiani e Botteghe nella 
città

”, in Chiabò, A
lle origini, cit., pp.455-477.

（
56
）　

た
だ
し
、
数
値
が
極
端
に
少
な
い
た
め
に
何
ら
か
の
史
料
の
欠

如
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

（
57
）　Barbalarga, 

“Il rione Parione durante il pontificato Sis-
tino: A

nalisi di un

’area cam
pione

”, in M
iglio 

（a cura di

）, 
U

n pontificato e una città: Sisto IV
, A

tti del convegno, 
Rom

a 3-7 D
icem

bre 1984, Città del V
aticano, 1986, pp.643-

744.

（
58
）　Gatta, 

“Dal casale al libro: I D
ella V

alle

”, in M
iglio

（a 
cura di

）, Scrittura, biblioteche e stam
pa a R

om
a nel 

Q
uattrocento, A

tti del 2 Sem
inario, 6-8 M

aggio 1982, Cit-
tà di V

aticano, 1983, pp.629-652.
（
59
）　

限
定
的
で
は
あ
る
が
、
一
五
八
一
年
の
リ
ス
ト
のM

onte, 
Pigna, T

rastevere

地
区
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
人
物
の
名
字
を
市

民
権
授
与
者
リ
ス
ト
と
比
較
す
る
こ
と
で
、Cam

erano

は
大
評
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議
会
参
加
者
に
新
し
く
市
民
権
を
得
て
参
加
し
た
者
が
毎
年
約
二

〇
％
存
在
し
た
と
推
定
し
て
い
る
。Cam

erano, Le trasform
azioni, 

pp.264.
（
60
）　A

SC, CC, Cred. IV
, tt. 116-117.

（
61
）　Lefevre, 

“Appunti

”, pp.235-259.

（
62
）　A

SC, CC, Cred. I, t. 28, cc.114-116.

（
63
）　

都
市
側
の
反
発
に
よ
っ
て
時
に
教
皇
は
選
出
の
撤
回
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
（
拙
稿
、
前
掲
論
文pp.93-4

）。

（
64
）　

こ
れ
ら
の
役
職
は
近
世
に
お
い
て
そ
の
職
務
が
形
骸
化
し
て
い

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。Cf. N

ussdorfer, Civic Politics, 
pp.74-76. 

そ
の
一
方
で
新
道
路
建
設
と
そ
の
た
め
の
税
金
を
決
定

す
る
「
道
路
の
管
理
人
」
や
、
市
内
外
の
ぶ
ど
う
畑
の
紛
争
解
決

を
担
当
す
る
「
正
義
の
管
理
人
」
な
ど
、
都
市
エ
リ
ー
ト
層
の
利

害
に
密
接
に
関
係
す
る
役
職
に
は
、
や
は
り
比
較
的
伝
統
的
な
家

系
出
身
者
が
多
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
65
）　

な
お
こ
の
傾
向
はBussola

の
中
で
も
実
際
に
役
職
に
つ
い
た

人
物
と
そ
う
で
な
い
人
物
を
比
較
す
る
と
よ
り
顕
著
で
あ
る
。
現

段
階
で
は
対
象
事
例
が
少
な
い
た
め
断
定
は
避
け
る
が
、
少
な
く

と
も
今
回
調
査
し
たBussola

に
お
い
て
は
、
選
ば
れ
な
か
っ
た

者
に
比
較
的
新
し
い
家
系
の
者
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
純
粋
な

抽
籤
で
は
な
く
何
ら
か
の
操
作
が
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
お

き
た
い
。

（
66
）　

伝
統
的
家
系
の
系
統
分
岐
が
進
ん
だ
こ
と
や
、
市
内
の
人
口
増

加
に
よ
っ
て
家
賃
収
入
が
投
資
の
対
象
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
ム
ー
テ
ィ
家
な
ど
ロ
ー
マ
の
伝
統
的
家
系

に
よ
る
市
内
の
不
動
産
購
入
記
録
が
一
五
世
紀
後
半
以
降
の
公
証

人
文
書
の
中
に
多
く
存
在
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。Cf. 

M
odigliani, 

“«Li nobili huom
oni di Rom

a»

”, pp.345-372; 
Parelm

o, 

“Sviluppo econom
ico e organizzazione degli 

spazi urbani a Rom
a nel prim

o rinascim
ento

”, in Grohm
-

ann

（a cura di

）, Spazio urbano e organizzazione econom
-

ica nellʼE
uropa m

edievale, N
apoli, 1994, pp.413-435. 

な
お

当
時
の
住
居
形
態
や
、
教
皇
庁
の
存
在
と
連
動
し
た
家
賃
の
変
動

に
関
し
て
は
、Broise ‒ M

aire V
igueur, 

“Strutture fam
igli-

ari, spazio dom
estico e architettura civile a Rom

a alla 
fine del M

edioevo

”, in Storia dell

’arte italiana, vol. V
, 

T
orino, 1983, pp.99-160; V

asque Pinerio, 

“Il m
ercato im

-
m

obiliare

”, in Chiabò, A
lle origini, cit., pp.555-569.

（
67
）　

家
系
の
起
源
に
関
し
て
は
一
七
世
紀
に
ロ
ー
マ
の
家
を
起
源
の

古
さ
か
ら
分
類
し
た
ア
メ
イ
デ
ン
の
著
作
（A

m
ayden, La sto-

ria delle fam
iglie rom

ane di T
eodoro A

m
ayden con note 

e aggiunte del con. Carlo A
ugusto Bertini, Rom

a, 1907

）

を
も
と
に
算
出
し
た
。
ア
メ
イ
デ
ン
に
関
し
て
はV

isceglia, 

“La 
giusta statera de

’ porporati. Sulla com
posizione e rap-

presentazione del Sacro Collegio nella prim
a m

età del 
Seicento

”, in R
om

a m
oderna e contem

poranea, IV

（1996

）, 
pp.175-6

を
参
照
。

（
68
）　

一
六
世
紀
後
半
に
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
家
は
地
区
長
四
回
、
コ
ン
セ
ル

ヴ
ァ
ト
ー
レ
四
回
、
パ
ン
フ
ィ
ー
リ
家
は
地
区
長
一
四
回
、
コ
ン

セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
六
回
、
ア
ッ
コ
ラ
ン
ボ
ー
ニ
家
は
地
区
長
六
回
、

コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
に
一
回
選
出
さ
れ
て
い
る
。

（
69
）　

都
市
の
エ
リ
ー
ト
層
と
の
関
係
構
築
は
、
世
襲
で
は
な
い
特
殊



一
六
世
紀
後
半
の
ロ
ー
マ
都
市
エ
リ
ー
ト
層
の
変
遷

四
九
一
（
四
九
一
）　

な
君
主
を
戴
く
教
皇
庁
社
会
に
お
い
て
、
重
要
な
意
味
を
持
っ
て

い
た
と
い
え
る
。Borello

は
、
一
五
世
紀
半
ば
に
グ
ッ
ビ
オ
か
ら

ロ
ー
マ
に
定
着
し
た
パ
ン
フ
ィ
ー
リ
家
に
関
し
て
、
こ
の
家
系
が

婚
姻
関
係
や
同
心
会
で
の
活
動
を
通
じ
て
早
く
か
ら
ロ
ー
マ
で
の

人
的
つ
な
が
り
を
確
立
し
た
こ
と
が
ロ
ー
マ
劫
略
の
危
機
的
状
況

を
乗
り
越
え
る
上
で
有
益
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。Borello, 

“Strategie di insediam
ento in città: Pam

philj a Rom
a nel 

prim
o Cinquecento

”, in V
isveglia, N

obiltà rom
ana, cit., 

pp.31-61.

（
70
）　

ア
ル
テ
ィ
エ
ー
リ
は
嫁
資
高
騰
に
よ
る
結
婚
率
の
低
下
や
、
社

会
的
平
和
を
保
障
す
る
手
段
と
し
て
の
結
婚
の
道
徳
的
意
味
の
低

下
を
批
判
し
て
い
る
。A

ltieri, Li nuptiali, pp.20-28.

（
71
）　

嫁
資
に
対
す
る
教
皇
の
勅
令
に
関
し
て
は
、Fosi-V

isceglia, 

“Marriage and politics at the papal court in the six-
teenth and seventeenth centuries

”, in D
ean

（a cura di

）, 
M

arriage in Italy 1300-1650, Cam
bridge, 1998, pp.197-

224

を
参
照
。

（
72
）　

サ
ン
タ
ク
ロ
ー
チ
ェ
家
に
関
し
て
は
三
（
三
）
の
表
3
を
参
照
。

（
73
）　

ピ
サ
の
名
門
家
系
で
あ
る
が
、
一
四
世
紀
に
ロ
ー
マ
に
移
住
し
、

一
六
世
紀
後
半
に
は
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
一
名
、
地
区
長
八
名

を
輩
出
。
ル
ド
ヴ
ィ
ー
コ
自
身
も
五
九
年
か
ら
六
九
年
に
か
け
て

計
四
回
地
区
長
に
選
出
さ
れ
て
い
る
。

（
74
）　

ロ
ー
マ
で
の
伝
統
を
誇
る
家
系
の
一
つ
。
一
六
世
紀
に
は

SantʼEustachio

地
区
を
中
心
に
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
四
回
、

地
区
長
を
一
九
回
輩
出
し
て
い
る
。

（
75
）　D

’Am
elia, 

“Verso la caduta. Le fam
iglie M

argani e 

Iacovacci nella Rom
a del Cinquecento

”, in D
isuguaglian-

ze: stratificazione e m
obilità sociale nelle popolazione 

italiane

（dal secolo X
IV

 agli inizi del secolo X
X

）, Savo-
na, 1992, pp.83-107.

（
76
）　

そ
れ
ぞ
れGiovanni M

attei

枢
機
卿
（
一
五
八
六
）、T

ibe-
rio M

uti

枢
機
卿
（
一
六
一
五
）、M

arcello Crescenzi

枢
機
卿

（
一
五
四
二
）。

（
77
）　Feci, 

“Signore di curia. Rapporti di potere ed esper-
ienze di governo nella Rom

a papale

（m
età X

V
-m

età 
X

V
I secolo

）”, in A
rcangeli

（a cura di

）, D
onne di potere 

nel R
inascim

ento, Rom
a , 2008, pp.195-222.

（
78
）　Palerm

o, 

“Capitali pubblici e investim
enti private 

nellʼam
m

inistrazione finanziaria della città di Rom
a all

’

epoca di M
artino V

”, in Chiabò, A
lle origini, cit., pp.501-

535.

（
79
）　

最
終
的
に
ア
ス
タ
ッ
リ
家
は
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
一
四
世
の
一

七
四
六
年
の
勅
令
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
ロ
ー
マ
都
市
貴
族
の
中

で
も
上
位
六
〇
家
に
選
ば
れ
て
い
る
。Piccialuti, 

“Patriziato 
rom

ano e cerchie di Cam
pidoglio nel Settecento

”, in 
R

om
a m

oderna e contem
poranea, IV

（1996

）, pp.403-421.

（
80
）　Cam

erano

に
よ
る
と
一
四
九
六
〜
一
五
八
八
年
ま
で
に
市
民

権
を
得
て
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
に
な
っ
た
者
の
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ

ト
ー
レ
就
任
ま
で
の
平
均
期
間
は
約
二
二
年
で
あ
っ
た
。Cam

er-
ano, 

“La restaurazione

”, pp.56-57.

（
81
）　

こ
れ
ら
の
家
か
ら
役
職
者
選
出
人
が
多
く
出
て
い
る
こ
と
も
、

こ
れ
ら
一
部
の
家
が
コ
ン
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
職
を
保
持
す
る
こ
と
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四
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を
可
能
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
82
）　Cf. 

高
澤
紀
恵
『
近
世
パ
リ
に
生
き
る
：
ソ
シ
ア
ビ
リ
テ
と
秩

序
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
。

（
83
）　

そ
の
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
手
段
と
し
て
「Rom

anitas

」

の
概
念
が
使
用
さ
れ
、
ロ
ー
マ
人
と
し
て
の
服
装
規
定
や
、
典
礼

方
法
の
確
立
、
年
代
記
編
集
作
業
やRom

anitas

を
テ
ー
マ
と
し

た
美
術
作
品
制
作
が
積
極
的
に
行
わ
れ
た
。 Cf. Franceschini, 

“Le m
agistrature capitoline tra Q

uattro e Cinquecento; 
il tem

a della Rom
anitas nell

’ideologia nella com
m

ittenza 
m

unicipale

”, in Bollettino dei M
usei Com

unali di R
om

a, 
III

（1989

）, pp.65-73. 

こ
の
概
念
は
新
し
く
都
市
政
府
に
参
入
し

た
新
し
い
家
系
に
よ
っ
て
も
、
ロ
ー
マ
人
と
の
同
化
の
手
段
と
し

て
利
用
さ
れ
た
。
ア
ル
テ
ィ
エ
ー
リ
や
ア
ル
ベ
リ
ー
ニ
の
著
作
は

ま
さ
し
く
こ
の
文
脈
で
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。


