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マ
リ
ア
の
賛
歌
（
マ
グ
ニ
フ
ィ
カ
ー
ト
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

院　

長　

佐
々
木　

哲　

夫

ル
カ
に
よ
る
福
音
書
　
一
章
四
六
～
五
六
節

46
そ
こ
で
、
マ
リ
ア
は
言い

っ
た
。

47
「
わ
た
し
の
魂
た
ま
し
いは
主し
ゅ

を
あ
が
め
、

わ
た
し
の
霊れ
い

は
救す
く

い
主ぬ
し

で
あ
る
神か
み

を
喜
よ
ろ
こ
び
た
た
え
ま
す
。

48
身み

分ぶ
ん

の
低ひ
く

い
、
こ
の
主し
ゅ

の
は
し
た
め
に
も
目め

を
留と

め
て
く
だ
さ
っ
た
か
ら
で
す
。

今い
ま

か
ら
後の
ち

、
い
つ
の
世よ

の
人ひ
と

も
わ
た
し
を
幸
さ
い
わ
い
な
者も
の

と
言い

う
で
し
ょ
う
、

49
力ち
か
らあ
る
方か
た

が
、
わ
た
し
に
偉い

大だ
い

な
こ
と
を
な
さ
い
ま
し
た
か
ら
。

そ
の
御み

名な

は
尊
と
う
と
く
、

50
そ
の
憐あ
わ

れ
み
は
代よ

よ々

に
限か
ぎ

り
な
く
、

主し
ゅ

を
畏お
そ

れ
る
者も
の

に
及お
よ

び
ま
す
。

51
主し
ゅ

は
そ
の
腕う
で

で
力
ち
か
ら
を
振ふ

る
い
、
思お
も

い
上あ

が
る
者も
の

を
打う

ち
散ち

ら
し
、
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52
権け
ん

力り
ょ
くあ
る
者も
の

を
そ
の
座ざ

か
ら
引ひ

き
降お

ろ
し
、

身み

分ぶ
ん

の
低ひ
く

い
者も
の

を
高た
か

く
上あ

げ
、

53
飢う

え
た
人ひ
と

を
良よ

い
物も
の

で
満み

た
し
、
富と

め
る
者も
の

を
空く
う

腹ふ
く

の
ま
ま
追お

い
返か
え

さ
れ
ま
す
。

54
そ
の
僕
し
も
べ
イ
ス
ラ
エ
ル
を
受う

け
入い

れ
て
、
憐あ
わ

れ
み
を
お
忘わ
す

れ
に
な
り
ま
せ
ん
、

55
わ
た
し
た
ち
の
先せ
ん

祖ぞ

に
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
お
り
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
そ
の
子し

孫そ
ん

に
対た
い

し
て
と
こ
し
え
に
。」

56
マ
リ
ア
は
、
三
ヶ
月げ
つ

ほ
ど
エ
リ
サ
ベ
ト
の
と
こ
ろ
に
滞た
い

在ざ
い

し
て
か
ら
、
自じ

分ぶ
ん

の
家い
え

に
帰か
え

っ
た
。

　
　

本
日
の
聖
書
は
、「
わ
た
し
の
魂
は
主
を
あ
が
め
る
」
で
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
箇
所
は
、
宗
教
改
革
以
前
よ

り
「
聖
母
マ
リ
ア
の
カ
ン
テ
ィ
ク
ム
」
と
呼
ば
れ
、
晩
の
祈
り
の
時
に
グ
レ
ゴ
リ
ア
聖
歌
の
旋
律
に
従
っ
て
朗
読

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
特
に
、ラ
テ
ン
語
訳
聖
書
の
最
初
の
言
葉 M

agnificat

（
あ
が
め
る
）
に
因
ん
で
「
マ
グ
ニ
フ
ィ

カ
ー
ト
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
宗
教
改
革
者
ル
タ
ー
は
、
一
五
二
一
年
に
「
マ
グ
ニ
フ
ィ
カ
ー
ト
の
ド
イ
ツ
語

訳
と
講
解
」
と
い
う
結
構
長
い
文
書
を
書
い
て
お
り
、ま
た
ル
タ
ー
派
の
作
曲
者
ヨ
ハ
ン
・
ゼ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
バ
ッ

ハ
は
、
一
七
二
三
年
に
、
こ
の
箇
所
を
テ
キ
ス
ト
に
オ
ラ
ト
リ
オ
「
マ
グ
ニ
フ
ィ
カ
ー
ト
」
を
作
曲
し
、
今
日
に

お
い
て
も
ク
リ
ス
マ
ス
の
時
期
に
演
奏
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
日
は
「
マ
グ
ニ
フ
ィ
カ
ー
ト
」
を
テ
キ
ス
ト
に
し
て
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礼
拝
の
時
を
守
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

☆

天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
受
胎
告
知
を
受
け
た
後
、
エ
リ
サ
ベ
ト
を
訪
問
し
た
マ
リ
ア
は
、
言
い
ま
す
。「
わ
た
し
の

魂
は
主
を
あ
が
め
、
わ
た
し
の
霊
は
救
い
主
で
あ
る
神
を
喜
び
た
た
え
ま
す
。」（
四
六
～
四
七
節
）
こ
の
表
現
は
、

典
型
的
な
ヘ
ブ
ル
詩
の
形
式
、同
じ
意
味
を
重
ね
る
表
現
に
な
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、「
わ
た
し
の
魂
」
と
「
わ

た
し
の
霊
」、「
主
」
と
「
救
い
主
で
あ
る
神
」、「
あ
が
め
る
」
と
「
喜
び
た
た
え
る
」
が
対
応
し
て
い
ま
す
。

マ
リ
ア
は
、「
わ
た
し
の
魂
」「
わ
た
し
の
霊
」
と
表
現
し
ま
す
。
人
間
を
、
肉
体
と
精
神
と
魂
に
分
離
さ
せ
る

考
え
方
が
あ
り
ま
す
。現
世
に
存
在
す
る
私
た
ち
は
、肉
体
も
心
も
魂
も
丸
ご
と
一
つ
に
な
っ
て
の
存
在
で
す
の
で
、

こ
と
さ
ら
、
分
離
さ
せ
る
必
要
が
な
い
こ
と
は
承
知
し
て
い
ま
す
。
と
は
い
え
、「
私
」
で
は
な
く
「
わ
た
し
の
魂
」

「
わ
た
し
の
霊
」
と
い
う
表
現
、ま
た
「
主
を
偉
大
な
も
の
と
す
る
」「
救
い
主
で
あ
る
神
を
喜
ぶ
」
と
い
う
表
現
に
、

全
身
全
霊
を
持
っ
て
神
を
賛
美
し
て
い
る
マ
リ
ア
の
信
仰
姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
そ
の
姿
勢
は「
身

分
の
低
い
、
こ
の
主
の
は
し
た
め
」
と
徹
底
的
な
謙
遜
の
表
現
を
自
分
に
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
読
み
取
れ
ま

す
。「
身
分
の
低
い
、こ
の
主
の
は
し
た
め
」
の
直
訳
は
「
貧
し
い
も
の
、虐
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
」「
女
性
の
奴
隷
、

女
性
の
し
も
べ
」
で
す
。
文
全
体
が
、
マ
リ
ア
の
謙
遜
な
信
仰
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
ま
す

サ
ム
エ
ル
の
母
ハ
ン
ナ
の
祈
り
を
参
照
し
た
い
と
思
い
ま
す
。「
万
軍
の
主
よ
、
は
し
た
め
の
苦
し
み
を
御
覧
く
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だ
さ
い
。
は
し
た
め
に
御
心
を
留
め
、
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
男
の
子
を
お
授
け
く
だ
さ
い
ま
す
な
ら
、
そ
の
子
の

一
生
を
主
に
お
さ
さ
げ
し
、
そ
の
子
の
頭
に
は
決
し
て
か
み
そ
り
を
当
て
ま
せ
ん
。」（
サ
ム
上
一
・
一
一
）　

比
較

の
意
図
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
マ
リ
ア
の
謙
虚
な
信
仰
姿
勢
は
特
徴
的
で
す
。

謙
遜
で
あ
る
こ
と
を
誇
っ
て
「
身
分
の
低
い
、
こ
の
主
の
は
し
た
め
」
の
表
現
を
マ
リ
ア
が
用
い
た
と
い
う
批

判
に
対
し
、
宗
教
改
革
者
ル
タ
ー
は
、「
神
の
ま
え
で
、
人
が
誇
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
無
価
値
な
私
た
ち
に

与
え
て
下
さ
っ
た
神
の
純
粋
な
善
と
恵
み
の
み
で
あ
る
。
人
は
真
に
謙
遜
で
あ
る
と
き
ほ
ど
、
謙
遜
に
つ
い
て
知

る
事
は
少
な
い
」
と
解
説
し
て
い
ま
す
。
後
者
の
「
人
は
真
に
謙
遜
で
あ
る
と
き
ほ
ど
、
謙
遜
に
つ
い
て
知
る
事

は
少
な
い
」
に
つ
い
て
、ル
タ
ー
は
さ
ら
に
説
明
し
て
い
ま
す
。「
高
い
も
の
に
目
を
留
め
た
か
ら
と
い
っ
て
、人
々

が
高
慢
に
な
る
も
の
で
な
い
よ
う
に
、
人
々
に
謙
遜
で
あ
る
よ
う
に
教
え
て
も
、
そ
れ
は
無
益
で
あ
る
。
人
が
取

り
除
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
高
い
と
か
低
い
と
か
と
い
っ
た
対
象
物
で
は
な
く
目
で
あ
る
。
心
と
精
神
を

変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
当
に
謙
遜
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
分
自
身
で
は
決
し
て
自
ら
の
謙
遜
さ
に
気
づ
く
事

は
な
い
」
と
論
じ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
マ
リ
ア
の
謙
遜
は
、
真
の
謙
遜
さ
で
あ
る
と
論
じ
て
い
ま
す
。

☆

さ
て
、
マ
リ
ア
の
言
葉
は
、「
そ
の
憐
れ
み
は
代
々
に
限
り
な
く
、
主
を
畏
れ
る
者
に
及
び
ま
す
」（
五
〇
節
）

を
境
に
変
わ
り
ま
す
。
前
半
部
の
四
六
節
か
ら
四
九
節
の
い
ず
れ
の
節
に
も
「
わ
た
し
の
」「
わ
た
し
に
」「
わ
た
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し
を
」
と
い
う
よ
う
に
一
人
称
表
現
が
登
場
し
て
い
ま
す
が
、
五
〇
節
か
ら
は
、
三
人
称
す
な
わ
ち
「
主
が
」
と

い
う
表
現
が
前
面
に
出
て
き
ま
す
。
例
え
ば
、「
そ
の
憐
れ
み
は
代
々
に
限
り
な
く
、
主
を
畏
れ
る
者
に
及
び
ま
す
」

（
五
〇
節
）
の
よ
う
に
、
主
と
主
を
畏
れ
る
者
と
の
関
係
に
視
点
が
移
っ
て
い
ま
す
。
表
現
内
容
が
、
一
気
に
時
間

と
空
間
を
超
越
す
る
広
が
り
を
み
せ
て
い
ま
す
。
そ
の
広
が
り
の
延
長
に
、
今
日
の
日
本
の
主
を
畏
れ
る
者
が
い

る
こ
と
を
願
う
の
で
す
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
こ
で
主
語
が
「
神
の
憐
れ
み
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注

目
し
た
い
の
で
す
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
の
出
来
事
が
神
の
憐
れ
み
の
実
現
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、「
主
は
憐
れ
み
を
お
忘
れ
に
な
り
ま
せ
ん
、
わ
た
し
た
ち
の
先
祖
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
お
り
、
ア
ブ

ラ
ハ
ム
と
そ
の
子
孫
に
対
し
て
と
こ
し
え
に
」（
五
四
～
五
五
節
）
の
言
葉
を
聞
く
と
き
、
ユ
ダ
ヤ
の
人
々
は
ど
の

よ
う
な
連
想
を
す
る
か
考
え
て
み
ま
し
た
。　

「
憐
れ
み
」は
、旧
約
聖
書
で
は「
慈
し
み
」に
相
当
し
ま
す
。
す
ぐ
に
連
想
で
き
る
の
は
、旧
約
の
婦
人
ル
ツ
で
す
。

ル
ツ
が
姑
に
示
し
た
態
度
は
慈
し
み
と
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
ル
ツ
に
ボ
ア
ズ
が
示
し
た
態
度
も
慈
し
み
と

表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ル
ツ
と
ナ
オ
ミ
と
ボ
ア
ズ
の
三
人
の
出
会
い
は
、
神
か
ら
人
へ
の
慈
し
み
で
し
た
。

ル
ツ
の
物
語
は
、
ま
さ
に
、「
権
力
あ
る
者
を
そ
の
座
か
ら
引
き
降
ろ
し
」「
身
分
の
低
い
者
を
高
く
上
げ
」「
飢
え

た
人
を
良
い
物
で
満
た
す
」
物
語
で
す
。

ル
ツ
の
系
図
は
象
徴
的
で
す
。
ボ
ア
ズ
と
ル
ツ
か
ら
オ
ベ
ド
が
生
ま
れ
、
オ
ベ
ド
は
エ
ッ
サ
イ
の
父
に
な
り
ま
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す
。
マ
タ
イ
一
章
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
至
る
系
図
に
は
、
エ
ッ
サ
イ
は
、
ダ
ビ
デ
王
を
設
け
、
イ
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
に
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
主
は
、ア
ブ
ラ
ハ
ム
か
ら
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
至
る
ま
で
、

ま
た
そ
の
子
孫
に
対
し
て
と
こ
し
え
に
憐
れ
み
を
お
忘
れ
に
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
す
。実
に
、マ
リ
ア
の
告
白
は
、

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
が
、
神
の
憐
れ
み
、
慈
し
み
の
実
現
で
あ
る
こ
と
を
証
言
し
て
い
ま
す
。

さ
て
、
今
日
の
私
た
ち
に
と
っ
て
、「
思
い
上
が
る
者
を
打
ち
散
ら
し
」「
権
力
あ
る
者
を
そ
の
座
か
ら
引
き
降

ろ
し
」「
身
分
の
低
い
者
を
高
く
上
げ
」「
飢
え
た
人
を
良
い
物
で
満
た
す
」
と
い
う
景
色
は
、
他
で
も
な
い
神
の

国
の
情
景
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
マ
リ
ア
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
到
来
に
よ
っ
て
神
の
国
が
実
現
さ
れ
る
こ

と
を
、
神
の
偉
大
さ
の
具
体
的
描
写
と
し
て
表
現
し
、
主
を
喜
び
た
た
え
て
い
る
の
で
す
。
マ
リ
ア
の
マ
グ
ニ
フ
ィ

カ
ー
ト
は
、
ル
タ
ー
が
「
神
の
行
為
と
か
え
り
み
は
低
い
と
こ
ろ
に
向
か
い
、
人
間
の
目
と
行
為
は
、
高
い
と
こ

ろ
に
の
み
向
か
う
。
こ
れ
が
マ
リ
ア
の
賛
歌
の
動
機
で
あ
る
」
と
要
約
し
て
い
る
よ
う
に
、
実
に
貧
し
い
お
と
め

の
深
い
豊
か
な
信
仰
内
容
を
表
現
し
て
い
る
も
の
で
す
。☆

　
　

詩
編
一
〇
三
編
に
お
い
て
ダ
ビ
デ
は
、

わ
た
し
の
魂
よ
、
主
を
た
た
え
よ
。
わ
た
し
の
内
に
あ
る
も
の
は
こ
ぞ
っ
て
聖
な
る
御
名
を
た
た
え
よ
。
わ

た
し
の
魂
よ
、
主
を
た
た
え
よ
。
主
の
御
計
ら
い
を
何
ひ
と
つ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
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主
は
お
前
の
罪
を
こ
と
ご
と
く
赦
し
、
病
を
す
べ
て
癒
し
、
命
を
墓
か
ら
贖
い
出
し
て
く
だ
さ
る
。
慈
し
み

と
憐
れ
み
の
冠
を
授
け 

、
長
ら
え
る
限
り
良
い
も
の
に
満
ち
足
ら
せ
、
鷲
の
よ
う
な
若
さ
を
新
た
に
し
て
く

だ
さ
る
。

と
主
を
賛
美
し
て
い
ま
す
。
詩
編
に
は
、
感
謝　

信
頼　

嘆
き　

願
い
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
信
仰
表
現
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
賛
美
も
信
仰
表
現
の
一
つ
で
す
。
私
た
ち
も
、
ダ
ビ
デ
や
マ
リ
ア
と
と
も
に
主
を
賛
美
す
る
心
を
持

つ
者
で
あ
り
た
い
と
願
い
ま
す
。


