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Ⅰ
�
は
じ
め
に

本
稿
は
、
フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
�
一
三
世
紀
の
発

明
と
い
う
題
目
で
、
中
世
と
い
う
時
代
に
女
性
の
自
立
が
可
能
だ

っ
た
の
は
な
ぜ
か
を
展
望
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
2
）
。
こ
こ
で

は
、
い
ま
で
こ
そ
近
く
は
な
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
で
も
「
あ
ま
り

に
遠
い
」
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
を
訪
れ
た
こ
と
の
な
い
読
者
に

も
、
ベ
ギ
ン
ホ
フ
と
は
い
か
な
る
外
観
と
特
徴
を
も
っ
た
も
の
で

あ
っ
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
条
件
下
に
設
置
さ
れ
た
か
を
探
究
す

る
作
業
を
通
じ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
と
歴
史
の
な
か
の
ジ
ェ

ン
ダ
ー
の
位
相
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
、
同
時
に
ベ
ギ
ン
ホ
フ

の
性
格
、
機
能
、
特
質
に
つ
い
て
改
め
て
ふ
り
か
え
る
こ
と
を
め

ざ
し
て
い
る
。
ベ
ギ
ン
ホ
フ
と
よ
ば
れ
る
閉
鎖
的
空
間
と
し
て
の

建
築
群
は
、
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
に
点
在
し
て
お
り
、
う
ち
、

一
九
九
八
年
に
一
三
箇
所
が
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ

た
。
こ
と
に
、
著
名
な
の
が
ブ
ル
ー
ジ
ュ
の
そ
れ
で
、
ベ
ル
ギ
ー

随
一
の
観
光
名
所
と
し
て
著
名
で
あ
る
こ
と
か
ら
訪
れ
た
こ
と
の

あ
る
観
光
客
は
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
ベ
ギ
ナ
ー
ジ
ュB

eguinages

現
地

語
の
オ
ラ
ン
ダ
語
で
は
ベ
ギ
ン
ホ
フB

egijnhof

（
複
数
形B

e-

gijnhoven

）
な
る
も
の
は
、
一
三
世
紀
ま
で
に
成
立
し
た
も
の

で
、
当
時
の
時
代
背
景
と
し
て
あ
っ
た
宗
教
的
な
熱
狂
と
も
よ
べ

る
雰
囲
気
の
な
か
、
ベ
ギ
ン
と
し
て
の
生
は
中
世
都
市
の
女
性
に

と
っ
て
あ
り
ふ
れ
た
選
択
で
あ
っ
た
。

す
で
に
別
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
（
3
）
、
彼
女
た
ち
は
元
来
、

市
内
随
所
に
三
々
五
々
、
居
住
し
て
い
た
も
の
が
、
一
三
世
紀
中

ご
ろ
よ
り
、
女
性
に
居
住
を
限
定
し
た
一
画
に
集
ま
り
住
む
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
で
成
立
に
い
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
女
性
専

フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
�
一
三
世
紀
の
発
明

│
│
中
世
と
い
う
時
代
に
女
性
の
自
立
が
可
能
だ
っ
た
の
は
な
ぜ
か
（
1
）
│
│

上

條

敏

子

フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
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ギ
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ホ
フ
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用
の
居
住
空
間
こ
そ
が
ベ
ギ
ン
ホ
フ
と
よ
ば
れ
る
も
の
に
ほ
か
な

ら
な
い
が
、
彼
女
た
ち
に
つ
い
て
特
筆
す
べ
き
は
、
織
布
産
業
な

ど
の
手
労
働
や
教
育
、
看
護
に
携
わ
る
こ
と
で
自
活
を
目
指
し
た

点
で
あ
る
（
4
）
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
女
性
た
ち
が
集
ま
り
住
む
区
画
は
、

今
日
の
ベ
ル
ギ
ー
各
地
の
ほ
と
ん
ど
の
都
市
に
分
布
し
て
い
た
。

か
つ
、
特
筆
す
べ
き
は
、
ベ
ギ
ン
ホ
フ
と
よ
ば
れ
る
こ
の
特
殊
な

生
活
空
間
が
ベ
ル
ギ
ー
で
は
現
代
ま
で
命
脈
を
た
ど
っ
た
点
で
あ

る
。
し
か
し
な
ぜ
い
っ
た
い
、
こ
う
い
っ
た
女
性
た
ち
の
集
落
は
、

こ
こ
ま
で
の
長
き
に
わ
た
っ
て
、
歴
史
を
き
ざ
み
え
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
ベ
ギ
ン
運
動
が
女
性
を
主
体
と
し
た
こ
と
か
ら
、
ベ
ギ
ン

ホ
フ
成
立
と
繁
栄
の
背
景
に
つ
い
て
多
角
的
検
討
を
加
え
る
過
程

が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
過
去
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
対
す
る
理
解
を
深
め

る
機
会
と
な
ろ
う
。
だ
が
こ
の
問
い
に
踏
み
込
む
ま
え
に
、
日
本

か
ら
は
あ
ま
り
に
も
遠
い
国
で
あ
る
ベ
ル
ギ
ー
と
い
う
国
と
そ
こ

に
点
在
す
る
ベ
ギ
ン
ホ
フ
が
わ
た
く
し
と
い
う
異
邦
人
に
与
え
た

印
象
に
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
わ
た
く
し
が
、
は
じ
め
て
ベ

ル
ギ
ー
に
お
り
た
っ
た
の
は
、
一
九
八
七
年
の
こ
と
に
な
る
。
ブ

ラ
ッ
セ
ル
市
内
か
ら
大
学
町
の
ル
ー
ヴ
ェ
ン
に
む
か
う
道
筋
で
目

に
し
た
な
だ
ら
か
な
緑
の
丘
陵
に
点
々
と
散
ら
ば
る
、
赤
み
を
お

び
た
レ
ン
ガ
造
り
の
家
屋
の
色
合
い
が
そ
れ
は
美
し
く
、
な
ん
と

い
う
お
と
ぎ
の
国
の
よ
う
な
美
し
い
国
に
き
た
も
の
か
と
感
歎
し

図版 1 聖職者の言葉に耳をかたむけるベギン
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図版 2 ベルギーにおけるベギンホフの分布

フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
�
一
三
世
紀
の
発
明

一
四
一
（
一
四
一
）



た
の
は
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
記
憶
に
新
し
い
。
さ
ら
に
そ
れ
か

ら
二
週
間
の
う
ち
に
、
わ
た
く
し
は
、
ベ
ル
ギ
ー
で
も
有
数
の
規
模

と
美
し
さ
を
誇
る
ふ
た
つ
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
を
訪
れ
る
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
ル
ー
ヴ
ェ
ン
と
ブ
ル
ー
ジ
ュ
の
そ
れ
で
あ
る
（
5
）
。
驚

い
た
の
は
そ
の
広
さ
。
ル
ー
ヴ
ェ
ン
の
そ
れ
は
、
何
と
敷
地
面
積

六
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
お
よ
ぶ
。
若
輩
で
は
あ
っ
た
が
、
わ
た
く
し
も

中
世
史
家
の
は
し
く
れ
と
し
て
若
干
の
予
備
知
識
は
あ
っ
た
も
の

の
、
こ
こ
ま
で
の
規
模
を
誇
る
と
は
想
像
だ
に
し
な
か
っ
た
。
ベ

ル
ギ
ー
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
が
都
市
の
な
か
の
都
市
と
よ
ば
れ
る
こ
と

は
、
ベ
ル
ギ
ー
に
着
い
て
は
じ
め
て
知
っ
た
が
、
な
る
ほ
ど
、
そ

の
異
名
に
ふ
さ
わ
し
い
景
観
で
あ
る
。
ル
ー
ヴ
ェ
ン
の
フ
ロ
ー 図版 3 ブルージュのベギンホフの内庭から

居住用家屋を望む

図版 4 ルーヴェンのベギンホフ全景（17世紀の景観をほぼ保つ）
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ト
�
ベ
ギ
ン
ホ
フ
（
フ
ロ
ー
ト
は
、
大
き
い
の
意
味
の
オ
ラ
ン
ダ

語
。
市
内
に
は
比
較
的
小
規
模
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
も
存
在
す
る
た
め

大
き
い
方
が
こ
の
名
前
で
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
い
る
（
6
）
）
に
足
を
踏

み
入
れ
て
見
れ
ば
、
敷
地
内
を
縦
横
に
街
路
が
は
し
り
、
正
面
入

り
口
か
ら
遠
い
裏
側
に
は
、
緑
地
が
ひ
ろ
が
り
、
緑
地
を
ふ
ち
ど

る
よ
う
に
木
々
が
う
え
ら
れ
て
い
る
。
敷
地
内
を
貫
通
す
る
川
ま

で
あ
り
、
橋
の
両
側
に
敷
地
が
広
が
る
と
い
う
威
容
で
あ
る
（
7
）
。
し

か
も
道
路
側
の
外
壁
に
は
、
一
切
窓
が
な
く
、
複
数
の
家
屋
の
壁

面
が
き
れ
め
な
く
連
続
し
全
体
と
し
て
閉
鎖
的
空
間
を
形
成
し
て

い
る
た
め
に
、
外
を
あ
る
い
て
い
て
も
、
入
口
を
入
ら
な
け
れ
ば
、

そ
の
存
在
に
も
全
容
に
も
気
づ
き
よ
う
が
な
い
。
こ
う
し
た
閉
鎖

的
空
間
が
、
ベ
ル
ギ
ー
の
歴
史
に
も
た
ら
し
た
意
味
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
七
五
〇
年
と
い
う
長
き
に
わ
た
っ
て
、
そ
の
存
在
を
近

年
ま
で
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
存
在
し
て
き
た
と
い
う
こ

と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
そ
の
性
格
に
関

し
て
の
理
解
は
、
異
な
る
文
化
圏
の
人
間
に
は
理
解
が
お
よ
び
に

く
く
、
正
確
に
そ
の
歴
史
的
意
義
を
理
解
し
説
明
し
う
る
研
究
者

は
、
当
時
の
日
本
に
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
海
外
か
ら
の

渡
航
者
が
、
ベ
ギ
ン
ホ
フ
を
訪
れ
る
こ
と
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た

か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ブ
ル
ー
ジ
ュ
の
ベ

ギ
ン
ホ
フ
な
ど
は
、
す
く
な
く
と
も
半
世
紀
ま
え
か
ら
著
名
な
観

光
名
所
と
し
て
人
々
を
魅
了
し
て
い
た
。
だ
が
、
残
念
な
こ
と
に
、

訪
れ
る
観
光
客
の
大
半
は
、
そ
れ
が
い
か
な
る
意
図
を
も
っ
て
建

設
さ
れ
、
い
か
な
る
性
格
の
集
落
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
知

る
こ
と
な
く
、
立
ち
去
る
の
み
で
あ
り
、
そ
の
性
格
、
そ
れ
が
女

性
の
歴
史
と
文
化
に
果
た
し
た
意
義
に
つ
い
て
は
、
相
当
程
度
実

情
と
異
な
る
単
純
化
さ
れ
た
理
解
を
し
た
ま
ま
で
終
わ
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

一
例
を
あ
げ
よ
う
。
わ
た
く
し
が
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
歴
史
を
研
究

対
象
と
し
た
一
九
八
〇
年
代
に
ベ
ギ
ン
ホ
フ
を
訪
れ
た
高
名
な
日

本
人
歴
史
家
は
、「
あ
れ
は
ま
あ
養
老
院
だ
」
と
吹
聴
し
て
い
た
（
8
）
。

ま
た
、
現
在
で
も
あ
の
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の
日
本
語
版
は
、
ベ
ギ

ナ
ー
ジ
ュ
の
項
目
で
、
ベ
ギ
ン
ホ
フ
を
ベ
ギ
ン
会
と
い
う
存
在
し

な
い
女
子
修
道
会
の
修
道
院
で
あ
る
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
ま

た
さ
ま
ざ
ま
な
旅
行
会
社
の
う
つ
ツ
ア
ー
で
も
こ
と
に
ブ
ル
ー
ジ

ュ
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
は
、
か
な
ら
ず
組
み
込
ま
れ
る
場
所
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
ベ
ギ
ン
ホ
フ
と
は
か
か
れ
ず
、
ベ
ギ
ン
会
修
道

院
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
地
の
人
々
に
と
っ
て

は
、
ベ
ギ
ン
ホ
フ
と
い
う
独
特
の
制
度
は
、
修
道
会
と
は
異
質
な
、

別
種
の
制
度
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
（
9
）
、
ベ
ギ
ン
と
は

何
か
を
説
明
す
る
際
に
は
、
彼
女
た
ち
は
、
修
道
女
と
ど
こ
が
違

う
か
が
ま
っ
さ
き
に
説
明
さ
れ
る
の
が
現
地
で
外
国
人
む
け
に
配

フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
�
一
三
世
紀
の
発
明

一
四
三
（
一
四
三
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ら
れ
る
観
光
案
内
の
常
な
の
で
あ
る
。
修
道
会
の
一
種
で
は
な
く
、

修
道
会
と
対
比
的
な
存
在
と
し
て
ベ
ギ
ン
制
度
（
会
）
と
い
う
も

の
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
が
果
た
し
た
歴
史
的
役
割
は
、
固
有

で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
な
の
で
あ
っ
て
、
ベ
ギ
ン
会
と
い
う
修
道

会
が
あ
っ
て
、
そ
の
傘
下
に
あ
る
共
同
体
が
ベ
ギ
ン
ホ
フ
と
呼
ば

れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
ベ
ギ
ン
会
と
い
う
表
現
を
用
い

な
が
ら
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
固
有
の
役
割
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と

自
体
そ
の
成
立
基
盤
、
役
割
、
意
義
の
理
解
に
あ
た
っ
て
障
壁
と

な
る
と
い
っ
て
よ
い
。
修
道
会
・
修
道
女
と
、
ベ
ギ
ン
（
会
）・

ベ
ギ
ン
は
中
世
以
来
、
教
会
法
上
別
個
の
扱
い
を
う
け
て
お
り
、

ベ
ギ
ン
ホ
フ
は
、
女
子
修
道
院
制
度
を
補
完
し
な
が
ら
女
子
修
道

院
で
は
果
た
し
得
な
い
役
割
も
は
た
し
つ
つ
、
固
有
の
歴
史
を
刻

ん
で
今
に
い
た
っ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
10
）
。
こ
の
問
題
は
教
会

史
関
係
者
以
外
に
は
あ
ま
り
に
も
煩
瑣
で
複
雑
で
あ
ろ
う
と
思
う

の
で
こ
こ
で
こ
の
点
に
あ
ま
り
立
ち
入
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い

が
、
あ
ら
か
じ
め
簡
単
に
箇
条
書
き
程
度
に
修
道
院
と
ベ
ギ
ン
ホ

フ
の
違
い
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
だ
け
は
お
許
し
願
い
た
い
。
ベ

ギ
ン
が
教
会
法
上
は
、
修
道
女
と
別
個
の
扱
い
を
受
け
た
点
に
は

す
で
に
ふ
れ
た
が
、
そ
の
意
味
で
修
道
女
と
修
道
院
を
し
ば
っ
て

い
た
さ
ま
ざ
ま
な
規
制
か
ら
ベ
ギ
ン
は
自
由
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

そ
れ
は
、
中
世
の
あ
る
時
期
に
ベ
ギ
ン
が
増
加
し
た
一
因
で
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
二
点
目
と
し
て
、
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
居
住
者
は
、

修
道
女
と
異
な
り
盛
式
誓
願
と
よ
ば
れ
る
修
道
女
に
要
求
さ
れ
る

終
生
に
わ
た
り
法
的
拘
束
力
を
も
つ
誓
願
を
た
て
な
い
と
い
う
意

味
で
、
服
装
が
ど
う
あ
れ
修
道
女
と
の
対
比
で
い
え
ば
、
疑
似
修

道
女
と
で
も
い
う
ほ
か
な
い
（
11
）
。
三
点
目
と
し
て
、
修
道
女
は
キ
リ

ス
ト
教
徒
の
模
範
で
こ
そ
あ
れ
異
端
の
刻
印
を
お
さ
れ
る
危
険
か

ら
皆
無
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
対
し
て
ベ
ギ
ン
と
呼
ば
れ
る
女
性

た
ち
は
、
こ
の
用
語
の
使
用
方
法
が
あ
い
ま
い
な
基
準
に
よ
る
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
異
端
の
烙
印
を
お
さ
れ
た
受
難
の
時
期

を
し
の
び
つ
つ
疑
い
を
は
ら
す
こ
と
で
存
続
し
え
た
。

修
道
院
と
ベ
ギ
ン
ホ
フ
を
わ
け
る
相
違
点
は
、
ほ
か
に
も
あ
げ

ら
れ
る
が
、
今
こ
こ
で
、
こ
れ
以
上
相
違
点
を
細
か
く
あ
げ
て
い

く
よ
り
も
、
も
う
少
し
異
論
の
余
地
の
な
い
、
物
的
側
面
に
た
ち

か
え
っ
て
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
点
を
確
認
し
、
ベ
ギ

ン
ホ
フ
の
性
格
へ
と
議
論
を
す
す
め
よ
う
。

Ⅱ
�
今
日
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
景
観
と

そ
れ
が
た
ど
っ
て
き
た
簡
単
な
歴
史

ブ
ル
ー
ジ
ュ
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
を
訪
れ
る
大
半
の
日
本
人
が
同
意

す
る
の
は
、
そ
の
景
観
が
そ
こ
に
た
た
ず
む
と
思
わ
ず
写
真
を
と

り
た
く
な
る
ほ
ど
、
美
し
い
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
12
）
。
そ
こ
に
居

史
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住
し
た
の
が
だ
れ
で
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
美
し
い
一
画
が
い
か
な

る
企
図
の
も
と
に
設
営
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
点
に
関
す
る
理
解

は
お
よ
ば
ず
、
こ
れ
は
い
っ
た
い
な
ん
だ
ろ
う
、
こ
の
雰
囲
気
は

ど
こ
か
ら
く
る
の
か
と
驚
く
の
み
で
、
わ
か
ら
な
い
ま
ま
立
ち
去

る
に
し
て
も
で
あ
る
。
一
三
世
紀
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
の
施
設
の
居

住
者
は
、
そ
こ
に
居
住
す
る
限
り
は
、
異
性
と
の
性
的
接
触
や
不

用
意
な
交
際
を
避
け
た
生
活
を
求
め
ら
れ
て
い
た
。
彼
女
た
ち
は

い
ず
れ
は
ベ
ギ
ン
（
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
ベ
ル
ギ
ー
で
は
個
人

と
し
て
の
ベ
ギ
ン
を
あ
そ
こ
に
ベ
ギ
ン
が
い
る
よ
と
い
う
よ
う
な

意
味
で
文
章
を
つ
く
る
際
に
は
、
ベ
ギ
ン
が
い
る
よ
、
と
は
い
わ

ず
、
ベ
ゲ
イ
ン
チ
ェbegijntje

が
い
る
よ
の
よ
う
に
用
い
る
が
、

文
献
上
こ
の
呼
び
方
が
で
て
く
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
慣
例
に
し

た
が
っ
て
こ
こ
で
も
ベ
ギ
ン
の
表
記
で
統
一
す
る
）
と
総
称
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
ベ
ギ
ン
と
い
う
名
称
は
、
当
初
か

ら
ベ
ギ
ン
ホ
フ
住
民
を
代
表
と
す
る
敬
虔
な
女
性
た
ち
の
一
般
的

呼
称
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
敬
虔
な
女
性
た
ち
は
、
出

現
当
初
は
、
実
際
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
呼
称
で
呼
ば
れ
て
お
り
、
た

と
え
ば
、
一
二
一
六
年
に
、
教
皇
ホ
ノ
リ
ウ
ス
三
世
が
彼
女
た
ち

を
保
護
下
に
置
い
た
文
書
で
は
、
ベ
ギ
ン
と
い
う
呼
称
は
も
ち
い

ら
れ
て
い
な
い
（
13
）
。
ベ
ギ
ン
と
い
う
呼
称
の
初
出
は
一
二
〇
七
年
で

あ
っ
て
、
一
三
世
紀
を
通
じ
て
、
修
道
院
に
は
入
っ
て
お
ら
ず
、

一
般
の
俗
人
に
ま
じ
っ
て
市
内
に
居
住
し
な
が
ら
禁
欲
を
ま
も
る

あ
る
種
の
女
性
た
ち
を
そ
う
呼
ぶ
こ
と
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
で
一

般
化
す
る
の
は
や
や
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
並
行
し
て
低

地
地
方
で
は
、
一
二
三
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
ま
で
に
ほ
と
ん
ど

の
都
市
に
ベ
ギ
ン
ホ
フ
、
つ
ま
り
ベ
ギ
ン
専
用
居
住
区
が
建
設
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
。
ベ
ギ
ン
ホ
フ
は
、
直
訳
す
れ
ば
、「
ベ
ギ
ン

の
園
」
程
度
の
意
味
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
ベ
ギ
ン
の

派
生
語
と
い
え
る
が
、
こ
れ
に
値
す
る
ラ
テ
ン
語
と
し
て
の
ベ
ギ

ナ
ギ
ウ
ムbeguinagium

は
、
史
料
中
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は

か
な
り
ま
れ
で
相
当
程
度
史
料
を
読
み
込
ん
で
い
っ
て
も
こ
の
用

語
に
あ
た
る
こ
と
は
な
い
（
14
）
。
で
あ
る
の
に
、
こ
の
用
語
に
匹
敵
す

る
言
葉
で
翻
案
と
思
わ
れ
る
用
語
が
実
は
日
本
語
に
も
あ
り
、
そ

れ
は
比
丘
尼
御
所
で
あ
る
。
比
丘
尼
が
ベ
ギ
ン
の
転
訛
で
あ
る
こ

と
は
、
各
種
言
語
に
精
通
し
た
読
者
で
あ
れ
ば
、
容
易
に
理
解
す

る
だ
ろ
う
が
、
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
ホ
フ
と
は
、
宮
廷
だ
と
か
、
中
庭

だ
と
か
の
意
味
を
持
つ
用
語
で
あ
る
の
で
、
ホ
フ
の
文
字
道
理
の

訳
語
と
し
て
の
、「
御
所
」
が
、
ホ
フ
の
訳
語
と
し
て
選
択
さ
れ
、

遠
く
離
れ
た
日
本
で
比
丘
尼
御
所
と
し
て
出
現
す
る
こ
と
に
な
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
奇
妙
で
あ
る
が
、
洋
の
東
西
の
交
流
は
、
過

去
に
お
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
想
像
を
こ
え
て
深
か
っ
た
と
い
う

こ
と
な
の
だ
ろ
う
（
15
）
。
さ
て
、
こ
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
景
観
で
あ
る
が
、

フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
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図版 6 ブルージュのベギンホフ正
門付近

手前の白い部分が正門であり、その
左手に広がるのが愛の湖である。

図版 7 ディーストのベギンホフ 図版 8 同正門 図版 9 同聖霊ターフェルの家

図版 5 ブルージュのベギンホフの
鳥瞰図

周囲とくらべてめだって緑の多い一
帯がもともとのベギンホフの敷地で
あり、ガイドブックで愛の湖とよば
れている池の部分、正面の門の外側
ももともとは、ベギンホフの敷地で
ここには施療院などがあった。図で
言うと下のほうのしげみの部分にあ
たる。
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図版 10 ディーストのベギンホフ 図版 11 同 図版 12 同

図版 13及び図版 14 コルトレイクのベギンホフ。左は学校

フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
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図版 15及び図版 16 ルーヴェンのフロートベギンホフ

図版 17及び図版 18 ルーヴェンのフロート＝ベギンホフ

図版 19 ディクスマイデのベギンホフ
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ほ
か
の
地
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
の
ラ
イ
ン
河
流
域
で

一
般
的
で
あ
っ
た
単
一
も
し
く
は
、
二
、
三
の
家
屋
も
し
く
は
、

単
一
の
家
屋
の
一
部
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
建
造
物
に
対
し
て
も
、

英
語
、
仏
語
研
究
文
献
で
は
ベ
ギ
ナ
ー
ジ
ュ
（
ベ
ギ
ン
ホ
フ
に
あ

た
る
仏
語
、
英
語
表
現
）
の
呼
称
を
あ
て
る
こ
と
が
一
般
に
お
こ

な
わ
れ
て
い
る
（
16
）
。
こ
う
い
っ
た
単
独
家
屋
形
式
を
主
流
と
す
る
他

地
域
の
ベ
ギ
ン
共
同
体
に
対
し
て
現
ベ
ル
ギ
ー
に
残
存
す
る
ベ
ギ

ン
ホ
フ
に
つ
い
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、
そ
れ
が
広
々
と
し
て
お
り
、

囲
壁
や
水
路
で
外
界
か
ら
遮
断
さ
れ
て
お
り
、
独
自
の
礼
拝
堂
と

施
療
院
を
囲
壁
内
の
敷
地
に
そ
な
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
日
が
暮
れ
て
か
ら
女
性
た
ち
が
一
般
市
域
の
教
会
に
か
よ
う

こ
と
の
不
都
合
（
17
）
や
、
構
成
員
の
老
後
な
ど
を
考
え
て
設
置
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
一
般
市
民
は
、
そ
の
居
住
地
に
よ
っ
て
自

動
的
に
割
り
振
ら
れ
る
き
ま
っ
た
教
区
教
会
に
通
う
こ
と
が
義
務

で
あ
っ
て
、
教
区
教
会
以
外
の
教
会
に
通
う
こ
と
は
選
ば
れ
た
者

の
特
権
で
あ
っ
た
か
ら
、
思
い
き
っ
た
い
い
か
た
を
す
れ
ば
、
ベ

ギ
ン
は
、
宗
教
的
特
権
階
級
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

Ⅲ
�
ベ
ギ
ン
ホ
フ
が
未
婚
女
性
に
と
っ
て

も
っ
て
い
た
意
味
�
守
ら
れ
た
空
間

ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
静
謐
で
、
独
特
な
雰
囲
気
は
低
地
地
方
の
生
ん

だ
偉
大
な
画
家
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
絵
画
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
こ
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
る
も
の
を
感
じ
取
る
の
は
わ
た
く
し

だ
け
は
な
い
だ
ろ
う
。
実
際
未
婚
女
性
に
と
っ
て
、
ベ
ギ
ン
ホ
フ

は
理
想
的
な
居
住
空
間
で
あ
っ
た
。
喧
騒
を
は
な
れ
た
お
だ
や
か

な
雰
囲
気
が
そ
こ
に
は
た
だ
よ
い
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
チ
ェ
ッ
ク
も

万
全
で
、
敷
地
を
外
部
と
隔
て
る
門
は
夕
刻
六
時
を
め
ど
に
閉
鎖

さ
れ
翌
朝
あ
ら
た
め
て
開
か
れ
る
き
ま
り
で
あ
り
、
男
性
は
、
誰

一
人
と
し
て
夜
間
敷
地
内
に
立
ち
入
る
こ
と
、
と
ど
ま
る
こ
と
を

許
さ
れ
な
か
っ
た
。
敷
地
内
礼
拝
堂
に
奉
仕
す
る
司
祭
の
家
は
、

ル
ー
ヴ
ェ
ン
で
は
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
近
く
と
は
い
え
、
外
部
の
通
り

に
位
置
し
て
い
た
く
ら
い
で
専
従
司
祭
で
あ
っ
て
も
、
男
と
い
う

意
味
で
信
頼
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
（
18
）
。
司
祭
と
い
え
ど

も
女
の
色
香
に
よ
ろ
め
か
な
い
保
証
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

兵
士
や
見
知
ら
ぬ
も
の
な
ど
の
ぞ
ま
し
か
ら
ぬ
者
の
立
ち
入
り
も

入
り
口
で
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
い
た
（
19
）
。
こ
こ
で
女
性
た
ち
は
、
日
々

の
生
活
の
中
で
感
じ
る
煩
わ
し
さ
や
鬱
陶
し
さ
、
ま
た
伴
侶
や
守

る
ひ
と
の
な
い
未
婚
女
性
を
見
舞
い
が
ち
な
危
険
か
ら
多
か
れ
少

な
か
れ
保
護
さ
れ
て
自
活
し
た
生
活
を
い
と
な
ん
で
い
た
の
で
あ

る
（
20
）。
未
婚
女
性
に
と
っ
て
最
も
深
刻
な
危
険
で
あ
っ
て
人
権
侵
害

で
も
あ
る
も
の
が
、
性
的
搾
取
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い

が
そ
う
い
っ
た
も
の
か
ら
守
ら
れ
る
た
め
の
方
策
が
と
ら
れ
て
い

フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
�
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紀
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た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
（
21
）
。

未
婚
女
性
が
く
ら
す
に
は
、
好
都
合
な
面
が
何
か
と
あ
る
備
え

を
も
っ
た
制
度
と
い
っ
て
し
か
る
べ
き
ベ
ギ
ン
ホ
フ
で
あ
る
が
、

よ
く
も
そ
の
よ
う
な
制
度
が
成
熟
し
、
歴
史
の
な
み
を
か
い
く
ぐ

っ
て
き
た
も
の
だ
と
思
う
。
で
は
、
閉
鎖
集
落
型
ベ
ギ
ン
ホ
フ
が
、

広
ま
り
歴
史
に
た
え
て
近
代
以
降
も
存
続
し
、
現
存
す
る
の
は
、

ほ
ぼ
今
日
の
ベ
ル
ギ
ー
の
オ
ラ
ン
ダ
語
圏
即
ち
言
語
圏
と
し
て
の

フ
ラ
ン
ド
ル
に
限
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

Ⅳ
�
一
三
世
紀
の
フ
ラ
ン
ド
ル
地
方

ベ
ギ
ン
ホ
フ
成
立
の
契
機
に
つ
い
て
も
っ
と
も
一
般
に
い
わ
れ

る
の
は
、
そ
れ
が
、
十
字
軍
に
参
加
す
る
た
め
に
故
郷
を
離
れ
た

若
く
魅
力
的
な
そ
う
で
な
け
れ
ば
良
き
伴
侶
と
も
な
り
え
た
男
性

た
ち
の
後
に
残
さ
れ
、
故
国
に
と
ど
ま
っ
た
女
性
た
ち
の
直
面
す

る
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
説
明
で
あ
る
。

だ
が
、
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
十
字
軍
が
は
じ
ま
っ
た
の
は
一

〇
九
六
年
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ベ
ギ
ン
ホ
フ
建
設
は
、
一
三
世

紀
に
な
っ
て
か
ら
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
事
実
を
考
え
れ
ば
、
こ
う

し
た
突
発
的
理
由
だ
け
を
も
っ
て
、
ベ
ギ
ン
ホ
フ
繁
栄
の
説
明
と

は
し
が
た
い
（
22
）
。

集
落
型
ベ
ギ
ン
ホ
フ
誕
生
の
問
題
を
歴
史
的
に
説
明
す
る
に
は
、

し
た
が
っ
て
、
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
基
礎
が
築
か
れ
た
年
代
と
地
域
が

一
三
世
紀
中
ご
ろ
の
現
ベ
ル
ギ
ー
に
集
中
し
て
い
る
点
を
考
慮
し

な
が
ら
当
時
の
時
代
状
況
、
地
域
の
特
殊
事
情
な
ど
を
考
察
に
含

め
て
行
く
必
要
が
あ
る
（
23
）
。
全
般
的
な
地
域
の
状
況
か
ら
み
て
い
く

と
、
こ
の
地
域
は
ロ
ー
マ
時
代
と
い
う
比
較
的
早
い
時
期
に
キ
リ

ス
ト
教
化
が
進
み
、
キ
リ
ス
ト
教
の
下
に
平
和
と
繁
栄
を
享
受
し

た
歴
史
を
も
つ
。
こ
の
土
壌
に
加
え
て
中
世
後
期
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

都
市
化
が
進
行
し
た
一
二
世
紀
か
ら
一
三
世
紀
に
か
け
て
、
都
市

図版 20 アントウェルペンのベギンホフ
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ベ
ル
ト
地
帯
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
形
成
し
最
も
都
市
化
の
著

し
か
っ
た
の
が
現
在
の
ベ
ル
ギ
ー
に
あ
た
る
低
地
地
方
と
イ
タ
リ

ア
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
繁
栄
を
さ
さ
え
た
産
業
の
筆
頭
が
織

布
産
業
で
あ
っ
て
、
こ
の
産
業
は
現
代
日
本
で
い
え
ば
、
車
に
あ

た
る
基
幹
産
業
で
外
貨
獲
得
の
筆
頭
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も

の
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
フ
ラ
ン
ド
ル
産
の
布
は
、
高
品
質
で
名
高

く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
輸
出
さ
れ
流
通
し
て
い
た
（
24
）
。
広
大
な
ベ

ギ
ン
ホ
フ
が
た
ち
ゆ
く
た
め
の
経
済
環
境
と
し
て
こ
の
点
を
見
逃

す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
産
業
の
お
か
げ
で
、
こ
の
地
域
で

は
相
当
数
の
女
性
た
ち
が
自
立
を
さ
さ
え
る
対
価
を
得
る
こ
と
が

で
き
た
こ
と
が
確
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
都
市
経
済
全

体
に
と
っ
て
み
て
も
織
布
産
業
を
さ
さ
え
る
労
働
力
を
提
供
し
て

い
た
の
が
、
勤
勉
に
働
く
ベ
ギ
ン
た
ち
で
あ
り
、
そ
う
い
う
意
味

で
は
、
若
年
女
子
労
働
力
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
女
性
た
ち
は
、

経
済
活
動
全
体
を
底
辺
で
支
え
る
な
く
て
は
な
ら
ぬ
労
働
主
体
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
（
25
）
。
浸
透
す
る
貨
幣
経
済
、
勃
興
す
る
市
民
層
、

物
価
上
昇
の
中
で
苦
境
に
立
た
さ
れ
る
中
小
貴
族
、
変
質
す
る
騎

士
層
、
都
市
の
き
ら
び
や
か
な
繁
栄
が
、
こ
の
時
代
の
こ
の
地
域

を
お
お
っ
た
め
く
る
め
く
変
化
で
あ
っ
た
事
を
覚
え
て
お
こ
う
。

さ
ら
に
フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
外
的
環
境
に
つ
い

て
説
明
を
要
す
る
事
柄
が
あ
る
。
そ
れ
は
老
後
の
施
設
で
あ
る
施

療
院
ま
で
内
包
す
る
建
築
物
と
し
て
み
た
場
合
の
複
合
性
で
あ
る
。

ベ
ギ
ン
と
呼
ば
れ
る
女
性
の
存
在
自
体
は
、
一
三
世
紀
に
あ
っ
て

は
汎
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
現
象
で
、
南
は
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
イ
ス
、
東

方
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
ま
で
そ
の
存
在
を
確
認
で
き
る
。
だ
が
、

も
っ
と
も
広
大
な
ベ
ギ
ン
ホ
フ
が
建
設
さ
れ
た
地
域
と
い
え
ば
、

ほ
ぼ
今
日
の
ベ
ル
ギ
ー
北
部
の
フ
ラ
マ
ン
語
（
オ
ラ
ン
ダ
方
言
）

地
域
即
ち
広
義
の
フ
ラ
ン
ド
ル
に
限
定
さ
れ
る
（
26
）
。
こ
の
現
象
を
説

明
す
る
際
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
マ
ル
ガ
レ
ー
タ
、
ヨ
ハ
ン

ナ
と
続
い
て
フ
ラ
ン
ド
ル
女
伯
の
地
位
に
の
ぼ
っ
た
二
人
の
女
性

の
存
在
で
あ
る
。
一
三
世
紀
の
フ
ラ
ン
ド
ル
に
君
臨
し
た
こ
の
二

人
は
、
熱
心
な
ベ
ギ
ン
保
護
政
策
を
と
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

実
際
、
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
領
内
各
地
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
は
、
二
人
の
女

伯
の
肝
い
り
で
建
設
さ
れ
た
も
の
が
相
当
数
み
ら
れ
、
そ
の
際
、

女
伯
は
か
な
り
の
規
模
の
寄
進
、
具
体
的
に
は
土
地
や
収
入
な
ど

を
ベ
ギ
ン
共
同
体
に
提
供
す
る
こ
と
を
惜
し
ま
ず
、
ベ
ギ
ン
保
護

に
ま
い
進
し
て
い
た
（
27
）
。
伝
承
に
よ
れ
ば
、
ふ
た
り
の
女
伯
は
、
貴

族
の
子
女
を
含
め
名
誉
あ
る
女
性
た
ち
が
、
た
だ
た
だ
単
に
、
家

庭
の
事
情
、
相
手
方
の
事
情
な
ど
に
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
伴
侶
を
得

ら
れ
ず
、
か
と
い
っ
て
、
修
道
院
に
は
い
る
こ
と
も
で
き
か
ね
て

不
名
誉
な
生
活
を
し
い
ら
れ
恥
を
し
の
ん
で
い
る
こ
と
を
痛
々
し

く
思
っ
て
い
た
が
、
天
か
ら
の
ひ
ら
め
き
に
よ
っ
て
、
ベ
ギ
ン
ホ

フ
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フ
建
設
を
思
い
つ
い
た
と
い
う
（
28
）
。
端
的
に
い
え
ば
、
二
人
の
女
伯

に
と
っ
て
ベ
ギ
ン
ホ
フ
建
設
の
動
機
（
29
）
は
未
婚
女
性
に
キ
リ
ス
ト
教

徒
と
し
て
恥
じ
ず
に
生
き
る
道
を
提
供
し
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
環

境
を
整
備
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
為
政
者
が
意
図
的

か
つ
積
極
的
に
考
え
て
い
た
点
は
、
他
地
域
に
く
ら
べ
特
筆
す
べ

き
事
情
で
あ
る
。
地
域
の
為
政
者
が
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
女

性
た
ち
に
と
っ
て
め
ぐ
ま
れ
た
環
境
が
う
ま
れ
た
背
景
と
し
て
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
自
身
の
父
親
が
十
字
軍

に
た
び
だ
ち
エ
ル
サ
レ
ム
で
そ
の
ま
ま
死
去
し
た
こ
と
で
、
男
社

会
の
中
で
辛
酸
を
な
め
て
い
た
女
伯
が
、
単
身
女
性
の
苦
労
を
身

を
も
っ
て
理
解
し
、
老
後
ま
で
見
据
え
て
搾
取
か
ら
保
護
し
て
い

た
可
能
性
が
高
く
（
30
）
、
そ
う
考
え
る
な
か
で
ベ
ギ
ン
ホ
フ
と
い
う
特

殊
環
境
の
条
件
が
お
の
ず
と
さ
だ
ま
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
こ
の
女
伯
で
あ
る
が
、
一
三
一
一
年
、
ヴ
ィ
エ
ン
ヌ
公

会
議
が
「
ベ
ギ
ン
と
よ
ば
れ
る
女
性
」
に
つ
い
て
よ
か
ら
ぬ
噂
が

あ
る
と
の
理
由
で
、
弾
圧
を
試
み
た
際
に
も
、
地
域
の
司
教
と
の

連
携
の
も
と
、
地
域
に
お
け
る
ベ
ギ
ン
ホ
フ
住
民
の
潔
白
を
教
皇

に
説
明
し
説
得
す
る
こ
と
に
尽
力
し
成
功
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と

も
、
こ
の
地
域
で
そ
の
後
の
長
き
に
わ
た
っ
て
ベ
ギ
ン
ホ
フ
制
度

が
存
続
し
、
名
誉
あ
る
生
活
様
式
と
し
て
の
ベ
ギ
ン
の
地
位
が
不

動
の
も
の
と
な
っ
た
遠
因
と
な
っ
た
。

極
論
す
れ
ば
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
屈
指
の
名
門
で
あ
っ

た
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
家
、
わ
け
て
も
、
二
人
の
女
伯
が
一
三
世
紀
に

連
続
し
て
伯
領
に
君
臨
し
た
こ
と
が
今
あ
る
形
で
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ

制
度
の
確
立
と
維
持
を
実
現
さ
せ
た
も
う
ひ
と
つ
の
鍵
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
（
31
）
。

こ
の
よ
う
な
宮
廷
と
ベ
ギ
ン
ホ
フ
制
度
の
接
点
を
例
証
す
る
も

の
と
し
て
、
城
に
隣
接
し
て
設
置
さ
れ
た
ベ
ギ
ン
ホ
フ
を
描
写
し

た
図
版
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
確
認
さ
れ
た
い
（
32
）
（
図
版

21
）。
ベ
ギ
ン
ホ
フ
が
城
館
に
併
設
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
見
て
と

れ
る
。
童
話
の
な
か
に
歴
史
の
隠
さ
れ
た
真
実
が
あ
る
こ
と
は
、

阿
部
謹
也
氏
が
名
著
、『
ハ
ー
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
』
で
示
し
た

と
お
り
だ
が
、
こ
の
図
版
か
ら
強
く
想
起
さ
れ
る
の
は
、『
眠
り

姫
』
で
あ
る
。
眠
り
姫
で
は
、
呪
い
に
よ
っ
て
城
の
一
画
の
閉
ざ

さ
れ
た
空
間
で
一
〇
〇
年
の
眠
り
に
つ
い
た
プ
リ
ン
セ
ス
を
、
訪

れ
た
王
子
が
抱
擁
な
ら
ぬ
接
吻
に
よ
っ
て
一
〇
〇
年
の
眠
り
か
ら

め
ざ
め
さ
せ
る
。
物
語
中
に
登
場
す
る
、
呪
い
を
や
わ
ら
げ
死
を

一
〇
〇
年
の
眠
り
に
か
え
た
女
性
に
ベ
ギ
ン
の
姿
を
、
そ
し
て
、

結
婚
相
手
が
あ
ら
わ
れ
る
ま
で
一
〇
〇
年
の
眠
り
に
つ
く
場
所
を
、

城
に
隣
接
し
た
一
角
と
し
て
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
に
、
一
〇
〇
年
の
眠

り
に
つ
い
た
プ
リ
ン
セ
ス
を
、
厳
し
い
規
範
意
識
に
よ
っ
て
男
性

を
遠
ざ
け
性
的
ナ
イ
ー
ブ
さ
を
保
つ
女
性
の
姿
に
重
ね
る
こ
と
が

史
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で
き
る
。
実
際
に
一
九
八
〇
年
代
と
い
う
立
派
な
現
代
に
あ

っ
て
も
、
ベ
ギ
ン
に
依
頼
す
る
こ
と
で
結
婚
式
の
日
の
天
候

を
左
右
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
民
間
で
は
信
じ
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
存
在
は
、
呪
術
的
な
要
素
を
も
つ
も
の
と
し
て
認
識
さ

れ
て
き
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
プ
リ
ン
セ
ス
が
眠

り
に
お
ち
る
瞬
間
に
指
を
つ
い
た
糸
紡
ぎ
棒
は
ベ
ギ
ン
の
労

働
の
象
徴
で
も
あ
り
、
眠
り
姫
伝
説
の
核
と
し
て
、
ベ
ギ
ン

ホ
フ
制
度
を
考
え
る
こ
と
は
そ
う
ま
ち
が
っ
て
い
な
い
だ
ろ

図版 21 トゥルンハウトのベギンホフ

図版 22 ベギンによるレース編み作品

フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
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う
（
33
）。も

う
一
点
ベ
ギ
ン
ホ
フ
と
宮
廷
文
化
と
の
接
点
を
例
証
す
る
素

材
と
し
て
、
ベ
ギ
ン
に
よ
る
精
緻
な
レ
ー
ス
編
み
作
品
の
写
真
を

か
か
げ
て
お
く
（
図
版
22
）。
実
に
精
巧
に
で
き
て
お
り
高
度
の

技
術
が
世
代
を
こ
え
て
受
け
つ
が
れ
て
き
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

用
途
・
製
作
技
術
と
も
に
宮
廷
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
る
の

が
妥
当
だ
ろ
う
。
写
真
に
み
ら
れ
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
値
段
の
つ

か
な
い
よ
う
な
芸
術
に
近
い
作
品
だ
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
も
見
落
さ
れ
が
ち
な
論
点
で
あ
る
が
、
ラ
テ
ン

中
世
と
も
呼
ば
れ
る
時
代
に
あ
っ
て
、
ベ
ギ
ン
た
ち
は
俗
語
つ
ま

り
母
語
に
よ
る
文
学
の
重
要
な
担
い
手
で
も
あ
っ
た
。
ダ
ン
テ
以

前
の
豊
穣
な
俗
語
文
学
の
世
界
の
担
い
手
で
あ
っ
た
彼
女
た
ち
の

作
品
に
は
宮
廷
文
学
と
の
共
通
項
が
多
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

稿
を
改
め
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
宮
廷
文
化
と
ベ
ギ
ン
ホ
フ
制

度
の
接
点
の
傍
証
と
し
て
こ
の
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

Ⅴ
�
文
化
的
遺
産

フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
に
お
け
る
ベ
ギ
ン
ホ
フ
成
功
の
イ
ン
パ
ク
ト

は
強
烈
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
ベ
ギ
ン
ホ
フ
に
範
を
得
た
施
設
の
設

置
は
、
急
速
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
広
ま
っ
た
。
禁
欲
と
は
縁
の

薄
そ
う
な
パ
リ
に
さ
え
、
一
三
世
紀
に
は
、「
ベ
ギ
ン
ホ
フ
」
が

設
置
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
お
け
る
生
活
は
フ
ラ
ン
ド
ル
地

方
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
そ
れ
と
は
幾
分
趣
を
こ
と
に
し
た
も
の
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
パ
リ
の
ベ
ギ
ン
は
毛
皮
の
裏
つ
き
の
コ
ー

ト
を
は
お
っ
て
勢
ぞ
ろ
い
し
て
い
る
の
に
対
し
て
ヘ
ン
ト
の
ベ
ギ

ン
ホ
フ
住
民
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
持
ち
物
し
か
所
有
し
て
お
ら
ず
、

日
々
の
糧
を
え
る
べ
く
、
忙
し
く
労
働
に
い
そ
し
ん
で
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
34
）
。
し
か
し
こ
れ
を
も
っ
て
フ
ラ
ン
ド
ル

地
方
の
ベ
ギ
ン
の
社
会
的
出
自
が
低
か
っ
た
と
す
る
の
は
早
計
で

あ
る
。
つ
つ
ま
し
や
か
で
秩
序
た
だ
し
く
、
勤
勉
な
生
活
態
度
を

身
に
つ
け
る
訓
練
の
意
味
合
い
が
、
祈
り
と
労
働
の
生
活
に
あ
っ

た
か
ら
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
の
ベ
ギ
ン
ホ

フ
の
成
功
に
う
た
れ
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
王
が
パ
リ
に
導
入
し
た

「
ベ
ギ
ン
ホ
フ
」
に
お
い
て
は
つ
つ
ま
し
や
か
な
生
活
と
い
う
規

範
は
当
初
よ
り
真
似
さ
れ
な
か
っ
た
か
、
も
し
く
は
急
速
に
忘
れ

去
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

パ
リ
と
ヘ
ン
ト
に
み
る
生
活
態
度
の
相
違
か
ら
は
、
心
の
も
ち

か
た
と
い
う
も
の
は
、
未
婚
女
性
だ
け
が
住
む
こ
と
を
許
さ
れ
た

区
画
を
つ
く
る
と
い
う
よ
う
な
、
物
的
な
外
観
に
か
か
わ
る
も
の

と
較
べ
る
な
ら
、
真
似
る
だ
と
か
、
輸
入
す
る
だ
と
か
が
き
わ
め

て
困
難
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
逆
も
真
な
り
で
伝
統
は

根
こ
そ
ぎ
に
す
る
こ
と
も
難
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス

史
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革
命
の
際
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
こ
の
事
を
物
語
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命

の
際
、
今
日
の
ベ
ル
ギ
ー
一
帯
は
革
命
防
衛
軍
を
な
の
る
フ
ラ
ン

ス
兵
士
に
占
領
さ
れ
る
が
、
そ
の
際
全
土
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
は
修
道

院
と
同
じ
く
接
収
さ
れ
、
ベ
ギ
ン
は
、
固
有
の
衣
装
を
ま
と
う
こ

と
を
禁
じ
ら
れ
た
。
だ
が
、
数
年
後
、
政
治
的
状
況
が
変
化
す
る

の
を
ま
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
各
地
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
は
、
本
来

の
機
能
と
姿
を
と
り
も
ど
し
た
の
で
あ
る
（
35
）
。
た
だ
し
豊
富
な
財
源

を
と
り
あ
げ
ら
れ
、
教
会
内
部
の
備
品
ま
で
競
売
に
か
け
ら
れ
た

り
し
た
こ
と
の
ダ
メ
ー
ジ
は
大
き
く
、
こ
れ
を
契
機
に
、
ベ
ギ
ン

ホ
フ
は
、
衰
退
の
度
合
を
一
挙
に
速
め
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後

も
ひ
っ
そ
り
と
存
続
し
て
き
た
ベ
ギ
ン
の
生
活
の
伝
統
で
あ
る
が
、

数
年
前
、
フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
の
伝
統
的
生
活
を
継
承
し
て
き
た
最

後
の
ベ
ギ
ン
が
死
去
し
て
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
も
、
ベ
ギ
ン
ホ
フ

の
歴
史
は
幕
を
お
ろ
し
た
。
転
機
は
七
〇
年
代
だ
っ
た
と
も
言
わ

れ
て
い
る
が
、
現
実
問
題
と
し
て
も
今
日
、
ベ
ル
ギ
ー
の
若
い
世

代
に
と
っ
て
ベ
ギ
ン
と
し
て
の
生
は
魅
力
あ
る
選
択
肢
と
し
て
映

ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
来
の
居
住
者
を
失
っ
た
後
も
、

歴
史
の
中
で
ベ
ギ
ン
ホ
フ
が
地
域
に
及
ぼ
し
た
影
響
、
教
育
、
慈

善
の
分
野
で
果
た
し
て
き
た
役
割
は
地
域
住
民
に
語
り
継
が
れ
し

っ
か
り
と
記
憶
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
（
36
）。

Ⅵ
�
お
わ
り
に

本
稿
の
お
わ
り
に
、
わ
た
く
し
自
身
が
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
ベ

ギ
ン
ホ
フ
を
探
訪
し
た
と
き
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
す
る
こ
と
を

お
許
し
願
い
た
い
。
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
は
、
た
ず

ね
あ
て
る
の
が
少
々
む
ず
か
し
く
、
多
少
難
儀
し
た
の
だ
が
、
よ

う
や
く
な
か
に
入
り
、
入
り
口
近
く
の
事
務
所
の
よ
う
な
建
物
で

な
か
の
女
性
の
ま
え
に
立
っ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
女
は
、

最
初
怪
訝
な
表
情
を
あ
か
ら
さ
ま
に
み
せ
、
何
の
た
め
に
外
国
人

が
や
っ
て
き
た
の
か
、
疑
問
に
思
い
、
不
安
げ
で
さ
え
あ
っ
た
。

し
か
し
、
ひ
と
た
び
、
わ
た
く
し
が
オ
ラ
ン
ダ
語
で
自
己
紹
介
を

は
じ
め
、
ベ
ル
ギ
ー
の
名
門
ル
ー
ヴ
ェ
ン
大
学
に
籍
を
お
く
学
生

で
あ
っ
て
、
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
歴
史
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
む
ね
説

明
す
る
や
、
ぱ
っ
と
晴
れ
や
か
な
顔
に
な
り
、
し
き
り
と
、
最
近

刊
行
さ
れ
た
ば
か
り
と
い
う
オ
ラ
ン
ダ
語
で
書
か
れ
た
書
物
を
す

す
め
る
の
で
あ
る
。
つ
た
な
い
オ
ラ
ン
ダ
語
で
ど
こ
で
買
え
る
か

な
ど
、
き
い
た
の
だ
が
、
ど
ん
な
説
明
を
う
け
た
か
で
は
な
く
、

必
死
で
お
し
え
よ
う
と
し
て
く
れ
る
女
性
の
う
れ
し
そ
う
な
態
度

が
わ
た
く
し
に
は
実
に
印
象
的
で
あ
っ
た
。

ベ
ギ
ン
と
し
て
の
生
を
た
っ
と
ぶ
こ
こ
ろ
の
あ
り
よ
う
（
37
）
を
英
語

で
あ
る
と
か
日
本
語
で
あ
る
と
か
で
説
明
し
、
論
じ
る
こ
と
は
実

フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
�
一
三
世
紀
の
発
明

一
五
五
（
一
五
五
）



は
、
む
ず
か
し
い
。
言
語
は
文
化
や
価
値
観
を
内
包
す
る
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
（
38
）
。
ル
ー
ヴ
ェ
ン
最
後
の
ベ
ギ
ン
が
晩
年
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
に
答
え
て
ベ
ギ
ン
と
し
て
の
生
を
美
し
い
も
の
と
答
え
て
い
た

が
、
こ
の
美
し
い
は
、
オ
ラ
ン
ダ
語
で
は
、schone

（
ス
ヒ
ョ

ー
ン
）
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
清
純
さ
清
廉
さ
を
か
ん
じ
さ

せ
る
美
し
さ
と
い
う
含
意
が
あ
る
の
で
華
美
で
け
ば
け
ば
し
い
対

象
は
、
そ
の
範
疇
に
は
い
ら
な
い
。
こ
の
理
解
が
な
け
れ
ば
、
ベ

ギ
ン
の
言
葉
も
何
を
も
っ
て
何
が
美
し
い
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
訳
語
だ
け
を
た
よ
り
に
、
ベ
ギ
ン
の
生
の
ど
こ

が
美
し
い
の
か
理
解
し
た
り
、
考
察
し
た
り
、
も
し
く
は
追
体
験

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

と
は
い
え
、
こ
こ
ま
で
、
な
ん
と
か
、
日
本
語
を
駆
使
し
て
七

五
〇
年
に
お
よ
ぶ
歴
史
を
刻
ん
で
き
た
自
立
す
る
女
性
の
共
同
体

の
成
功
と
存
続
の
謎
に
い
ど
ん
で
き
た
。
そ
れ
ら
を
要
約
す
る
な

ら
、
フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
発
展
と
繁
栄
に
と
っ
て
、

社
会
経
済
的
要
因
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い

が
、
女
性
の
為
政
者
に
よ
る
女
性
の
視
点
か
ら
の
側
面
支
援
、
さ

ら
に
地
域
の
人
々
が
、
ベ
ギ
ン
と
し
て
の
生
お
よ
び
ベ
ギ
ン
ホ
フ

に
対
し
て
経
済
的
必
要
以
上
の
価
値
を
お
い
て
き
た
こ
と
も
ま
た

事
実
で
あ
り
、
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
存
続
要
因
と
い
え
る
。

べ
ギ
ン
ホ
フ
は
若
年
女
性
を
保
護
し
な
が
ら
、
教
育
訓
練
の
場

を
提
供
し
て
き
て
お
り
、
そ
の
目
標
は
女
性
と
し
て
の
尊
厳
を
大

切
に
し
な
が
ら
、
称
賛
に
値
す
る
い
き
か
た
の
基
礎
と
す
る
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ベ
ギ
ン
の
生
活
ス
タ
イ
ル
は
キ
リ
ス

ト
教
徒
と
し
て
の
理
想
的
生
き
方
の
具
現
で
も
あ
っ
た
。
一
三
世

紀
に
高
名
な
聖
職
者
が
の
べ
て
い
た
よ
う
に
、「
彼
女
た
ち
は
誰

の
負
担
に
も
な
っ
て
い
な
い
。
そ
の
生
活
ス
タ
イ
ル
は
天
に
も
っ

と
も
近
い
も
の
で
（
39
）
」、「
慈
善
活
動
に
お
い
て
、
禁
域
の
な
か
で
く

ら
す
修
道
院
生
活
者
に
ま
さ
っ
て
い
る
。
彼
女
た
ち
は
強
欲
な
俗

人
の
た
だ
な
か
で
世
俗
の
流
儀
に
の
っ
と
っ
て
生
活
し
て
お
り
、

喧
騒
の
た
だ
な
か
に
あ
っ
て
隠
者
の
ご
と
き
（
40
）
」
と
言
わ
し
め
た
も

の
で
あ
っ
た
。
聖
職
者
の
華
美
な
生
活
は
、
一
般
民
衆
の
重
い
負

担
と
な
り
中
世
南
フ
ラ
ン
ス
の
カ
タ
リ
派
運
動
や
フ
ラ
ン
ス
革
命

の
遠
因
と
も
な
っ
た
が
、
そ
れ
と
は
異
な
り
他
者
に
負
担
を
か
け

な
い
生
活
様
式
の
実
践
者
が
ベ
ギ
ン
で
あ
っ
た
と
い
う
事
で
あ
る
。

加
え
て
一
九
八
〇
年
代
の
ル
ー
ヴ
ェ
ン
最
後
の
ベ
ギ
ン
の
死
去
に

際
し
て
の
地
元
の
新
聞
の
記
事
に
み
る
よ
う
に
教
育
、
看
護
の
分

野
に
お
け
る
そ
の
貢
献
は
、
地
域
住
民
が
つ
と
に
語
り
つ
ぐ
と
こ

ろ
で
も
あ
り
地
域
に
根
ざ
し
た
活
動
は
万
人
の
認
め
る
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
。

ま
と
め
れ
ば
ベ
ギ
ン
ホ
フ
成
功
の
秘
密
は
、
十
字
軍
の
よ
う
な

単
一
の
理
由
に
よ
り
説
明
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
歴
史
を
こ
え

史

学
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八
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号

一
五
六
（
一
五
六
）



る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
と
、
一
市
民
、
一
女
性
、
一
キ
リ
ス
ト
教

徒
と
し
て
の
生
活
姿
勢
に
関
す
る
伝
統
と
観
念
と
い
っ
た
文
化
要

因
も
（
41
）
ベ
ル
ギ
ー
な
ら
で
は
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
生
成
と
繁
栄
、
長
き
に

わ
た
る
制
度
の
維
持
の
基
礎
に
あ
っ
た
と
い
え
る
（
42
）
。
以
上
、
現
地

調
査
に
も
と
づ
き
、
住
民
感
情
と
当
事
者
の
間
で
伝
え
ら
れ
て
き

た
伝
承
に
注
意
を
払
い
な
が
ら
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
性
格
、
機
能
、
特

質
に
つ
い
て
改
め
て
ふ
り
か
え
っ
た
。
そ
こ
か
ら
見
え
て
き
た
の

は
、
ベ
ギ
ン
ホ
フ
が
教
育
訓
練
の
場
で
も
あ
り
、
未
婚
女
性
を
性

的
搾
取
か
ら
保
護
し
て
い
た
と
い
う
側
面
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
世
界
が
、『
ば
ら
物
語
』
の
よ
う
な
文
学
作
品
ま
た
ク
リ
ス
チ

ー
ヌ
・
ド
・
ピ
サ
ン
の
『
女
の
都
』
と
ど
う
接
合
し
て
い
た
か
、

あ
る
い
は
い
な
い
の
か
は
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て

い
る
。

註（
１
）
本
稿
は
、
二
〇
一
二
年
七
月
三
一
日
に
ベ
ル
ギ
ー
大
使
館
に
て
、

日
本
ベ
ル
ギ
ー
学
会
（B

JA
S

）
の
集
ま
り
で
英
語
報
告
を
本
人
自

ら
逐
次
通
訳
し
な
が
ら
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
も
ち
い
て
同
名
の
タ

イ
ト
ル
で
発
表
し
た
も
の
を
ベ
ー
ス
と
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ

る
。
発
表
の
機
会
を
も
う
け
て
く
だ
さ
っ
た
関
係
者
一
同
に
こ
の

場
を
か
り
て
心
よ
り
感
謝
し
た
い
。

（
２
）
今
日
の
ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
分
布
状
況
に
つ
い

て
は
上
條
敏
子
『
ベ
ギ
ン
運
動
の
展
開
と
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
形
成
』

（
刀
水
書
房
、
二
〇
〇
一
）
一
〇
三
頁
。
ベ
ギ
ン
の
経
済
活
動
及
び

社
会
的
貢
献
に
つ
い
て
は
、
上
條
敏
子
「
中
世
に
お
け
る
女
性
の

経
済
活
動
と
社
会
的
貢
献
に
関
す
る
覚
書
」『
史
学
』
七
九
巻
（
二

〇
一
〇
）
四
〇
一
―
四
一
九
頁
。

（
３
）
上
條
敏
子
「
単
身
女
性
の
住
ま
い
方
│
│
中
世
北
西
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
け
る
ベ
ギ
ン
の
居
住
及
び
組
織
形
態
」
赤
阪
俊
一
、
柳
谷

慶
子
編
著
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
叢
書
第
八
巻
生
活
と
福
祉
』（
明
石
書

店
、
二
〇
一
〇
年
）
一
九
三
―
二
二
九
頁
。

（
４
）
上
條
敏
子
「
単
身
女
性
の
住
ま
い
方
」
こ
と
に
二
〇
〇
―
二
〇

四
頁
、
二
一
七
―
二
二
〇
頁
。
清
貧
は
、
一
三
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
あ
っ
て
は
、
幅
広
く
観
察
さ
れ
る
宗
教
的
モ
テ
ィ
ー
フ
で
初

期
の
ベ
ギ
ン
は
こ
の
理
念
の
影
響
を
う
け
て
い
た
と
さ
れ
る
。
上

條
敏
子
『
ベ
ギ
ン
運
動
の
展
開
と
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
形
成
』、
二
〇

―
二
一
頁
、
同
「
単
身
女
性
の
住
ま
い
方
」
一
九
七
―
二
〇
四
頁
。

（
５
）
ル
ー
ヴ
ェ
ン
の
フ
ロ
ー
ト
�
ベ
ギ
ン
ホ
フ
（
オ
ラ
ン
ダ
語
表
記

G
root

B
egijnhof

）O
lyslager,

W
.

A
.,

H
et

G
root

B
egijnhof

van
Leuven

,Leuven,1978,

上
條
敏
子
、『
ベ
ギ
ン
運
動
の
展
開

と
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
形
成
│
│
単
身
女
性
の
西
欧
中
世
』
特
に
一
〇

七
―
二
〇
二
頁
、
二
二
〇
頁
、
二
八
八
―
二
九
二
頁
、
二
九
四

―
二
九
五
頁
、
三
〇
一
―
三
〇
三
頁
。

（
６
）
ベ
ギ
ン
ホ
フ
は
、
ル
ー
ヴ
ェ
ン
で
は
二
つ
存
在
し
お
お
き
い
ほ

う
が
、G

root
B

egijnhof

ち
い
さ
い
ほ
う
がK

lein
B

egijnjof

。

歴
史
的
に
は
、
小
さ
い
方
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
ほ
う
が
起
源
が
古
い

と
も
い
わ
れ
市
内
中
心
部
近
く
に
あ
り
、
大
き
い
方
は
、
中
世
の

市
壁
を
で
た
す
ぐ
の
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
。
ち
い
さ
い
ほ
う
の
ベ

フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
�
一
三
世
紀
の
発
明

一
五
七
（
一
五
七
）



ギ
ン
ホ
フ
の
存
在
は
あ
ま
り
し
ら
れ
て
お
ら
ず
、
単
に
ル
ー
ヴ
ェ

ン
で
ベ
ギ
ン
ホ
フ
と
い
え
ば
、G

root
B

egijnhof

を
さ
す
。

（
７
）
フ
ロ
ー
ト
�
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
平
面
図
は
、
上
條
敏
子
『
ベ
ギ
ン

運
動
の
展
開
と
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
形
成
』、
一
三
三
頁
。

（
８
）
上
條
敏
子
「
ベ
ギ
ン
運
動
の
理
解
に
お
け
る
聖
俗
二
分
法
の
限
界
」

『
一
橋
論
叢
』
一
一
一
巻
（
一
九
八
四
）
一
三
三
―
一
五
一
頁
。
特

に
三
四
三
―
三
四
四
頁
。Philippen,L.J.M

.,D
e

B
egijnhoven

,
1918,

p.
157,

pp.
169

�171,
Philippen

,
L

.
J.

M
.,

H
et

O
nt-

staan
der

B
egijnhoven

,1943,p.49.

（
９
）
日
本
人
研
究
者
が
ベ
ギ
ン
ホ
フ
を
養
老
院
と
誤
認
し
た
理
由
は

明
ら
か
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
一
七
世
紀
に
は
、
ま
た
伝
承
を
信

じ
る
な
ら
中
世
よ
り
、
フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
は
、
中

上
流
階
級
に
と
っ
て
性
的
に
無
垢
な
格
好
の
お
嫁
さ
ん
候
補
の
集

団
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
見
知
ら
ぬ
外
国
人
男
性

か
ら
の
質
問
に
対
し
て
、
住
ん
で
い
る
の
は
年
寄
り
ば
か
り
で
し

て
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
き
た
と
推
定
さ
れ
る
。
現
状
で
若
い

女
性
の
居
住
地
で
あ
る
限
り
は
そ
の
よ
う
な
説
明
が
安
全
策
と
し

て
必
要
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
ベ
ギ

ン
の
生
活
の
伝
統
が
ほ
と
ん
ど
の
地
域
で
終
焉
を
む
か
え
た
の
は
、

二
〇
世
紀
の
本
当
の
お
わ
り
か
ら
二
一
世
紀
に
か
け
て
か
ら
に
す

ぎ
な
い
こ
と
を
念
頭
に
お
か
れ
た
い
。
逆
に
若
い
女
性
が
、
ベ
ギ

ン
ホ
フ
に
興
味
が
あ
る
の
だ
け
れ
ど
、
と
申
し
出
た
場
合
に
は
、

ベ
ギ
ン
ホ
フ
関
係
者
に
は
大
歓
迎
さ
れ
、
逆
に
、
大
学
教
授
ク
ラ

ス
の
年
配
の
男
性
識
者
か
ら
は
、
ベ
ギ
ン
に
な
っ
た
場
合
に
は
、

法
律
に
よ
る
規
定
は
な
い
け
れ
ど
も
、
途
中
で
や
め
た
い
と
い
っ

て
も
、
社
会
的
制
裁
が
あ
る
の
で
、
よ
く
よ
く
注
意
し
た
ほ
う
が

よ
い
よ
、
だ
と
か
、
経
験
は
あ
る
の
だ
と
か
、
さ
と
さ
れ
質
問
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
、
一
九
八
〇
年
代
の
現
実
で
あ
っ
た
。

当
時
わ
た
く
し
は
す
で
に
大
学
院
生
で
あ
っ
た
が
、
写
真
（
刀
水

書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
た
書
籍
の
カ
ヴ
ァ
ー
の
内
側
に
添
付
）
を
み

る
と
中
学
生
く
ら
い
に
し
か
み
え
な
い
、
と
い
わ
れ
て
お
り
、
そ

の
よ
う
な
前
提
あ
っ
て
こ
そ
の
質
問
で
あ
っ
た
。

（
１０
）
修
道
女
と
ベ
ギ
ン
を
隔
て
る
主
要
な
相
違
は
、
修
道
誓
願
の
種

類
と
有
無
に
あ
る
。
修
道
女
に
な
る
た
め
に
は
、
教
会
法
上
盛
式

誓
願
と
よ
ば
れ
る
終
生
拘
束
力
を
も
つ
誓
願
を
た
て
る
こ
と
に
な

っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
清
貧
、
純
潔
、
従
順
の
三
つ
の
要
件
が

は
い
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ベ
ギ
ン
は
、
純
潔
を
守
る
こ

と
の
み
を
求
め
ら
れ
て
お
り
、
誓
願
は
、
ベ
ギ
ン
ホ
フ
に
居
住
す

る
限
り
に
お
い
て
拘
束
力
を
も
つ
と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
修
道

女
の
場
合
に
は
、
宗
教
改
革
期
の
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
に
よ
る
改

革
以
前
に
は
、
女
性
の
場
合
厳
重
な
修
道
禁
域
を
守
る
こ
と
を
求

め
ら
れ
た
た
め
、
活
動
の
範
囲
は
か
な
り
の
程
度
限
定
さ
れ
た
が
、

こ
の
制
約
を
ベ
ギ
ン
は
う
け
て
い
な
い
。

（
１１
）
女
子
修
道
院
の
あ
り
方
と
ベ
ギ
ン
運
動
の
生
成
に
関
し
て
は
、

上
條
敏
子
『
ベ
ギ
ン
運
動
の
展
開
と
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
形
成
』、
一
一
頁
、

二
二
―
二
三
頁
、
二
三
七
―
二
七
四
頁
、
三
四
頁
。B

.L
V

enarde,
W

om
en’s

m
onasticism

and
m

edieval
Society

:
nunneries

890

�1315
,N

ew
Y

ork
1997.

一
三
世
紀
を
包
ん
だ
宗
教
的
熱
狂

と
ベ
ギ
ン
の
出
現
に
か
ん
し
て
は
、
上
條
前
掲
書
三
二
―
三
四
頁
。

H
ygens,

Lettres
de

Jacques
de

V
itry,

1960.,
p.

74
no.

1.

こ

の
史
料
の
日
本
語
訳
は
、
上
條
敏
子
『
ベ
ギ
ン
運
動
の
展
開
と
ベ

ギ
ン
ホ
フ
の
形
成
』、
二
九
四
頁
。

史

学

第
八
七
巻

第
一
・
二
号

一
五
八
（
一
五
八
）



（
１２
）
現
在
ブ
ル
ー
ジ
ュ
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
に
隣
接
す
る
愛
の
湖
公
園

M
innew

ater

は
、
息
を
の
む
程
の
美
し
さ
だ
が
、
こ
こ
は
、
中
世

に
は
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
敷
地
の
一
部
で
こ
の
湖
の
対
岸
に
ベ
ギ
ン
ホ

フ
の
施
療
院
が
置
か
れ
て
い
た
。

（
１３
）

H
ygens,

Lettres
de

Jacques
de

V
itry,

1960.,
p.

74
no.

1.

こ
の
史
料
の
日
本
語
訳
は
上
條
敏
子
『
ベ
ギ
ン
運
動
の
展
開
と
ベ

ギ
ン
ホ
フ
の
形
成
』、
二
九
四
頁
。

（
１４
）
中
世
の
文
書
史
料
の
史
料
中
に
お
け
る
ベ
ギ
ン
共
同
体
の
表
記

に
つ
い
て
は
、
上
條
敏
子
「
単
身
女
性
の
住
ま
い
方
」
で
分
析
し

た
。

び

く

に

ご
し
ょ

（
１５
）
比
丘
尼
御
所
に
関
し
て
は
、
荒
川
玲
子
「
最
慶
寺
の
沿
革
│
│

尼
五
山
研
究
の
一
齣
│
│
」『
書
陵
部
紀
要
』
二
八
号
、
一
九
七
七

年
、
湯
之
上
隆
「
足
利
氏
の
女
性
た
ち
と
比
丘
尼
御
所
」・「
遠
江

国
浅
羽
荘
と
比
丘
尼
御
所
」（
同
著
『
日
本
中
世
の
政
治
権
力
と
仏

教
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）、
中
井
真
孝
「
崇
光
院
流
と
入

江
殿
」（『
日
本
宗
教
社
会
史
論
叢
』
図
書
刊
行
会
、
一
九
八
二
年
）、

加
藤
知
恵
子
「
室
町
時
代
比
丘
尼
御
所
入
室
と
室
町
殿
免
許
に
つ

い
て
│
│
伏
見
宮
家
姫
宮
と
入
室
尼
寺
を
め
ぐ
っ
て
」『
史
学
』
七

三
（
二
〇
〇
五
年
）
三
七
一
―
三
九
六
頁
、
大
石
雅
章
「
比
丘
尼

御
所
と
室
町
幕
府
│
│
尼
五
山
通
玄
寺
を
中
心
に
し
て
」『
日
本
史

研
究
』
三
三
五
（
一
九
九
〇
年
）、
一
―
二
八
頁
、
再
録
『
日
本
女

性
史
論
集
五
女
性
と
宗
教
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）、
同

『
日
本
中
世
社
会
と
寺
院
』（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
四
年
）、
菅
原

正
子
「
中
世
後
期
の
比
丘
尼
御
所
�
大
慈
院
の
生
活
と
経
営
」『
学

習
院
女
子
大
学
紀
要
』
六
号
（
二
〇
〇
四
年
）
三
七
―
五
四
頁
、

パ
ト
リ
シ
ア
・
フ
ィ
ス
タ
ー「
比
丘
尼
御
所
文
化
と
お
伽
草
子
│
│

二
人
の
近
世
皇
女
の
信
仰
と
文
化
活
動
」『〈
江
戸
〉
の
人
と
身
分

四
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）、
伊
藤
慎
吾
著
「
比
丘
尼
御

所
文
化
と
お
伽
草
子
│
│
恋
塚
物
語
を
め
ぐ
っ
て
」（
徳
田
和
夫
編

『
お
伽
草
子
百
花
繚
乱
』
笠
間
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）、
槙
原
雅
治

「
南
朝
系
比
丘
尼
御
所
保
安
寺
に
つ
い
て
│
│
世
良
親
王
の
遺
領
に

関
す
る
一
考
察
」、
木
原
弘
美
「
天
王
寺
妙
厳
院
比
丘
尼
御
所
│
│

中
世
大
阪
の
寺
院
史
に
つ
い
て
の
試
み
」『
史
窓
』
第
五
八
巻
（
二

〇
〇
一
年
）
二
三
三
―
二
四
二
頁
、
岡
佳
子
「
近
世
の
比
丘
尼
御

所
（
上
）
宝
鏡
寺
を
中
心
に
」『
仏
教
史
学
研
究
』
四
二
（
二
〇
〇

〇
年
）
三
〇
―
六
〇
頁
、
同
「
近
世
の
比
丘
尼
御
所
（
下
）
宝
鏡

寺
を
中
心
に
」『
仏
教
史
研
究
』
四
四
（
二
〇
〇
二
年
）
一
―
四
〇

頁
。
日
本
語
の
比
丘
尼
御
所
の
字
義
通
り
の
訳
語
は
英
語
に
す
る

な
らC

ourt
of

w
om

en
religious

in
B

uddhism

く
ら
い
で
あ

ろ
う
。
一
般
的
に
比
丘
尼
御
所
は
将
軍
家
、
摂
関
家
の
女
性
を
受

け
入
れ
て
い
た
。

（
１６
）
ラ
イ
ン
流
域
都
市
の
ベ
ギ
ン
に
つ
い
て
の
代
表
的
文
献
に
は

Philips,D
.,B

eguines
in

m
edieval

Strasbourg,
A

study
of

the
Social

A
spect

ofB
eguines

Life,
1941

;A
sen,

J.,
D

ie
B

eginen
in

K
öln

,:111

（1927

）,pp.
81

�180
;112

（1928

）pp
.71

�

148
;113

（1928

）,pp.13

�96.

上
條
「
単
身
女
性
の
住
ま
い
方
」

が
あ
る
。
ス
イ
ス
に
お
け
る
ベ
ギ
ン
の
居
住
組
織
形
態
に
つ
い
て

は
、W

ilts,A
.,B

eginen
im

B
odengoraum

,
1994,

pp.
45

�141

が
参
考
に
な
る
。

（
１７
）
ベ
ギ
ン
が
教
会
に
通
う
こ
と
で
生
じ
る
不
都
合
に
つ
い
て
は
、

『
ベ
ギ
ン
運
動
の
展
開
と
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
形
成
』
一
〇
五
頁
及
び
註

１１
を
参
照
の
こ
と
。
ベ
ギ
ン
が
教
会
に
通
う
時
間
帯
に
つ
い
て
は

フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
�
一
三
世
紀
の
発
明

一
五
九
（
一
五
九
）



同
二
九
八
頁
の
史
料
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
「
単
身
女
性
の
住
ま

い
方
」
二
一
二
頁
。

（
１８
）
ル
ー
ヴ
ェ
ン
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
司
祭
の
住
ま
い
は
、
ベ
ギ
ン
ホ
フ

の
隣
を
は
し
る
通
り
に
あ
っ
た
。

（
１９
）

O
lyslager.

W
.

A
.,

H
et

G
root

B
egijnhof

van
Leuven

,
1978,pp.55

�56.,

ベ
ギ
ン
ホ
フ
内
の
生
活
全
般
に
つ
い
て
は
、

上
條
敏
子
『
ベ
ギ
ン
運
動
の
展
開
と
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
形
成
』
一
二

三
―
二
〇
一
頁
。

（
２０
）
ベ
ギ
ン
に
対
す
る
大
学
生
か
ら
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
し
て
は
、

O
lyslager,

W
.

A
.,

T
he

G
root

B
egijnhof

of
Leuven

,
n.d.,

p.
118.

（
２１
）
女
性
労
働
者
に
対
す
る
前
近
代
、
近
代
の
日
本
に
お
け
る
性
的

搾
取
と
そ
れ
に
対
す
る
女
性
た
ち
の
方
策
に
関
し
て
は
、
上
條
敏

子
「
単
身
女
性
の
住
ま
い
方
」
二
二
九
頁
、
注（
２６
）。
西
欧
で
は
、

ベ
ー
ル
を
つ
け
た
女
性
に
対
す
る
性
犯
罪
は
一
般
女
性
に
対
す
る

性
犯
罪
に
較
べ
二
倍
の
重
さ
で
厳
し
く
罰
せ
ら
れ
て
も
い
た
。
例

え
ば
九
世
紀
の
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
王
の
法
。M

cC
arthy,C

.,ed.
Love,

Sex
and

M
arriage

in
the

M
iddle

A
ges

A
Source

B
ook,

2004,p.101.

（
２２
）
ベ
ギ
ン
と
そ
の
男
性
版
で
あ
る
ベ
ガ
ル
ド
に
関
す
る
基
本
的
著

作
は
、
い
ま
もM

cD
onnel,E

.,B
eguines

and
B

eghards
in

M
e-

dieval
C

ulture
;

w
ith

special
em

phasis
on

B
elgian

Scene
,

1954.

ほ
か
に
重
要
文
献
と
し
て
は
、G

reven,J.,D
ie

A
nfange

der
B

eginen.
E

in
B

eitrag
zur

G
eschichte

und
der

O
rdensw

e-
sens

im
H

ochm
ittelallters,

M
ünster,

1912,;N
im

al,
H

.,
Les

béguinages,
O

rigines,
developm

ent,
organisation

intérièure,

influence,
A

nnales
de

la
Societe

archéologique
de

l’arrondis-
sem

enet
de

N
ivelles

IX
,

N
ivelles,

1908
;Philippen,

L.
J.

M
.,

B
egijnhoven

:O
orsprong,

G
eschiedenis,

Inrichting,
A

ntw
er-

pen
,

1918
;M

ens,
A

.,
O

orsprong
de

betekenis
van

de
ned-

erkandse
B

egijnen
en

B
egardenbew

eging,
B

ruxelles/
A

nt-
w

erpen,
1947

;G
rundm

ann
,

H
.,

R
eligiöse

B
ew

egungen
im

M
ittelalter

,
D

arm
stad

,
1961

;
G

rundm
ann

,
H

.,
Zur

G
eschichte

der
B

eginen
im

13.
Jahrhundert,

A
rchiv

für
K

ulturgeschichte,B
nad

21,
Leipzig,

B
erlin,

1931
;Freed,

J.
B

.,U
rban

D
evelopm

ent
and

the,
“C

ura
M

onialium
”

in
the

T
hirteenth

C
entury

G
erm

any,
V

iator
3

（1972

）;Stein
,

F
.

M
.,T

he
R

eligious
W

om
en

ofC
ologne

:1120

�1320
,

A
nn

A
r-

bor,
1977

;Sim
ons,

W
.,

C
ities

of
Ladies

:B
eguine

C
om

m
u-

nities
in

the
M

edieval
Low

C
ountries,200；

上
條
敏
子
『
ベ

ギ
ン
運
動
の
展
開
と
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
形
成
』（
刀
水
書
房
、
二
〇
〇

一
年
）；

同
「
単
身
女
性
の
住
ま
い
方
」『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
叢
書
第

八
巻
生
活
と
福
祉
』（
明
石
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
一
九
三
―
二
三

〇
頁
。
上
條
敏
子
「
ベ
ギ
ン
ホ
フ
」『
図
説
ベ
ル
ギ
ー
美
術
と
歴
史

の
旅
』（
二
〇
一
五
年
）
三
五
―
三
六
頁
、
池
上
俊
一
『
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
中
世
の
宗
教
運
動
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
２３
）
中
世
低
地
地
方
に
お
け
る
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
設
立
年
代
に
つ
い
て

は
、Sim

ons,W
.,

C
ities

of
Ladies

:B
eguine

C
om

m
unities

in
the

M
edieval

Low
C

ountries,2001,p.49
T

able
1.

表
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
、
一
二
七
〇
年
ま
で
に
、
七
七
箇
所
が
設
立
さ
れ
た
。

（
２４
）

E
nnen,E

,,T
he

m
edieval

tow
n

,tr.N
.Fryde,N

ew
Y

ork,
1979,

pp
.

153

�156,
D

öllinger,
P

.,
R

elations
dirècts

entre

史

学

第
八
七
巻

第
一
・
二
号

一
六
〇
（
一
六
〇
）



Strasbourg
et

le
villes

hansatiques,1975,pp.160

�161,

上
條

敏
子
『
ベ
ギ
ン
運
動
の
展
開
と
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
形
成
』
二
六
八
頁
、

Sim
ons

W
.,C

ity
ofLadies,p.4.

一
三
五
六
年
か
ら
一
三
五
八

年
当
時
ア
ル
プ
ス
以
北
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ド
ル
都

市
ヘ
ン
ト
は
パ
リ
に
つ
い
で
二
番
目
の
規
模
を
ほ
こ
っ
て
お
り
、

ブ
ル
ー
ジ
ュ
が
そ
れ
に
つ
い
で
四
六
、〇
〇
〇
人
（
一
三
三
八
―
一

三
四
〇
）
で
ほ
ぼ
ロ
ン
ド
ン
と
並
ぶ
規
模
で
あ
っ
た
。
ほ
か
の
フ

ラ
ン
ド
ル
都
市
と
し
て
は
、
ア
ラ
ス
、
リ
ー
ル
、
ド
ゥ
エ
、
サ
ン

ト
メ
ー
ル
、
ト
ゥ
ル
ネ
、
イ
ー
プ
ル
、
ヴ
ァ
レ
ン
シ
エ
ン
ヌ
、
モ

ン
ス
が
人
口
規
模
二
〇
、〇
〇
〇
か
ら
四
〇
、〇
〇
〇
。
ほ
か
に
、

ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ
ン
の
人
口
が
一
四
三
七
年
時
点
で
一
五
、〇
〇
〇

人
で
あ
り
同
市
人
口
は
、
一
四
三
七
年
ま
で
に
五
五
、〇
〇
〇
人
規

模
、
一
五
二
六
年
に
は
、
一
〇
〇
、〇
〇
〇
人
規
模
に
成
長
し
た
。

ほ
か
の
低
地
地
方
の
主
要
都
市
に
は
、
ル
ー
ヴ
ェ
ン
、
ス
ヘ
ル
ト

ー
ヘ
ン
ボ
ス
、
メ
ヘ
レ
ン
、
リ
エ
ー
ジ
ュ
が
あ
っ
た
。Sim

ons,
W

.,op.cit.,ibid.

都
市
と
い
っ
て
も
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
そ
れ
は
、

全
体
的
に
比
較
的
小
規
模
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

以
下
の
文
献
で
指
摘
し
て
あ
る
。
上
條
敏
子
「
ベ
ギ
ン
運
動
の
理

解
に
お
け
る
聖
俗
二
分
法
の
限
界
」『
一
橋
論
叢
』
一
一
一
（
一
九

九
四
）
一
三
三
―
一
五
一
頁
。
こ
の
地
域
の
特
性
に
つ
い
て
は
、

上
條
敏
子
「
書
評W

alter
Sim

ons,C
itres

ofLadies,
B

eguine
C

om
m

unities
in

the
M

edieval
Low

C
ountries

1200

�1555
,

U
niversity

of
Pennsylvania

Press,2001.

」『
藤
女
子
大
学
キ

リ
ス
ト
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
六
号
（
二
〇
〇
五
年
）
五
三
―
五

七
頁
。
特
に
五
四
、
五
六
頁
で
も
触
れ
た
。

（
２５
）

Sim
ons,W

.,C
ities

ofLadies.

上
條
敏
子
「
中
世
に
お
け
る

女
性
の
経
済
活
動
お
よ
び
社
会
的
貢
献
に
関
す
る
覚
書
│
│
北
西

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ベ
ギ
ン
を
中
心
に
│
│
」『
史
学
』
七
九
巻
（
二
〇

一
〇
年
）
六
一
―
七
九
頁
。
殊
に
六
一
―
六
七
頁
。

（
２６
）
シ
モ
ン
ス
は
中
世
低
地
地
方
南
部
に
お
け
る
特
徴
と
し
て
、
多

重
言
語
地
域
、
高
度
な
都
市
化
、
男
性
の
間
ば
か
り
で
な
く
女
性

の
間
で
も
識
字
率
が
高
か
っ
た
こ
と
の
三
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

Sim
ons,W

.,C
ities

ofLadies,pp.1

�7.

ま
た
同
地
域
の
結
婚
事

情
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
こ
の
地
域
に
お

け
る
家
族
形
態
は
、
北
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
な
い
し
は
、
北
西
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
型
と
よ
ば
れ
る
形
態
を
も
っ
て
お
り
、
多
少
の
例
外
を
除

け
ば
一
夫
一
婦
の
夫
婦
と
し
て
形
成
さ
れ
る
が
、
夫
婦
と
も
に
初

婚
年
齢
が
比
較
的
高
く
ま
た
夫
婦
間
の
年
齢
差
が
ち
い
さ
い
。
初

婚
年
齢
は
お
よ
そ
、
二
五
歳
程
度
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
家
族

か
ら
経
済
的
に
独
立
し
て
所
帯
を
も
て
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
結

婚
す
る
の
が
通
常
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。Id.op.cit.,p.7.

詳

し
く
はM

artha
C

.
H

ow
ell,

W
om

en
,

Production
,

and
Patri-

archy
in

Late
M

edieval
C

ities

（C
icago,

1986

）;and
idem

,
T

he
M

arriage
E

xchange,G
reilsam

m
er,l’envers

du
tableau

:
M

arriage
et

m
aternite

en
F

landers
m

edieval,

（Paris
1990

）;
E

ric
B

ousm
ar,

“D
u

m
arche

aux
bordiaulx

.
H

om
m

es
,

fem
m

es
et

rapports
de

sexe

（gender

）dans
les

villes
des

Pays-B
as

au
bas

m
oyen

age.
E

tat
de

nos
connaissances

et
perspectives

de
recherche”

in
M

yriam
C

arlier
et

al.,
eds.,

H
art

en
m

arge
in

de
laat-m

iddeleeuw
se

stedelijke
m

aat-
schappij

（Louvain
and

A
peldoorn,1997

）,pp.
51

�70.

こ
う

し
た
結
婚
形
態
が
採
用
さ
れ
て
た
こ
と
は
、
あ
る
程
度
の
年
齢
ま

フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
�
一
三
世
紀
の
発
明

一
六
一
（
一
六
一
）



で
を
女
性
た
ち
が
何
の
疑
問
も
な
く
ベ
ギ
ン
ホ
フ
で
す
ご
し
た
こ

と
と
関
連
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

（
２７
）
研
究
者
は
、
フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
形
成
に
果
た
し

た
ド
ミ
ニ
コ
会
の
役
割
を
強
調
し
が
ち
だ
が
ヘ
ン
ト
の
ベ
ギ
ン
ホ

フ
の
言
い
伝
え
に
よ
れ
ば
、
連
続
し
て
、
女
伯
と
し
て
フ
ラ
ン
ド

ル
に
君
臨
し
た
二
人
が
、
単
身
女
性
の
お
か
れ
た
苦
境
を
み
て
ベ

ギ
ン
ホ
フ
形
成
を
思
い
た
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
ル
ー
ヴ
ェ
ン
の

ベ
ギ
ン
ホ
フ
建
設
に
関
し
て
は
、
ド
ミ
ニ
コ
会
で
は
な
く
、
シ
ト

ー
会
が
関
与
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
上
條
敏
子
『
ベ

ギ
ン
運
動
の
展
開
と
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
形
成
』、
一
二
三
―
一
二
四
頁
。

（
２８
）

B
éthune,

J.,
C

arturaire
de

Sainte-E
lisabeth

à
G

and
,

1883,pp.74ff.

こ
の
史
料
の
日
本
語
訳
は
上
條
敏
子
『
ベ
ギ
ン
運

動
の
展
開
と
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
形
成
』
二
九
六
―
二
九
七
頁
。

（
２９
）
一
般
的
に
、
ベ
ギ
ン
ホ
フ
内
の
不
動
産
賃
貸
価
格
は
低
廉
で
、

追
放
な
ど
な
い
場
合
に
は
終
生
す
む
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
ベ

ギ
ン
ホ
フ
居
住
者
に
は
、
各
種
の
免
税
特
権
な
ど
も
適
用
さ
れ
て

い
た
。
ま
た
あ
る
時
期
ま
で
ツ
ン
フ
ト
規
制
か
ら
も
自
由
で
あ
っ

た
。Stefens,

A
.,

D
e

social-econom
ique

betekenis
der

be-
gijnhoven,Steden

en
Landschappen

7

（1931

）,pp.
27

�33；

上
條
敏
子
「
中
世
に
お
け
る
女
性
の
経
済
活
動
お
よ
び
社
会
的
貢

献
に
関
す
る
覚
書
│
│
北
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ベ
ギ
ン
を
中
心
に
」

『
史
学
』
七
九
（
二
〇
一
〇
）、
四
〇
一
―
四
一
九
頁
、
特
に
六
三

―
六
六
頁
。
教
皇
に
よ
る
保
護
、
キ
リ
ス
ト
教
の
祭
日
な
ど
特
定

の
期
日
に
自
身
の
選
ん
だ
礼
拝
堂
で
ミ
サ
に
あ
ず
か
る
権
利
を
も

っ
て
い
た
点
に
つ
い
て
は
、『
ベ
ギ
ン
運
動
の
展
開
と
ベ
ギ
ン
ホ
フ

の
形
成
』、
六
三
―
六
四
頁
。

（
３０
）
波
乱
に
満
ち
た
二
人
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
りD

avid
N

icholas,M
edieval

F
landers,1992,pp.151

�157.

と
り
わ
け

ヨ
ハ
ン
ナ
は
偽
ボ
ー
ド
ワ
ン
事
件
な
ど
の
災
厄
に
見
舞
わ
れ
た
。

（
３１
）
低
地
地
方
以
外
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
で
は
東
ド
イ
ツ
の
司
教
な

ど
の
高
位
聖
職
者
が
一
三
世
紀
の
宗
教
運
動
に
敵
対
的
で
あ
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。Grundm

ann,H
.,R

eligiöse
B

ew
egungen

im
M

ittelalter,D
arm

stad,1961,pp.334

�336.

ま
た
当
然
な
が
ら

伯
家
な
ど
に
よ
る
保
護
を
強
調
す
る
説
明
の
対
極
に
は
、
教
皇
に

よ
る
口
頭
認
可
や
特
権
付
与
に
よ
る
影
響
を
強
調
す
る
説
明
が
あ

り
う
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
る
。

（
３２
）
城
に
隣
接
す
る
ベ
ギ
ン
ホ
フ
に
つ
い
て
は
、
上
條
敏
子
『
ベ
ギ

ン
運
動
の
展
開
と
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
形
成
』
二
二
四
頁
。
こ
れ
ま
で

の
研
究
で
は
、
ベ
ギ
ン
ホ
フ
と
宮
廷
文
化
の
接
点
に
つ
い
て
指
摘

さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
ビ
ュ
ッ
ヒ
ャ
ー
が
ベ
ギ
ン
館
を
貧
民

の
た
め
の
も
の
と
位
置
づ
け
た
た
め
に
、
ベ
ギ
ン
の
社
会
的
出
自

が
下
層
と
想
定
さ
れ
て
い
た
古
い
時
代
の
文
献
の
影
響
に
よ
る
。

こ
う
し
た
見
方
に
幾
分
対
抗
す
る
見
解
を
提
示
し
た
の
が
グ
レ
ー

ヴ
ェ
ン
、
グ
ル
ン
ト
マ
ン
で
あ
り
、
出
自
に
関
し
て
近
年
で
は
シ

モ
ン
ス
が
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
下
層
民
は
、
そ
の
一
部
に

す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
立
証
し
た
。

（
３３
）
ベ
ギ
ン
ホ
フ
誕
生
以
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
穏
修
女
（in-

clusae

）
の
制
度
が
あ
り
、
貴
族
家
門
の
女
性
を
受
け
入
れ
て
い

た
が
、
そ
の
奉
献
の
儀
式
は
葬
式
を
模
し
た
も
の
で
、
文
書
史
料

中
に
も
奉
献
す
る
事
を
葬
る
と
い
う
文
言
で
表
現
し
、
以
後
世
俗

的
に
は
死
ん
だ
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
た
。

（
３４
）
ヘ
ン
ト
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
内
の
生
活
ぶ
り
に
つ
い
て
は
、B

e-

史

学

第
八
七
巻

第
一
・
二
号

一
六
二
（
一
六
二
）



thune
op.cit.,ibid.；

上
條
敏
子
『
ベ
ギ
ン
運
動
の
展
開
と
ベ
ギ

ン
ホ
フ
の
形
成
』
二
九
五
―
二
九
六
頁
。
パ
リ
の
ベ
ギ
ン
が
富
裕

で
あ
っ
た
の
は
、
国
王
周
辺
と
の
つ
な
が
り
の
強
さ
に
加
え
て
、

パ
リ
の
ベ
ギ
ン
が
多
く
絹
織
物
業
に
携
っ
た
こ
と
と
も
か
か
わ
っ

て
い
た
。

（
３５
）
上
條
敏
子
『
ベ
ギ
ン
運
動
の
展
開
と
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
形
成
』
二

〇
三
―
二
三
六
頁
。

（
３６
）
上
條
敏
子
『
ベ
ギ
ン
運
動
の
展
開
と
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
形
成
』
三

―
五
頁
。
ル
ー
ヴ
ェ
ン
最
後
の
ベ
ギ
ン
の
死
去
を
伝
え
る
新
聞
記

事“D
e

laatste
begijntje

in
Leuven

overleden”

の
日
本
語
訳

は
、
上
條
敏
子
『
ベ
ギ
ン
運
動
の
展
開
と
ベ
ギ
ン
ホ
フ
の
形
成
』

二
九
一
―
二
九
二
頁
。

（
３７
）
ベ
ギ
ン
の
宗
教
的
生
の
核
を
な
す
象
徴
的
表
現
が
、
キ
リ
ス
ト

の
妻
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
目
に
み
え
る
形
で
具
現
化
し
て
い
た

の
は
、
教
会
で
花
嫁
を
象
徴
す
る
ヴ
ェ
ー
ル
を
さ
ず
か
る
イ
ニ
シ

エ
ー
シ
ョ
ン
の
儀
礼
で
あ
る
。

（
３８
）
あ
る
フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
の
研
究
者
は
、
清
貧
を
、「
自
身
の
世

俗
的
財
産
に
対
す
る
執
着
の
な
さ
で
あ
り
、
そ
う
い
う
わ
け
で
、

使
徒
的
清
貧
は
、
若
干
の
留
保
は
つ
く
も
の
の
生
活
の
実
相
と
い

う
よ
り
、
こ
こ
ろ
の
も
ち
か
た
で
あ
る
」と
述
べ
て
い
る
。Sim

ons,
W

.,C
ities

ofLadies,
p.14.

フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
の
女
性
の
美
質

と
し
て
用
い
ら
れ
る
観
念
に“schon”

（
い
わ
ゆ
る
美
し
さ
に
清

廉
さ
を
か
ね
そ
な
え
た
美
質
で
花
に
た
と
え
れ
ば
す
ず
ら
ん
の
美

し
さ
）
の
ほ
か
に
は“stout”

（
安
定
感
が
あ
り
堅
牢
）
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
単
語
ひ
と
つ
の
意
味
内
容
を
と
っ
て
も
、
異
な
る
言

語
に
お
い
て
は
、
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
と
か
、
意
味
の
範
囲

が
こ
と
な
る
た
め
翻
訳
文
献
だ
け
で
異
文
化
を
理
解
す
る
の
は
、

短
絡
的
理
解
や
誤
解
を
ま
ぬ
が
れ
が
た
い
。

（
３９
）
Ｒ
・
Ｗ
・
サ
ザ
ー
ン
著
、
上
條
敏
子
訳
『
西
欧
中
世
の
社
会
と

教
会
│
│
教
会
史
か
ら
中
世
を
読
む
』
三
七
〇
頁
。

（
４０
）

‘Licet
enim

huism
odi

m
ulieres

,
quales

in
dyocesi

Leodiensi
plurim

as
esse

nivim
us,

in
habitu

seculari
secu-

laribus
cohabitant,

lultis
tam

en
claustralibus

caritate
supe-

rior
sunt

:inter
luxuriosos

celibes,
in

m
edio

turarum
vi-

tam
ducunt

herem
iticam

’

引
用
はM

cD
onell,E

.W
.,op.cit.,

p.529

よ
り
。

（
４１
）
上
條
敏
子
「
単
身
女
性
の
住
ま
い
方
│
│
中
世
北
西
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
け
る
ベ
ギ
ン
の
居
住
及
び
組
織
形
態
」

（
４２
）
中
世
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
理
想
的
生
活
を
め
ぐ

る
観
念
の
推
移
に
つ
い
て
は
、Southern,R

.W
.,W

estern
C

hurch
and

Society
in

the
M

iddle
A

ges,1970,ch.
6

and
ch.

7

（
邦
訳
Ｒ
・
Ｗ
・
サ
ザ
ー
ン
『
西
欧
中
世
の
社
会
と
教
会
│
│
教

会
史
か
ら
西
欧
中
世
を
読
む
』
八
坂
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）、
二
四

三
―
四
一
四
頁
、
特
に
四
一
三
―
四
一
四
頁
。

フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
の
ベ
ギ
ン
ホ
フ
�
一
三
世
紀
の
発
明

一
六
三
（
一
六
三
）


