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一
五
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
聖
母
マ
リ
ア
像

│
│
俗
語
歌
謡
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
│
│

上

野

未

央

は
じ
め
に

中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
修
道
院
か
ら
広
が
っ
た
聖
母
マ
リ

ア
崇
敬
は
、
一
三
世
紀
に
は
教
区
教
会
レ
ベ
ル
に
ま
で
浸
透
し
て

い
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
の
聖
マ
リ
ア
聖

堂
が
、
一
三
世
紀
か
ら
宗
教
改
革
初
期
に
至
る
ま
で
、
最
も
人
気

の
あ
る
巡
礼
地
の
一
つ
で
あ
り
続
け
た
（
1
）
。
ま
た
、
マ
リ
ア
は
フ
ラ

タ
ニ
テ
ィ
（
教
区
ギ
ル
ド
）
の
守
護
聖
人
と
し
て
も
人
気
を
博
し

て
い
た
。
ロ
ン
ド
ン
で
は
、
一
三
五
〇
〜
一
五
五
〇
年
の
間
に
、

お
よ
そ
一
五
〇
〜
二
〇
〇
の
フ
ラ
タ
ニ
テ
ィ
が
結
成
さ
れ
た
が
、

そ
の
中
で
も
マ
リ
ア
を
守
護
聖
人
と
し
た
フ
ラ
タ
ニ
テ
ィ
が
圧
倒

的
に
多
く
、
そ
の
数
は
確
認
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
五
七
に
の
ぼ
る
（
2
）
。

こ
の
よ
う
に
、
中
世
後
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
多
く
の
人
々
に
親

し
ま
れ
、
崇
敬
さ
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
る
聖
母
マ
リ
ア
の
イ
メ
ー

ジ
を
明
確
化
す
る
こ
と
は
、
当
該
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
宗
教
心
性

を
考
え
る
う
え
で
、
重
要
な
切
り
口
と
な
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は

マ
リ
ア
・
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
た
め
の
ケ
ー
ス
・
ス

タ
デ
ィ
と
し
て
、
一
五
世
紀
に
書
か
れ
た
キ
ャ
ロ
ル
と
呼
ば
れ
る

俗
語
歌
謡
を
分
析
す
る
。

キ
ャ
ロ
ル
と
は
、
一
三
〜
一
六
世
紀
の
写
本
群
に
残
る
、
リ
フ

レ
イ
ン
を
持
つ
脚
韻
詩
で
、
教
会
や
世
俗
の
祝
宴
の
場
で
、
聖
職

者
や
芸
人
ら
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
る
（
3
）
。
歴
史
学
の

研
究
に
お
い
て
は
、
俗
人
の
心
性
を
反
映
し
た
史
料
と
し
て
、
キ

ャ
ロ
ル
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
4
）
。
し
か
し
、
キ
ャ
ロ
ル
を
ま

と
め
て
分
析
し
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
マ
リ
ア
像
を
具
体
的
に
明
ら

か
に
し
よ
う
と
す
る
研
究
は
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

本
稿
で
は
、
キ
ャ
ロ
ル
を
分
析
対
象
と
し
て
、
中
世
後
期
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
聖
母
マ
リ
ア
像
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的

一
五
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
聖
母
マ
リ
ア
像

七
三
（
三
〇
一
）



と
す
る
。

本
稿
で
史
料
と
す
る
の
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
ボ
ー
ド

リ
ア
ン
図
書
館
所
蔵
の
一
五
世
紀
の
写
本M

S.E
nglish

poetry

e.1

（
以
降e.1

写
本
と
略
記
（
5
）
）
に
収
め
ら
れ
た
キ
ャ
ロ
ル
で
あ
る
。

e.1

写
本
は
、
キ
ャ
ロ
ル
と
そ
れ
以
外
の
形
式
の
英
詩
・
ラ
テ
ン

詩
を
七
六
篇
収
め
た
写
本
で
、
一
五
世
紀
後
半
に
二
人
の
書
記
に

よ
り
書
写
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
般
に
、
キ
ャ
ロ
ル
は
、

説
教
の
テ
ク
ス
ト
や
他
の
文
学
作
品
な
ど
と
一
緒
に
写
本
に
収
め

ら
れ
て
お
り
、
単
一
の
写
本
に
キ
ャ
ロ
ル
が
ま
と
め
て
収
め
ら
れ

た
例
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
し
か
し
、
七
六
篇
も
の
キ
ャ
ロ
ル
と

詩
が
収
集
さ
れ
て
い
る
点
で
、e.1

写
本
は
、
他
の
写
本
群
と
は

一
線
を
画
し
て
お
り
、
キ
ャ
ロ
ル
を
ま
と
め
て
分
析
す
る
の
に
適

し
た
写
本
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、e.1

写
本
に
は
、
キ
リ
ス

ト
降
誕
、
福
音
書
記
者
聖
ヨ
ハ
ネ
、
カ
ン
タ
ベ
リ
の
聖
ト
マ
ス
、

女
性
風
刺
、
飲
酒
の
楽
し
み
を
歌
う
も
の
な
ど
様
々
な
主
題
の
キ

ャ
ロ
ル
が
収
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
中
で
も
聖
母
マ
リ
ア
は
二
九
篇

の
キ
ャ
ロ
ル
と
二
篇
の
ラ
テ
ン
詩
で
言
及
さ
れ
、
最
も
頻
繁
に
登

場
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
第
一
章
に
お
い
て
、
中
世
後
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に

お
け
る
マ
リ
ア
崇
敬
に
関
す
る
先
行
研
究
を
概
観
す
る
。
第
二
章

で
は
、e.1

写
本
の
史
料
論
的
分
析
の
結
果
を
示
し
た
う
え
で
、

キ
ャ
ロ
ル
の
テ
ク
ス
ト
を
具
体
的
に
見
て
い
く
。
そ
れ
に
よ
り
、

第
一
章
で
概
観
し
た
マ
リ
ア
像
一
般
の
特
徴
と
、
キ
ャ
ロ
ル
の
マ

リ
ア
像
の
共
通
点
・
相
違
点
を
明
確
化
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
キ

ャ
ロ
ル
に
特
徴
的
な
マ
リ
ア
像
が
描
か
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ

の
背
景
に
は
何
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
を
加

え
る
こ
と
と
す
る
。

第
一
章

中
世
後
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る

聖
母
マ
リ
ア
像
の
変
容

一

マ
リ
ア
が
描
か
れ
た
史
料
と
先
行
研
究

中
世
後
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
マ
リ
ア
崇
敬
に
関
す
る
先
行
研
究

は
、
大
き
く
分
け
て
三
種
類
に
分
類
さ
れ
る
。
以
下
で
は
、
第
一

に
、
英
詩
や
図
像
を
扱
う
研
究
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
マ
リ
ア

像
、
第
二
に
マ
リ
ア
像
そ
の
も
の
に
焦
点
を
あ
て
た
研
究
、
第
三

に
中
世
後
期
の
宗
教
心
性
を
扱
う
研
究
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
た

マ
リ
ア
像
に
分
け
て
述
べ
て
い
く
。

ま
ず
、
中
世
後
期
の
宗
教
詩
を
扱
っ
た
研
究
（
6
）
の
中
か
ら
、
ロ
ー

ズ
マ
リ
ー
・
ウ
ー
ル
フ
の
論
考
を
取
り
上
げ
る
。
ウ
ー
ル
フ
は
、

一
四
世
紀
ま
で
に
書
か
れ
た
英
詩
で
、
マ
リ
ア
を
描
い
た
も
の
を

三
グ
ル
ー
プ
に
分
類
し
て
い
る
。
第
一
に
、
天
后
（Q

ueen
of

H
eaven

）
で
あ
る
マ
リ
ア
を
賛
美
し
、
執
り
成
し
者
と
し
て
の

史

学

第
七
八
巻

第
三
号

七
四
（
三
〇
二
）



マ
リ
ア
に
慈
悲
を
求
め
る
英
詩
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
二
に
「
マ
リ

ア
の
歓
び
」（Joys

of
the

V
irgin

）
を
歌
う
英
詩
が
あ
る
。
マ

リ
ア
の
歓
び
と
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
受
胎
告
知
、
キ
リ
ス

ト
降
誕
、
キ
リ
ス
ト
復
活
、
キ
リ
ス
ト
昇
天
、
マ
リ
ア
の
被
昇
天

（
あ
る
い
は
戴
冠
）
を
指
し
た
。
キ
リ
ス
ト
復
活
で
は
な
く
、
キ

リ
ス
ト
公
現
が
描
か
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
「
歓
び
」

を
順
に
挙
げ
る
詩
と
、
個
々
の
「
歓
び
」
の
場
面
を
描
い
た
詩
が

あ
る
。
第
三
に
、
キ
リ
ス
ト
降
誕
場
面
に
お
い
て
、
マ
リ
ア
が
幼

子
キ
リ
ス
ト
に
歌
う
子
守
唄
（Lullaby

lyric

）
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。
マ
リ
ア
の
子
守
唄
は
、
一
四
世
紀
後
半
か
ら
一
五
世
紀
に

か
け
て
、
キ
ャ
ロ
ル
と
し
て
多
く
残
っ
て
い
る
。
本
稿
第
二
章
で

扱
うe.1

写
本
に
も
マ
リ
ア
の
子
守
唄
キ
ャ
ロ
ル
が
収
め
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
一
五
世
紀
に
な
る
と
、
こ
れ
ら
三
グ
ル
ー
プ
の
他
に
、

キ
リ
ス
ト
受
難
を
嘆
く
マ
リ
ア
像
が
英
詩
に
頻
繁
に
描
か
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
（
7
）
。

図
像
研
究
と
し
て
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
マ
ー
ク
ス
の
論
考
が
挙

げ
ら
れ
る
。
マ
ー
ク
ス
は
、
図
像
そ
の
も
の
を
分
析
す
る
だ
け
で

な
く
、
作
成
当
時
の
設
置
場
所
や
使
用
目
的
と
い
っ
た
「
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
文
脈
」
の
な
か
で
、
図
像
の
持
っ
た
意
味
を
捉
え
な
お
す

必
要
性
を
指
摘
し
た
。
図
像
に
加
え
て
、
遺
言
書
や
教
区
委
員
の

会
計
簿
を
史
料
と
す
る
こ
と
で
、
図
像
の
設
置
場
所
や
、
図
像
の

果
た
し
て
い
た
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た

た
め
で
あ
る
（
8
）
。

マ
ー
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
一
三
世
紀
ま
で
に
最
も
多
く
作
ら
れ
た

マ
リ
ア
像
は
聖
母
子
像
で
、
そ
の
多
く
が
主
祭
壇
の
近
く
に
置
か

れ
た
と
い
う
。
聖
遺
物
箱
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
も
の
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
一
三
世
紀
か
ら
一
四
世
紀
に
か
け
て
、
マ
リ
ア
像
は
内

陣
の
外
に
も
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
世
俗
の
人
々
の
目

に
触
れ
る
場
へ
と
、
置
か
れ
る
場
を
拡
大
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
置
か
れ
る
場
の
拡
大
と
時
を
同
じ
く
し
て
、

様
々
な
マ
リ
ア
像
が
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、

ベ
ッ
ド
の
上
で
嬰
児
キ
リ
ス
ト
を
抱
く
マ
リ
ア
像
（O

ur
Lady

in

G
esyn

）
や
、
聖
ア
ン
ナ
が
マ
リ
ア
に
読
み
方
を
教
え
る
様
子
を

描
い
た
図
像
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
も
、
一
四
世
紀
以
降
、

最
も
多
く
作
成
さ
れ
た
の
は
、
傷
つ
い
た
キ
リ
ス
ト
を
膝
に
乗
せ

る
ピ
エ
タ
像
で
あ
っ
た
。
一
四
世
紀
に
な
る
と
、
遺
言
書
の
中
で
、

ピ
エ
タ
像
へ
の
遺
贈
や
、
ピ
エ
タ
像
の
前
へ
の
埋
葬
を
希
望
し
た

例
が
見
ら
れ
る
（
9
）
。

以
上
の
よ
う
に
英
詩
や
図
像
な
ど
の
特
定
の
史
料
を
扱
っ
た
研

究
だ
け
で
な
く
、
マ
リ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
を
分
析
の
中
心
に
置
き
、

複
数
の
史
料
を
用
い
て
マ
リ
ア
像
の
変
容
を
明
ら
か
に
す
る
研
究

も
行
わ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
ナ
イ
ジ
ェ
ル
・
モ
ー
ガ
ン
は
、

一
五
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
聖
母
マ
リ
ア
像

七
五
（
三
〇
三
）



時
祷
書
や
英
詩
、
図
像
な
ど
を
史
料
と
し
て
一
四
世
紀
の
俗
人
向

け
マ
リ
ア
像
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
モ
ー
ガ
ン
は
、

一
四
世
紀
に
は
、
聖
母
子
像
が
減
少
し
、
聖
ミ
カ
エ
ル
に
よ
る
魂

の
計
測
場
面
に
お
け
る
マ
リ
ア
と
、
ピ
エ
タ
像
が
新
た
に
描
か
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
た
（
10
）
。
ま
た
、
一
四
世
紀
に
な
る
と
、
マ

リ
ア
が
、
俗
人
に
近
い
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
も
指
摘
し
て
い
る
。
モ
ー
ガ
ン
は
別
の
研
究
で
、
一
五
世
紀
に

お
け
る
マ
リ
ア
戴
冠
図
に
注
目
し
、
そ
の
変
容
に
つ
い
て
も
論
じ

た
（
11
）。
こ
の
研
究
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

マ
リ
ア
に
対
象
を
限
定
し
た
研
究
で
は
な
く
、
中
世
後
期
の
キ

リ
ス
ト
教
崇
敬
全
般
を
扱
っ
た
研
究
で
も
、
マ
リ
ア
像
は
、
俗
人

の
宗
教
心
性
を
形
作
る
重
要
な
要
素
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き

た
。
た
と
え
ば
、
宗
教
改
革
が
俗
人
の
宗
教
心
性
に
与
え
た
影
響

に
つ
い
て
論
じ
た
エ
ー
モ
ン
・
ダ
フ
ィ
は
、
教
区
委
員
の
会
計
簿
、

図
像
、
時
祷
書
、
遺
言
書
、
俗
語
文
学
な
ど
を
史
料
と
し
、
宗
教

改
革
期
前
夜
に
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
崇
敬
が
人
々
の
生
活
に
密
接

に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ダ
フ
ィ
が
挙
げ
た
カ
ト
リ

ッ
ク
崇
敬
の
諸
相
に
は
、
聖
人
崇
敬
、
キ
リ
ス
ト
受
難
へ
の
崇
敬
、

そ
こ
か
ら
派
生
し
た
キ
リ
ス
ト
の
傷
や
受
難
の
道
具
へ
の
崇
敬
、

キ
リ
ス
ト
の
名
前
へ
の
崇
敬
、
煉
獄
思
想
な
ど
が
あ
る
。
ダ
フ
ィ

は
、
そ
れ
ら
の
中
で
、
マ
リ
ア
崇
敬
も
取
り
上
げ
、「
マ
リ
ア
の

歓
び
」
と
と
も
に
、
キ
リ
ス
ト
受
難
に
と
も
な
う
「
マ
リ
ア
の
悲

し
み
」（Sorrow

s
of

the
V
irgin

）
が
、
時
祷
書
の
挿
絵
や
教
会

の
図
像
と
し
て
多
く
描
か
れ
た
と
述
べ
た
。
ま
た
、
受
胎
告
知
の

祝
日
や
キ
ャ
ン
ド
ル
マ
ス
な
ど
の
マ
リ
ア
の
祝
日
の
重
要
性
、
煉

獄
に
お
け
る
マ
リ
ア
の
執
り
成
し
の
役
割
に
も
言
及
し
た
（
12
）
。

崇
敬
の
一
側
面
と
し
て
の
マ
リ
ア
像
と
い
う
よ
り
は
、
中
世
後

期
の
キ
リ
ス
ト
教
崇
敬
の
大
勢
の
中
で
変
容
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

も
の
と
し
て
マ
リ
ア
像
を
考
察
し
た
の
が
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ン
・
ピ

ー
タ
ー
ス
で
あ
る
。
ピ
ー
タ
ー
ス
は
、
宗
教
改
革
が
女
性
に
与
え

た
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
た
研
究
の
な
か
で
、
キ
リ
ス
ト
崇
敬
と

の
関
係
性
の
な
か
で
マ
リ
ア
像
を
論
じ
て
い
る
（
13
）
。
広
く
言
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
中
世
後
期
の
教
区
教
会
で
は
、
キ
リ
ス
ト
受
難
や

最
後
の
審
判
な
ど
に
聖
職
者
の
関
心
が
向
け
ら
れ
、
俗
人
に
対
し

て
も
そ
れ
ら
の
崇
敬
が
広
め
ら
れ
て
い
た
。
ピ
ー
タ
ー
ス
に
よ
れ

ば
、
そ
の
よ
う
な
「
キ
リ
ス
ト
を
中
心
と
す
る
崇
敬
」
の
影
響
を

最
も
強
く
受
け
て
変
容
し
た
の
が
、
聖
母
マ
リ
ア
像
で
あ
っ
た
（
14
）
。

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
マ
リ
ア
崇
敬
は
、
キ
リ
ス
ト
へ

の
崇
敬
と
の
関
係
の
上
に
存
在
す
る
。
マ
リ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
と
、

キ
リ
ス
ト
や
、
他
の
崇
敬
の
諸
相
と
の
関
係
性
を
考
察
す
る
こ
と

な
し
に
、
マ
リ
ア
崇
敬
の
持
っ
た
意
味
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
点
で
、
教
区
教
会
レ
ベ
ル
の

史
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崇
敬
全
体
の
中
で
の
マ
リ
ア
像
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
ピ
ー

タ
ー
ス
の
議
論
は
注
目
に
値
す
る
。
以
降
、
ピ
ー
タ
ー
ス
の
議
論

を
中
心
と
し
て
、
関
連
す
る
他
の
研
究
成
果
に
も
触
れ
な
が
ら
、

中
世
後
期
の
マ
リ
ア
像
と
そ
の
変
容
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

二

執
り
成
し
の
マ
リ
ア

ま
ず
、
キ
リ
ス
ト
と
人
と
の
間
を
執
り
成
す
役
割
を
担
う
マ
リ

ア
像
を
取
り
上
げ
る
。
ピ
ー
タ
ー
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
中
世

後
期
の
マ
リ
ア
と
キ
リ
ス
ト
の
役
割
は
、
明
確
に
分
化
さ
れ
て
い

た
。
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
は
慈
悲
を
施
し
て
人
々
を
助
け
、
マ

リ
ア
は
キ
リ
ス
ト
に
人
々
が
救
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
祈
る
の
で

あ
る
（
15
）
。
こ
の
よ
う
な
執
り
成
し
の
マ
リ
ア
は
、
先
述
の
よ
う
に
、

一
四
世
紀
以
前
か
ら
英
詩
に
は
頻
繁
に
描
か
れ
て
い
た
。
ウ
ー
ル

フ
は
、
執
り
成
し
を
祈
る
こ
と
な
し
に
、
マ
リ
ア
を
賛
美
す
る
英

詩
は
一
四
世
紀
に
は
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
書
か
れ
な
か
っ
た

と
述
べ
て
い
る
（
16
）
。

図
像
と
し
て
は
、
一
四
世
紀
か
ら
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、

聖
ミ
カ
エ
ル
が
魂
の
計
測
を
行
う
場
面
に
登
場
す
る
マ
リ
ア
像
が
、

執
り
成
し
の
マ
リ
ア
の
役
割
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
死
後
の

人
々
の
魂
を
秤
に
か
け
る
聖
ミ
カ
エ
ル
の
隣
に
マ
リ
ア
が
立
ち
、

ロ
ザ
リ
オ
を
秤
の
上
に
載
せ
て
、
魂
を
救
お
う
と
す
る
場
面
で
あ

る
。
こ
の
図
像
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ほ
と
ん
ど
の
教
区
教
会
に

描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
ピ
ー
タ
ー
ス
は
、
魂
の
計
測
場
面
は
、
一
五
世
紀
の

説
教
の
テ
ク
ス
ト
で
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指

摘
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ピ
ー
タ
ー
ス
は
、
マ
リ
ア
そ
の
人

へ
の
崇
敬
が
高
ま
る
こ
と
へ
の
危
惧
が
、
聖
職
者
の
間
に
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
（
17
）
。

同
じ
よ
う
な
聖
職
者
の
意
図
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
特
徴
的
な
、

マ
リ
ア
が
ロ
ザ
リ
オ
を
載
せ
る
と
い
う
行
為
に
反
映
さ
れ
て
い
る

と
ピ
ー
タ
ー
ス
は
論
じ
る
。
ヤ
コ
ブ
ス
・
デ
・
ウ
ォ
ラ
ギ
ネ
の

『
黄
金
伝
説
』
で
は
、
マ
リ
ア
は
ロ
ザ
リ
オ
で
は
な
く
、
自
身
の

手
を
秤
の
上
に
置
く
（
18
）
。
し
か
し
、
手
を
秤
に
載
せ
る
マ
リ
ア
を
描

い
た
図
像
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
は
一
点
し
か
現
存
し
な
い
。
ま

た
、
マ
リ
ア
が
服
の
一
部
を
秤
に
載
せ
た
図
像
も
大
陸
で
は
見
ら

れ
た
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
は
一
点
現
存
す
る
の
み
で
あ
る
。
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
教
区
教
会
の
図
像
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
マ

リ
ア
は
ロ
ザ
リ
オ
を
秤
に
載
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
マ
リ
ア
そ
の

人
よ
り
も
、
マ
リ
ア
へ
の
崇
敬
を
強
調
し
た
い
と
い
う
、
教
区
教

会
の
意
図
が
、
ロ
ザ
リ
オ
を
置
く
と
い
う
行
為
に
表
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
ピ
ー
タ
ー
ス
は
考
え
た
（
19
）
。
ロ
ザ
リ
オ
を
描
く
こ
と

に
よ
り
、
キ
リ
ス
ト
に
向
か
っ
て
祈
る
マ
リ
ア
像
を
描
い
た
と
い
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う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
ピ
ー
タ
ー
ス
は
、
魂
の
計
測
場
面
が
、
一
四
世
紀
か
ら

一
五
世
紀
の
間
に
描
か
れ
る
場
を
変
え
た
こ
と
も
指
摘
し
た
。
一

四
世
紀
初
頭
に
は
、
魂
の
計
測
場
面
は
、
最
後
の
審
判
の
図
像
群

の
中
に
描
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
四
世
紀
以
降
、
こ
の
場
面

を
最
後
の
審
判
の
図
像
中
に
描
く
こ
と
が
減
っ
た
と
い
う
（
20
）
。
た
と

え
ば
、
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
シ
ャ
、
ペ
ン
の
教
区
教
会
の
壁
画
に
は
、

最
後
の
審
判
が
内
陣
障
壁
に
一
五
世
紀
初
め
に
描
か
れ
た
。
こ
の

図
像
に
は
魂
の
計
測
場
面
も
描
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
五
〇

〇
年
頃
、
こ
の
絵
の
上
か
ら
、
新
し
い
壁
画
が
描
か
れ
た
。
新
し

い
壁
画
で
は
、
最
後
の
審
判
の
絵
の
な
か
に
、
キ
リ
ス
ト
受
難
に

使
わ
れ
た
道
具
を
持
っ
た
天
使
た
ち
や
、
キ
リ
ス
ト
の
傷
か
ら
流

れ
る
血
が
描
か
れ
た
（
21
）
。
キ
リ
ス
ト
受
難
へ
の
関
心
が
強
く
見
え
る

壁
画
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
一
五
世
紀
以
降
、
最
後
の
審
判
と
は
切
り
離
さ

れ
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
魂
の
計
測
場
面
は
、
人
間
の
死
後

の
魂
の
行
方
を
描
い
た
図
像
群
の
な
か
で
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
の
変
化
に
は
、
煉
獄
思
想
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
ピ
ー
タ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
煉
獄
が
、
教
区
教
会
に
お
け

る
魂
の
救
済
の
仕
組
み
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
結
果
、
魂
の
計

測
場
面
は
、
人
々
の
死
後
す
ぐ
に
起
こ
る
場
面
を
視
覚
化
し
た
も

の
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
22
）
。

テ
ク
ス
ト
に
書
か
れ
た
煉
獄
の
例
と
し
て
は
、
一
四
世
紀
の
俗

語
物
語G

ast
ofG

y

が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、
煉

獄
に
お
け
る
罪
の
償
い
を
課
さ
れ
た
人
々
は
、
マ
リ
ア
か
ら
の
助

け
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
テ
ク
ス
ト

中
で
、
マ
リ
ア
は
「
私
の
息
子
の
意
思
」
に
よ
っ
て
魂
の
受
け
る

苦
し
み
が
軽
減
さ
れ
る
と
語
っ
て
い
る
（
23
）
。
つ
ま
り
、
魂
の
行
方
を

決
め
る
の
は
キ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
マ
リ
ア
は
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
に

対
し
て
祈
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
煉
獄
に
お
い
て
も

マ
リ
ア
に
は
執
り
成
し
の
役
割
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。こ

こ
ま
で
を
ま
と
め
る
と
、
最
後
の
審
判
と
キ
リ
ス
ト
受
難
と

を
結
び
付
け
よ
う
と
す
る
傾
向
と
、
煉
獄
思
想
の
影
響
を
受
け
て
、

執
り
成
し
の
マ
リ
ア
の
描
か
れ
る
場
は
変
化
し
た
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
マ
リ
ア
の
執
り
成
し
の
役
割
は
引
き
続
き
重
視
さ

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
執
り
成
し
の
役
割
を
マ
リ
ア
が
担
っ
た
の
は
、

彼
女
が
キ
リ
ス
ト
に
よ
り
戴
冠
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
た
。
次
に
、
マ
リ
ア
戴
冠
場
面
を
取
り
上
げ
る
。
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三

戴
冠
さ
れ
る
マ
リ
ア

一
四
〇
〇
年
頃
の
英
詩
で
は
、
マ
リ
ア
の
戴
冠
と
マ
リ
ア
の
執

り
成
し
の
役
割
と
の
因
果
関
係
が
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

な
ぜ
私
が
戴
冠
さ
れ
天
の
后
に
な
っ
た
か
／
な
ぜ
私
が
慈
悲

の
泉
と
呼
ば
れ
る
か
／
な
ぜ
私
の
よ
う
な
地
上
の
女
が
／
天

国
で
天
使
た
ち
の
上
に
い
る
の
か
／
そ
れ
は
あ
な
た
達
人
間

の
た
め
。
私
は
真
実
を
話
し
て
い
る
／
あ
な
た
方
は
私
に
助

け
を
求
め
、
私
は
あ
な
た
方
を
助
け
る
／
私
は
、
あ
な
た
方

を
地
獄
か
ら
遠
ざ
け
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
（
24
）

こ
の
英
詩
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
マ
リ
ア
の
戴
冠
は
、
彼
女

が
執
り
成
し
の
役
割
を
持
つ
根
拠
で
あ
っ
た
。
戴
冠
場
面
は
、
説

教
で
も
重
視
さ
れ
て
お
り
、
一
五
世
紀
の
説
教
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、

マ
リ
ア
の
被
昇
天
と
戴
冠
の
日
が
、
マ
リ
ア
の
祝
日
の
中
で
最
も

重
要
な
日
で
あ
る
と
書
か
れ
た
（
25
）
。

マ
リ
ア
の
戴
冠
場
面
は
し
ば
し
ば
図
像
に
も
描
か
れ
た
。
一
四

世
紀
に
は
、
マ
リ
ア
と
キ
リ
ス
ト
が
並
ん
で
描
か
れ
、
キ
リ
ス
ト

か
ら
マ
リ
ア
へ
戴
冠
さ
れ
る
様
子
が
描
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

し
か
し
、
一
四
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
マ
リ
ア
戴
冠
図
に
変
化
が

見
ら
れ
る
。
マ
リ
ア
は
キ
リ
ス
ト
と
並
ん
で
描
か
れ
る
の
で
は
な

く
、
三
位
一
体
の
下
に
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
キ
リ
ス
ト
と
父

な
る
神
、
そ
し
て
白
い
鳩
で
表
現
さ
れ
た
聖
霊
が
、
マ
リ
ア
の
頭

上
に
描
か
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
階
層
式
の
戴
冠
場
面

は
、
そ
の
後
、
一
五
・
一
六
世
紀
の
教
区
教
会
の
壁
画
や
ス
テ
ン

ド
・
グ
ラ
ス
、
ア
ラ
バ
ス
タ
ー
彫
刻
に
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
マ
リ
ア
戴
冠
場
面
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
モ
ー
ガ

ン
も
取
り
上
げ
、
一
四
世
紀
末
か
ら
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

三
位
一
体
へ
の
崇
敬
と
の
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
。
モ
ー
ガ
ン
は
、

マ
リ
ア
が
、
キ
リ
ス
ト
と
人
間
と
の
間
の
執
り
成
し
だ
け
で
な
く
、

三
位
一
体
と
人
々
と
の
間
の
執
り
成
し
も
行
う
よ
う
に
な
っ
た
の

だ
と
解
釈
し
た
（
26
）
。

一
方
で
ピ
ー
タ
ー
ス
は
、
三
位
一
体
へ
の
崇
敬
の
影
響
だ
け
で

は
な
く
、
マ
リ
ア
が
一
段
下
に
描
か
れ
る
こ
と
で
、
一
般
信
徒
に

近
い
存
在
に
な
っ
た
の
だ
と
解
釈
し
て
い
る
（
27
）
。
マ
リ
ア
の
人
間
性

の
強
調
に
つ
い
て
は
、
マ
ー
ク
ス
に
よ
る
図
像
研
究
や
、
モ
ー
ガ

ン
に
よ
る
一
四
世
紀
の
マ
リ
ア
像
研
究
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て

き
た
。
こ
れ
ら
の
指
摘
と
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
ピ
ー
タ
ー

ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
マ
リ
ア
戴
冠
図
の
変
化
の
中
に
、
マ
リ

ア
を
一
般
信
徒
に
よ
り
近
い
存
在
と
し
て
描
こ
う
と
す
る
中
世
末

期
の
教
区
教
会
レ
ベ
ル
の
聖
職
者
の
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
戴
冠
場
面
の
変
化
が
、
説
教
の
テ
ク
ス
ト
に
は
反
映
さ
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れ
て
い
な
い
こ
と
も
、
ピ
ー
タ
ー
ス
は
指
摘
し
た
。
説
教
の
中
で

は
、
一
五
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
も
、
キ
リ
ス
ト
か
ら
マ
リ
ア
へ
の

戴
冠
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
図
像
と
説
教
の
テ
ク
ス
ト
と

の
間
で
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の
相
違
は
、
マ
リ
ア
を

人
々
に
近
い
存
在
と
す
る
傾
向
が
、
教
区
教
会
レ
ベ
ル
で
起
こ
っ

た
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
ピ
ー
タ
ー
ス
は
論
じ
て

い
る
。
ま
た
、
ピ
ー
タ
ー
ス
は
、
マ
リ
ア
が
三
位
一
体
の
下
に
描

か
れ
た
こ
と
で
、
執
り
成
し
を
行
う
マ
リ
ア
の
力
は
、
彼
女
自
身

の
も
の
で
は
な
く
、
委
任
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ

た
と
解
釈
す
る
（
28
）
。

ピ
ー
タ
ー
ス
の
説
は
、
マ
リ
ア
に
独
立
し
た
力
を
認
め
る
の
で

は
な
く
、
マ
リ
ア
の
執
り
成
し
の
力
は
、
三
位
一
体
の
神
に
よ
り

授
け
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
一
般
信
徒
に
も
分
か
る
よ

う
に
示
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
最
後
の
審
判
の
場
面
や
煉

獄
に
お
い
て
、
人
と
神
と
の
間
の
執
り
成
し
を
担
う
マ
リ
ア
像
と

も
共
通
す
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

四

母
と
し
て
の
マ
リ
ア

次
に
、
聖
母
子
像
や
ピ
エ
タ
に
描
か
れ
た
、
キ
リ
ス
ト
の
母
と

し
て
の
マ
リ
ア
像
を
見
て
い
く
。

ピ
ー
タ
ー
ス
は
、
中
世
後
期
に
は
、
キ
リ
ス
ト
を
抱
く
マ
リ
ア

を
描
い
た
聖
母
子
像
が
減
少
し
た
と
指
摘
し
た
。
ピ
ー
タ
ー
ス
は
、

聖
母
子
像
減
少
の
例
と
し
て
、
一
五
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
作
成

さ
れ
た
時
祷
書
で
は
、
聖
母
子
の
図
像
が
描
か
れ
る
キ
リ
ス
ト
降

誕
場
面
よ
り
も
、
キ
リ
ス
ト
受
難
の
場
面
が
挿
絵
と
し
て
頻
繁
に

描
か
れ
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
た
（
２９
）
。

さ
ら
に
ピ
ー
タ
ー
ス
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
、
ベ
ッ
ク

レ
ー
の
教
区
教
会
の
壁
画
も
、
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
。
こ
の
壁

画
で
は
、
一
四
世
紀
に
描
か
れ
た
聖
母
子
像
の
上
か
ら
、
別
の
図

像
が
一
五
〇
〇
年
頃
に
描
か
れ
た
。
一
四
世
紀
に
描
か
れ
て
い
た

の
は
、
聖
母
マ
リ
ア
が
嬰
児
キ
リ
ス
ト
に
授
乳
し
て
い
る
場
面
で

あ
り
、
そ
の
上
か
ら
後
に
描
か
れ
た
の
は
、
人
間
の
魂
を
秤
に
か

け
る
大
天
使
ミ
カ
エ
ル
と
、
そ
の
横
に
立
つ
聖
母
マ
リ
ア
で
あ
っ

た
（
30
）。
モ
ー
ガ
ン
も
、
一
四
世
紀
か
ら
図
像
と
し
て
の
聖
母
子
像
は

減
少
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、
ピ
ー
タ
ー
ス
は
、
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
や
マ
リ
ア
の
生
涯

を
描
い
た
壁
画
も
減
少
し
た
と
述
べ
た
。
そ
れ
を
示
す
例
と
し
て
、

ピ
ー
タ
ー
ス
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
、
サ
ウ
ス
・
ニ
ュ
ー
イ

ン
グ
ト
ン
の
壁
画
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
壁
画
で
は
、
キ
リ
ス
ト

の
生
涯
の
各
場
面
に
、
五
つ
の
傷
や
受
難
の
道
具
の
図
像
が
描
か

れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
31
）
。
ピ
ー
タ
ー
ス
は
指
摘
し
て
い
な
い
が
、
こ

の
壁
画
に
つ
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
を
描
く
壁
画
が
減
少
し

史
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た
こ
と
を
示
す
と
い
う
よ
り
は
、
キ
リ
ス
ト
受
難
と
、
キ
リ
ス
ト

の
生
涯
と
の
関
連
付
け
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え

る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
壁
画
に
、
キ
リ
ス
ト
受
難
へ
の
崇

敬
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
受
難
へ
の
関
心
の
高
ま
り
に
呼
応
し
て

登
場
す
る
の
が
、
ピ
エ
タ
像
で
あ
る
。
ピ
エ
タ
に
お
い
て
表
現
さ

れ
た
マ
リ
ア
像
は
、
第
一
に
子
供
の
死
を
嘆
く
親
で
あ
っ
た
。
聖

母
子
像
の
マ
リ
ア
は
、
子
供
を
産
み
、
優
し
く
あ
や
す
「
理
想
的

な
女
性
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
マ
リ
ア
像
は
、
特
に
女
性
に
訴

え
か
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、

子
の
死
を
悼
む
親
の
感
情
は
、
教
区
民
た
ち
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の

垣
根
を
越
え
て
等
し
く
訴
え
か
け
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
ピ

ー
タ
ー
ス
は
述
べ
た
。
ま
た
、
ピ
エ
タ
に
見
ら
れ
る
マ
リ
ア
の
嘆

き
は
、
人
間
た
ち
へ
の
警
告
で
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ノ
ー
フ

ォ
ー
ク
の
ヘ
イ
ド
ン
の
教
区
教
会
の
窓
で
は
、
ピ
エ
タ
像
を
と
り

囲
ん
で
、
酒
飲
み
や
博
打
打
ち
が
描
か
れ
、
マ
リ
ア
の
口
か
ら
は

嘆
き
の
言
葉
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ピ
エ
タ
に
お
け
る

マ
リ
ア
の
嘆
き
は
、
キ
リ
ス
ト
の
受
難
に
対
す
る
人
々
の
嘆
き
の

象
徴
で
も
あ
っ
た
。
マ
リ
ア
は
、
キ
リ
ス
ト
受
難
の
目
撃
者
で
あ

り
、
嘆
き
悲
し
む
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
代
表
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
32
）
。

マ
リ
ア
は
ピ
エ
タ
像
を
通
し
て
、
一
般
信
徒
に
近
い
存
在
と
し
て

描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
マ
リ
ア
が
人
々
に
近
い
存
在
と
し
て
描
か
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
キ
リ
ス
ト
へ
の
崇
敬
の
変
化
が
あ
っ

た
と
ピ
ー
タ
ー
ス
は
指
摘
し
た
。
中
世
後
期
、
キ
リ
ス
ト
受
難
に

使
わ
れ
た
道
具
や
、
キ
リ
ス
ト
の
傷
へ
の
崇
敬
が
高
ま
り
を
見
せ

た
。
こ
れ
を
、
ピ
ー
タ
ー
ス
は
キ
リ
ス
ト
の
象
徴
化
と
呼
ぶ
。
ピ

ー
タ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
大
陸
で
は
、
十
字
架
上
の
キ
リ
ス
ト
の
背

景
に
キ
リ
ス
ト
受
難
の
道
具
が
描
か
れ
た
例
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
受
難
の
道
具
は
キ
リ
ス
ト
の
苦
し
む
姿
と

は
切
り
離
さ
れ
て
描
か
れ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
、
キ
リ
ス
ト

の
象
徴
化
の
過
程
で
、
キ
リ
ス
ト
と
信
者
た
ち
と
の
距
離
が
広
が

っ
た
た
め
、
マ
リ
ア
を
人
間
に
近
い
存
在
と
し
て
描
き
直
す
必
要

が
生
じ
た
の
だ
と
ピ
ー
タ
ー
ス
は
考
え
た
（
33
）
。

以
上
の
議
論
を
ま
と
め
る
と
、
聖
母
マ
リ
ア
は
、
中
世
を
通
じ

て
、
キ
リ
ス
ト
と
人
々
と
の
間
の
執
り
成
し
者
と
し
て
の
役
割
を

担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
中
世
後
期
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
で
は
、
教
会
を
中
心
と
し
て
、
マ
リ
ア
そ
の
人
へ
と
向
か

う
崇
敬
を
問
題
視
し
、
マ
リ
ア
は
キ
リ
ス
ト
へ
の
崇
敬
に
至
る
た

め
の
仲
介
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
は
、
魂
の
計
測
場
面
に
登
場
す
る
マ
リ
ア
像
や
、
マ
リ
ア
戴

冠
図
の
変
化
か
ら
分
か
る
。
ま
た
、
マ
リ
ア
戴
冠
図
の
変
化
や
、

一
五
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
聖
母
マ
リ
ア
像
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ピ
エ
タ
像
か
ら
は
、
教
会
に
よ
っ
て
、
一
般
信
徒
に
近
い
存
在
と

し
て
マ
リ
ア
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
分
か

る
。し

か
し
、
ピ
ー
タ
ー
ス
が
指
摘
し
た
よ
う
な
、
キ
リ
ス
ト
教
全

体
の
傾
向
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
よ
う
な
マ
リ
ア
像
も
存
在
し
た
。

た
と
え
ば
、
一
四
・
一
五
世
紀
に
は
、
ベ
ッ
ド
の
上
に
半
身
を
起

こ
し
た
マ
リ
ア
が
、
幼
子
キ
リ
ス
ト
を
抱
い
て
い
る
図
像
が
描
か

れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
マ
ー
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の

よ
う
な
聖
母
子
像
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
見
ら
れ
る
が
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
で
は
宗
教
改
革
期
ま
で
作
成
さ
れ
て
い
た
。
ア
ラ
バ
ス

タ
ー
彫
刻
と
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
南
部
の
教
区
教
会
や
女
子
修

道
院
に
置
か
れ
て
い
た
も
の
が
現
存
す
る
（
34
）
。
こ
の
よ
う
な
、
母
と

し
て
子
供
を
あ
や
す
マ
リ
ア
像
は
、
ピ
ー
タ
ー
ス
が
、
中
世
後
期

に
は
減
少
し
た
と
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
聖
ア
ン
ナ
が
少

女
時
代
の
マ
リ
ア
に
読
み
方
を
教
え
る
図
像
や
、
マ
リ
ア
の
生
涯

を
描
い
た
図
像
、
マ
リ
ア
が
キ
リ
ス
ト
に
授
乳
す
る
図
像
な
ど
も
、

ピ
ー
タ
ー
ス
の
議
論
で
は
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。

ピ
ー
タ
ー
ス
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ほ
と
ん
ど
全
て
の
教
区
教
会

に
置
か
れ
た
と
さ
れ
る
、
マ
リ
ア
像
の
根
幹
を
な
す
イ
メ
ー
ジ
の

み
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
以
外
の
マ
リ
ア
像
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど

考
察
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

ピ
ー
タ
ー
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
を
崇
敬
の
中
心

に
置
こ
う
と
す
る
流
れ
の
な
か
で
、
マ
リ
ア
像
の
根
幹
を
な
す
部

分
は
変
容
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
図
像

や
テ
ク
ス
ト
が
作
成
さ
れ
た
地
域
や
そ
の
使
用
目
的
、
対
象
と
さ

れ
た
社
会
層
な
ど
に
応
じ
た
、
様
々
な
マ
リ
ア
像
が
描
か
れ
て
い

た
は
ず
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
全
体
の
大
き
な
流
れ
と
、
個
々
の

事
例
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
あ
っ
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と

は
、
中
世
後
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
マ
リ
ア
・
イ
メ
ー
ジ
の
全
体
像

を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
、
そ
の
た
め
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
と
し
て
、
俗
語

歌
謡
キ
ャ
ロ
ル
に
注
目
し
て
、
歌
謡
を
通
し
て
ど
の
よ
う
な
マ
リ

ア
像
が
人
々
に
伝
え
ら
れ
た
の
か
を
考
察
し
た
い
。「
は
じ
め

に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
キ
ャ
ロ
ル
の
テ
ク
ス
ト
は
、
歴
史
学
の

研
究
の
中
で
、
俗
人
の
宗
教
心
性
を
示
す
例
と
し
て
、
断
片
的
に

引
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
聖
母
マ
リ
ア
が
キ
ャ
ロ
ル

に
頻
繁
に
描
か
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ

る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
マ
リ
ア
像
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た

の
か
と
い
う
こ
と
は
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

中
世
後
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
歌
わ
れ
た
キ
ャ
ロ
ル
の
マ
リ
ア
像

は
、
こ
こ
ま
で
で
概
観
し
た
、
キ
リ
ス
ト
教
の
大
き
な
流
れ
の
中

で
変
容
を
遂
げ
た
一
五
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
マ
リ
ア
像
と
、
ど

史
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の
よ
う
な
共
通
点
・
相
違
点
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
次
の
章
で
は
、

一
五
世
紀
の
写
本
に
収
め
ら
れ
た
キ
ャ
ロ
ル
に
見
ら
れ
る
マ
リ

ア
・
イ
メ
ー
ジ
の
特
徴
を
明
確
化
し
た
い
。

第
二
章

俗
語
歌
謡
キ
ャ
ロ
ル
に
み
る
マ
リ
ア

一
「
キ
ャ
ロ
ル
写
本
」e.1

写
本
の
特
徴

テ
ク
ス
ト
分
析
の
前
提
と
し
て
、
キ
ャ
ロ
ル
を
収
め
た
史
料
で

あ
るe.1

写
本
の
特
徴
を
示
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
史

料
論
的
分
析
の
結
果
と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
、e.1

写
本
の
特

徴
は
、
以
下
の
三
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

ま
ず
、
当
該
写
本
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
折
帳
構
成
を
現
在
ま
で
残

し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
二
名
の
書
記
の
字
体
が
ど
ち
ら

も
一
五
世
紀
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
先
行
研
究
の
見
解

が
一
致
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
写
本
に
集
め
ら
れ
た
キ

ャ
ロ
ル
は
、
一
五
世
紀
に
収
集
さ
れ
た
も
の
で
、
別
々
に
記
録
さ

れ
て
後
の
時
代
に
集
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
に
、
当
該
写
本
は
、
使
う
人
（
歌
い
手
）
が
見
て
歌
う
こ

と
を
考
慮
し
て
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
（
35
）
。
キ
ャ
ロ
ル
の
韻
を

結
ぶ
線
や
、
詩
節
を
明
示
す
る
線
が
書
か
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、
挿
絵
は
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
三
篇
の
キ
ャ
ロ

ル
に
は
楽
譜
が
、
二
篇
の
キ
ャ
ロ
ル
に
は
ど
の
よ
う
な
旋
律
で
歌

う
か
と
い
う
但
し
書
き
が
付
さ
れ
た
。

第
三
に
、
当
該
写
本
に
は
複
数
の
編
集
意
図
が
存
在
し
た
と
推

察
さ
れ
る
。
ラ
テ
ン
詩
が
書
写
さ
れ
た
部
分
と
、
英
詩
が
書
写
さ

れ
た
部
分
と
で
異
な
る
レ
イ
ア
ウ
ト
が
採
用
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

ラ
テ
ン
詩
を
収
め
る
部
分
で
は
、
頁
に
余
白
が
残
さ
れ
て
い
た
が
、

写
本
の
大
半
を
占
め
る
キ
ャ
ロ
ル
が
書
写
さ
れ
た
部
分
で
は
、
余

白
は
残
さ
れ
ず
、
横
に
線
を
引
い
て
個
々
の
キ
ャ
ロ
ル
の
境
目
が

明
記
さ
れ
た
。
修
道
院
長
へ
の
風
刺
が
描
か
れ
た
ラ
テ
ン
詩
が
収

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
書
記
は
聖
職
者
で
あ
っ
た
可
能
性
が

高
い
が
、
聖
職
者
同
士
で
楽
し
む
た
め
に
書
写
し
た
ラ
テ
ン
詩
と
、

俗
人
を
含
む
幅
広
い
聴
衆
層
を
想
定
し
て
書
写
さ
れ
た
英
詩
や
キ

ャ
ロ
ル
が
、
書
き
分
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
（
36
）
。

な
お
、
当
該
写
本
に
収
め
ら
れ
た
キ
ャ
ロ
ル
の
多
く
が
、
一
四

〜
一
六
世
紀
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
各
地
で
作
成
さ
れ
た
他
の
写
本

群
・
印
刷
本
に
も
収
め
ら
れ
た
。e.1

写
本
に
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

で
あ
る
程
度
流
布
し
た
キ
ャ
ロ
ル
が
収
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も

推
察
で
き
る
。

以
上
の
特
徴
か
ら
、e.1

写
本
に
は
、
中
世
後
期
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
で
、
聖
職
者
に
よ
っ
て
、
俗
人
を
含
む
聴
衆
に
向
か
っ
て
歌
わ

れ
た
マ
リ
ア
像
が
見
ら
れ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
下
、
実
際
に
キ
ャ
ロ
ル
の
テ
ク
ス
ト
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
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二

執
り
成
し
の
マ
リ
ア
・
戴
冠
さ
れ
た
マ
リ
ア

先
述
の
よ
う
に
、e.1

写
本
で
は
七
六
篇
中
、
二
九
篇
の
キ
ャ

ロ
ル
と
二
篇
の
ラ
テ
ン
詩
で
マ
リ
ア
が
描
か
れ
た
。
こ
れ
ら
二
九

篇
の
英
語
キ
ャ
ロ
ル
の
う
ち
、
二
篇
が
マ
リ
ア
崇
敬
を
主
題
と
す

る
キ
ャ
ロ
ル
、
二
篇
が
マ
リ
ア
の
五
つ
の
歓
び
を
列
挙
す
る
キ
ャ

ロ
ル
で
あ
る
。
そ
の
他
の
キ
ャ
ロ
ル
で
は
、
マ
リ
ア
は
、
受
胎
告

知
や
キ
リ
ス
ト
降
誕
、
キ
リ
ス
ト
受
難
な
ど
の
場
面
で
、
キ
リ
ス

ト
の
母
と
し
て
描
か
れ
た
。（e.1

写
本
に
収
め
ら
れ
た
、
マ
リ
ア

が
描
か
れ
た
キ
ャ
ロ
ル
に
つ
い
て
は
表
１
を
参
照
。
以
下
、e.1

写
本
の
キ
ャ
ロ
ル
に
言
及
す
る
際
は
、
表
１
に
記
し
た
、e.1

写

本
内
に
収
め
ら
れ
た
順
番
を
【

】
内
に
示
す
）。

第
一
章
で
概
観
し
た
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
世
後
期
の
マ
リ
ア
像

と
比
較
す
る
に
は
、e.1

写
本
の
マ
リ
ア
に
つ
い
て
も
、
執
り
成

し
の
マ
リ
ア
像
、
天
后
と
し
て
の
マ
リ
ア
像
、
母
と
し
て
の
マ
リ

ア
像
に
分
類
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、e.1

写
本
に
は
マ
リ

ア
戴
冠
場
面
そ
の
も
の
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
既
に
戴

冠
さ
れ
た
天
后
と
し
て
の
マ
リ
ア
像
が
登
場
し
、
そ
の
マ
リ
ア
に

執
り
成
し
を
祈
る
キ
ャ
ロ
ル
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
執
り
成
し
の

マ
リ
ア
と
戴
冠
さ
れ
た
マ
リ
ア
と
は
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
執
り
成
し
の
マ
リ
ア
・
戴
冠
さ
れ
た

マ
リ
ア
」
と
「
母
と
し
て
の
マ
リ
ア
」
と
、
大
き
く
二
種
類
に
分

け
て
キ
ャ
ロ
ル
を
見
て
い
く
。

執
り
成
し
の
マ
リ
ア
を
歌
っ
た
キ
ャ
ロ
ル
の
一
篇
【
27
】
は
次

の
よ
う
に
始
ま
る
（
37
）
。

﹇
バ
ー
デ
ン
﹈め
で
た
し
元
后
（
天
后
）、
あ
わ
れ
み
深
き
御

母
＊

﹇
一
﹈あ
あ
高
貴
な
乙
女
、
恩
寵
に
満
ち
た
／
全
て
の
人
間
に

と
っ
て
あ
な
た
は
慰
め
／
天
の
后
、
ど
こ
に
あ
っ
て
も
／
＊

こ
の
キ
ャ
ロ
ル
で
は
、
最
終
詩
節
で
、
マ
リ
ア
に
向
け
て
、
次
の

よ
う
な
祈
り
が
捧
げ
ら
れ
た
。

﹇
六
﹈わ
れ
ら
を
あ
な
た
の
息
子
の
と
こ
ろ
へ
、
連
れ
て
行
っ

て
く
だ
さ
い
／
あ
な
た
が
い
る
と
こ
ろ
へ
／
そ
の
た
め
に
、

私
た
ち
は
あ
な
た
に
祈
る
。
そ
し
て
あ
な
た
へ
の
祈
り
を
や

め
ま
せ
ん
／
＊
（
38
）

こ
こ
で
は
、
マ
リ
ア
か
ら
助
け
を
得
て
、
キ
リ
ス
ト
の
も
と
へ
行

く
と
い
う
道
筋
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
聖
母
マ
リ
ア
お
潔

め
の
日
（O

f
the

Purification

）」
と
い
う
前
書
き
の
つ
い
た
キ

ャ
ロ
ル
【
51
】
で
は
、
マ
リ
ア
を
、
后
、
レ
デ
ィ
と
呼
び
「
彼
の

次
に
、
あ
な
た
を
信
じ
ま
す
か
ら
／
困
難
か
ら
救
っ
て
く
だ
さ

い
」
と
歌
う
（
39
）
。
次
の
よ
う
に
マ
リ
ア
へ
の
崇
敬
を
歌
う
キ
ャ
ロ
ル

【
45
】
も
あ
る
。

﹇
バ
ー
デ
ン
﹈心
を
向
け
な
さ
い
、
優
し
い
乙
女
マ
リ
ア
へ
＊
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﹇
一
﹈全
て
の
友
の
中
で
彼
女
は
花
／
彼
女
は
あ
な
た
に
栄
誉

を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
／
あ
な
た
に
は
マ
リ
ア
を
呼
ぶ
理
由

が
あ
る
／
＊

﹇
二
﹈彼
女
は
わ
れ
ら
の
救
世
主
、
イ
エ
ス
を
身
ご
も
っ
た
／

全
て
の
過
ち
に
対
す
る
、
彼
女
は
援
助
者
／
マ
リ
ア
は
全
て

の
苦
難
に
対
し
て
存
在
し
て
い
る
／
＊

﹇
三
﹈彼
女
は
優
し
く
、
恩
寵
に
満
ち
て
い
る
／
そ
れ
は
あ
ら

ゆ
る
場
所
に
お
い
て
芽
吹
き
、
広
が
る
／
あ
な
た
に
は
、
マ

リ
ア
を
呼
ぶ
必
要
が
お
お
い
に
あ
る
／
＊

﹇
四
﹈貧
し
い
時
に
、／
あ
る
い
は
、
友
人
が
あ
な
た
を
見
捨

て
た
時
に
／
マ
リ
ア
、
慈
悲
深
い
彼
の
レ
デ
ィ
／
＊

﹇
五
﹈転
落
を
恐
れ
る
時
に
、／
あ
る
い
は
、
あ
な
た
が
死
ぬ

日
に
／
マ
リ
ア
、
情
け
深
い
彼
の
レ
デ
ィ
／
＊

﹇
六
﹈た
い
そ
う
恵
み
深
く
、
素
晴
ら
し
い
彼
女
／
彼
女
は
わ

れ
ら
を
天
国
へ
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
る
／
そ
こ
で
は
マ
リ
ア

は
レ
デ
ィ
で
、
后
で
あ
る
／
＊
（
40
）

こ
の
キ
ャ
ロ
ル
で
は
、
死
の
床
に
お
い
て
マ
リ
ア
に
祈
る
こ
と
が

勧
め
ら
れ
た
。

死
後
の
魂
の
行
方
へ
の
関
心
は
、
マ
リ
ア
の
五
つ
の
歓
び
を
歌

う
キ
ャ
ロ
ル
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。e.1

写
本
に
は
二
篇
、
マ

リ
ア
の
歓
び
を
挙
げ
て
い
く
キ
ャ
ロ
ル
が
収
め
ら
れ
た
が
、
そ
の

一
篇
【
16
】
で
は
、
マ
リ
ア
を
美
し
い
バ
ラ
と
呼
ぶ
。
そ
し
て

「
乙
女
」
で
「
天
の
后
」
で
あ
る
マ
リ
ア
の
子
宮
（w

om
b

）
か

ら
五
本
の
枝
が
伸
び
た
と
歌
う
。
こ
の
五
本
の
枝
は
マ
リ
ア
の
五

つ
の
歓
び
を
指
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
41
）
。
こ
の
キ
ャ
ロ
ル
に
お
い

て
、
五
本
の
枝
は
、
受
胎
告
知
、
キ
リ
ス
ト
降
誕
、
キ
リ
ス
ト
公

現
、
キ
リ
ス
ト
の
地
獄
降
下
、
キ
リ
ス
ト
昇
天
を
そ
れ
ぞ
れ
指
し

て
い
る
。
マ
リ
ア
の
歓
び
と
し
て
一
般
的
で
あ
っ
た
マ
リ
ア
被
昇

天
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
代
わ
り
に
、
キ
リ
ス
ト
が
地
獄
へ
降
り
、

そ
こ
に
い
る
魂
を
解
放
す
る
場
面
が
描
か
れ
た
の
で
あ
る
。

e.1

写
本
に
も
う
一
篇
収
め
ら
れ
た
、
マ
リ
ア
の
五
つ
の
歓
び

を
歌
う
キ
ャ
ロ
ル
【
59
】
で
は
、
受
胎
告
知
、
キ
リ
ス
ト
降
誕
、

キ
リ
ス
ト
受
難
、
キ
リ
ス
ト
昇
天
、
最
後
の
審
判
が
列
挙
さ
れ
た
（
42
）
。

こ
の
キ
ャ
ロ
ル
で
は
、
第
五
の
歓
び
と
し
て
、
マ
リ
ア
の
被
昇
天

で
は
な
く
最
後
の
審
判
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
マ
リ
ア
を
中
心
に

し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
、
マ
リ
ア
の
五
つ
の
歓
び
を
歌
う

キ
ャ
ロ
ル
に
お
い
て
、
マ
リ
ア
被
昇
天
の
場
面
よ
り
も
、
人
々
の

魂
の
救
済
へ
の
関
心
が
強
く
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
マ
リ
ア
の
五
つ
の
歓
び
と
よ
く
似
た
、
五
つ
の
結
び
つ

き
（
絆five

knots

）
を
挙
げ
る
キ
ャ
ロ
ル
【
42
】
に
お
い
て
は
、

受
胎
告
知
、
キ
リ
ス
ト
受
難
、
キ
リ
ス
ト
復
活
、
キ
リ
ス
ト
昇
天
、

最
後
の
審
判
が
挙
げ
ら
れ
た
（
43
）
。
こ
こ
で
も
、
最
後
の
審
判
と
い
う
、
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魂
の
行
方
に
関
わ
る
場
面
に
言
及
さ
れ
た
。

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
キ
ャ
ロ
ル
で
は
、
執
り
成
し
の
マ
リ
ア
が

描
か
れ
る
場
合
、
マ
リ
ア
は
主
に
「
后
」
と
呼
ば
れ
た
。
単
に
キ

リ
ス
ト
の
母
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
戴
冠
さ
れ
た
后
と
し
て
の

マ
リ
ア
に
こ
そ
、
執
り
成
し
を
祈
る
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
マ
リ
ア
が
執
り
成
し
の

役
割
を
担
う
の
は
、
彼
女
が
神
か
ら
戴
冠
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
た
。
キ
ャ
ロ
ル
に
見
ら
れ
る
マ
リ
ア
へ
の
祈
り
に

も
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
キ
ャ
ロ
ル
で
は
、
マ
リ
ア
に
祈
る
こ
と
で
最

終
的
に
は
キ
リ
ス
ト
に
救
っ
て
も
ら
う
と
い
う
道
筋
が
明
確
に
示

さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
マ
リ
ア
像
に
は
、
マ
リ
ア
が
独
立
し

て
大
き
な
力
を
持
つ
こ
と
を
危
惧
し
た
と
さ
れ
る
、
中
世
後
期
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
聖
職
者
の
マ
リ
ア
観
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

三

母
と
し
て
の
マ
リ
ア

次
に
、
母
と
し
て
の
マ
リ
ア
像
を
取
り
上
げ
る
。e.1

写
本
に

お
い
て
は
、
執
り
成
し
の
マ
リ
ア
よ
り
も
、
母
と
し
て
の
マ
リ
ア

が
頻
繁
に
描
か
れ
た
。
母
と
し
て
の
マ
リ
ア
は
、
受
胎
告
知
・
キ

リ
ス
ト
降
誕
・
キ
リ
ス
ト
の
公
現
・
キ
リ
ス
ト
受
難
を
歌
う
キ
ャ

ロ
ル
に
登
場
す
る
。

ま
ず
、
三
篇
の
キ
ャ
ロ
ル
で
主
題
と
な
っ
た
受
胎
告
知
場
面
を

見
て
い
く
。

﹇
バ
ー
デ
ン
﹈お
知
ら
せ
し
よ
う
。
ア
ヴ
ェ
と
い
う
言
葉
は
、

エ
ヴ
ァ
か
ら
き
た
（
44
）
＊

﹇
一
﹈大
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
が
／
三
位
一
体
の
も
と
か
ら
降
り

て
き
た
／
ガ
レ
リ
ア
の
ナ
ザ
レ
へ
／
＊

﹇
二
﹈彼
は
そ
の
乙
女
が
一
人
で
い
る
の
を
見
つ
け
た
／
彼
女

の
顔
の
前
に
跪
い
て
／
言
っ
た
。
め
で
た
し
、
恩
寵
に
満
ち

溢
れ
た
お
方
／
＊

﹇
三
﹈あ
な
た
は
子
ど
も
を
身
ご
も
る
で
し
ょ
う
／
で
も
あ
な

た
は
罪
に
汚
れ
る
こ
と
が
な
い
で
し
ょ
う
／
あ
な
た
は
恩
寵

を
与
え
ら
れ
た
の
で
す
、
優
し
い
マ
リ
ア
よ
／
＊

﹇
四
﹈そ
の
乙
女
は
た
い
そ
う
戸
惑
っ
て
／
答
え
て
言
っ
た
、

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
の
で
し
ょ
う
か
／
男
の
人

は
私
に
触
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
の
に
／
＊

﹇
五
﹈天
使
は
そ
の
高
貴
な
方
に
言
っ
た
／
聖
霊
が
、
あ
な
た

の
中
に
宿
る
で
し
ょ
う
／
神
で
あ
り
人
で
あ
る
人
が
／
＊
（
45
）

こ
の
キ
ャ
ロ
ル
で
は
、
マ
リ
ア
自
身
が
、
乙
女
が
子
を
授
か
る
不

思
議
に
つ
い
て
ガ
ブ
リ
エ
ル
に
問
い
か
け
て
い
る
。
他
の
受
胎
告

知
キ
ャ
ロ
ル
二
篇
（
46
）
で
も
、
マ
リ
ア
が
乙
女
で
あ
り
な
が
ら
子
を
身

史

学

第
七
八
巻

第
三
号

八
六
（
三
一
四
）



ご
も
る
こ
と
が
彼
女
自
身
の
口
か
ら
語
ら
れ
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
が

「
聖
霊
が
あ
な
た
の
中
に
宿
る
」
と
語
る
。e.1

写
本
の
受
胎
告
知

キ
ャ
ロ
ル
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
の
は
、
自
分
が
乙
女
で
あ
る
と

語
る
マ
リ
ア
で
あ
る
。
そ
し
て
、
乙
女
で
あ
る
の
に
母
と
な
る
不

思
議
を
、
マ
リ
ア
自
身
が
口
に
す
る
場
合
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
が
、
神

の
意
思
で
あ
る
か
ら
と
答
え
て
い
る
。
こ
の
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
応
答

に
よ
っ
て
、
マ
リ
ア
の
処
女
懐
胎
は
、
神
の
意
思
を
示
す
「
不
思

議
」
と
し
て
説
明
さ
れ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

マ
リ
ア
が
乙
女
で
あ
り
母
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
の
キ

ャ
ロ
ル
で
も
頻
繁
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
一
篇
の
キ
リ

ス
ト
降
誕
キ
ャ
ロ
ル
【
11
】
は
、
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

﹇
バ
ー
デ
ン
﹈Aye

aye

今
日
は
、
わ
れ
ら
が
崇
め
る
べ
き
日

＊﹇
一
﹈不
思
議
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
、
お
話
し
し
よ

う
／
乙
女
が
子
を
産
ん
だ
／
そ
の
後
で
も
、
乙
女
だ
っ
た
／

預
言
書
に
あ
る
よ
う
に
／
本
当
に
、
こ
れ
は
驚
く
べ
き
こ
と

だ
／
天
使
の
挨
拶
を
通
じ
て
／
神
が
若
い
乙
女
に
降
り
た
／

W
ith

aye

／A
ye

aye

あ
え
て
言
お
う
／
彼
女
の
処
女
性
は

失
わ
れ
な
か
っ
た
／
＊
（
47
）

キ
リ
ス
ト
降
誕
を
主
題
と
し
た
別
の
キ
ャ
ロ
ル
【
67
】
で
も
、
マ

リ
ア
が
乙
女
で
あ
っ
た
こ
と
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
キ
ャ
ロ

ル
は
「
神
の
息
子
が
生
ま
れ
た
。
彼
の
母
は
乙
女
だ
っ
た
」
と
始

ま
り
、
第
一
詩
節
で
「
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
／
ど
う
し
て
、
乙

女
と
母
が
同
じ
人
で
あ
り
得
る
の
か
／
そ
ん
な
人
は
彼
女
の
ほ
か

に
は
い
な
か
っ
た
、
乙
女
、
母
、
マ
リ
ア
」
と
歌
わ
れ
た
（
48
）
。

キ
リ
ス
ト
降
誕
を
歌
う
キ
ャ
ロ
ル
で
は
、
処
女
懐
胎
だ
け
で
な

く
、
キ
リ
ス
ト
の
出
生
に
関
す
る
不
思
議
も
語
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
、
子
守
唄
キ
ャ
ロ
ル
【
10
】
で
は
、
マ
リ
ア
の
口
か
ら
語
ら

れ
る
。﹇

バ
ー
デ
ン
﹈あ
る
日
、
私
は
次
の
よ
う
な
光
景
を
見
た
／
星

が
昼
間
の
よ
う
に
輝
い
て
／
唯
一
無
二
の
／
乙
女
が
歌
う
／

ラ
ラ
イ
、
バ
イ
バ
イ
、
ラ
ラ
イ

﹇
一
﹈こ
の
愛
す
る
に
値
す
る
レ
デ
ィ
は
座
っ
て
歌
う
、
そ
し

て
彼
女
の
子
に
言
う
／
私
の
息
子
、
私
の
兄
弟
、
私
の
父
よ
、

な
ぜ
あ
な
た
は
、
ゆ
り
か
ご
に
寝
て
い
る
の
で
す
か
／
私
の

か
わ
い
い
鳥
、
何
が
起
こ
ろ
う
と
も
、
あ
な
た
は
真
実
の
王

な
の
で
す
／
私
は
や
め
ま
せ
ん
／
バ
イ
バ
イ
、
ラ
ラ
イ
と
歌

う
の
を

﹇
二
﹈す
る
と
子
ど
も
が
話
し
始
め
た
、
そ
し
て
母
に
向
か
っ

て
言
っ
た
／
私
は
ゆ
り
か
ご
に
横
た
わ
っ
て
い
る
、
そ
し
て

私
が
王
で
あ
る
／
輝
く
天
使
た
ち
が
／
私
に
光
を
与
え
る
／

あ
な
た
に
は
見
え
な
い
け
れ
ど
／
そ
の
光
景
の
中
で
／
あ
な
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た
も
光
り
輝
く
だ
ろ
う
／
バ
イ
バ
イ
、
ラ
ラ
イ
と
歌
っ
て

﹇
三
﹈で
は
、
愛
し
い
子
よ
、
あ
な
た
は
王
で
あ
る
の
に
、
な

ぜ
馬
小
屋
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
す
か
／
な
ぜ
偉
大
な
王

の
広
間
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
／
私
は
正
し
い
こ
と
だ
と

思
う
の
で
す
／
王
や
騎
士
と
い
う
も
の
は
／
良
い
寝
床
に
つ

い
て
い
る
の
が
／
そ
し
て
そ
れ
で
こ
そ
／
間
違
い
の
な
い
こ

と
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
／
バ
イ
バ
イ
、
ラ
ラ
バ
イ
と
歌
う

こ
と
も

﹇
四
﹈マ
リ
ア
、
母
よ
、
私
が
そ
の
子
で
す
、
馬
小
屋
に
横
た

わ
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
／
伯
た
ち
、
公
た
ち
も
、
私
を
崇
め

る
で
し
ょ
う
／
全
て
の
王
も
／
あ
な
た
は
見
る
で
し
ょ
う
／

三
人
の
王
た
ち
が
／
一
二
日
目
に
来
る
／
そ
の
時
の
た
め

に
／
あ
な
た
の
胸
を
貸
し
て
く
だ
さ
い
、
そ
し
て
バ
イ
バ
イ
、

ラ
ラ
イ
と
歌
っ
て
ほ
し
い
（
49
）

第
三
詩
節
で
マ
リ
ア
が
「
な
ぜ
、
王
で
あ
る
あ
な
た
が
、
馬
小
屋

に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
か
」
と
、
キ
リ
ス
ト
に
問
い
か
け
て
い
る
。

次
の
子
守
唄
キ
ャ
ロ
ル
【
14
】
で
も
、
キ
リ
ス
ト
の
出
生
に
つ
い

て
の
不
思
議
が
語
ら
れ
る
。
こ
の
キ
ャ
ロ
ル
の
前
半
部
分
は
次
の

通
り
で
あ
る
。

﹇
一
﹈ラ
ラ
バ
イ
、
私
の
子
、
も
う
泣
か
な
い
で
／
お
眠
り
な

さ
い
、
今
は
じ
っ
と
し
て
／
あ
な
た
の
父
は
天
の
王
／
こ
れ

は
彼
の
意
思
で
あ
る

﹇
二
﹈あ
る
夜
、
私
は
こ
ん
な
光
景
を
見
た
／
乙
女
が
ゆ
り
か

ご
を
揺
ら
し
て
い
る
／
そ
し
て
彼
女
は
次
の
よ
う
に
歌
っ

た
／
ラ
ラ
バ
イ
、
私
の
子
、
も
う
泣
か
な
い
で

﹇
三
﹈私
は
眠
れ
な
い
、
そ
し
て
泣
く
だ
ろ
う
／
と
て
も
悲
し

い
／
眠
り
た
い
、
で
も
寒
い
／
私
は
服
を
着
て
い
な
い

﹇
四
﹈私
は
聞
い
た
、
子
ど
も
が
答
え
る
の
を
／
彼
は
母
に
向

か
っ
て
言
っ
た
／
親
愛
な
る
母
よ
、
と
私
に
は
聞
こ
え
た
／

な
ぜ
ゆ
り
か
ご
に
、
私
は
横
た
わ
っ
て
い
る
の
か

﹇
五
﹈私
は
生
ま
れ
、
横
た
え
ら
れ
た
／
獣
た
ち
、
牛
と
ロ
バ

の
前
に
／
優
し
い
母
よ
、
私
は
あ
な
た
の
子
／
で
も
彼
が
私

の
父

こ
の
キ
ャ
ロ
ル
で
は
、
キ
リ
ス
ト
が
、
自
分
は
身
分
に
相
応
し

く
な
い
場
に
生
ま
れ
た
と
語
る
。
同
じ
キ
ャ
ロ
ル
の
後
半
で
は
キ

リ
ス
ト
が
次
の
よ
う
に
語
る
。

﹇
六
﹈ア
ダ
ム
、
そ
の
男
の
犯
し
た
罪
／
そ
の
罪
が
私
を
痛
め

つ
け
る
／
人
々
よ
、
あ
な
た
方
の
た
め
に
私
は
／
三
〇
年
か

そ
れ
以
上
の
冬
を

﹇
七
﹈見
る
の
は
つ
ら
い
、
こ
こ
で
私
が
／
十
字
架
に
磔
に
な

っ
て
い
る
の
を
。／
私
は
鞭
打
た
れ
、
傷
は
濡
れ
て
い
る
／

私
の
血
が
償
い
に
与
え
ら
れ
た
の
だ

史
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﹇
八
﹈こ
こ
で
私
は
木
に
吊
る
さ
れ
て
／
死
ぬ
こ
と
に
な
っ
て

い
る
、
そ
う
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
／
贖
う
こ
と
、
そ
れ
こ

そ
が
私
の
望
み
／
そ
れ
が
父
の
意
思
で
あ
る
か
ら

﹇
九
﹈と
て
も
鋭
い
槍
が
、
私
の
心
臓
を
突
き
刺
し
／
私
は
死

ぬ
／
高
貴
な
父
よ
、
あ
な
た
は
／
こ
の
幼
な
子
を
ど
こ
に
置

い
て
い
か
れ
る
の
で
す
か

﹇
一
〇
﹈痛
み
を
感
じ
る
こ
と
は
な
く
／
私
の
血
は
全
て
流
れ

る
に
ま
か
せ
た
／
ア
ダ
ム
よ
、
こ
の
死
は
／
あ
な
た
の
、
そ

し
て
他
の
人
々
の
た
め
（
50
）

受
難
場
面
を
語
る
幼
子
キ
リ
ス
ト
は
、
同
時
代
の
他
の
写
本
に
収

め
ら
れ
た
子
守
唄
キ
ャ
ロ
ル
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。

複
数
の
場
面
が
描
か
れ
る
こ
と
は
、
キ
ャ
ロ
ル
に
お
い
て
は
頻

繁
に
見
ら
れ
る
。e.1

写
本
で
は
、
キ
リ
ス
ト
の
名
前
へ
の
崇
敬

か
ら
派
生
し
た
、
マ
リ
ア
の
名
前
を
形
作
る
文
字M

A
R
I

を
繰

り
返
す
キ
ャ
ロ
ル
【
26
】
で
は
、
処
女
懐
胎
に
言
及
さ
れ
、
そ
の

後
で
受
難
場
面
が
描
か
れ
た
。
そ
こ
で
マ
リ
ア
は
、
磔
刑
の
キ
リ

ス
ト
の
そ
ば
に
立
ち
血
の
涙
を
流
す
（
51
）
。
マ
リ
ア
は
冒
頭
部
分
で
は
、

幼
子
を
身
ご
も
る
乙
女
と
し
て
、
最
後
に
は
キ
リ
ス
ト
受
難
を
悲

し
む
母
と
し
て
描
か
れ
た
の
で
あ
る
。

e.1

写
本
に
収
め
ら
れ
た
も
う
一
篇
の
子
守
唄
キ
ャ
ロ
ル

【
46
】
で
は
、
キ
リ
ス
ト
が
自
ら
の
受
難
を
語
り
、
そ
れ
を
受
け

て
マ
リ
ア
が
問
い
か
け
て
い
る
。

﹇
三
﹈母
に
向
か
っ
て
、
彼
は
語
り
始
め
た
／
こ
の
ミ
ル
ク
の

た
め
に
、
私
は
死
な
な
く
て
は
な
ら
な
い
／
そ
う
す
る
こ
と

が
私
の
つ
と
め
／
愛
す
る
、
優
し
い
母
よ

﹇
四
﹈乙
女
が
気
高
い
様
子
で
歌
い
始
め
た
／
そ
し
て
歌
の
中

で
彼
女
は
嘆
い
た
／
ど
う
し
て
、
わ
れ
ら
の
天
の
王
で
あ
る

彼
が
／
ひ
ど
い
痛
み
を
伴
っ
て
血
を
流
す
の
か
（
52
）

こ
の
キ
ャ
ロ
ル
で
は
、
マ
リ
ア
が
、「
天
の
王
」
で
あ
る
キ
リ
ス

ト
が
血
を
流
す
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
の
受
難
が
、
そ

の
身
分
に
相
応
し
く
な
い
こ
と
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る

の
で
は
な
い
か
。

磔
に
な
っ
た
キ
リ
ス
ト
と
聖
母
マ
リ
ア
、
福
音
書
記
者
聖
ヨ
ハ

ネ
と
の
会
話
か
ら
な
る
キ
ャ
ロ
ル
【
33
】
で
は
、
マ
リ
ア
は
次
の

よ
う
に
語
る
。

﹇
四
﹈私
の
か
わ
い
い
息
子
、
私
の
愛
し
い
／
な
ぜ
人
々
は
、

あ
な
た
を
こ
こ
に
磔
に
し
た
の
で
す
か
／
あ
な
た
の
頭
に
は

茨
が
あ
る
／
な
ぜ
人
々
は
、
あ
な
た
に
そ
ん
な
こ
と
を
し
た

の
で
す
か
（
53
）

同
じ
よ
う
な
マ
リ
ア
像
は
、
一
四
九
二
年
頃
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会

修
道
士
ジ
ェ
イ
ム
ス
・
ラ
イ
マ
ン
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
子
守
唄

キ
ャ
ロ
ル
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
キ
ャ
ロ
ル
で
は
、
キ
リ
ス
ト
が

一
五
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「
私
は
一
人
で
死
ぬ
だ
ろ
う
」
と
語
り
、
マ
リ
ア
が
「
な
ぜ
、
天

の
王
（king

of
bliss

）
で
あ
る
あ
な
た
が
一
人
で
死
な
な
く
て

は
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
尋
ね
る
。
キ
リ
ス
ト
は
「
そ
れ

は
父
の
意
思
で
あ
る
か
ら
」
と
答
え
る
（
54
）
。
ラ
イ
マ
ン
の
キ
ャ
ロ
ル

に
見
ら
れ
る
マ
リ
ア
の
台
詞
は
、e.1

写
本
の
も
の
と
類
似
し
て

い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
マ
リ
ア
が
母
と
し
て
描
か
れ
る
際
に
は
、
処

女
懐
胎
・
キ
リ
ス
ト
降
誕
・
受
難
に
ま
つ
わ
る
「
不
思
議
」
が
語

ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
特
に
、
子
守
唄
キ
ャ
ロ
ル
で
は
、
キ

リ
ス
ト
が
身
分
に
相
応
し
く
な
い
場
所
で
生
ま
れ
て
死
ぬ
こ
と
が
、

不
思
議
な
出
来
事
と
し
て
語
ら
れ
た
。
多
く
の
場
合
、
そ
れ
ら
の

不
思
議
を
口
に
す
る
の
は
、
マ
リ
ア
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て

キ
リ
ス
ト
、
あ
る
い
は
大
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
が
「
定
め
ら
れ
た
こ

と
」
あ
る
い
は
「
神
の
意
思
」
だ
か
ら
と
説
明
す
る
、
と
い
う
パ

タ
ー
ン
が
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

第
二
章
を
ま
と
め
る
と
、
ま
ず
、
執
り
成
し
の
マ
リ
ア
が
描
か

れ
た
キ
ャ
ロ
ル
で
は
、
マ
リ
ア
を
崇
敬
す
る
こ
と
で
キ
リ
ス
ト
に

救
っ
て
も
ら
う
と
い
う
道
筋
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、

e.1

写
本
で
は
、
マ
リ
ア
の
被
昇
天
や
戴
冠
な
ど
、
マ
リ
ア
が
中

心
に
な
る
祝
日
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
。
マ
リ
ア
の

戴
冠
場
面
は
、
一
篇
の
キ
ャ
ロ
ル
【
70
】
の
ラ
テ
ン
語
リ
フ
レ
イ

ン
に
お
い
て
暗
示
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
（
55
）
。e.1

写
本
で
は
、
マ

リ
ア
そ
の
人
へ
の
崇
敬
と
い
う
よ
り
は
、
キ
リ
ス
ト
か
ら
の
救
済

に
つ
な
が
る
マ
リ
ア
像
が
重
視
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

e.1

写
本
の
マ
リ
ア
像
に
は
、
ピ
ー
タ
ー
ス
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

マ
リ
ア
自
身
に
強
い
力
を
持
た
せ
る
こ
と
を
危
惧
し
た
、
中
世
後

期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
聖
職
者
の
マ
リ
ア
観
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。e.1

写
本
に
は
、
カ
ン
タ
ベ
リ
の
聖
ト
マ
ス
へ

の
崇
敬
を
示
す
キ
ャ
ロ
ル
も
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
キ
ャ
ロ

ル
は
、
上
か
ら
線
を
引
い
て
消
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
線
は
、
宗
教

改
革
期
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
（
56
）
。e.1

写
本
に
お
い
て
、

マ
リ
ア
が
登
場
す
る
キ
ャ
ロ
ル
が
一
篇
も
消
去
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
は
、
そ
の
マ
リ
ア
像
が
、
キ
リ
ス
ト
を
凌
ぐ
ほ
ど
の
力
を
持
つ

も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
母
と
し
て
の
マ
リ
ア
に
特
徴
的
な
の
は
、
キ
リ
ス
ト
や

ガ
ブ
リ
エ
ル
に
語
り
か
け
る
姿
で
あ
ろ
う
。
マ
リ
ア
は
、
自
分
が

乙
女
で
あ
り
な
が
ら
子
を
授
か
る
こ
と
や
、
キ
リ
ス
ト
が
王
に
相

応
し
く
な
い
場
で
生
ま
れ
死
ぬ
こ
と
を
不
思
議
な
こ
と
と
し
て
語

る
。
身
分
を
逸
脱
す
る
こ
と
が
タ
ブ
ー
と
さ
れ
た
中
世
の
社
会
に

お
い
て
「
王
」
キ
リ
ス
ト
が
、
身
分
に
相
応
し
く
な
い
場
で
生
ま

れ
死
ん
だ
こ
と
を
、
俗
人
が
不
思
議
な
こ
と
と
考
え
る
の
は
、
自

然
な
こ
と
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
聖
職
者
が
こ
の
キ
ャ
ロ
ル
の

史
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作
者
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
マ
リ
ア
の
口
を
通
し
て
語
ら
れ
る
こ

れ
ら
の
「
不
思
議
」
を
、
神
の
意
思
の
表
れ
で
あ
る
と
強
調
す
る

意
図
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
俗
人
か
ら
発
せ
ら
れ

る
よ
う
な
疑
問
を
口
に
す
る
マ
リ
ア
は
、
人
々
の
代
弁
者
の
イ
メ

ー
ジ
を
備
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中
世
後
期
に
は
、
マ
リ
ア

が
よ
り
人
間
に
近
い
存
在
と
し
て
描
か
れ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

人
々
に
近
い
存
在
で
あ
る
点
で
は
、
キ
リ
ス
ト
や
ガ
ブ
リ
エ
ル
に

語
り
か
け
る
マ
リ
ア
像
も
、
中
世
後
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
教
区
教

会
で
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
マ
リ
ア
像
と
重
な
る
イ
メ
ー
ジ

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、e.1

写
本
に
は
、
一
五
世
紀
ま
で
に
減
少
し
た
と
指

摘
さ
れ
る
、
幼
子
を
抱
く
聖
母
像
が
頻
繁
に
描
か
れ
て
い
た
。

e.1

写
本
に
限
ら
ず
、
マ
リ
ア
が
子
守
唄
を
歌
う
と
い
う
形
式
の

キ
ャ
ロ
ル
は
、
数
多
く
残
っ
て
い
る
。
幼
子
の
母
と
し
て
の
マ
リ

ア
が
多
く
描
か
れ
た
点
で
は
、
キ
ャ
ロ
ル
の
マ
リ
ア
像
は
一
五
世

紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
教
区
教
会
レ
ベ
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
崇
敬
の
傾

向
と
は
合
致
し
な
い
。

e.1

写
本
で
描
か
れ
た
マ
リ
ア
像
は
、
キ
リ
ス
ト
か
ら
の
救
い

に
つ
な
が
る
存
在
、
人
々
の
代
弁
者
、
幼
子
の
母
と
い
う
、
大
き

く
分
け
て
三
種
類
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
マ

リ
ア
像
が
、
一
篇
の
キ
ャ
ロ
ル
の
中
で
全
て
登
場
す
る
場
合
も
あ

り
、
こ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
は
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
三
種
類
の
マ
リ
ア
像
の
う
ち
、

幼
子
の
母
と
し
て
の
マ
リ
ア
像
は
、
一
五
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で

は
減
少
し
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
含

む
マ
リ
ア
像
が
描
か
れ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
、
キ

ャ
ロ
ル
の
マ
リ
ア
像
の
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

第
三
章

キ
ャ
ロ
ル
に
描
か
れ
た
マ
リ
ア
像
の
背
景

一

e.1

写
本
に
収
め
ら
れ
た
他
の
キ
ャ
ロ
ル
と
の
関
係

ま
ず
、e.1

写
本
全
体
の
文
脈
を
考
え
て
み
た
い
。e.1

写
本
に

は
、
マ
リ
ア
を
描
い
た
キ
ャ
ロ
ル
だ
け
で
な
く
、
女
性
風
刺
キ
ャ

ロ
ル
も
数
多
く
収
め
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
の
キ
ャ
ロ
ル
で
風
刺
対
象

と
な
っ
た
の
は
「
妻
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
キ
ャ
ロ
ル
に
は
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
中
世
の
聖
職
者
の
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
（
女
性
嫌

悪
）
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
キ
ャ
ロ

ル
で
と
り
わ
け
厳
し
く
非
難
さ
れ
た
の
は
、
夫
よ
り
優
位
に
立
と

う
と
す
る
女
性
の
言
動
で
あ
っ
た
。e.1

写
本
に
は
、
身
分
を
逸

脱
し
た
行
い
を
非
難
す
る
キ
ャ
ロ
ル
や
、
聖
餐
の
奇
跡
を
疑
問
視

す
る
異
端
を
非
難
す
る
キ
ャ
ロ
ル
も
収
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
キ

ャ
ロ
ル
の
存
在
を
考
慮
に
入
れ
て
考
え
る
と
、
女
性
風
刺
キ
ャ
ロ

ル
に
は
、
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
的
価
値
観
を
逸
脱
す
る
こ
と
へ
の

一
五
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
聖
母
マ
リ
ア
像
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反
感
が
現
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
57
）
。

e.1

写
本
に
お
い
て
、
マ
リ
ア
は
「
乙
女
」「
母
」「
后
」
で
あ

り
、
一
度
も
妻
と
し
て
描
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な

写
本
全
体
の
傾
向
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
（
58
）
。e.1

写
本
の
キ

ャ
ロ
ル
で
は
、
キ
リ
ス
ト
と
マ
リ
ア
と
の
間
の
親
子
関
係
の
み
が

強
調
さ
れ
、
ヨ
セ
フ
は
一
度
も
登
場
せ
ず
、
マ
リ
ア
は
妻
と
し
て

描
か
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
ま
た
、e.1

写
本
に
は
、
マ
リ
ア

の
少
女
時
代
や
両
親
を
描
く
キ
ャ
ロ
ル
が
一
篇
も
収
め
ら
れ
て
お

ら
ず
、
娘
と
し
て
の
マ
リ
ア
も
描
か
れ
な
か
っ
た
。「
妻
」
と
し

て
風
刺
対
象
と
な
る
女
性
と
、「
乙
女
」「
母
」
と
し
て
崇
敬
対
象

と
な
る
マ
リ
ア
と
い
う
区
別
が
な
さ
れ
た
と
同
時
に
、
キ
リ
ス
ト

と
の
関
係
の
外
に
あ
る
マ
リ
ア
像
は
描
か
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
価
値
観
を
逸
脱
し
な
い

こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
た
め
、
マ
リ
ア
そ
の
人
へ
の
崇
敬

を
促
す
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
は
描
か
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

ま
た
、e.1

写
本
に
は
、
降
誕
節
に
歌
わ
れ
た
と
推
察
で
き
る

キ
ャ
ロ
ル
が
複
数
収
め
ら
れ
て
い
る
。
降
誕
節
の
祝
日
を
順
に
挙

げ
て
い
く
キ
ャ
ロ
ル
や
、
擬
人
化
さ
れ
た
ア
イ
ビ
ー
と
ホ
ー
リ
ー

（
つ
た
）
が
主
導
権
を
争
う
キ
ャ
ロ
ル
が
あ
る
。
ア
イ
ビ
ー
と
ホ

ー
リ
ー
の
キ
ャ
ロ
ル
は
、
降
誕
節
に
楽
し
ま
れ
た
男
女
の
ゲ
ー
ム

と
関
係
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
59
）
。
客
に
酒
や
料
理
を
勧
め
る

キ
ャ
ロ
ル
も
収
め
ら
れ
た
。
キ
リ
ス
ト
降
誕
場
面
の
聖
母
子
像
が

多
く
描
か
れ
た
理
由
の
一
つ
に
は
、
当
該
写
本
の
キ
ャ
ロ
ル
の
多

く
が
、
降
誕
節
に
歌
う
こ
と
を
想
定
し
て
書
写
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
60
）
。

二

同
時
代
の
図
像
・
英
詩
と
の
関
係

e.1

写
本
全
体
の
傾
向
か
ら
は
、
マ
リ
ア
が
、
キ
リ
ス
ト
と
の

関
係
性
に
お
い
て
の
み
描
か
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
、

e.1

写
本
の
キ
ャ
ロ
ル
の
多
く
が
降
誕
節
に
歌
う
た
め
に
書
写
さ

れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
降
誕
場
面
に
お
け
る
聖
母
子
が
多
く
登
場
す

る
こ
と
に
も
説
明
が
つ
く
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、e.1

写
本

だ
け
で
は
な
く
、
キ
ャ
ロ
ル
一
般
に
、「
幼
子
の
母
」
と
し
て
の

マ
リ
ア
が
数
多
く
描
か
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
説
明
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
考
え
る
に
は
、
同

時
代
の
図
像
と
英
詩
全
般
の
傾
向
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

図
像
に
つ
い
て
は
、
マ
リ
ア
崇
敬
の
発
展
に
つ
い
て
全
世
界
的

な
規
模
で
論
じ
た
ミ
リ
・
ル
ー
ビ
ン
が
、
中
世
後
期
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
教
区
教
会
で
人
々
が
目
に
し
た
図
像
の
な
か
に
は
、
数
世
紀
前

に
作
成
さ
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
61
）
。
図
像
は
、
破

損
し
た
り
、
上
か
ら
描
き
直
さ
れ
た
り
し
な
い
限
り
、
教
会
に
置

史
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か
れ
続
け
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
一
五
世
紀
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
の
教
区
教
会
に
は
、
当
時
新
た
に
作
ら
れ
た
図
像
と
と
も
に
、

そ
れ
以
前
に
制
作
さ
れ
た
図
像
が
置
か
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

キ
ャ
ロ
ル
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
。
キ
ャ
ロ
ル
が
、
書
写
さ
れ
て
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
を

考
慮
す
れ
ば
、
一
五
世
紀
の
写
本
に
、
そ
れ
以
前
か
ら
描
か
れ
て

い
た
、
降
誕
場
面
の
聖
母
子
像
が
多
く
残
っ
た
の
は
自
然
な
こ
と

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
特
に
、
キ
ャ
ロ
ル
で
し
ば
し
ば
描
か
れ
た
マ

リ
ア
の
子
守
唄
は
、
一
四
世
紀
か
ら
、
キ
ャ
ロ
ル
以
外
の
形
式
の

英
詩
に
も
描
か
れ
て
い
た
「
伝
統
的
」
と
も
い
え
る
形
式
で
あ
っ

た
。ま

た
、
英
詩
全
般
の
傾
向
と
し
て
は
、
一
五
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
で
は
、
宮
廷
風
恋
愛
詩
の
形
式
や
語
彙
を
使
っ
て
マ
リ
ア
を
賛

美
す
る
英
詩
が
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
（
62
）
。
し
か
し
、

キ
ャ
ロ
ル
の
中
で
は
、
一
五
世
紀
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、

宮
廷
風
恋
愛
詩
の
影
響
を
受
け
た
表
現
や
語
彙
は
、
ほ
と
ん
ど
使

わ
れ
て
い
な
い
。
一
五
世
紀
の
キ
ャ
ロ
ル
に
は
、
そ
れ
以
前
か
ら

英
詩
に
用
い
ら
れ
て
き
た
簡
素
な
表
現
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
点
で
も
、
キ
ャ
ロ
ル
に
は
「
伝
統
的
」
な
マ
リ
ア
像
が
描
か
れ

た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
マ
リ
ア
像
は
、
宮
廷
風
恋
愛

詩
に
親
し
ん
で
い
た
人
々
だ
け
で
は
な
い
、
幅
広
い
社
会
層
の

人
々
に
理
解
さ
れ
う
る
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
キ
ャ
ロ
ル
を
他
の
写
本
か
ら
書
写
す
る
際
に
、
元
の

キ
ャ
ロ
ル
に
変
更
を
加
え
る
こ
と
も
で
き
た
だ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト

降
誕
場
面
が
描
か
れ
て
い
た
キ
ャ
ロ
ル
に
、
受
難
場
面
を
付
け
加

え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
63
）
。
書
写
さ
れ
て
い
く

過
程
で
、
新
し
い
マ
リ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
そ
れ
以
前
か
ら
親
し

ま
れ
て
い
た
マ
リ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
と
が
共
存
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

結
論

本
稿
で
は
、
中
世
後
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
教
区
教
会
レ
ベ
ル
の

マ
リ
ア
・
イ
メ
ー
ジ
を
解
明
す
る
た
め
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
と

し
て
、
一
五
世
紀
のe.1

写
本
に
収
め
ら
れ
た
キ
ャ
ロ
ル
を
分
析

し
た
。

e.1

写
本
の
マ
リ
ア
像
を
分
析
す
る
と
、
マ
リ
ア
は
キ
ャ
ロ
ル

の
中
に
頻
繁
に
登
場
し
て
い
る
が
、
キ
ャ
ロ
ル
を
収
集
し
た
人
物

に
と
っ
て
の
最
大
の
関
心
は
マ
リ
ア
そ
の
人
へ
の
崇
敬
で
は
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
マ
リ
ア
を
通
し
て
、
キ
リ
ス
ト
か
ら
の
救

い
を
得
る
こ
と
こ
そ
が
、
重
視
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

マ
リ
ア
は
、
人
々
と
キ
リ
ス
ト
の
間
に
立
ち
、
人
々
の
た
め
に
祈

る
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
執
り
成
し
の
マ
リ
ア
像
は
、
中

一
五
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
聖
母
マ
リ
ア
像
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世
後
期
に
教
区
教
会
レ
ベ
ル
で
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
マ
リ

ア
像
と
類
似
す
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
キ
ャ

ロ
ル
の
中
で
、
幼
子
キ
リ
ス
ト
や
大
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
に
語
り
か

け
る
マ
リ
ア
像
も
、
人
々
に
近
い
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
、
中
世
後
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
教
区
教
会
レ
ベ
ル
で
伝
え

ら
れ
た
マ
リ
ア
像
と
重
な
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、e.1

写
本
の
他
の
キ
ャ
ロ
ル
と
、
マ
リ
ア
が
描
か
れ
た
キ
ャ
ロ
ル
を
重

ね
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
当
該
写
本
全
体
の
文
脈
と
し
て
、
中
世

の
キ
リ
ス
ト
教
的
価
値
観
を
逸
脱
し
な
い
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
で
き
る
。

そ
の
一
方
で
、
キ
ャ
ロ
ル
に
は
、
一
五
世
紀
に
か
け
て
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
で
は
描
か
れ
る
こ
と
が
減
っ
た
と
さ
れ
る
幼
子
の
母
と
し

て
の
マ
リ
ア
が
頻
繁
に
描
か
れ
て
い
た
。e.1
写
本
の
他
の
キ
ャ

ロ
ル
の
傾
向
か
ら
、
聖
母
子
像
が
描
か
れ
た
キ
ャ
ロ
ル
は
、
降
誕

節
に
歌
わ
れ
る
た
め
に
書
写
さ
れ
た
と
推
察
で
き
る
。
ま
た
、
キ

ャ
ロ
ル
は
、
書
写
さ
れ
て
歌
い
継
が
れ
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
た

め
、
一
五
世
紀
に
書
写
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
以
前
に
多
く
描

か
れ
て
い
た
マ
リ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
が
残
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で

き
る
。
一
五
世
紀
以
前
か
ら
親
し
ま
れ
て
い
た
マ
リ
ア
像
に
、
崇

敬
の
新
た
な
傾
向
に
影
響
を
受
け
た
マ
リ
ア
像
が
付
け
加
え
ら
れ
、

結
果
と
し
て
、
写
本
中
に
「
伝
統
的
」
な
マ
リ
ア
像
と
、
一
五
世

紀
に
多
く
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
マ
リ
ア
像
と
が
共
存
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
聴
衆
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
マ

リ
ア
像
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

中
世
後
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
人
々
は
、
教
会
に
置
か
れ

た
図
像
や
説
教
、
歌
謡
な
ど
、
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
か
ら
伝
え
ら
れ

る
マ
リ
ア
像
に
接
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
マ
リ
ア
像
が
、
密
接
に

結
び
つ
い
て
、
中
世
の
人
々
に
と
っ
て
の
マ
リ
ア
像
を
形
成
し
て

い
た
は
ず
で
あ
る
。
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
に
描
か
れ
た
マ
リ
ア
像
を

総
合
し
て
は
じ
め
て
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
の
マ
リ
ア
像
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
後
の
課
題

と
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
の
違
い
を
考
察
し
つ
つ
、
総
体
的
に
マ
リ

ア
・
イ
メ
ー
ジ
を
択
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
キ
ャ
ロ
ル
は
、
歌
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
聴
衆
や

歌
わ
れ
た
場
に
応
じ
て
、
歌
い
手
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
が
変
更
さ

れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
テ
ク
ス
ト
で
あ

っ
て
も
歌
う
場
が
異
な
れ
ば
、
異
な
る
意
味
を
帯
び
た
と
考
え
ら

れ
る
。
歌
わ
れ
た
場
に
応
じ
て
キ
ャ
ロ
ル
の
テ
ク
ス
ト
の
意
味
が

ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め

て
考
察
し
た
い
。
さ
ら
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
以
外
の
地
域
の
歌
謡

と
の
比
較
に
よ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
マ
リ
ア
像
の
特
徴
が
よ
り

史
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明
確
に
浮
か
び
上
が
る
と
考
え
ら
れ
る
（
64
）
。
他
の
地
域
で
歌
わ
れ
た

マ
リ
ア
像
と
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
キ
ャ
ロ
ル
に
お
け
る
マ
リ
ア
像

の
比
較
も
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註（
１
）
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
の
マ
リ
ア
聖
堂
と
、
リ
ト
ル
・
ウ
ォ
ル
シ
ン

ガ
ム
の
受
胎
告
知
ギ
ル
ド
に
関
し
て
は
以
下
を
参
照
。K

.Farnhill,
‘T
he

G
uild

of
the

A
nnunciation

of
the

B
lessed

V
irgin

M
ary

and
the

Priory
of

St
M
ary

in
W
alsingham

’,
in

C
.

B
urgess

and
E
.
D
uffy

eds.,
T
he

Parish
in

Late
M
edieval

E
ngland,

H
arlaxton

M
edieval

Studies,
vol.

X
IV

（D
oning-

ton,2006

）,pp.129

�45.

ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
の
マ
リ
ア
を
は
じ
め

と
す
る
聖
人
崇
敬
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
青
山
吉
信
『
聖
遺

物
の
世
界
―
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
心
象
風
景
』（
山
川
出
版
社
、
一

九
九
九
年
）。

（
２
）

C
.M

.B
arron,‘Parish

Fraternities
of

M
edieval

London’,
in

C
.
M
.
B
arron

and
C
.
H
arper-B

ill
eds.,

T
he

C
hurch

in
Pre-R

eform
ation

Society
:E

ssays
in

H
onour

of
F
.
R
.
H
.
D
u

B
oulay

（W
oodbridge.1985

）,pp.13

�37,esp.,p.32.

（
３
）
一
三
〜
一
六
世
紀
の
約
百
の
写
本
群
に
収
め
ら
れ
た
キ
ャ
ロ
ル

を
ま
と
め
、
詳
細
な
注
を
付
し
た
の
が
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｌ
・
グ

リ
ー
ン
で
あ
る
。
現
在
で
も
キ
ャ
ロ
ル
に
関
す
る
研
究
の
ほ
と
ん

ど
が
、
グ
リ
ー
ン
の
研
究
に
依
拠
し
て
い
る
。R

.L.G
reene,T

he
E
arly

E
nglish

C
arols,

2
nd

ed
.

（O
xford

,
1977

）.

以
降
、

G
reene,C

arols

と
略
記
。

（
４
）
た
と
え
ば
、
宗
教
改
革
期
前
後
の
宗
教
心
性
を
扱
っ
た
エ
ー
モ

ン
・
ダ
フ
ィ
や
ク
リ
ス
テ
ィ
ン
・
ピ
ー
タ
ー
ス
は
、
キ
ャ
ロ
ル
を
、

俗
人
の
宗
教
心
性
を
示
す
例
と
し
て
引
用
し
た
。
こ
れ
ら
の
研
究

に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。E

.D
uffy,T

he
Stripping

ofthe
A
l-

tars
:T

raditional
R
eligion

in
E
ngland,

1400

�1580

（N
ew

H
aven

and
London

,
1992

）;C
.
Peters,

Patterns
of

Piety
:

W
om

en
,
G
ender

and
R
eligion

in
Late

M
edieval

and
R
efor-

m
ation

E
ngland

（C
am

bridge,2003

）.

（
５
）
当
該
写
本
に
つ
い
て
の
写
本
学
的
な
詳
細
に
つ
い
て
は
既
に
分

析
を
行
っ
た
。
拙
稿
「
十
五
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
キ
ャ
ロ
ル
写

本M
S.E

ng.poet.e.1

に
関
す
る
史
料
論
的
分
析
」『
お
茶
の
水

史
学
』
四
七
号
（
二
〇
〇
三
年
）、
一
―
三
七
頁
。
本
稿
第
二
章
で

も
、
当
該
写
本
の
史
料
論
的
分
析
の
結
果
を
簡
単
に
述
べ
る
。
当

該
写
本
は
、
一
九
世
紀
に
英
文
学
者
ト
マ
ス
・
ラ
イ
ト
に
よ
っ
て

初
め
て
刊
行
さ
れ
た
。T

.W
right,ed.,Songs

and
C
arols

N
ow

F
irst

Printed
from

a
M
anuscript

of
the

F
ifteenth

C
entury

（London,1847

）.

グ
リ
ー
ン
も
、
当
該
写
本
に
収
め
ら
れ
た
キ
ャ

ロ
ル
の
テ
ク
ス
ト
を
示
し
た
。
本
稿
註（
３
）参
照
。
ラ
イ
ト
は
、

当
該
写
本
は
芸
人
で
あ
っ
た
ミ
ン
ス
ト
レ
ル
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を

記
録
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
が
、
グ
リ
ー
ン
は
、
聖
職
者
の

手
で
作
成
さ
れ
、
宗
教
団
体
の
も
と
に
置
か
れ
た
写
本
で
あ
る
と

考
え
た
。

（
６
）
英
語
宗
教
詩
選
集
に
は
、
マ
リ
ア
賛
美
詩
が
数
多
く
収
め
ら
れ

て
い
る
。C

.B
row

n,R
eligious

Lyrics
ofthe

F
ifteenth

C
entury

（O
xford

,
1939

）;R
.
T
.
D
avies,

M
edieval

E
nglish

Lyrics

（London
and

B
oston

,
1963

）;T
.
D
uncan

,
Late

M
edieval

一
五
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
聖
母
マ
リ
ア
像
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E
nglish

Lyrics
and

C
arols:1400

�1530

（London,2000

）.

（
７
）

R
.
W
oolf,

T
he

E
nglish

R
eligious

Lyric
in

the
M
iddle

A
ges

（O
xford,1968

）,pp.114

�48.
（
８
）

R
.
M
arks,

Im
age

and
D
evotion

in
Late

M
edieval

E
ng-

land
（Stroud,2004

）,pp.2

�7.

（
９
）

Ibid
.,p.140.

（
１０
）

N
.
M
organ,

‘T
ext

and
Im

ages
of

M
arian

D
evotion

in
Fourteenth

C
entury

E
ngland’,

in
N
.
R
ogers

ed.,
E
ngland

in
the

F
ourteenth

C
entury

:Proceedings
of

the
1991

H
arlax-

ton
Sym

posium

（Stam
ford,1993

）,pp.34

�57.

モ
ー
ガ
ン
は
、

ノ
ー
リ
ッ
ジ
の
ジ
ュ
リ
ア
ン
を
は
じ
め
と
す
る
「
修
道
院
の
周

辺
」
か
ら
の
史
料
は
、
俗
人
の
崇
敬
か
ら
は
距
離
を
置
く
も
の
と

し
て
取
り
上
げ
な
か
っ
た
。
神
秘
主
義
思
想
家
の
著
作
が
、
世
俗

の
人
々
の
崇
敬
と
は
異
な
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
の
は
、
ピ
ー
タ

ー
ス
と
同
様
の
考
え
方
で
あ
る
。Peters,Patterns

ofPiety,p.89.

ノ
ー
リ
ッ
ジ
の
ジ
ュ
リ
ア
ン
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
森
下

園
「
中
世
の
聖
母
マ
リ
ア
像
―
ノ
ー
リ
ッ
ジ
の
ジ
ュ
リ
ア
ン
の
著

作
か
ら
」
鈴
木
宣
明
先
生
古
希
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
歴
史
と

霊
性
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
〇
年
）。
一
九
七
―
二
二
一
頁
。

（
１１
）

N
.M

organ,‘T
he

C
oronation

of
the

V
irgin

by
the

T
rin-

ity
and

O
ther

T
exts

and
Im

ages
of

the
G
lorification

of
M
ary

in
Fifteenth-century

E
ngland’,

in
N
.
R
ogers

ed
.,

E
ngland

in
the

F
ifteenth

C
entury

:Proceedings
of

the
1992

H
arlaxton

Sym
posium

（Stam
ford,1994

）,pp.223

�41.

（
１２
）

D
uffy,Stripping

ofthe
A
ltars,pp.256

�65.

な
お
、
ダ
フ
ィ

の
著
作
の
後
半
で
は
、
宗
教
改
革
に
対
し
て
教
区
教
会
レ
ベ
ル
で

人
々
が
ど
う
反
応
し
た
の
か
が
論
じ
ら
れ
た
。
ダ
フ
ィ
は
、
一
五

世
紀
と
一
六
世
紀
の
連
続
性
を
強
調
し
、
宗
教
改
革
を
受
け
て
、

教
区
教
会
の
内
部
装
飾
や
遺
言
書
の
書
き
方
に
は
変
化
が
見
ら
れ

た
が
、
人
々
は
盲
目
的
に
宗
教
改
革
に
従
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

そ
の
時
々
の
政
治
的
状
況
に
応
じ
て
、
崇
敬
の
か
た
ち
を
変
化
さ

せ
て
対
応
し
た
と
論
じ
た
。

（
１３
）

Peters,Patterns
ofPiety,pp.4

�5.

（
１４
）

Ibid
.,p.4.

ダ
フ
ィ
は
、
宗
教
改
革
前
夜
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ

ク
の
隆
盛
を
強
調
し
た
が
、
ピ
ー
タ
ー
ス
は
、
宗
教
改
革
へ
と
つ

な
が
る
崇
敬
が
、
そ
の
前
か
ら
発
展
し
て
い
た
と
考
え
る
。
こ
の

点
で
、
両
者
は
見
解
を
異
に
し
て
い
る
。

（
１５
）

Ibid
.,p.60.

（
１６
）

W
oolf,

T
he

E
nglish

R
eligious

Lyric
in

the
M
iddle

A
ges,

p.118.

（
１７
）

Peters,Patterns
ofPiety,p.73.

（
１８
）
ヤ
コ
ブ
ス
・
デ
・
ウ
ォ
ラ
ギ
ネ
、
前
田
敬
作
・
西
井
武
訳
『
黄

金
伝
説
』
３
（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
〇
六
年
）、
二
二
一

頁
。

（
１９
）

Peters,Patterns
ofPiety,p.68.

（
２０
）

Ibid
.,p.68.

一
五
世
紀
に
、
最
後
の
審
判
の
図
像
を
内
陣
障

壁
に
書
く
こ
と
が
増
え
た
結
果
、
魂
の
計
測
場
面
を
描
く
ス
ペ
ー

ス
が
失
わ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
最
後
の
審
判
を
内
陣

障
壁
に
描
く
こ
と
で
、
十
字
架
上
の
キ
リ
ス
ト
像
（R

ood

）
と
、

最
後
の
審
判
が
関
連
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
２１
）

Ibid
.,p.69.

（
２２
）

Ibid
.,p.69.

贖
宥
状
の
増
加
に
よ
っ
て
、
煉
獄
へ
の
関
心
が

史
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増
し
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
煉
獄
自
体
は
図
像
に
は
ほ
と
ん
ど
描

か
れ
な
か
っ
た
。

（
２３
）

Ibid
.,pp.71

�72.

魂
の
計
測
場
面
が
、
聖
史
劇
に
は
描
か
れ

な
か
っ
た
こ
と
は
、
指
摘
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の

点
に
つ
い
て
、
ピ
ー
タ
ー
ス
は
、
聖
史
劇
を
「
原
罪
か
ら
キ
リ
ス

ト
に
よ
る
罪
の
贖
い
、
そ
し
て
最
後
の
審
判
へ
と
至
る
キ
リ
ス
ト

の
歴
史
」
を
辿
る
も
の
と
理
解
す
れ
ば
、
魂
の
計
測
は
人
の
死
後

起
こ
る
こ
と
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
の
歴
史
と
は
重
な
ら
な
い
た
め
、

聖
史
劇
に
は
描
か
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
説
明
し
た
。

（
２４
）

C
.B

row
n
ed.,R

eligious
Lyrics

ofthe
F
ourteenth

C
entury,

2
nd

ed.

（O
xford,1957

）,p.236.

和
訳
は
筆
者
の
試
訳
で
あ
る
。

（
２５
）

Peters,Patterns
ofPiety,p.62.

（
２６
）

M
organ,

‘T
he

C
oronation

of
the

V
irgin

by
the

T
rinity

and
O
ther

T
exts

and
Im

ages
of

the
G
lorification

of
M
ary

in
Fifteenth-century

E
ngland’,pp.231

�32.

（
２７
）

Peters,Patterns
ofPiety,pp.64

�66.

（
２８
）

Ibid
.,p.72.

（
２９
）

Ibid
.,p.74

;F
.
Lew

is,
‘From

Im
age

to
Illustration

:the
Place

of
D
evotional

Im
ages

in
the

B
ook

of
H
ours’,

in
G
.

D
uchet-Suchaux

ed.,Iconographie
M
edievale

:Im
age,

T
exte,

C
ontexte

（Paris,
1990

）,pp.
29

�48,
esp.

pp.
31

�32.

ル
イ
ス

に
よ
れ
ば
、
一
五
世
紀
フ
ラ
ン
ス
で
は
時
祷
書
の
挿
絵
と
し
て
、

依
然
と
し
て
降
誕
図
が
盛
ん
に
描
か
れ
て
い
た
。

（
３０
）

Ibid
.,p.74.

（
３１
）

Ibid
.,p.75.

（
３２
）

Ibid
.,pp.77

�79.

（
３３
）

Ibid
.,pp.83

�96.

（
３４
）

M
arks,Im

age
and

D
evotion

in
Late

M
edieval

E
ngland

,
p.143.

た
だ
し
、
マ
リ
ア
が
一
人
で
横
た
わ
る
図
像
は
一
、
二
の

例
外
を
除
い
て
現
存
し
な
い
こ
と
か
ら
、
マ
リ
ア
へ
の
崇
敬
よ
り

も
幼
子
キ
リ
ス
ト
へ
の
崇
敬
が
こ
の
図
像
の
中
心
に
あ
っ
た
可
能

性
も
、
マ
ー
ク
ス
は
指
摘
し
た
。

（
３５
）

e.1

写
本
は
持
ち
運
び
や
す
い
大
き
さ
で
あ
っ
た
が
、
書
き
込

み
や
訂
正
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
保
存
状
態
も
良
好
で
あ
り
、

実
際
に
所
有
者
が
携
帯
し
て
使
っ
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。

（
３６
）
当
該
写
本
に
は
、
修
道
院
長
へ
の
風
刺
が
書
か
れ
た
ラ
テ
ン
詩

が
収
め
ら
れ
た
た
め
、
在
俗
聖
職
者
が
自
分
た
ち
の
間
で
楽
し
む

た
め
の
写
本
で
あ
っ
た
と
グ
リ
ー
ン
は
推
察
し
た
。
し
か
し
、
ラ

テ
ン
詩
の
存
在
に
注
目
す
る
あ
ま
り
、
写
本
の
大
部
分
を
占
め
る

キ
ャ
ロ
ル
も
、
聖
職
者
向
け
で
あ
っ
た
と
結
論
付
け
る
の
は
早
計

で
あ
ろ
う
。

（
３７
）
キ
ャ
ロ
ル
の
和
訳
は
、
筆
者
の
試
訳
で
あ
る
。
キ
ャ
ロ
ル
の
引

用
に
あ
た
り
、
以
下
の
略
号
を
用
い
る
。﹇

﹈
内
の
数
字
は
詩
節

番
号
、／
は
改
行
、
＊
は
バ
ー
デ
ン
の
繰
り
返
し
（
リ
フ
レ
イ
ン
）

を
示
す
。
写
本
内
で
は
、
リ
フ
レ
イ
ン
部
分
は
、
冒
頭
の
数
語
が

書
か
れ
、
そ
の
後
はetc.

と
省
略
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

（
３８
）

e.1

写
本
、f.25v

;G
reene,C

arols,p.134.

引
用
部
原
文
は

以
下
の
通
り
。﹇B

urden

﹈Salve
regina

m
ater

m
isericordie

﹇1

﹈O
blyssedfull

berd
full

of
grace/

T
o
all

m
ankind

þu
are

solas/
Q
uene

of
hevyn

in
every

place/
Salve

（
中
略
）

﹇6
﹈And

bring
us

to
þiSons

blysse/
W
her

þt
þy

w
onnyng

is/
O
f
þt

w
e
pray

þe
þt

w
e
not

m
ys

/Salve

一
五
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
聖
母
マ
リ
ア
像

九
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（
３９
）

e.1

写
本
、f.38r

;G
reene,C

arols,p.84.

（
４０
）

e.1

写
本
、f.33

;G
reene,C

arols,p.121.

引
用
部
原
文
は

以
下
の
通
り
。﹇B

urden

﹈M
an

asay
say

say
m
ake

þi
m
one

to
M
ary

þt
m
yld

m
ay

﹇1

﹈O
f
all

þi
frendes

sche
is

þe
flow

r/
Sche

w
yll

þe
bring

to
þi

honow
r/

M
ary

to
kall

þu
hast

colow
re/

A
ssay

say

﹇2

﹈She
bar

Jhesu
ow

r
savyow

r/
O
f
alm

yschyfe
sche

is
socow

r/
M
ary

is
scrow

ne
in

every
schrow

r/
A
say

say
﹇3

﹈Sche
is

cundas
full

of
grace/

þt
spryngyth

and
spredyth

in
every

place/
M
ary

to
callyn

gret
ned

þu
has/

A
say

say

﹇4

﹈H
yf

þu
be

put
in

poverte/
O
r
of

þi
frendes

forsakyd
þu

be/
M
ary

his
lady

of
gret

pete/
A
say

say

﹇5

﹈�yf
þu

be
aferd

of
þifoly/

O
r
of

þiday
w
an

þu
xal

dey/
M
ary

his
laydy

of
gret

m
ercy/

A
say

say

﹇6

﹈So
gracius

and
so

gud
sche

is/
Shce

bring
us

al
into

blys/
T
her

m
ary

lady
and

qw
en

is/
A
say

say

（
４１
）
図
像
に
も
、
五
つ
の
歓
び
が
木
の
枝
に
見
た
て
ら
れ
た
も
の
が

あ
る
。D

uncan,Late
M
edieval

E
nglish

Lyrics
and

C
arols,p.

206.

（
４２
）

e.1

写
本
、f.45

;G
reene,C

arols,pp.146

�7.

（
４３
）

e.1

写
本
、f.31r

;G
reene,C

arols,p.175.

（
４４
）
中
世
初
期
の
神
学
者
の
著
作
に
見
ら
れ
る
フ
レ
ー
ズ
で
、
マ
リ

ア
は
第
二
の
エ
ヴ
ァ
（
イ
ヴ
）
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
基
づ
き
、

ガ
ブ
リ
エ
ル
の
言
葉
ア
ヴ
ェ
に
、
エ
ヴ
ァ
を
示
す
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。W

oolf,T
he

E
nglish

R
eligious

Lyric
in

the
M
iddle

A
ges,p.116.

（
４５
）

e.1

写
本
、f.27

;G
reene,C

arols,p.151.

引
用
部
原
文
は

以
下
の
通
り
。﹇B

urden

﹈N
ova

nova
ave

fit
ex

eva

﹇1

﹈

G
abryellof

hy�e
degree/

C
am

dow
n
from

þe
trenyte/

T
o

N
azareth

in
galilee/

W
ith

nova

﹇2

﹈H
e
fond

þe
m
ayd

al
in

hyr
place/

H
e
knelyd

dow
n
befor

hir
face/

and
seyd

A
l

heyl
full

of
grace/

W
ith

nova

﹇3

﹈þu
shalt

conseyve
and

ber
a
child/

þou
þu

w
ith

syn
w
er

never
defylyd/

þu
hast

fond
grace

þu
m
ary

m
yld

/
w
ith

nova

﹇4

﹈þe
bryd

abasshyd
of

allble/
answ

ered
and

seyd
how

m
ay

þis
be

/
M
an

thorow
kind

tow
chyd

never
m
e/

W
ith

nova

﹇5

﹈þe
angellsayd

unto
þt

free/
þe

holy
gost

shalli�t
in

þe/
G
od

and
m
an

in
on

shalbe/
W
ith

nova

（
４６
）
こ
の
う
ち
一
篇
の
受
胎
告
知
キ
ャ
ロ
ル
の
バ
ー
デ
ン
は
「
ク
リ

ス
マ
ス
お
め
で
と
う
、
お
め
で
と
う
」
と
始
ま
り
、
受
胎
告
知
の

祝
日
よ
り
も
降
誕
節
に
歌
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

（
４７
）

‘aye’

は
歓
び
を
表
す
感
嘆
詞
で
あ
る
た
め
、
原
文
の
ま
ま
示

し
た
。e.1

写
本
、ff.

18v

�19v
;G

reene,
C
arols,

pp.
20

�21.

引
用
部
原
文
は
以
下
の
通
り
。﹇B

urden

﹈A
ye

aye
þis

is
þe

day
þt

w
e
shal

w
orshep

ever
and

aye

﹇1

﹈A
ferly

thyng
it

is
to

m
ene/

þt
a
m
ayd

a
chyld

have
borne/

A
nd

syth
w
as

a
m
ayden

clene/
A
s
prophetes

sayden
herbeforne/

I
w
ys

it
w
as

a
w
onder

thyng
/

þt
thow

row
an

aungelles
gre-

tyng/
G
od

w
old

ly�t
in

a
m
ayden

�yng
/
w
ith

A
ye/

A
ye

aye
I
dar

w
ellsay/

H
er

m
aydenhed

�ede
no

aw
ay

（
４８
）

e.1

写
本
、ff.52v

�53r
;G

reene,C
arols,p.24.

（
４９
）

e.1
写
本
、ff.

17v

�18r
;G

reene,
C
arols,

pp.
96

�7.

引
用

部
原
文
は
以
下
の
通
り
。﹇B

urden

﹈Thys
endrys

ny�t/
I
saw

史

学

第
七
八
巻

第
三
号

九
八
（
三
二
六
）



a
sy�th

/
A

stare
as

bry�t
as

day/
A
nd

ever
am

ong
/

A
m
ayden

song/
Lullay

by
by

lullay

﹇1

﹈þt
lovely

lady
sat

and
song

and
to

hyr
child

sayd/M
y
sone

m
y
broder

m
y

fader
der

w
hy

lyest
þou

þus
in

hayd
/

M
y

sw
ete

byrd
/

þus
it
ys

betyde/
þow

þu
be

kyng
veray/

B
ut

nevetheles/
I
w
yl

not
ses/

T
o
syng

by
by

lullay

﹇2

﹈T
he

child
þan

spak
in

hys
talking

and
to

hys
m
oder

sayd/
bekydde

am
kyng

in
crybbe

I
be

layd
/
For

aungeiles
bri�t/

D
one

to
m
e
ly�t/

þu
know

est
it

ys
no

nay/
A
nd

of
þt

sy�t/
þu

m
ayst

be
ly�t/

T
o
syng

by
by

lullay

﹇3

﹈N
ow

sw
et

son
syn

þu
art

kyng
w
hy

art
þu

layd
in

stall/
W
hy

ne
þu

or-
dende

þi
bedding

in
sum

gret
kynges

hall/
M
e
thynkyth

it
is

ri�t/
þt

kyng
or

kni�t/
Shuld

ly
in

good
array/

A
nd

þan
am

ong/
It

w
er

no
w
ong

/
T
o
syng

by
by

lullay

﹇4

﹈

M
ary

m
oder

I
am

þi
child

þow
I
be

layd
in

stall/
Lordes

and
dukes

shal
w
orsshyp

m
e
and

so
shall

kyngs
all/

þe
shall

w
ell

se/
þt

kyngs
thre/

Shal
com

e
þe

xij
day/

For
þis

behest/
�efe

m
e
þibrest/

A
nd

syng
by

by
lullay

（
５０
）

e.1

写
本
、ff.20r

�21r
;G

reene,C
arols,pp.98

�99.
原
文

は
以
下
の
通
り
。﹇1

﹈Lullay
m
y
child

and
w
epe

no
m
ore/

slepe
and

be
now

styll/
þe

kyng
of

blys
þi

fader
ys/

A
s
it

w
as

hys
w
yll

﹇2

﹈þis
endrys

ny�t
I
saw

a
sy�th

/
A

m
ayd

a
cradyllkepe/

A
nd

ever
she

song
and

seyd
am

ong/
Lul-

lay
m
y

chyld
and

slepe

﹇3

﹈I
m
ay

not
slep

but
I
m
ay

w
epe/

I
am

so
w
o
begone/

Slep
I
old

butt
I
am

cold
/

A
nd

clothys
have

I
none

﹇4

﹈M
e
thou�t

I
hard

þe
chyld

answ
ard

/
A
nd

to
hys

m
oder

he
sayd

/
m
y

m
oder

der
w
hat

do
I
her/

In
crybbe

w
hy

am
I
layd

﹇5

﹈I
w
as

borne
and

layd
before/

B
estys

both
ox

and
asse/

M
y

m
oder

m
yld

I
am

þichyld/
B
ut

he
m
y
fader

w
as

﹇6

﹈A
dam

s
gylt

þis
m
an

had
spylt/

þt
syn

grevyt
m
e
sore/

M
an

fo
þe

her
shalI

be/
T
hyrty

w
inter

and
m
or

﹇7

﹈D
ole

it
is

to
se

her
shall

I
be/

H
ang

upon
þe

rode/
W
ith

baleis
to

bete
m
y

w
oundes

to
w
ete/

and
�effe

m
y
fleshe

to
bote

﹇8

﹈H
er

shal
I
be

hanged
on

a
tre/

A
nd

dye
as

it
is

skyll/
þt

I
have

bou�t
lesse

w
yll

I
nou�t/

It
is

m
y
faders

w
yll

﹇9

﹈A
spere

so
scharp

shall
perse

m
y

herte
/

For
dedys

þt
I

have
done/

Fader
of

grace
w
her

þu
hase/

Forgetyn
þy

lytyllsonne

﹇10

﹈W
ithoutyn

pety
her

shall
aby/

A
nd

m
ak

m
y
fleshe

alblo/
A
dam

iw
ys

þis
deth

it
ys/

For
þhe

and
m
any

m
o

（
５１
）

e.1

写
本
、f.25

;G
reene,C

arols,p.120.

血
の
涙
を
流
す

マ
リ
ア
の
姿
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
、
テ
ー
ム
の
教
区
教

会
の
壁
画
に
も
描
か
れ
た
。Peters,Patterns

ofPiety,p.77.

（
５２
）

e.1

写
本
、f.34

;G
reene,C

arols,p.88.

引
用
部
原
文
は
以

下
の
通
り
。﹇3

﹈To
hys

m
odyr

gen
he

saye
for

þis
m
ylke

m
e
m
ust

deye/
It
ys

m
y
kind

therew
ith

to
play/

M
y
sw

et
m
odyr

par
am

ow
r

﹇4

﹈þe
m
aydyn

frely
gen

to
syng/

A
nd

in
hyr

song
she

m
ad

m
ornyng/

H
ow

he
þt

is
ow

r
hevyn

kyng/
shuld

shed
hys

blod
w
ith

gret
dolow

r

（
５３
）

e.1
写
本
、f.27’（27

と
番
号
を
振
ら
れ
た
二
葉
目
の
フ
ォ
リ

オ
。e.1
写
本
に
は
、
一
九
世
紀
に
頁
番
号
が
付
け
ら
れ
た
が
、
二

一
五
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
聖
母
マ
リ
ア
像

九
九
（
三
二
七
）



七
と
番
号
を
付
け
ら
れ
た
フ
ォ
リ
オ
が
二
葉
存
在
す
る
）。G

reene,
C
arols,pp.105

�6.

引
用
部
原
文
は
以
下
の
通
り
。﹇4

﹈M
y

sw
et

Son
þu

art
m
e
der/

Q
w
y
haue

m
en

hang
þe

her/
þi

hed
is

closyd
w
yth

a
brer/

Q
w
y
haue

m
en

soo
doo

to
þe

（
５４
）

G
reene,C

arols,p.103.

（
５５
）
降
誕
節
に
飾
ら
れ
た
植
物
ア
イ
ビ
ー
を
賛
美
す
る
キ
ャ
ロ
ル
だ

が
、
バ
ー
デ
ン
に
使
わ
れ
た
ラ
テ
ン
語
の
文
句V

eniC
oronaberis

（
来
た
れ
汝
は
戴
冠
さ
れ
る
）
は
、
他
写
本
に
収
め
ら
れ
た
マ
リ
ア

戴
冠
を
描
い
た
詩
で
も
用
い
ら
れ
た
。e.1

写
本
、f.54r
;G

reene,
C
arols,p.383.

（
５６
）

e.1

写
本
、ff.34v

�35v
;G

reene,C
arols,p.61.

（
５７
）
拙
稿
「
１５
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
キ
ャ
ロ
ル
に
み
る
既
婚
女
性

の
イ
メ
ー
ジ
」『F-G

ens

ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
第
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）、

一
二
三
―
八
頁
。

（
５８
）
中
世
後
期
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
ヨ
セ
フ
を
含
む
聖
家
族
の
図
像

も
数
多
く
作
成
さ
れ
た
。M
.R

ubin,M
other

ofG
od

:A
H
istory

of
T
he

V
irgin

M
ary

（N
ew

H
aven

and
London,

2008

）,pp.
323

�27.

（
５９
）

e.1

写
本
、f.30.

ホ
ー
リ
ー
と
ア
イ
ビ
ー
を
歌
う
キ
ャ
ロ
ル
と
、

人
々
が
楽
し
ん
だ
ゲ
ー
ム
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。

G
reene,C

arols,pp.cxxv

�cxxvi.

（
６０
）
マ
リ
ア
賛
歌
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
、
そ
れ
が
一
年
の
う
ち
、
い
つ

歌
わ
れ
た
の
か
を
考
察
し
た
論
考
と
し
て
、以
下
を
参
照
。D.Skin-

ner,‘T
he

M
arian

A
nthem

in
Late

M
edievalE

ngland’,in
R
.

N
.Sw

anson
ed.,T

he
C
hurch

and
M
ary

（Suffolk
and

R
och-

ester,2004

）,pp.168

�80.

（
６１
）

R
ubin,M

other
ofG

od
,p.316.

（
６２
）

Ibid
.,p.281.

（
６３
）
同
じ
キ
ャ
ロ
ル
が
複
数
の
写
本
に
残
っ
て
い
る
場
合
、
リ
フ
レ

イ
ン
や
詩
節
が
削
除
さ
れ
た
り
、
付
加
さ
れ
た
り
し
た
例
が
見
ら

れ
る
。
拙
稿
「
十
五
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
キ
ャ
ロ
ル
写
本M

S.
E
ng.poet.e.1

に
関
す
る
史
料
論
的
分
析
」、
一
九
―
二
〇
頁
。

（
６４
）
た
と
え
ば
、
オ
ブ
レ
ヒ
ト
の
ミ
サ
曲
に
関
す
る
研
究
で
は
、
作

曲
さ
れ
た
地
域
に
特
有
の
キ
リ
ス
ト
教
儀
式
の
影
響
が
強
調
さ
れ

て
い
る
。M

.J.B
loxam

,‘Plainsong
and

Polyphony
for

the
B
lessed

V
irgin

:N
otes

on
T
w
o
M
asses

by
Jacob

O
brecht’,

T
he

Journal
ofM

usicology
12

�1

（1994

）,pp.51

�75.

史

学

第
七
八
巻

第
三
号

一
〇
〇
（
三
二
八
）



表 1 マリアが描かれたキャロル（e.1写本）
表の見方 略記した内容は以下の通り。受胎告知（A）、キリスト降誕（N）、公現（E）、聖母マリアお潔め（C）、

キリスト受難（P）、最後の審判（D）。

マリアの行動・台詞

キリストに、なぜ王なのに
厩にいるのですか、と尋ね
る。

幼子キリストを膝に乗せる。

子守唄を歌う。
（このキャロルは子守唄キ
ャロルではないが、第三詩
節でマリアが子守唄を歌う
様子が描かれた。）

幼子キリストを連れて神殿
へ行く。

磔刑のキリストのそばに立
ち血の涙を流す。

ガブリエルがやってきたこ
とに恐れを抱く。

ガブリエルに、なぜ乙女の
自分が子を身ごもるのか尋
ねる。

磔刑のキリストに、なぜ
人々はそんなことをしたの
か尋ねる。

マリアへの祈り

われらの慰め、盾になって
ください。あなたが、息子、
平和の王子に祈り、彼がわ
れらを救ってくれる。

われらを転落から救ってく
ださい。罪を改めさせてく
ださい。慈悲を送ってくだ
さい。あなたの息子のとこ
ろへ、連れて行ってくださ
い。

マリアへの呼びかけ

愛するに値するレディ、彼
の母、（以下、キリストか
らの呼びかけ）母、私の愛
する母

乙女、清らかな乙女、若い
乙女、彼の母、優しい乙女、
われらの救い、盾

われらの偉大な乙女、彼の
母

乙女

乙女、（以下、キリストか
らの呼びかけ）私の愛する
母、私のやさしい母

乙女、その子の母、（出産
の）前でも後でも乙女であ
った

愛するに値するバラ、私た
ちの好む美しいバラ、乙女、
天后、われらのレディ

優しいマリア、清らかな

乙女、われらの親愛なるレ
ディ

憐み深い母、高貴な乙女、
恩寵に満ちた、慰め、天の
后、柔和で優しい母、価値
ある純白、慈悲に満ちた

乙女、（ガブリエルからの
呼びかけ）恩寵に満ちた方

（ガブリエルからの呼びか
け）恩寵に満ちた方、神の
乙女

母、レディ、（キリストが、
聖ヨハネに向かって）この
女性

乙女

主題

マリアの子守唄

N・E

N・E

N

マリアの子守唄

N

マリアの五つの
歓び（A・N・E・
地獄降下・D）

降誕節の祝日
（N・E・C）

A・N・E

マリア賛美

A

A

P

N・P

写本中
の順番

10

11

12

13

14

15

16

19

26

27

28

31

33

37

一
五
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
聖
母
マ
リ
ア
像

一
〇
一
（
三
二
九
）



キリストの受難の予言を聞
いて涙を流す。キリストに
「なぜ王であるのに、その
ような目にあうのですか」
と尋ねる。

お潔めの日、幼子キリスト
を連れて神殿へ行く。

「神の息子が生まれたら、
私は子守唄を歌う」と言う。

ガブリエルに、なぜ乙女の
自分が子を身ごもるのか尋
ねる。ガブリエルの返答を
聞いて「主のお言葉に従い
ます」と言う。

彼女はわれらを天国へ連れ
て行ってくれる。

われらを転落から救ってく
ださい。われらを守り、慰
めとなってください。彼の
次に、あなたを信じますか
ら、困難から救ってくださ
い。

どこにいても、喜びをもっ
て彼女を迎えよう、彼女の
息子のそばへ行くために。

昼も夜も私たちの案内人と
なってください。

偉大な乙女、たいへん輝か
しい

乙女、彼の母

乙女、聖霊とともにいる、
彼の母、高潔な乙女

優しい乙女、花、援助者、
苦難に対して存在する、優
しい、恩寵に満ちた、慈悲
深い、彼のレディ、慈悲深
く素晴らしい、レディで后

百合の花のように純白の母、
若い乙女、彼の母、（キリ
ストからの呼びかけ）私の
いとしい母、愛する人

彼の母

栄光と美しさの后、レディ、
最も美しい花、われらの慰
め

われらのレディ、慈悲に満
ちた

乙女

乙女、母

栄誉に満ちたレディ、天后、
乙女、輝かしい母、私たち
の案内人

清らかな乙女、純粋な乙女、
美しい顔、（以下、ガブリ
エルからの呼びかけ）レデ
ィ、神々しい乙女、もっと
も優しい乙女、神の神殿
（temple）、全ての美質の鏡、
純粋な乙女、親愛なる乙女

輝くレディ、乙女、彼の母、
美しいレディ

彼の母、とても優しい

A・N・E・キ リ
スト復活・D

E

N・E

マリア賛美

マリアの子守唄

N

C・マリア賛美

マリアの五つの
歓び（A・N・E・
キリスト復活・
D）

N・P

N

連祷

A

A・N・E

アイビー賛美
（本 稿 註（55）参
照）

N

42

43

44

45

46

49

51

59

60

61

63

65

67

70

75

史

学

第
七
八
巻

第
三
号

一
〇
二
（
三
三
〇
）


