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は
じ
め
に

　

前
稿
で
は
︑﹁
マ
リ
ア
の
音
楽
﹂
と
い
う
研
究
視
角
の
意
義
を
説
明
し
た
上
で
︑

個
別
の
検
討
対
象
と
し
て
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
を
取
り
上
げ
︑
そ
の
起
源
と
さ
れ

る
東
方
教
会
の
典
礼
に
関
す
る
諸
史
料
が
検
討
さ
れ
た
︶
1
︵

︒
そ
こ
で
は
テ
ク
ス
ト
の
詳

細
な
検
証
や
文
献
学
的
知
見
︑
そ
し
て
歴
史
的
背
景
か
ら
︑﹃
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事

典
﹄
等
が
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
の
泉
源
と
し
て
紹
介
す
る
い
く
つ
か
の
事
例
に
対

し
て
は
疑
義
を
唱
え
つ
つ
︑
他
方
で
①
ル
カ
一
・
二
八
︵﹁
受
胎
告
知
﹂︶
と
ル
カ

一
・
四
二
︵﹁
聖
母
の
エ
リ
サ
ベ
ト
訪
問
﹂︶
の
結
合
と
︑
②
そ
れ
が
典
礼
に
お
い
て

一
定
か
つ
独
立
し
た
地
位
を
占
め
て
い
た
︑
と
い
う
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
の
核
を

な
す
要
素
は

―
大
幅
な
留
保
は
必
要
で
は
あ
る
が

―
東
方
教
会
の
典
礼
に
見
受

け
ら
れ
︑
そ
の
年
代
は
五
―
七
世
紀
ま
で
遡
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
主
張
さ
れ

た
︒
本
稿
で
は
こ
れ
を
踏
ま
え
︑
西
方
教
会
︵
ロ
ー
マ
゠
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
︶
に
お

け
る
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
の
最
初
期
の
様
相
を
考
察
す
る
︒

一
〈
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
〉
の
起
源
を
め
ぐ
る
「
伝
説
」

　

西
方
教
会
に
お
け
る
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
の
記
録
は
︑
後
述
す
る
グ
レ
ゴ
リ
オ

聖
歌
の
最
初
期
の
写
本
群
︵
八
世
紀
末
―
十
世
紀
︶
に
お
け
る
記
載
が
初
出
で
あ

る
︒
そ
の
検
討
に
入
る
前
に
︑
三
つ
の
﹁
伝
説
﹂

―
あ
る
い
は
偽
史
言
説

―
に

つ
い
て
瞥
見
し
て
お
こ
う
︒

　

ル
ク
レ
ー
ル
や
カ
ガ
ン
ら
に
よ
る
と
︑
中
世
か
ら
十
七
世
紀
ま
で
の
人
々
は
︑

︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
の
祈
禱
文
は
﹁
神テ
オ
ト
コ
ス

の
母
﹂
と
い
う
マ
リ
ア
の
称
号
が
公
式
化

さ
れ
た
エ
フ
ェ
ソ
ス
公
会
議
︵
四
三
一
年
︶
で
定
め
ら
れ
た
と
信
じ
て
い
た
と
い
う
︶
2
︵

︒

こ
れ
は
民
間
信
仰
に
限
定
さ
れ
ず
︑
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
バ
ロ
ニ
ウ
ス
︵
一
五
三
八
―
一

六
〇
七
年
︶
に
よ
る
﹃
教
会
年
代
記
﹄Annales Ecclesiastici

︵
一
五
八
八
―
一
六
〇

七
年
︶
や
︑
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
ボ
ナ
︵
一
六
〇
七
―
一
六
七
四
年
︶
の
﹃
聖
な
る
詩

篇
に
つ
い
て
﹄D

e divina psalm
odia

︵
一
六
六
三
年
︶
な
ど
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に

お
け
る
当
代
最
高
峰
の
歴
史
家
・
典
礼
学
者
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
︶
3
︵

︒
エ
フ
ェ

ソ
ス
公
会
議
に
お
け
る
議
論
の
争
点
に
は
︑
確
か
に
﹁
聖
母
マ
リ
ア
﹂
も
含
ま
れ
て

い
た
が
︑
そ
の
決
議
集
に
は
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
に
関
す
る
直
接
的
な
言
及
は
存

　
　

論
文〈

ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
〉
の
形
成
と
展
開　

二

― 
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
の
初
期
写
本
群
に
お
け
る
奉
納
唱
を
め
ぐ
っ
て 

―
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在
し
な
い
︒
そ
も
そ
も
礼
拝
に
関
わ
る
事
項
は
︑
参
加
者
の
主
要
な
関
心
事
で
は
な

か
っ
た
︶
4
︵

︒

　

も
う
一
つ
の
伝
説
は
︑︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
は
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
世
︵
位

五
九
〇
―
六
〇
四
年
︶
が
制
定
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
教
皇
は
い
う
ま
で

も
な
く
︑﹁
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
﹂
の
作
曲
者
︵
ま
た
は
編
纂
者
︶
と
し
て
中
世
で
は

広
く
信
じ
ら
れ
て
い
た
︶
5
︵

︒
今
日
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
研
究
に
お
い
て
は
︑
多
角
的
な

観
点
よ
り
︑
少
な
く
と
も
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
デ
ィ
ア
コ
ヌ
ス
の
﹁
大
聖
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス

伝
﹂Sancti G

regorii M
agni V

ita
︵
九
世
紀
︶
で
描
か
れ
る
よ
う
な
そ
の
直
接
的
な

関
与
は
否
定
さ
れ
て
い
る
︶
6
︵

︒
よ
っ
て
︑︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
に
つ
い
て
も
同
様
の
判

断
で
問
題
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
︑
あ
る
具
体
的
な
史
料
が
存
在
す
る
た
め
︑
そ
れ

を
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
︒
問
題
と
な
る
の
は
︑
ベ
ネ
ツ
ィ
ア
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク

ト
会
修
道
院
が
一
七
四
四
年
に
出
版
し
た
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
世
の
著
作
集
に
所
収
さ

れ
る
﹁
聖
歌
の
書
﹂Liber antiphonianus

と
呼
ば
れ
る
文
書
で
あ
る
︒
そ
の
内
容

は
︑
典
礼
暦
に
そ
っ
て
各
祝
日
で
唱
え
ら
れ
る
聖
歌
を
列
挙
し
た
も
の

―
要
す
る

に
︑
我
々
が
後
に
考
察
す
る
︵
ネ
ウ
マ
を
も
た
な
い
︶
聖
歌
集
で
あ
る
︶
7
︵

︒
む
ろ
ん
︑

そ
こ
に
は
奉
納
唱
と
し
て
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
も
含
ま
れ
て
い
る
︒
ル
ク
レ
ー
ル

は
︑﹁
確
信
を
も
っ
て
こ
の
文
書
を
︵
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
世
に
︶
帰
す
る
こ
と
が
で

き
る
状
態
で
は
な
い
が
﹂
と
留
保
を
付
け
つ
つ
も
︑
そ
の
真
作
性
に
は
含
み
を
も
た

せ
て
い
る
︶
8
︵

︒
し
か
し
︑
前
述
の
研
究
の
現
状
や
︑
そ
も
そ
も
同
著
作
集
の
編
纂
者
自

身
が
真
作
性
に
関
し
て
曖
昧
な
態
度
を
示
し
て
い
る
点
な
ど
か
ら
︑
こ
の
文
書
も
ま

た
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
伝
説
﹂
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
と
判
断
し
て
問
題
は

な
い
と
思
わ
れ
る
︒

　

最
後
に
︑
ミ
サ
以
外
の
儀
礼
に
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
の
起
源
が
あ
っ
た
可
能
性

に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
︒
こ
れ
は
中
世
盛
期
以
降
に
普
及
す
る
﹁
聖
母
マ
リ
ア
の
小

聖
務
日
課
﹂

―
各
時
課
の
前
に
主
パ
ー
テ
ル
・
ノ
ス
テ
ル

禱
文
・︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀・
使ク

レ

ド

徒
信
経
を

唱
え
る

―
を
念
頭
に
置
く
も
の
で
あ
る
︒
ル
ク
レ
ー
ル
は
︑
ノ
ワ
イ
ヨ
ン
司
教
エ

ロ
ワ
︵
五
八
八
頃
―
六
六
〇
年
︶︑
ベ
ー
ダ
・
ヴ
ェ
ネ
ラ
ビ
リ
ス
︵
六
七
二
―
七
三

五
年
︶︑
聖
ピ
ル
ミ
ニ
ウ
ス
︵
六
七
〇
頃
―
七
五
三
年
︶
ら
に
よ
る
記
述
や
︑
ク
ロ

フ
ェ
ス
ホ
ク
教
会
会
議
︵
七
四
七
年
︶︑
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
教
会
会
議
︵
八
一
三
年
︶

な
ど
の
決
議
集
を
広
く
検
討
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
当
時
の
聖
務
日
課
で
は
︑
主
禱

文
と
使
徒
信
経
の
組
み
合
わ
せ
の
み
が
求
め
ら
れ
て
お
り
︑︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀

に
つ
い
て
は
︑
そ
れ
を
窺
わ
せ
る
断
片
的
な
情
報
す
ら
皆
無
で
あ
る
と
い
う
︶
9
︵

︒

　

前
稿
で
も
強
調
し
た
よ
う
に
︑
典
礼
に
関
す
る
事
項
は
文
字
に
は
記
さ
れ
ず
に
口

頭
で
伝
承
さ
れ
︑
し
か
も
そ
の
慣
習
は
長
期
に
わ
た
っ
て
存
続
す
る
こ
と
が
あ
る
︒

よ
っ
て
︑
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
の
成
立
期
︵
八
―
十
世
紀
︶
以
前
に
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ

ア
﹀
が
西
方
教
会
に
お
い
て
存
在
し
て
い
た
可
能
性
は
︑
文
献
史
料
の
有
無
だ
け
で

否
定
す
べ
き
で
は
な
い
︒
た
だ
し
︑
非
文
字
伝
承
を
踏
ま
え
た
考
察
は
本
稿
の
射
程

を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
た
め
︑
こ
こ
で
は
深
く
は
立
ち
入
ら
な
い
︶
10
︵

︒

二
　
史
料
と
先
行
研
究
の
概
要

　

西
方
教
会
に
お
け
る
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
は
︑
ミ
サ
に
お
け
る
奉
オ
フ
エ
ル
ト
ー
リ
ウ
ム

納
唱
と

し
て
︑
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
の
初
期
写
本
群
に
初
め
て
登
場
す
る
︶
11
︵

︒
奉
納
唱
は
︑
祝
日

ご
と
に
歌
詞
と
旋
律
が
異
な
る
固プ
ロ
プ
リ
ウ
ム

有
式
文
の
聖
歌
で
あ
り
︑
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
が
祭

壇
に
供
え
ら
れ
る
際
に
歌
わ
れ
た
︒
以
下
で
は
︑
史
料
・
先
行
研
究
に
関
す
る
概
説

を
お
こ
な
っ
た
後
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
と
典
礼
プ
ロ
グ
ラ
ム
上
の
位
置
付
け
を
中
心

に
考
察
す
る
︒

　

本
稿
で
は
︑
表
1
に
掲
げ
た
九
点
の
楽
譜
写
本
を
︑
そ
の
分
析
の
対
象
と
す
る
︶
12
︵

︒



〈アヴェ・マリア〉の形成と展開　二（山本）

23

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
フ
ラ
ン
ク
王
国
内
の
修
道
院
や
教
会
に
由
来

し
︑
八
世
紀
末
か
ら
十
世
紀
に
か
け
て
製
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
そ

の
う
ち
︑
特
に
初
期
の
も
の
と
さ
れ
る
ネ
ウ
マ
が
付
さ
れ
て
い
な
い
六
点
は
︑
ル
ネ

゠
ジ
ャ
ン
・
エ
ス
ベ
ー
ル
﹃
六
欄
対
照
ミ
サ
用
ア
ン
テ
ィ
フ
ォ
ナ
ー
レ
﹄
に
依
拠
し

つ
つ
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
モ
ン
ツ
ァ
写
本
﹂﹁
ラ
イ
ナ
ウ
写
本
﹂﹁
モ
ン
゠
ブ
ラ
ン
ダ
ン
写

本
﹂﹁
コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ
写
本
﹂﹁
コ
ル
ビ
ー
写
本
﹂﹁
サ
ン
リ
ス
写
本
﹂
と
略
記
す
る
︶
13
︵

︒

ま
た
︑
ネ
ウ
マ
が
付
さ
れ
た
最
初
期
の
楽
譜
と
み
な
さ
れ
る
三
写
本
は
︑
そ
れ
ぞ
れ

﹁
シ
ャ
ル
ト
ル
写
本
﹂﹁
ザ
ン
ク
ト
・
ガ
レ
ン
写
本
﹂﹁
ラ
ン
写
本
﹂
と
す
る
︶
14
︵

︒

　

こ
れ
ら
の
写
本
群
に
は
︑
そ
の
形
状
や
内
容
・
書
式
に
関
し
て
数
多
く
の
相
違
点

が
存
在
す
る
︒
そ
れ
ら
を
あ
え
て
捨
象
し
︑
共
通
の
特
徴
を
述
べ
る
と
次
の
よ
う
に

な
ろ
う
︒
こ
れ
ら
は
ミ
サ
用
の
固
有
式
文
の
聖
歌

―
入
イ
ン
ト
ロ
イ
ト
ウ
ス

祭
唱
︑
昇グ
ラ
ド
ウ
ア
ー
レ

階
唱
︑
ア
レ

ル
ヤ
唱
︑
奉
納
唱
︑
聖コ

ム

ニ

オ

体
拝
領
唱

―
を
収
め
た
楽
譜
集
で
あ
る
︒
記
述
の
順
序
は
︑

聖テ
ン
ポ
ラ
ー
レ
節
と
聖サ
ン
ク
ト
ラ
ー
レ

人
祝
日
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
る
典
礼
暦
に
基
づ
い
て
お
り
︑
待
ア
ド
ウ
エ
ン
ト
ウ
ス

降
節

を
暦
の
起
点
と
す
る
︶
15
︵

︒
各
祝
日
の
記
述
は
ミ
サ
の
式
順
に
基
づ
い
て
お
り
︑
そ
れ
ぞ

れ
の
固
有
式
文
名

―
す
な
わ
ち
楽
曲
の
ジ
ャ
ン
ル

―
が
朱
書
・
省
略
形
で
記
さ

れ
︑
そ
の
後
︑
歌
わ
れ
る
歌
詞
︵
と
写
本
に
よ
っ
て
は
ネ
ウ
マ
︶
が
続
く
︒

　

以
下
の
検
討
で
は
込
み
入
っ
た
議
論
が
お
こ
な
わ
れ
る
た
め
︑
こ
れ
ら
の
楽
譜
史

料
に
関
し
て
︑
具
体
的
か
つ
丁
寧
に
説
明
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
︒
図

1
は
︑
コ
ル
ビ
ー
写
本
の
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
が
含
ま
れ
る
祝
日
の
項
目
を
示
し

て
い
る
︶
16
︵

︒
ま
ず
一
行
目
に
は
朱
書
で
︑﹁
週
日
の
第
四
日
目
︒
指
定
教
会
で
あ
る
ま
ぐ

さ
桶
の
聖
マ
リ
ア
﹂F[E]R

IA
 IIII. STATIO

 A
D

 S[A
N

]C
[TA

]M
 M

A
R

IA
[M

] A
D

 

PR
ESEPE

と
記
さ
れ
て
い
る
︵
角
括
弧
内
は
省
略
さ
れ
て
い
る
も
の
︒
以
下
同

じ
︶︒
こ
れ
は
待
降
節
に
お
け
る
﹁
季
節
の
斎
日
の
水
曜
日
﹂
の
ミ
サ
で
あ
る
こ
と

を
意
味
す
る
︶
17
︵

︒
二
行
目
と
七
行
目
に
あ
る ﹁
A 

P
﹂
は
﹁
正
格
プ
ロ
ト
ゥ
ス
﹂

表１　グレゴリオ聖歌の最初期の楽譜群

本稿での表記	 所蔵先・資料番号	 推定製作年代（推定作成地）

（ネウマなし）
モンツァ写本 Monza, Basilica S. Giovanni, CIX  8-9世紀後半（北東フランス）
ライナウ写本 Zürich, Zentralbibliothek, Rheinau 30  790年頃（北フランス／スイス）
モン゠ブランダン写本 Bruxelles, Bibliothèque Royale, 10127-10144 8世紀第3四半期（ヘント）
コンピエーニュ写本 Paris, Bibliothèque Nationale, ms. lat. 17436 870-880年頃（コンピエーニュ／ソワソン）
コルビー写本 Paris, Bibliothèque Nationale, ms. lat. 12050 853年頃（コルビー）
サンリス写本 Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, 111 872-882年（サン゠ドニ／サンリス）
（ネウマあり）
シャルトル写本 Chartres, Bibliothèque Municipale, 47 9-10世紀（トゥール／ブルターニュ）
ザンクト・ガレン写本 St. Gallen, Stiftsbibliothek, 359 922-925年頃（スイス）
ラン写本 Laon, Bibliothèque Municipale, 239  930年以降（ラン）

推定年代は J. Dyer, “Sources of Romano-Frankish Liturgy and Music”, in: CHMM, pp. 92-122, esp. 98 による。
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A
[U

TH
EN

TIC
U

S] P[R
O

TU
S]

︑
す
な

わ
ち
教
会
旋
法
に
お
け
る
第
一
旋
法
︵
ド

リ
ア
旋
法
︶
の
こ
と
で
︑
そ
の
音
階
に

そ
っ
て
歌
う
よ
う
指
示
し
て
い
る
︶
18
︵

︒
二
行

目
の ﹁
A 

N
﹂ 

は
﹁
ア
ン
テ
ィ
フ
ォ
ナ
﹂

A
N

[TIPH
O

N
A

]

―
よ
り
正
確
に
は

﹁
入
祭
の
た
め
の
ア
ン
テ
ィ
フ
ォ
ナ
﹂

A
N

TIPH
O

N
A

 A
D

 IN
TR

O
ITU

M

―

を
指
し
︑﹁
入
祭
唱
﹂
の
こ
と
で
あ
る
︒

そ
れ
に
﹁
天
よ
︑ 

上
か
ら
水
を
滴し
た
た
ら
せ

よ
︒ 
雲
よ
︑ 

義
を
降
ら
せ
よ
︒
地
よ
︑ 

開

い
て
救
い
を
実
ら
せ
よ
﹂R

orate caeli 

desuper et nubes pluant justum
 

aperiatur terra et germ
inet salvatorem

︵
イ
ザ
四
五
・
八
︶
と
い
う
歌
詞
が
続
く
︒

二
行
目
の
後
半
に
あ
る
朱
書
の 

﹁
P 

S 

L
﹂ 

は
︑﹁
詩
篇
︵
唱
︶﹂PS[A

]

L[M
U

S] 

を
指
し
︑﹁
天
は
神
の
栄
光
を

語
り
﹂Caeli enarrant

︵
詩
一
九
﹇
一
八
﹈︶

に
基
づ
く
詩
篇
唱
を
お
こ
な
う
こ
と
が
指

示
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
こ
の
詩
篇
は
お

そ
ら
く
聖
務
日
課
に
お
け
る
朗
唱
法
︵
詩

篇
唱
定
型
︶
で
歌
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る

が
︑
そ
の
具
体
的
な
演
奏
形
態
は
不
明
で

あ
る
︶
19
︵

︒

　

三
行
目
冒
頭
の
朱
書
の
﹁
R 

G
﹂
は
︑﹁
昇
階
の
た
め
の
レ
ス
ポ
ン
ソ
リ
ウ
ム
﹂

R
[ESPO

N
SO

R
IU

M
] G

[R
A

D
U

A
LE]

を
指
し
︑
つ
ま
り
﹁
昇
階
唱
﹂
を
意
味
す

る
︒
こ
こ
で
は
﹁
諸
侯
よ
︑
汝
ら
の
門
を
あ
げ
よ
︑
永
久
の
門
よ
︑
あ
が
れ
︑
さ
す

れ
ば
栄
光
の
王
が
入
り
給
わ
ん
﹂Tollite portas princpes vestras et elevam

ini porte 

aeternales et introibit R
ex gloriae

︵
詩
二
四
﹇
二
三
﹈・
七
︶
が
歌
詞
と
し
て
指
定

さ
れ
て
い
る
︒
三
行
目
の
後
半
に
あ
る
﹁
V
﹂
は
﹁
ヴ
ェ
ル
ス
ス
﹂V

[ER
SU

S] 

の

こ
と
で
あ
る
︒
ヴ
ェ
ル
ス
ス
は
独
立
し
た
楽
曲
で
は
な
く
︑
入
祭
唱
︑
昇
階
唱
︑
ア

レ
ル
ヤ
唱
︑
そ
し
て
レ
ス
ポ
ン
ソ
リ
ウ
ム
な
ど
に
付
さ
れ
る
間エ
ピ
ソ
ー
ド

奏
楽
句
の
こ
と
を
指

し
︑
お
そ
ら
く
独ソ
リ
ス
ト
奏
者
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
︶
20
︵

︒
こ
こ
で
の
歌
詞
は

﹁
誰
が
主
の
山
に
上の
ぼ
り
︑
誰
が
そ
の
聖
所
に
立
つ
の
か
︒
汚
れ
の
な
い
手
と
清
い
心

を
も
つ
人
﹂Q

uis ascendet in m
ontem

 D
om

ini aut quis stabit in loco sancto ejus 

innocens m
anibus et m

undo corde

︵
詩
二
四
﹇
二
三
﹈・
三
―
四
︶
と
な
る
︒
ま
た

図
1
の
四
―
五
行
目
に
は
︑
別
の
昇
階
唱
と
そ
の
ヴ
ェ
ル
ス
ス
︵
い
ず
れ
も
詩
一
四

五
﹇
一
四
四
﹈
に
基
づ
く
も
の
︶
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

　

そ
し
て
六
・
七
行
目
は ﹁
O 

F
﹂ 

は
︑
本
題
で
あ
る ︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀ 

を
含
む

﹁
奉
納
唱
﹂O

F[FERTO
R

IU
M

]

を
意
味
す
る
︒
第
一
奉
納
唱
の
歌
詞
は
﹁
強
く
あ

れ
︑
恐
れ
る
な
︒
見
よ
︑
あ
な
た
が
た
の
神
を
︒
報
復
が
︑
神
の
報
い
が
来
る
︒
神

は
来
ら
れ
︑
我
々
を
救
う
﹂C

onfortam
ini et jam

 nolite tim
ere ecce enim

 D
eus 

noster retribuet judicium
 ipse veniet et salvos nos faciet

︵
イ
ザ
三
五
・
四
︶
が
あ

り
︑﹁
も
う
一
つ
の
奉
納
唱
﹂ITE[M

] O
F[FERTO

R
IU

M
] 

と
し
て
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ

リ
ア
﹀︵
の
前
半
部
︶
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
七
行
目
後
半
の
﹁
C 

O 

M
﹂
は
︑﹁
聖
体

拝
領
唱
﹂CO

M
[M

N
U

N
IO

]

で
あ
り
︑
歌
詞
は
﹁
見
よ
︑
お
と
め
が
身
ご
も
っ
て
男

の
子
を
産
み
︑
そ
の
名
を
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
と
呼
ぶ
﹂Ecce virgo concipiet et pariet 

図１
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25

filium
 et vocabitur nom

en ejus Em
m

anuhel

︵
イ
ザ
七
・
一
四
︶
で
あ
る
︒
八
行
目

の
後
半
に
は
︑
再
び
詩
篇
唱
を
意
味
す
る
﹁
P 

S 

L
﹂
と
い
う
朱
書
が
あ
り
︑﹁
太

陽
は
花
婿
の
よ
う
に
祝
い
の
部
屋
を
出
て
︑
巨
人
の
よ
う
に
喜
び
勇
ん
で
道
を
駆
け

抜
け
る
﹂In sole posuit tabernaculum

 suum
 et ipse am

quam
 sponsus procedens 

de thalam
osuo exultavit ut gigans ad currendam

 viam
 suum

︵
詩
一
九
﹇
一
八
﹈・

六
︶
の
一
部
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

　

先
行
研
究
に
つ
い
て
だ
が
︑
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
に
関
す
る
文
献
は
膨
大
な
数
が
あ

る
た
め
︑
本
稿
に
と
っ
て
重
要
な
三
点
に
限
っ
て
紹
介
す
る
︒
ま
ず
︑
ジ
ェ
ー
ム

ズ
・
マ
ッ
キ
ノ
ン
﹃
待
降
節
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
﹄︵
二
〇
〇
〇
年
︶
を
挙
げ
る
必
要
が
あ

る
︶
21
︵

︒
彼
は
七
世
紀
と
い
う
史
料
が
乏
し
い
時
代
を
扱
う
た
め
に
︑
厳
密
な
概
念
規
定

を
お
こ
な
い
︑
そ
し
て
ロ
ー
マ
教
皇
庁
で
な
さ
れ
た
大
規
模
な
典
礼
改
革
と
︑
そ
の

結
果
と
し
て
整
備
さ
れ
た
典
礼
暦
に
基
づ
く
固
有
式
文
楽
曲
の
膨
大
な
レ
パ
ー
ト

リ
ー
を
考
察
し
て
い
る
︒︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
に
関
す
る
言
及
は
そ
れ
ほ
ど
多
く

は
な
い
が
︑
そ
の
位
置
付
け
を
考
え
る
上
で
羅
針
盤
と
な
る
︑
き
わ
め
て
重
要
な
研

究
で
あ
る
︒

　

次
に
︑
レ
ベ
ッ
カ
・
マ
ロ
イ
﹃
奉
納
唱
の
内
部
へ
﹄︵
二
〇
一
〇
年
︶
を
挙
げ
る
︶
22
︵

︒

こ
の
著
作
は ﹁
奉
納
唱
﹂ に
関
す
る
現
在
も
っ
と
も
信
頼
に
足
る
包
括
的
研
究
と
い
え
︑

そ
の
射
程
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
に
と
ど
ま
ら
ず
︑ ︵
古
︶ 

ロ
ー
マ
聖
歌
や
ガ
リ
ア
聖

歌
︑
ミ
ラ
ノ
聖
歌
︑
モ
サ
ラ
ベ
聖
歌
な
ど
に
も
お
よ
ぶ
︒
史
料
が
乏
し
い
古
聖
歌
研

究
で
は
︑
楽
曲
間
に
お
け
る
歌
詞
と
音
楽
的
要
素
の
差
違
が
重
要
な
手
掛
か
り
と
な

る
︒
彼
女
は
約
百
曲
の
奉
納
唱
に
関
し
て
︑
現
存
す
る
楽
譜
写
本
の
悉
皆
調
査
を
踏

ま
え
た
網
羅
的
分
析
を
お
こ
な
っ
て
お
り
︑
そ
の
成
果
で
あ
る
一
般
的
な
傾
向
と
各

楽
曲
の
詳
細
な
コ
メ
ン
タ
リ
ー
は
︑
本
稿
の
考
察
に
と
っ
て
き
わ
め
て
有
益
で
あ
る
︒

　

最
後
は
︑
前
述
の
エ
ス
ベ
ー
ル
﹃
六
欄
対
照
ミ
サ
用
ア
ン
テ
ィ
フ
ォ
ナ
ー
レ
﹄︵
一

九
三
五
年
︶
で
あ
る
︒
彼
の
主
眼
は
ネ
ウ
マ
な
し
の
六
写
本
の
照
合
に
基
づ
く
総
合

的
な
調
査
で
あ
り
︑
個
々
の
楽
曲
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
詳
し
く
は
扱
っ
て
い
な

い
︒
と
こ
ろ
が
︑
奉
納
唱
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
に
関
し
て
は
︑
そ
の
特
異
性
を
察

知
し
た
の
か
︑
彼
は
多
く
の
紙
幅
を
と
っ
て
論
じ
て
い
る
︶
23
︵

︒
そ
の
見
解
は
マ
ッ
キ
ノ

ン
や
マ
ロ
イ
を
始
め
と
し
た
多
く
の
研
究
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
お
り
︑
一
種
の
公

式
見
解
と
な
っ
て
い
る
︒
本
稿
も
ま
た
彼
の
研
究
に
負
う
面
は
大
き
い
が
︑
以
下
の

考
察
を
も
と
に
︑
い
く
つ
か
の
補
足
・
修
正
を
提
案
し
た
い
︒

三
　
固
有
式
文
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
奉
納
唱
〈
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
〉

　

グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
の
最
初
期
の
写
本
群
に
お
い
て
︑︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
は
一

貫
し
て
﹁
奉
納
唱
﹂
で
あ
り
︑
典
礼
暦
に
お
け
る
三
つ
の
祝
日
で
歌
わ
れ
る
も
の
と

さ
れ
て
い
る
︒
以
下
で
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
祝
日
の
意
義
や
他
の
固
有
式
文
と
の
関
連

性
を
踏
ま
え
︑
そ
の
位
置
付
け
を
考
察
す
る
︒

　

そ
の
前
に
︑﹁
奉
納
唱
﹂
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
︑
簡
単
に
説
明
し
て
お
き

た
い
︒
こ
れ
は
ミ
サ
に
お
け
る
﹁
奉
納
﹂
と
い
う
儀
礼
の
際
に
歌
わ
れ
て
い
た
聖
歌

で
あ
る
︒
初
代
教
会
に
お
い
て
は
︑
信
者
ら
が
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
な
ど
を
自
宅
よ
り

も
ち
よ
っ
て
い
た
と
い
う
︒
彼
ら
は
そ
れ
を
時
に
は
行
列
を
な
し
て
司
式
者
に
手
渡

し
︑
後
者
は
そ
れ
ら
を
祭
壇
に
供
え
る
︒
こ
れ
が
終
わ
る
と
︑
司
式
者
は
﹁
奉
献

文
﹂

―
﹁
感
プ
レ
ク
ス
・
エ
ウ
カ
リ
ス
テ
イ
ア

謝
の
祈
り
﹂・
東
方
教
会
で
は
﹁
ア
ナ
フ
ォ
ラ
﹂

―
を
唱
え
た
︒

　

そ
の
際
に
聖
歌
が
歌
わ
れ
る
慣
習
は
︑
少
な
く
と
も
四
〇
〇
年
頃
の
カ
ル
タ
ゴ
教

会
に
は
存
在
し
て
い
た
と
い
う
︶
24
︵

︒
し
か
し
︑
奉
納
唱
の
具
体
的
な
内
容
は
不
明
で
あ

り
︑
聖
務
日
課
や
ミ
サ
の
他
の
固
有
式
文
な
ど
か
ら
︑
詩
篇
に
基
づ
く
歌
詞
を
交
唱
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26

風
に
歌
っ
て
い
た
と
い
う
程
度
の
理
解
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
数
世
紀

に
お
け
る
沈
黙
を
経
て
我
々
が
知
り
得
る
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
の
奉
納
唱
は
︑
装
飾
性

豊
か
な
華
美
な
旋
律
を
も
ち
︑
他
の
固
有
式
文
聖
歌
の
な
か
で
も
特
に
芸
術
的
な
音

楽
と
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
そ
こ
に
は
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
の
よ
う
に
詩
篇
に
よ

ら
な
い
歌
詞
を
も
つ
も
の
も
存
在
す
る
︒

　

結
論
を
先
取
り
し
て
い
う
な
ら
ば
︑
西
方
教
会
に
お
い
て
初
め
て
登
場
し
た
︿
ア

ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
が
︑
他
で
も
な
い
﹁
奉
納
唱
﹂
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
必
然

だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

（
１
）
待
降
節
に
お
け
る
「
四
季
の
斎
日
の
水
曜
日
」

　

こ
の
祝
日
は
︑
ネ
ウ
マ
を
も
た
な
い
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
の
最
初
期
の
六
写
本
に
す

べ
て
含
ま
れ
て
い
る
︶
25
︵

︒
標
題
に
つ
い
て
は
︑
モ
ン
ツ
ァ
写
本
は
﹁
週
日
の
第
四
日
目
﹂

の
み
で
あ
る
が
︑
コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ
写
本
と
コ
ル
ビ
ー
写
本
︑
そ
し
て
サ
ン
リ
ス
写

本
で
は
︑
そ
れ
が
ロ
ー
マ
の
サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
・
マ
ッ
ジ
ョ
ー
レ
教
会
で
お
こ
な
わ

れ
て
い
た
教
皇
の
行
幸
ミ
サ
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
︒
ラ
イ
ナ
ウ
写
本
と

モ
ン
゠
ブ
ラ
ン
ダ
ン
写
本
で
は
﹁
聖
マ
リ
ア
に
対
す
る
週
日
の
第
四
日
目
﹂
と
あ
る

が
︑
い
ず
れ
の
写
本
も
他
の
祝
日
の
項
目
で
は ﹁
指
定
教
会
﹂statio

の
文
字
が
み
ら

れ
る
た
め
︑
こ
れ
ら
は
一
種
の
省
略
的
な
表
記
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
ネ
ウ
マ

付
き
の
三
写
本
に
つ
い
て
は
︑
シ
ャ
ル
ト
ル
写
本
で
は
﹁
週
日
の
第
四
日
目
︒
行
幸

地
の
聖
マ
リ
ア
﹇
教
会
﹈﹂︶

26
︵

︑
ザ
ン
ク
ト
・
ガ
レ
ン
写
本
で
は
﹁
週
日
の
第
四
日
目
﹂︶

27
︵

︑

ラ
ン
写
本
は
︑
コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ
写
本
・
コ
ル
ビ
ー
写
本
と
同
じ
く
︑
丁
寧
な
表
現

で
ロ
ー
マ
で
の
﹁
行
幸
ミ
サ
﹂
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
︶
28
︵

︒

　

教
皇
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
行
幸
ミ
サ
は
︑
ロ
ー
マ
典
礼
に
影
響
を
受
け

て
成
立
し
た
と
さ
れ
る
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
礼
拝
に
お
い
て
︑
ど
の
よ

う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
︒
こ
れ
は
き
わ
め
て
重
要
な
論
点
で
は
あ
る
が
︑
そ

れ
を
充
分
に
論
じ
る
紙
幅
の
余
裕
は
な
い
︒
そ
こ
で
こ
こ
で
は
︑
フ
ラ
ン
ク
王
国
で

も
行
幸
ミ
サ
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
の
み
触
れ
て
お
こ
う
︒
フ
ラ

ン
ス
国
立
図
書
館
所
蔵
の
福
音
書
を
収
め
た
あ
る
写
本
の
末
尾
に
は
︑
四
旬
節
と
聖

週
間
に
メ
ッ
ス
司
教
が
ミ
サ
を
お
こ
な
う
諸
教
会

―
す
な
わ
ち
﹁
指
定
教
会
﹂

―
の
リ
ス
ト
が
含
ま
れ
て
い
る
︶
29
︵

︒
こ
の
写
本
自
体
は
筆
跡
か
ら
九
世
紀
の
も
の
と

さ
れ
る
が
︑
そ
の
内
容
は
ロ
ー
マ
典
礼
を
範
と
し
つ
つ
典
礼
改
革
を
お
こ
な
っ
た

メ
ッ
ス
司
教
ク
ロ
デ
ガ
ン
グ
︵
位
七
四
二
／
七
四
八
―
七
六
六
年
︶
の
時
代
に
ま
で

遡
る
と
さ
れ
る
︶
30
︵

︒

　

八
―
九
世
紀
の
メ
ッ
ス
で
﹁
行
幸
ミ
サ
﹂
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
し
た
ら
︑
そ

れ
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ク

ラ
ウ
セ
ン
が
興
味
深
い
指
摘
を
お
こ
な
っ
て
い
る
︒
彼
に
よ
る
と
︑
ク
ロ
デ
ガ
ン
グ

の
典
礼
改
革
は
︑
式
文
・
聖
歌
・
式オ
ル
ド
ー
次
第
な
ど
の
具
体
的
な
礼
拝
式
や
そ
れ
を
維
持

す
る
た
め
の
聖
職
者
組
織
の
み
な
ら
ず
︑
ロ
ー
マ
に
お
け
る
礼
拝
空
間
そ
の
も
の
を

移
植
し
︑
メ
ッ
ス
を
﹁
聖ハ
ギ
オ
ポ
リ
ス

な
る
都
市
﹂
に
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
と
い
う
︶
31
︵

︒
こ

の
主
張
は
﹁
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
﹂
の
当
時
の
位
置
付
け
を
考
え
る
上
で
︑
示
唆
に
富

む
も
の
と
い
え
よ
う
︒
た
だ
し
︑
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
す
べ
て
の
司
教
座
都
市
で
﹁
巡

幸
ミ
サ
﹂
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
り
︑
ま
た
時
代
に
よ
る
慣

習
の
変
遷
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
︑
深
く
は
立
ち

入
ら
な
い
︒

　

そ
れ
で
は
︑
奉
納
唱
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
を
含
む
こ
の
祝
日
の
固
有
式
文
を
︑

グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
の
九
つ
の
初
期
写
本
か
ら
み
て
み
よ
う
︒
こ
れ
ら
の
写
本
は
︑
い

ず
れ
も
こ
の
祝
日
を
典
礼
暦
に
置
き
︑
固
有
式
文
の
選
択
に
お
い
て
は
一
定
の
統
一

性
を
有
し
て
い
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
特
定
の
固
有
式
文
を
含
ま
な
い
も
の
︑
固
有
式
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文
の
聖
書
出
典
が
異
な
る
も
の
︑
具
体
的
な
文
言
の
違
い
な
ど
︑
数
多
く
の
相
違
点

も
存
在
す
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
ら
の
異
同
を
い
く
ら
比
較
・
照
合
し
て
も
︑
必
ず
し

も
﹁
テ
ク
ス
ト
の
確
定
﹂
に
い
た
ら
な
い
の
が
︑
典
礼
書
・
楽
譜
写
本
な
ら
で
は
の

難
し
い
点
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
こ
れ
ら
の
写
本
は
日
々
の
礼
拝
の
た
め
の
実
用
的

な
用
途
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
繰
り
返
し
を
避
け
る
た
め
の
省
略
が
多
く
︑

ま
た
口
頭
伝
承
や
﹁
記
憶
﹂
な
ど
︑
非
文
字
媒
体
で
の
情
報
伝
達
・
保
存
を
前
提
と

す
る
簡
素
な
記
述
を
そ
の
特
徴
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
さ
し
あ
た
り

九
写
本
の
情
報
を
ま
と
め
︑
も
っ
と
も
潤
沢
な
か
た
ち
で
︑
こ
の
祝
日
の
固
有
式
文

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
再
構
成
を
お
こ
な
っ
た
︵
表
2
︶︶

32
︵

︒
以
下
で
は
こ
れ
に
基
づ
き
︑
奉
納

唱
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
に
関
す
る
考
察
を
進
め
て
ゆ
こ
う
︒

　

さ
て
︑
昇
階
唱
1
の
み
が
記
さ
れ
た
モ
ン
ツ
ァ
写
本
を
別
に
す
る
と
︑
ど
の
写
本

も
入
祭
唱
︑
昇
階
唱
︑
奉
納
唱
︑
聖
体
拝
領
唱
の
四
つ
の
固
有
式
文
を
含
ん
で
い

る
︒
そ
の
な
か
で
の
差
違
と
し
て
大
き
い
も
の
は
︑
昇
階
唱
と
奉
納
唱
を
そ
れ
ぞ
れ

二
曲
ず
つ
記
し
て
い
る
も
の
と
︑
一
曲
し
か
含
ま
な
い
も
の
の
違
い
で
あ
る
︒
具
体

的
に
は
︑
モ
ン
゠
ブ
ラ
ン
ダ
ン
写
本
︑
コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ
写
本
︑
コ
ル
ビ
ー
写
本
︑

サ
ン
リ
ス
写
本
︑
ザ
ン
ク
ト
・
ガ
レ
ン
写
本
︑
ラ
ン
写
本
は
二
曲
を
含
み
︑
モ
ン

ツ
ァ
写
本
と
ラ
イ
ナ
ウ
写
本
は
昇
階
唱
1
︵︿
諸
侯
よ
︑
汝
ら
の
門
を
あ
げ
よ
﹀︶
の

み
を
︑
シ
ャ
ル
ト
ル
写
本
は
昇
階
唱
2
︵︿
主
は
︑
ご
自
分
を
呼
ぶ
人
皆
に
﹀︶
だ
け

を
記
し
て
い
る
︒
昇
階
唱
が
二
曲
記
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
れ

は
同
時
代
の
典
サ
ク
ラ
メ
ン
タ
リ
ウ
ム

礼
書
な
ど
か
ら
待
降
節
に
お
け
る
﹁
季
節
の
斎
日
の
水
曜
日
﹂

の
ミ
サ
で
は
︑
福
音
書
の
朗
読
が
二
回
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
よ
り
説
明

が
可
能
で
あ
る
︶
33
︵

︒
歌
詞
の
内
容
に
つ
い
て
は
︑
昇
階
唱
1
︵
詩
二
四
﹇
二
三
﹈︶
が
︑

世
界
の
創
造
主
と
し
て
の
神
の
偉
大
さ
や
栄
光
を
讃
え
︑﹁
門
を
あ
げ
よ
﹂
と
い
う

待
降
節
に
ふ
さ
わ
し
い
文
言
を
含
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
︑
昇
階
唱
2
︵
詩
一
四
五

﹇
一
四
四
﹈︶
は
︑
や
や
一
般
的
な
神
の
讃
美
と
︑
そ
れ
が
﹁
近
く
に
お
ら
れ
ま
す
﹂

と
︑
主
の
降
誕
を
期
待
す
る
一
般
信
徒
の
心
情
を
代
弁
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
︒
要
す
る
に
︑
昇
階
唱
が
二
曲
あ
る
こ
と
と
︑
そ
の
祝
日
の
典
礼
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

は
︑
十
分
な
整
合
性
が
あ
る
と
い
え
よ
う
︒

　
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
が
含
ま
れ
る
奉
納
唱
に
つ
い
て
は
︑
事
情
は
ま
っ
た
く
異

な
る
︒
奉
納
唱
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
モ
ン
ツ
ァ
写
本
を
除
く
と
︑
モ
ン
゠
ブ
ラ
ン

ダ
ン
写
本
︑
コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ
写
本
︑
コ
ル
ビ
ー
写
本
︑
サ
ン
リ
ス
写
本
︑
ザ
ン
ク

ト
・
ガ
レ
ン
写
本
︑
ラ
ン
写
本
に
は
二
つ
の
奉
納
唱
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
一
方
︑
ラ

イ
ナ
ウ
写
本
に
は
奉
納
唱
1
︵︿
強
く
あ
れ
︑
恐
れ
る
な
﹀︶
の
み
が
︑
シ
ャ
ル
ト
ル

写
本
に
は
反
対
に
奉
納
唱
2
︵︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀︶
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ

う
し
た
配
置
は
︑
西
方
教
会
に
お
け
る
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
の
起
源
を
考
え
る
上

で
︑
重
要
な
手
掛
か
り
に
な
る
と
思
わ
れ
る
︒
ま
ず
は
エ
ス
ベ
ー
ル
の
見
解
を
確
認

し
て
お
こ
う
︒

　

彼
は
︑
待
降
節
に
お
け
る
﹁
四
季
の
斎
日
の
水
曜
日
﹂
の
ミ
サ
の
奉
納
唱
は
︑
通

常
︿
強
く
あ
れ
︑
恐
れ
る
な
﹀
の
み
で
あ
り
︑
ま
た
︑
ネ
ウ
マ
な
し
の
写
本
群
に
お

い
て
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
は
常
に
﹁
二
番
目
の
奉
納
唱
﹂
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る

点
を
最
初
に
確
認
す
る
︒
そ
の
上
で
︑
歌
詞
の
選
択
と
そ
の
配
置
と
い
う
観
点
か

ら
︑
こ
の
場
所
に
こ
の
楽
曲
が
あ
る
こ
と
は ﹁
異
常
﹂ anom

alie

で
あ
る
と
述
べ
る
︶
34
︵

︒

な
ぜ
な
ら
︑
待
降
節
の
主
要
な
テ
ー
マ
は
い
う
ま
で
も
な
く
﹁
救メ
シ
ア
世
主
の
到
来
が
間

近
に
迫
っ
て
い
る
﹂
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
ミ
サ
の
典
礼
に
お
い
て
そ
れ
は
︑
旧

約
聖
書
か
ら
引
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
通
じ
た
﹁
預
言
﹂
や
﹁
願
望
﹂
と
い
う
か
た
ち

で
表
現
さ
れ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑
こ
の
祝
日
の
ミ
サ
で
も
︑
詩
篇
や
イ
ザ
ヤ
書
で
の

上
記
の
テ
ー
マ
に
関
連
す
る
聖
句
が
選
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ま
ず
そ
の
意
味

で
︑︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
の
よ
う
な
﹁
直
截
的
か
つ
露
骨
な
福
音
書
の
引
用
﹂
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表２　待降節における「四季の斎日の水曜日」の固有式文プログラム

入祭唱
 アンティフォナ〈天よ、上から露を滴らせよ〉（イザ45 :8）
 詩篇唱〈天は神の栄光を語り〉（詩19[18] :2）
 レペテンドゥム〈彼は日中に帳幕を設け〉（詩19[18] :6）
昇階唱１
  レスポンソリウム〈諸侯よ、 汝らの門をあげよ、 永久の門よ、 あがれ、 さすれば栄光の王が入り給わん〉
（詩24[23] :7）

  ヴェルスス〈誰が主の山に上り、誰がその聖所に立つのか。汚れのなき手と清き心をもつ人こそ〉（詩
24[23] :3-4）

昇階唱２
  レスポンソリウム〈主は、 ご自分を呼ぶ人皆に、 まことをもって呼ぶすべての人の近くにおられます〉
（詩145[144]:18）

 ヴェルスス１〈我が口は主の讃美を語り、すべて肉なるものは聖なる御名を讃えん〉（詩145[144] :21）
奉納唱１
  （アンティフォナ）〈強くあれ、恐れるな。見よ、あなたがたの神を。報復が、神の報いが来る。神は

来られ、我々を救う〉（イザ35 :4）
  ヴェルスス１〈その時、見えない人の目は開けられ、聞こえない人の耳は開かれる。その時、歩けな
い人は鹿のように跳びはね、口の利けない人の舌は歓声を上げる〉（イザ35 :5-6）

  ヴェルスス２〈聞け、ダビデの家よ。あなたがたは人間を煩わすだけでは足りず、私の神をも煩わす
のか。それゆえ、主ご自身があなたがたにしるしを与えられる。見よ、おとめが身ごもって男の子を
産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。彼は来たる〉（イザ7 :13-14）

奉納唱２
  （アンティフォナ）〈アヴェ・マリア、恵みに満ちたお方。あなたは女のうちで祝福され、ご胎内の御
子も祝福されています〉（ルカ1 :28・1 :42）

  ヴェルスス１〈どうして、そんなことがあり得ましょうか。私は男の人を知りませんのに。主の霊が
あなたに降り、いと高き方の力があなたを覆い、［それが］祝福される〉（ルカ1 :34-35）

 ヴェルスス２〈だから、生まれし子は聖なる者、神の子と呼ばれる〉（ルカ1 :35）
アレルヤ唱
 ヴェルスス〈来たれ主よ、遅れることなかれ。あなたの民の悪事をお赦し給え〉（聖書出典なし）
聖体拝領唱
  （アンティフォナ）〈見よ、おとめが身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ〉（イザ

7 :14）
 詩篇唱ａ〈天は神の栄光を語り〉（詩19[18] :2）
 詩篇唱ｂ〈巨人のように喜び勇んで〉（詩篇19[18] :6）
 レペテンドゥム〈彼は日中に帳幕を設け〉（詩19[18] :6）

聖体拝領唱の詩篇ａは、コンピエーニュ写本に所収。同詩篇ｂは、コルビー写本に所収
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précision form
elle de la réalisation évangélique

は
﹁
あ
り
得
な
い
﹂
の
で
あ
る
︒

そ
も
そ
も
待
降
節
で
﹁
聖
母
マ
リ
ア
﹂
は
中
心
的
な
存
在
で
あ
り
︑﹁
見
よ
︑
お
と

め
が
身
ご
も
っ
て
男
の
子
を
産
み
﹂︵
イ
ザ
七
・
一
四
︶
と
い
う
そ
の
予
型
を
も
っ
て

暗
示
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
わ
ざ
わ
ざ
福
音
書
を
も
ち
い
て
直
に
喚
起
す
る
必
要
は
な

い
︒
最
後
に
︑
特
定
の
祝
日
の
ミ
サ
の
主
題
的
な
統
一
性
は
︑﹁
同
一
文
書
﹂
内
の

聖
句
を
連
続
し
て
使
用
す
る
こ
と
で
担
保
さ
れ
る
が
︑
そ
う
し
た
構
成
面
か
ら
み
る

と
奉
納
唱
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
は
﹁
イ
ザ
ヤ
書
の
お
か
し
な
繰
り
返
し
﹂
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る

―
以
上
が
︑
エ
ス
ベ
ー
ル
の
見
解
の
概
要
で
あ
る
︒

　

彼
の
こ
の
主
張
に
関
し
て
は
︑
他
の
二
つ
の
祝
日
に
つ
い
て
述
べ
た
後
に
詳
述
し

よ
う
︒
た
だ
し
︑
奉
納
唱
と
し
て
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
の
み

0

0

を
有
す
る
シ
ャ
ル
ト

ル
写
本
に
つ
い
て
は
︑
こ
こ
で
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
の
写
本
で
は

昇
階
唱
も
一
曲
︵︿
主
は
︑
ご
自
分
を
呼
ぶ
人
皆
に
﹀︶
し
か
収
め
ら
れ
て
お
ら
ず
︑

エ
ス
ベ
ー
ル
の
主
張
と
は
異
な
る
原
理
を
垣
間
見
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
も
ち
ろ

ん
︑
こ
の
写
本
は
彼
が
調
査
し
た
六
写
本
と
は
時
代
が
異
な
り
︑
お
お
ま
か
に
見

積
っ
て
五
〇
年
か
ら
百
年
後
の
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
同
じ
く
ネ
ウ
マ
を
有
す
る

ザ
ン
ク
ト
・
ガ
レ
ン
写
本
と
ラ
ン
写
本
に
は
昇
階
唱
・
奉
納
唱
が
と
も
に
二
つ
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
︑
ネ
ウ
マ
の
有
無
や
写
本
の
製
作
年
代
は
必
ず
し
も

決
定
的
な
要
因
と
は
な
り
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

　

こ
の
現
象
を
説
明
す
る
た
め
に
は
当
該
写
本
の
徹
底
的
な
調
査
が
必
要
で
あ
り
︑

そ
れ
は
本
稿
の
射
程
を
大
き
く
超
え
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
こ
こ
で
は
︑
シ
ャ
ル

ト
ル
写
本
は
ネ
ウ
マ
の
記
譜
法
の
特
徴
や
典
礼
式
の
構
成
な
ど
か
ら
︑
ト
ゥ
ー
ル
ま

た
は
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
の
も
の
と
さ
れ
る
点
を
踏
ま
え
つ
つ
︶
35
︵

︑
①
地
域
に
よ
っ
て

は
奉
納
唱
2
の
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
が
奉
納
唱
1
︿
強
く
あ
れ
︑
恐
れ
る
な
﹀
を

駆
逐
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
︑
②
こ
の
祝
日
の
奉
納
唱
と
し
て
も
と
も
と
︿
ア

ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
の
み
が
存
在
し
て
い
た

―
と
い
う
可
能
性
を
指
摘
す
る
に
と
ど

め
た
い
︒

（
２
）
待
降
節
の
第
四
主
日

　

こ
の
祝
日
は
︑
コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ
写
本
で
は
﹁
ミ
サ
な
し
の
主
日
﹂D

om
inica 

vacat 

と
呼
ば
れ
て
い
る
︒
第
四
主
日
は
前
述
の
﹁
四
季
の
斎
日
﹂
に
続
く
日
曜
日

で
あ
る
が
︑
前
日
の
土
曜
日
の
ミ
サ
が
夜
遅
く
に
始
ま
る
た
め
︑
日
曜
日
固
有
の
式

文
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
八
・
九
世
紀
に
な
る
と
直
前
の
水
曜
日
の

も
の
が
流
用
さ
れ
る
か
た
ち
で
︑
ミ
サ
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
︶
36
︵

︒

こ
う
し
た
事
情
か
ら
︑
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
の
初
期
写
本
群
で
も
︑
そ
の
扱
い
に
は
大

き
な
相
違
が
あ
る
︒
ま
ず
︑
そ
も
そ
も
こ
の
祝
日
が
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ

る
︒
ネ
ウ
マ
な
し
の
六
写
本
で
は
モ
ン
ツ
ァ
写
本
︑
モ
ン
゠
ブ
ラ
ン
ダ
ン
写
本
︑
コ

ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ
写
本
︑
ネ
ウ
マ
付
き
の
三
写
本
で
は
︑
シ
ャ
ル
ト
ル
写
本
と
ラ
ン
写

本
が
そ
れ
に
該
当
す
る
︒
こ
れ
ら
の
諸
写
本
で
は
︑
こ
の
祝
日
の
ミ
サ
が
な
か
っ
た

の
で
は
な
く
︑
前
述
の
水
曜
日
の
式
次
第
が
そ
の
ま
ま
使
用
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ

て
い
る
︶
37
︵

︒

　

次
に
︑
こ
の
祝
日
の
た
め
に
固
有
の
式
文
を
も
つ
写
本
に
つ
い
て
だ
が
︑
ラ
イ
ナ

ウ
写
本
は
﹁
主
の
誕
生
前
の
第
一
主
日
﹂D

om
inica I. ante N

atale D
om

ini

と
し
て

式
文
の
記
載
が
あ
る
も
の
の
︑
奉
納
唱
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
を
含
ん
で
お
ら
ず
︑

ま
た
他
の
固
有
式
文
の
構
成
も
大
き
く
異
な
る
た
め
︑
こ
こ
で
は
除
外
す
る
︒
よ
っ

て
︑
我
々
の
考
察
に
関
わ
る
の
は
︑
コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ
写
本
︑
サ
ン
リ
ス
写
本
︑
そ

し
て
ネ
ウ
マ
付
き
の
ザ
ン
ク
ト
・
ガ
レ
ン
写
本
の
三
写
本
で
あ
る
︒
表
3
は
︑
こ
れ

ら
三
写
本
の
式
文
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︶
38
︵

︒
ま
ず
﹁
季
節
の
斎
日
の
水
曜
日
﹂
の

ミ
サ
か
ら
の
借
用
の
有
無
に
つ
い
て
確
認
す
る
︒
昇
階
唱
は
二
系
統
あ
り
︑
コ
ン
ピ



上智史学　第 68 号（2023 年 11 月）

30

エ
ー
ニ
ュ
写
本
と
コ
ル
ビ
ー
写
本
の
昇
階
唱
は
︑
表
2
の
昇
階
唱

2
と
ま
っ
た
く
同
一
で
あ
る
︒
他
方
で
︑
ザ
ン
ク
ト
・
ガ
レ
ン
写

本
の
昇
階
唱
は
︑
表
2
の
昇
階
唱
と
は
異
な
る
が
︑
そ
の
歌
詞
は

入
祭
唱
と
聖
体
拝
領
唱
で
使
わ
れ
て
い
た
詩
一
九
﹇
一
八
﹈
で
あ

り
︑
一
定
の
共
通
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
よ
っ
て
︑
こ

の
祝
日
独
自
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
確
な
の
は
︑
入
祭
唱
︵
詩

一
〇
六
﹇
一
〇
五
﹈︶
の
み
で
あ
る
︶
39
︵

︒

　

奉
納
唱
に
関
し
て
は
︑
該
当
す
る
三
写
本
す
べ
て
が
︿
ア
ヴ

ェ
・
マ
リ
ア
﹀
の
み
を
記
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
そ
れ
に
付
さ
れ
る

二
つ
の
ヴ
ェ
ル
ス
ス
も
﹁
季
節
の
斎
日
の
水
曜
日
﹂
の
も
の
と
ほ

ぼ
同
じ
で
あ
り
︶
40
︵

︑
流
用
の
可
能
性
は
強
く
窺
え
る
︒
た
だ
し
︑
待

降
節
の
第
四
主
日
の
ミ
サ
の
た
め
の
奉
納
唱
が
一
つ
し
か
な
く
︑

し
か
も
そ
れ
が
表
2
で
は
補
助
的
な
も
の
と
さ
れ
た
︿
ア
ヴ
ェ
・

マ
リ
ア
﹀
で
あ
る
点
は
︑
ど
う
捉
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒

こ
れ
に
つ
い
て
は
エ
ス
ベ
ー
ル
も
特
に
触
れ
て
は
お
ら
ず
︑
確
実

な
こ
と
は
言
い
難
い
︒
た
だ
し
︑﹁
受
胎
告
知
﹂
の
祝
日
︵
三
月

二
五
日
︶
が
制
定
さ
れ
る
以
前

―
あ
る
い
は
そ
の
以
降
も

―

の
非
ロ
ー
マ
典
礼
に
お
い
て
は
︑
待
降
節
の
時
期
に
受
胎
告
知
が

祝
わ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
︑
留
意
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
︶
41
︵

︒
つ
ま
り
︑
待
降
節
の
第
四
主
日
の
典
礼
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
︑

﹁
季
節
の
斎
日
の
水
曜
日
﹂
か
ら
の
流
用
と
は
異
な
る
ル
ー
ト
も

存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

表３　待降節における第４主日の固有式文プログラム

入祭唱
  アンティフォナ〈主よ、あなたの民に与える恵みによって、私を心に留めてください。救いによって
私を顧みてください。あなたの選ばれた者の幸いを見、あなたの国の喜びを喜び、ご自分の民と共に
誇ることができるようにしてください〉（詩106[105] :4-5）

 詩篇唱〈主に感謝せよ。まことに、主は恵み深い。その慈しみはとこしえに〉（詩106[105] :1）
 レペテンドゥム〈誰が主の力強い業を語り、主への讃美をすべて聞かせられようか〉（詩106[105] :2）
昇階唱
  レスポンソリウムａ〈主は、ご自分を呼ぶ人皆に、まことをもって呼ぶすべての人の近くにおられま

す〉（詩145[144] :18）
 ヴェルススａ〈我が口は主の讃美を語り、すべて肉なるものは聖なる御名を讃えん〉（詩145[144] :21）
 レスポンソリウムｂ〈天の果てより出で立ち、四方の果てまで行き巡る〉（詩篇19[18] :7）
 ヴェルススｂ〈天は神の栄光を語り〉（詩篇19[18] :2）
アレルヤ唱
 ヴェルスス〈来たれ主よ〉（聖書出典なし）
奉納唱
  （アンティフォナ）〈アヴェ・マリア、恵みに満ちたお方。あなたは女のうちで祝福され、ご胎内の御
子も祝福されています〉（ルカ1 :28・1 :42）

  ヴェルスス１〈どうして、そんなことがあり得ましょうか。私は男の人を知りませんのに。主の霊が
あなたに降り、いと高き方の力があなたを覆い、［それが］祝福される〉（ルカ1 :34-35）

 ヴェルスス２〈だから、生まれし子は聖なる者、神の子と呼ばれる〉（ルカ1 :35）
聖体拝領唱
 （アンティフォナ）〈見よ、おとめが身ごもって男の子を産み〉（イザ7 :14）

昇階唱のａは、コンピエーニュ写本、サンリス写本に所収。同ｂは、ザンクト・ガレン写本のみに所収
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（
３
）
受
胎
告
知
（
神
の
お
告
げ
）
の
祝
日

　

こ
の
祝
日
は
い
う
ま
で
も
な
く
﹁
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
﹂︵
一
・
二
六
―
三
八
︶
に

記
さ
れ
る
﹁
受ア
ヌ
ン
テ
イ
ア
テ
イ
オ

胎
告
知
﹂
を
記
念
す
る
も
の
で
あ
り
︑︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
と
は

き
わ
め
て
密
接
な
関
係
に
あ
る
︒
事
実
︑
前
述
の
エ
ス
ベ
ー
ル
や
︑
マ
ッ
キ
ノ
ン
︑

マ
ロ
イ
を
始
め
と
し
た
典
礼
学
者
・
音
楽
学
者
は
︑
奉
納
唱
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀

は
こ
の
祝
日
と
の
関
連
で
作
曲
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
︒

　

ま
ず
︑
こ
の
祝
日
の
概
要
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
︶
42
︵

︒
東
方
教
会
に
お
い
て
は
早

く
か
ら
﹁
三
月
二
五
日
﹂︵
あ
る
い
は
﹁
四
月
六
日
﹂︶
と
マ
リ
ア
の
処
女
懐
胎
が
結

び
つ
け
ら
れ
て
い
た
が
︑﹁
祝
日
﹂
と
し
て
の
史
料
初
出
は
︑
六
世
紀
後
半
の
コ
ン

ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
で
祝
わ
れ
て
い
た
と
す
る
︑
エ
フ
ェ
ソ
ス
大
主
教
ア
ブ
ラ
ハ

ム
の
説
教
と
さ
れ
る
︒
ま
た
七
世
紀
後
半
に
な
る
と
︑
東
ロ
ー
マ
皇
帝
ユ
ス
テ
ィ
ニ

ア
ノ
ス
二
世
︵
位
六
八
五
―
六
九
五
／
七
〇
五
―
七
一
一
年
︶
が
︑
帝
国
全
土
で
の

こ
の
祝
日
の
実
施
を
命
じ
た
と
い
う
︒
西
方
教
会
で
は
︑
第
一
〇
回
ト
レ
ド
教
会
会

議
︵
六
五
六
年
︶
の
決
議
や
﹁
ゲ
ラ
シ
ウ
ス
・
ミ
サ
式
書
﹂Sacram

entarium
 

G
elasianum

 

―
写
本
の
作
成
は
八
世
紀
な
が
ら
︑
そ
の
内
容
は
よ
り
以
前
に
遡
る

と
さ
れ
る

―
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
お
り
︶
43
︵

︑
こ
の
祝
日
が
当
時
の
教
会
暦
に
お
い

て
一
定
の
地
位
を
確
立
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
ま
た
﹁
教
皇
列
伝
﹂Liber 

Pontificalis

に
よ
る
と
︑
教
皇
セ
ル
ギ
ウ
ス
一
世
︵
位
六
八
七
―
七
〇
一
年
︶
は
こ

の
祝
日
に
連
禱
を
お
こ
な
う
よ
う
命
じ
た
と
い
う
︶
44
︵

︒
祝
日
の
日
付
は
︑
東
方
教
会
・

西
方
教
会
と
も
に
﹁
三
月
二
五
日
﹂
が
主
流
で
あ
る
が
︑
前
述
の
通
り
︑
非
ロ
ー
マ

典
礼
の
地
域
で
は
待
降
節
に
受
胎
告
知
を
祝
う
こ
と
も
あ
っ
た
︒

　

そ
れ
で
は
︑
受
胎
告
知
の
祝
日
の
聖
務
を
確
認
し
よ
う
︶
45
︵

︒
我
々
が
調
査
対
象
と
し

て
い
る
九
写
本
の
う
ち
︑
モ
ン
ツ
ァ
写
本
と
ラ
イ
ナ
ウ
写
本
を
除
く
六
つ
の
写
本

に
︑
こ
の
祝
日
は
含
ま
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ら
の
ミ
サ
固
有
式
文
の
構
成
は
︑
表
４
の

よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
︒
こ
れ
を
一
瞥
し
て
ま
ず
気
づ
か
さ
れ
る
の
は
︑
奉
納
唱

︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
以
外
の
式
文
の
多
様
さ
で
あ
る
︒
入
祭
唱
︑
昇
階
唱
︑
聖
体

拝
領
は
二
・
三
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
︑
し
か
も
特
定
の
写
本
が
孤
立
し
て

い
る
と
も
い
え
な
い
状
況
が
容
易
に
窺
え
る
︒
エ
ス
ベ
ー
ル
は
こ
の
特
徴
と
と
も

に
︑
聖
母
マ
リ
ア
の
他
の
祝
日

―
聖ア
ス
ン
プ
テ
イ
オ

母
被
昇
天
︵
八
月
一
五
日
︶・
聖
マ
リ
ア
の

誕
生
祭
︵
九
月
八
日
︶・
聖
マ
リ
ア
の
奉
献
︵
一
一
月
二
一
日
︶
―
に
奉
納
唱
︿
ア

ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
点
を
論
拠
と
し
て
加
え
︑
こ
の
楽
曲
は

﹁
受
胎
告
知
﹂
と
い
う
新
し
い
祝
日
が
七
世
紀
後
半
に
ロ
ー
マ
典
礼
に
導
入
さ
れ
た

こ
と
を
契
機
と
し
て
作
ら
れ
た
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
︶
46
︵

︒
こ
れ
に
対
す
る
本
稿
の
立

場
は
︑
以
下
で
述
べ
よ
う
︒

小
括

　

グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
の
初
期
写
本
群
は
典
礼
暦
に
そ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
た
め
︑

︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
は
①
待
降
節
の
﹁
四
季
の
斎
日
の
水
曜
日
﹂︑
②
﹁
待
降
節
の

第
四
主
日
﹂︑
③
﹁
受
胎
告
知
の
祝
日
﹂
の
順
番
で
登
場
す
る
︒
む
ろ
ん
︑
そ
れ
は

こ
の
楽
曲
が
各
祝
日
の
ミ
サ
に
割
り
当
て
ら
れ
た
歴
史
的
経
緯
と
は
無
関
係
で
あ

る
︒
エ
ス
ベ
ー
ル
は
前
述
の
通
り
︑
奉
納
唱
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
は
受
胎
告
知
の

祝
日
の
た
め
に
七
世
紀
後
半
に
作
ら
れ
た
と
す
る
︒
で
は
︑
そ
れ
が
ど
う
し
て
待
降

節
の
二
つ
の
祝
日
に
も
適
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
こ
で
彼
が
注
目
す
る
の

は
︑
ペ
リ
コ
ー
ペ

―
ミ
サ
に
お
け
る
聖
書
朗
読
用
の
抜
粋
集

―
で
あ
る
︒
シ
ュ

テ
フ
ァ
ン
・
バ
イ
セ
ル
の
研
究
に
よ
る
と
︑
同
時
期
の
ロ
ー
マ
典
礼
の
ミ
サ
典
礼
書

で
は
﹁
受
胎
告
知
の
祝
日
﹂
と
待
降
節
の
﹁
四
季
の
斎
日
の
水
曜
日
﹂
で
は
︑
と
も

に
同
じ
聖
句
︵
ル
カ
一
・
二
六
︶
が
朗
読
さ
れ
て
い
た
︶
47
︵

︒
こ
う
し
た
式
文
の
共
通
性

か
ら
︑
前
者
の
奉
納
唱
で
あ
る
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
が
待
降
節
に
導
入
さ
れ
︑
そ
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表４　受胎告知の祝日のミサ固有式文プログラム

入祭唱
  アンティフォナａ〈民の富める者はすべて、あなたの顔を請い求める。王の娘たちは王のもとへ導か
れる。おとめらは悦び雀躍りしつつ、あなたのもとに導かれる〉（詩45[44] :13, 15, 16）

 詩篇唱ａ〈我が心には美しい言葉が湧き立つ〉（詩45[44] :2）
 アンティフォナｂ〈天よ、上から露を滴らせよ〉（イザ45 :8）
 詩篇唱ｂ〈天は神の栄光を語り〉（詩19[18] :2）
昇階唱
 レスポンソリウムａ〈あなたの唇には愛らしさが溢れ出し〉（詩45[44] :3）
  ヴェルススａ〈真実と謙虚と正義に基づき統べ治めよ、あなたの右手があなたを奇

くす

しく導かん〉 
（詩45[44] :5）

  レスポンソリウムｂ〈諸侯よ、汝らの門をあげよ、永久の門よ、あがれ、さすれば栄光の王が入り給
わん〉（詩24[23] :7）

  ヴェルススｂ〈誰が主の山に上り、誰がその聖所に立つのか。汚れのなき手と清き心をもつ人こそ〉
（詩24[23] :3-4）

  トラクトゥス〈娘よ、心して聞け。よく見て、耳を傾けよ。王が汝の美しさを慕うなら〉（詩45[44] 

11-13, 10, 15-16）
奉納唱
  （アンティフォナ）〈アヴェ・マリア、恵みに満ちたお方。あなたは女のうちで祝福され、ご胎内の御
子も祝福されています〉（ルカ1 :28・1 :42）

  ヴェルスス１〈どうして、そんなことがあり得ましょうか。私は男の人を知りませんのに。主の霊が
あなたに降り、いと高き方の力があなたを覆い、［それが］祝福される〉（ルカ1 :34-35）

 ヴェルスス２〈だから、生まれし子は聖なる者、神の子と呼ばれる〉（ルカ1 :35）
聖体拝領唱
 アンティフォナａ〈見よ、おとめが身ごもって男の子を産み〉（イザ7 :14）
 アンティフォナｂ〈あなたは義を愛し、悪を憎む。それゆえ、神、あなたの神は〉（詩45[44] :8）

入 祭唱のアンティフォナａと詩篇唱ａは、モン゠ブランダン写本、コンピエーニュ写本、コルビー写本、
シャルトル写本、ラン写本に所収。同ｂはサンリス写本のみに所収。ザンクト・ガレン写本は、該当箇
所が空欄につき不明
昇 階唱のレスポンソリウムａと詩篇唱ａは、モン゠ブランダン写本、コンピエーニュ写本、コルビー写
本、シャルトル写本、ラン写本に所収。同ｂは、サンリス写本のみに所収。ザンクト・ガレン写本は、
該当箇所が空欄につき不明。トラクトゥスは、ザンクト・ガレン写本のみに所収
聖 体拝領唱のアンティフォナｂはコンピエーニュ写本、シャルトル写本、ラン写本に所収。同ａは、その
他の8写本に所収
聖 体拝領唱のアンティフォナａは、モン゠ブランダン写本、コルビー写本、サンリス写本、ザンクト・ガ
レン写本。同ｂは、コンピエーニュ写本、シャルトル写本、ラン写本に所収
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し
て
﹁
四
季
の
斎
日
の
水
曜
日
﹂
の
式
文
が
︑
今
度
は
そ
の
直
後
の
第
四
主
日
に
流

用
さ
れ
た

―
こ
れ
が
︑
エ
ス
ベ
ー
ル
の
見
通
し
で
あ
る
︒

　

彼
の
見
解
は
な
か
ば
標
準
化
し
て
お
り
︑
多
く
の
研
究
者
は
大
枠
に
お
い
て
︑
そ

れ
に
準
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︶
48
︵

︒
例
え
ば
レ
ベ
ッ
カ
・
マ
ロ
イ
は
︑
詩
篇
に
基
づ
か

な
い
歌
詞
を
も
つ
奉
納
唱
二
二
曲
を
取
り
上
げ
︑
そ
れ
ら
が
︵
古
︶
ロ
ー
マ
聖
歌
や

ミ
ラ
ノ
聖
歌
︑
モ
サ
ラ
ベ
聖
歌
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
調
査
を
お

こ
な
っ
て
い
る
︒
そ
こ
で
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
は
︑
他
の
多
く
の
奉
納
唱
と
同
じ

く
︵
古
︶
ロ
ー
マ
聖
歌
と
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
共
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
︒
だ
が
︑
こ

れ
は
こ
の
楽
曲
が
①
︵
古
︶
ロ
ー
マ
聖
歌
に
由
来
す
る
こ
と
︑
②
ガ
リ
ア
聖
歌
に
由

来
し
︑
何
ら
か
の
時
期
に
ロ
ー
マ
典
礼
に
﹁
逆
輸
入
さ
れ
た
﹂
こ
と
︑
③
上
記
の
ど

ち
ら
で
も
な
い
何
ら
か
の
起
源
を
も
つ
︑
と
い
う
複
数
の
可
能
性
を
提
示
す
る
だ
け

で
あ
り
︑
エ
ス
ベ
ー
ル
の
見
解
に
大
幅
な
修
正
を
迫
る
も
の
で
は
な
い
︶
49
︵

︒
一
方
︑

マ
ッ
キ
ノ
ン
は
マ
リ
ア
に
関
す
る
祝
日
と
関
連
す
る
固
有
式
文
の
関
係
を
論
じ
て
い

る
︒
例
え
ば
︑
教
皇
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
四
世
︵
位
六
〇
八
―
六
一
五
年
︶
が
ロ
ー

マ
の
パ
ン
テ
オ
ン
を
マ
リ
ア
と
諸
殉
教
者
に
献
堂
し
た
出
来
事
は
︑
マ
リ
ア
に
関
連

す
る
固
有
式
文
の
聖
歌
の
起
源
の
一
つ
と
さ
れ
る
が
︑
彼
は
﹁
教
皇
列
伝
﹂
の
記
述

を
根
拠
と
し
て
多
く
の
研
究
者
が
支
持
す
る
﹁
六
〇
九
年
﹂
と
い
う
年
代
を
退
け
︑

よ
り
後
の
時
代
を
想
定
し
て
い
る
︶
50
︵

︒
た
だ
し
︑︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
に
関
し
て
は
︑

彼
も
ま
た
エ
ス
ベ
ー
ル
の
主
張
を
追
認
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
︒

　

本
稿
で
も
抜
本
的
な
修
正
を
お
こ
な
う
こ
と
は
な
い
が
︑
エ
ス
ベ
ー
ル
の
見
解
の

矛
盾
点
や
︑
さ
ら
な
る
考
察
の
糸
口
と
な
り
得
る
点
は
述
べ
て
お
き
た
い
︒
ま
ず
︑

彼
が
強
調
す
る
他
の
固
有
式
文
聖
歌
と
の
関
係
に
お
け
る
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
の

﹁
異
常
性
﹂
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
︒
彼
の
指
摘
は
強
調
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い

と
思
わ
れ
る
︒
詩
篇
な
ど
旧
約
聖
書
の
テ
ク
ス
ト
を
主
と
す
る
ミ
サ
固
有
式
文
の
構

成
に
お
い
て
︑
口
語
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
基
づ
き
﹁
簡
潔
で
飾
り
け
の
な

い
文
章
﹂
で
記
さ
れ
た
﹁
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
﹂
か
ら
の
引
用
は
︑
あ
き
ら
か
に
不

自
然
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︶
51
︵

︒
ロ
ー
マ
教
皇
庁
の
実
務
層

―
お
そ
ら
く
ス
コ
ラ
・

カ
ン
ト
ー
ル
ム

―
は
︑
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
楽
曲
を
作
成
し
︑
そ
れ
を
あ
ら
た
な
典

礼
暦
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

―
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
い
う
﹁
ア
ド
ヴ
ェ
ン
ト
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
﹂

―
に
組
み
込
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
︒

　

こ
の
疑
問
に
︑
エ
ス
ベ
ー
ル
は
ま
っ
た
く
答
え
て
い
な
い
︒
ミ
サ
典
礼
用
の
テ
ク

ス
ト
と
し
て ﹁
異
常
﹂ 

な ︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀ 

が
︑
典
礼
暦
と
い
う
公
お
お
や
けの
場
で
一

定
の
地
位
を
得
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
︑
①
こ
の
楽
曲
は
非
エ
リ
ー
ト
的
な
起
源
を

も
つ
︑
②
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
こ
の
楽
曲
が
何
ら
か
の
強
制
力
を
有
し
て
い
た
︑
と

い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
前
稿
に
お
い
て
我
々
は
︑
東
方
教
会

の
典
礼
の
ア
ナ
フ
ォ
ラ
︵
奉
献
文
︶
の
一
部
に
︑
ル
カ
一
・
二
八
と
ル
カ
一
・
四
二

を
組
み
合
わ
せ
た
式
文
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
︶
52
︵

︒﹁
受
胎
告
知
﹂
の
祝
日

に
せ
よ
﹁
四
季
の
斎
日
の
水
曜
日
﹂
に
せ
よ
︑
ロ
ー
マ
教
会
・
ガ
リ
ア
教
会
が
そ
う

し
た
祝
日
の
式
文
を
整
備
す
る
必
要
性
に
か
ら
れ
た
際
︑
東
方
教
会
の
︿
ア
ヴ
ェ
・

マ
リ
ア
﹀

―
あ
る
い
は
そ
の
流
れ
を
汲
む
非
公
式
な
聖
歌

―
の
よ
う
な
外
的
な

リ
ソ
ー
ス
が
︑
西
方
教
会
の
典
礼
に
介
入
し
︑
ス
コ
ラ
・
カ
ン
ト
ー
ル
ム
な
ど
ロ
ー

マ
゠
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
エ
リ
ー
ト
層
は
︑
そ
う
し
た
い
わ
ば
﹁︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ

ア
﹀
の
祖
歌
﹂
を
し
ぶ
し
ぶ
容
認
し
つ
つ
︑
形
式
を
整
え
る
な
ど
の
改
変
を
お
こ
な

い
︑
自
ら
の
典
礼
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
組
み
込
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　

こ
の
推
論
は
︑
西
方
教
会
に
お
け
る
最
初
の
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
が
︑﹁
奉
納

唱
﹂
で
あ
る
こ
と
と
関
係
す
る
︒
ヒ
ッ
ポ
リ
ュ
ト
ス
﹁
使
徒
伝
承
﹂Traditio 

A
postolica

︵
二
一
五
年
頃
︶
の
記
述
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
︑
初
期
キ
リ
ス
ト
教
会
の

聖
餐
式
に
お
け
る
﹁
奉
納
﹂
は
︑
信
者
が
自
宅
か
ら
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
等
の
奉
納
物
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を
持
参
す
る
な
ど
︑
一
般
信
徒
側
の
主
体
性
が
比
較
的
強
い
儀
礼
で
あ
っ
た
︶
53
︵

︒
ま
た

グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
の
固
有
式
文
に
お
い
て
も
︑
奉
納
唱
の
位
置
付
け
は
︑
ミ
サ
全
体

の
導
入
で
あ
る
入
祭
唱
や
﹁
神
の
声
﹂
で
あ
る
福
音
書
の
朗
読
前
に
歌
わ
れ
る
昇
階

唱
と
は
異
な
り
︑
祭
儀
上
の
規
制
は
緩
や
か
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
言
い
換
え
る

な
ら
ば
︑
創
作
上
の
自
由
度
が
相
対
的
に
高
か
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
︒
奉
納
唱

︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
が
︑
こ
う
し
た
奉
納
儀
礼
と
奉
納
唱
を
前
提
に
登
場
し
た
と

い
う
主
張
に
は
︑
一
定
の
合
理
性
が
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
た
だ
し
︑
こ
の
仮
説
を
証

明
す
る
た
め
に
は
︑
奉
納
唱
に
関
す
る
よ
り
広
く
か
つ
精
緻
な
調
査
が
必
要
で
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
︒

四
　
奉
納
唱
〈
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
〉
の
歌
詞
と
音
楽
の
特
徴

　

本
稿
が
調
査
対
象
と
す
る
九
写
本
を
始
め
と
し
て
︑
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
の
楽
譜
写

本
を
網
羅
的
に
検
討
し
た
上
で
の
︑
い
わ
ば
﹁
校
訂
版
﹂
の
楽
譜
は
︑
ソ
レ
ム
修
道

院
編
﹃
グ
ラ
ド
ゥ
ア
ー
レ
・
ロ
マ
ー
ヌ
ム
︵
ロ
ー
マ
聖
歌
集
︶﹄︵
一
九
七
四
年
︶
と

同
編
﹃
リ
ベ
ル
・
ウ
ズ
ア
リ
ス
︵
実
用
典
礼
集
︶﹄︵
一
九
六
一
年
︶
に
収
め
ら
れ
て

い
る
︶
54
︵

︒
た
だ
し
︑
ネ
ウ
マ
な
し
の
六
写
本
の
う
ち
︑︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
の
式
文
を

有
す
る
モ
ン
゠
ブ
ラ
ン
ダ
ン
写
本
︑
コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ
写
本
︑
コ
ル
ビ
ー
写
本
︑
サ

ン
リ
ス
写
本
に
は
︑
い
ず
れ
もD

om
inus tecum

︵﹁
主
は
あ
な
た
と
と
も
に
お
ら
れ

ま
す
﹂︶
が
含
ま
れ
て
い
な
い
点
は
︑
留
意
す
べ
き
で
あ
る
︶
55
︵

︒
ネ
ウ
マ
付
き
の
三
写
本

に
つ
い
て
は
︑
ザ
ン
ク
ト
・
ガ
レ
ン
写
本
は
﹁
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹂
の
み
の
省
略
さ

れ
た
表
記
の
た
め
︑
少
な
く
と
も
こ
の
写
本
か
ら
本
来
の
歌
詞
を
復
元
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
︒
シ
ャ
ル
ト
ル
写
本
と
ラ
ン
写
本
は
い
ず
れ
もD

om
inus tecum

を
含

ん
で
い
る
が
︑
後
者
に
は
歌
詞
に
ネ
ウ
マ
が
付
け
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
前
者

は
歌
詞
の
み
で
あ
り
︑
ネ
ウ
マ
が
記
さ
れ

る
べ
き
上
部
は
空
欄
と
な
っ
て
い
る
︵
図

2
を
参
照
︶︶

56
︵

︒

　

こ
の
点
は
エ
ス
ベ
ー
ル
も
指
摘
し
て
お

り
︑
写
本
の
詳
細
な
検
討
の
結
果
と
し

て
︑D

om
inus tecum

が
な
い
の
は
写
字

生
に
よ
る
省
略
等
で
は
な
く
︑
も
と
も
と

奉
納
唱
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
に
は
こ
の

歌
詞
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
し
て

い
る
︶
57
︵

︒
そ
し
て
︑
こ
の
文
言
を
含
む
シ
ャ

ル
ト
ル
写
本
と
ラ
ン
写
本
の
関
係
に
つ
い

て
︑
彼
は
﹁
歌
詞
を
担
当
す
る
写
字
生

が
︑
福
音
書
の
テ
ク
ス
ト
か
らD

om
inus 

tecum

と
い
う
文
言
を
︑
う
っ
か
り
記
し

て
し
ま
っ
た
︒
ネ
ウ
マ
を
担
当
す
る
写
字

生
は
︑
当
然
な
が
ら
こ
の
箇
所
の
旋
律
を

知
ら
な
か
っ
た
た
め
︑
彼
は
ネ
ウ
マ
が
記

さ
れ
る
は
ず
の
領
域
を
空
欄
に
し
て
残
し

た
︒
そ
し
て
︑ 

そ
の
後
︑ 

他
の
者
が
そ
の

箇
所
に
あ
ら
た
に
旋
律
を
施
し
た
﹂
と
い

う
情
景

―
な
い
し
は
創
作
プ
ロ
セ
ス

―
を
想
定
す
る
︶
58
︵

︒
そ
の
可
能
性
も
確
か

に
あ
る
が
︑
そ
も
そ
も
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ

ア
﹀
の
歌
詞
と
旋
律
に
は
様
々
な
ヴ
ァ
リ

図２
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エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
し
て
い
た
︑
と
も
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
︒
ひ
い
て
は
︑
そ
う
し

た
多
様
性
が
許
容
さ
れ
る
点
こ
そ
︑
奉
納
唱
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
の
本
質
的
な
特

徴
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒

　

次
に
旋
律
の
特
徴
に
つ
い
て
︑
マ
ロ
イ
の
研
究
に
基
づ
き
概
観
す
る
︶
59
︵

︒
彼
女
は
︑

奉
納
唱
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
の
旋
律
は
独
自
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
フ
ー
ベ
ル

ト
・
ジ
ル
ダ
ー
や
︑D

om
inus

に
付
さ
れ
た
メ
リ
ス
マ
の
よ
う
な
執
拗
な
三
度
の
動

き
を
﹁
ア
キ
テ
ー
ヌ
写
本
﹂
所
収
の
楽
曲
の
特
徴
と
み
な
す
ロ
マ
ン
・
ハ
ン
ケ
ル
ン

ら
先
行
研
究
の
見
解
を
紹
介
し
つ
つ
︑︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
の
旋
律
は
﹁︵
第
八
︶

旋
法
の
諸
特
徴
の
混
合
物
﹂
に
す
ぎ
ず
︑﹁
一
貫
し
た
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
﹂
は
存
在

し
な
い
と
言
い
切
る
︶
60
︵

︒
ま
た
彼
女
は
奉
納
唱
九
四
曲
の
旋
律
を
︑
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌

と
︵
古
︶
ロ
ー
マ
聖
歌
の
写
本
群
か
ら
比
較
し
︑
旋
律
の
類
似
性
を
基
準
と
し
て
五

段
階
に
分
類
し
て
い
る
︶
61
︵

︒
前
述
の
﹁
四
季
の
斎
日
の
水
曜
日
﹂
の
﹁
第
一
奉
納
唱
﹂

で
あ
る
︿
強
く
あ
れ
︑
恐
れ
る
な
﹀
が
︑
第
二
カ
テ
ゴ
リ
ー︵﹁
明
確
な
同
一
性
を
示

し
つ
つ
も
︑
音
域
・
旋
律
線
・
メ
リ
ス
マ
の
配
置
等
が
異
な
る
長
い
経パ
ツ
セ
ー
ジ

過
句
が
一
つ

以
上
あ
る
﹂︶
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
は
下
位
の
第
四
カ
テ
ゴ

リ
ー︵﹁
曲
調
の
大
ま
か
な
類
似
性
は
み
ら
れ
る
が
︑
よ
り
明
瞭
な
関
連
性
を
示
す
証

拠
を
欠
く
﹂︶
と
さ
れ
る
︒
な
お
︑
こ
の
分
析
で
の
興
味
深
い
成
果
は
︑
典
礼
暦
の

劈
頭
で
あ
る
待
降
節
か
ら
降
誕
祭
ま
で
の
楽
曲
に
は
︑
第
一
・
第
二
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

も
の
が
多
い
一
方
︑
暦
が
進
む
に
つ
れ
て
両
者
の
類
似
性
は
弱
ま
り
︑
復
活
節
に
い

た
る
と
第
三
か
ら
第
五
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
楽
曲
が
大
半
を
占
め
る
︑
と
い
う
も
の
で
あ

る
︶
62
︵

︒
こ
の
傾
向
は
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
が
や
は
り
待
降
節
で
は
な
く
︑
受
胎
告
知

の
祝
日
を
意
図
し
て
作
曲

―
ま
た
は
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン

―
さ
れ
た
と
い
う
︑

こ
れ
ま
で
の
主
張
を
補
強
す
る
の
み
な
ら
ず
︑
本
稿
で
強
調
さ
れ
る
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ

リ
ア
﹀
の
音
楽
的
な
自ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
イ

己
同
一
性
の
弱
さ
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
よ

う
︒

　

最
後
に
純
粋
な
意
味
で
の ︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀ 

と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い

が
︑
三
つ
の
祝
日
で
そ
れ
と
同
時
に
歌
わ
れ
て
い
た
ヴ
ェ
ル
ス
ス
に
つ
い
て
み
て
お

こ
う
︒﹁
ヴ
ェ
ル
ス
ス
﹂
は
多
義
的
な
用
語
で
あ
り
︑
そ
の
意
味
は
前コ
ン
テ
ク
ス
ト

後
文
脈
に
よ

っ
て
大
き
く
異
な
る
︒
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
︑
①
ミ
サ
固
有
式
文
の
楽
曲
構
成
の

第
二
部
に
相
当
す
る
箇
所
で
あ
り
︑
②
韻
律
構
造
や
詩
篇
唱
定
型
と
は
関
係
な
く
︑

間エ
ピ
ソ
ー
ド

奏
楽
句

―
短
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い

―
と
し
て
の
音
楽
的
機
能
を
有
し
て

い
た
︑
③
高
度
な
歌
唱
技
術
を
必
要
と
す
る
楽
句
が
多
く
︑
合
唱
で
は
な
く
熟
達
し

た
独
奏
者
に
よ
っ
て
演
奏
さ
れ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
も
の
︑
と
定
義
し
て
お
く
︶
63
︵

︒

さ
て
︑
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
の
初
期
写
本
群
に
お
い
て
︑
奉
納
唱
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ

ア
﹀
は
常
に
二
つ
の
ヴ
ェ
ル
ス
ス
を
と
も
な
っ
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑︿
ど
う
し
て
︑

そ
ん
な
こ
と
が
あ
り
得
ま
し
ょ
う
か
﹀︵
ル
カ
一
・
三
四
︶
と
︿
だ
か
ら
︑
生
ま
れ
し

子
は
聖
な
る
者
﹀︵
ル
カ
一
・
三
五
︶
で
あ
る
︒
い
う
ま
で
も
な
く
︑
前
者
は
マ
リ
ア

自
身
の
発
言
で
あ
り
︑
後
者
は
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑

こ
れ
は

―
聖
母
の
エ
リ
サ
ベ
ト
訪
問
で
は
な
く

―
も
っ
ぱ
ら
受
胎
告
知
に
関
す

る
補
足
的
な
歌
詞
と
い
え
︑
奉
納
唱
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
の
起
源
を
そ
の
祝
日
と

す
る
前
記
の
説
を
補
強
す
る
も
の
で
あ
る
︒

　

奉
納
唱
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
へ
の
ヴ
ェ
ル
ス
ス
と
し
て
︑
こ
の
二
つ
の
聖
句
が

選
択
さ
れ
た
こ
と
に
︑
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒﹁
ル
カ
に
よ
る

福
音
書
﹂
の
こ
の
一
連
の
文
章
は
︑
マ
リ
ア
の
困
惑
︵
あ
る
い
は
抗
議
︶
と
天
使
ガ

ブ
リ
エ
ル
に
よ
る
慰
撫

―
と
同
時
に
処
女
懐
胎
が
神
の
計
画
で
あ
る
こ
と
の
告
知

―
を
表
し
た
も
の
と
さ
れ
る
︶
64
︵

︒
マ
リ
ア
の
強
い
感
情
は
︑
ヴ
ェ
ル
ス
ス
一
の
冒
頭

の Q
uom

odo
︵﹁
ど
う
し
て
﹂︶
に
付
さ
れ
た
長
大
な
メ
リ
ス
マ

―
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ

リ
ア
﹀
のD

om
inus

︵﹁
主
﹂︶
の
そ
れ
の
二
倍
以
上
の
長
さ

―
で
表
現
さ
れ
て
い
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る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
︵
図
3
︶︶

65
︵

︒
そ
し
て
︑
こ
の
情
感
豊
か

な
メ
リ
ス
マ
を
含
む
﹁
マ
リ
ア
の
肉
声
﹂
が
︑﹁
奉
納
﹂
と

い
う
一
般
信
徒
の
参
画
の
度
合
い
が
も
っ
と
も
強
い
ミ
サ
の

場
面
で
歌
わ
れ
︑
ま
た
聴
か
れ
て
い
た
こ
と
の
意
味
は
﹁
マ

リ
ア
の
音
楽
﹂
と
い
う
我
々
の
主
題
に
と
っ
て
︑
き
わ
め
て

重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︶
66
︵

︒

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
︑
西
方
教
会
に
お
け
る
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀

の
最
古
の
事
例
で
あ
る
奉
納
唱
に
つ
い
て
︑
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖

歌
の
最
初
期
の
楽
譜
写
本
に
よ
り
伝
わ
る
典
礼
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
お
け
る
そ
の
位
置
付
け
を
中
心
に
検
討
し
た
︒
そ
の
内
容

と
成
果
は
︑
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
︒

　
﹁
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
﹂
は
一
般
的
に
︑︵
古
︶
ロ
ー
マ
聖
歌

が
八
世
紀
半
ば
以
降
に
フ
ラ
ン
ク
王
国
に
本
格
的
に
伝
わ

り
︑
そ
れ
が
ガ
リ
ア
︵
あ
る
い
は
他
の
地
域
の
︶
聖
歌
と
混

淆
し
た
こ
と
で
成
立
し
た
と
さ
れ
る
︒︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀

の
起
源
に
関
し
て
︑
先
行
研
究
は
七
世
紀
に
﹁
受
胎
告
知
﹂

の
祝
日
が
制
定
さ
れ
︑
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
聖
歌
が
求
め
ら

れ
た
こ
と
が
契
機
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
︒
本
稿
も
︑
そ
の

説
の
補
強
と
な
る
い
く
つ
か
の
新
証
拠
を
挙
げ
つ
つ
︑
基
本

的
に
は
こ
れ
に
同
意
す
る
︒
た
だ
し
︑
本
稿
で
強
調
し
た
固

有
式
文
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
奉
納
唱
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ

ア
﹀
の
特
異
性
は
︑
先
行
研
究
で
は
充
分
に
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
固
有
式
文

の
聖
歌
は
詩
篇
や
旧
約
聖
書
の
他
の
文
章
を
歌
詞
と
し
て
使
用
す
る
の
が
一
般
的
で

あ
る
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
﹂
の
直
接
的
な
表
現
を
歌

詞
と
し
た
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
は
︑
ミ
サ
の
典
礼
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
な
ぜ
か
し
っ
か

り
と
組
み
込
ま
れ
て
い
た
︶
67
︵

︒
こ
の
点
は
︑
こ
の
楽
曲
の
本
質
的
な
特
徴
を
表
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
︒

　

そ
れ
は
何
よ
り
も
ま
し
て
非
エ
リ
ー
ト
的

―
あ
る
い
は
非
男
性
的

―
な
性
格

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
が
ま
ず
︑
ミ
サ
に
お
い
て
も
っ
と

も
一
般
信
徒
が
関
与
で
き
る
度
合
い
が
大
き
い
﹁
奉
納
﹂
の
場
に
現
わ
れ
︑
ま
た
そ

の
歌
詞
や
旋
律
に
あ
る
種
の
非
統
一
性

―
い
い
か
え
れ
ば
多
様
性
や
創
作
上
の
自

由

―
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
︑
そ
の
ま
ぎ
れ
も
な
い
証
左
と
い
え
る
︒
こ
れ
を

踏
ま
え
︑
想
像
を
逞
し
く
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
︑
西
方
教
会
に
お
け
る

︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
の
起
源
は
︑
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒
ミ
サ
に
お
け
る
奉
納
の
場
面
は
︑
一
般
信
徒
が
比
較
的
自
由
に
︑
自
身
の
信

仰
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
会
で
あ
っ
た
︒
六
・
七
世
紀
に
西
方
教
会
に
お
い

て
︑
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
マ
リ
ア
崇
敬
が
流
行
し
始
め
る
と
︶
68
︵

︑
そ
こ
で
は
ル
カ
一
・
二

八
と
ル
カ
一
・
四
二
を
組
み
合
わ
せ
た
祈
禱
文
や
何
ら
か
の
旋
律

―
そ
れ
は
東
方

教
会
の
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
が
流
れ
つ
い
た
も
の
か
も
し
れ
な
い

―
が
付
さ
れ

た
歌
︑
す
な
わ
ち
﹁︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
の
祖
歌
﹂
が
聞
こ
え
て
い
た
︶
69
︵

︒
ロ
ー
マ
に

お
い
て
﹁
受
胎
告
知
﹂
の
祝
日
が
定
ま
る
と
︑
ス
コ
ラ
・
カ
ン
ト
ー
ル
ム
の
音
楽
家

な
ど
﹁
ア
ド
ヴ
ェ
ン
ト
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
﹂
の
担
い
手
た
ち
は
︑
そ
う
し
た
素
朴
な

民
衆
的
聖
歌
を
素
材
と
し
て
︑
奉
納
唱
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
を
作
曲
︵
ま
た
は
編

曲
︶
し
た
︒
彼
ら
は
ル
カ
一
・
二
八
と
ル
カ
一
・
四
二
の
聖
句
を
よ
り
コ
ン
パ
ク
ト

に
結
合
さ
せ
︑
あ
る
い
は
ヴ
ェ
ル
ス
ス
部
に
一
般
信
徒

―
特
に
女
性
信
徒

―
の

図３
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感
情
を
激
し
く
揺
さ
ぶ
る
メ
リ
ス
マ
を
置
く
な
ど
︑
芸
術
的
と
も
言
い
得
る
創
造
的

行
為
を
な
し
た
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
は
そ
の
本
質
的
特
徴

ゆ
え
か
︑
普
及
し
つ
つ
も
権
威
的
な
も
の
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
︒
よ
っ
て
待
降
節

の
﹁
四
季
の
斎
日
の
水
曜
日
﹂
の
ミ
サ
で
は
あ
く
ま
で
﹁
第
二
奉
納
唱
﹂
に
甘
ん

じ
︑
ま
た
伝
承
・
継
承
さ
れ
る
際
︑
そ
の
歌
詞
や
旋
律
が
変
容
を
免
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

こ
れ
ま
で
の
叙
述
で
惹
起
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
課
題
を
確
認
し
︑
本
稿
を
締
め
括

り
た
い
︒
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
の
起
源
を
考
究
す
る
こ
と

は
︑
現
存
す
る
典
礼
や
非
典
礼
史
料
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
を
土
台
と
し
つ
つ
︑
不
足

す
る
事
項
を
様
々
な
状
況
証
拠
や
精
妙
な
分
析
概
念
に
よ
り
補
完
し
︑
合
理
的
な
説

明
を
構
築
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
︒
本
稿
で
は
︑
奉
納
唱
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
が

ミ
サ
の
固
有
式
文
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
異
例
な
ほ
ど
の
特
異
性
を
有
し
て
い
た
点

や
︑
そ
の
歌
詞
や
旋
律
に
非
統
一
性
が
許
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
︒
こ

れ
ら
の
特
徴
は
︑
奉
納
唱
と
い
う
音
楽
ジ
ャ
ン
ル
と
ミ
サ
に
お
け
る
奉
納
と
い
う
空

間
構
造
を
探
究
す
る
こ
と
で
︑
よ
り
い
っ
そ
う
深
い
理
解
が
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ

る
︶
70
︵

︒
ま
た
︑
歌
詞
や
旋
律
の
非
統
一
性
は
︑
他
の
奉
納
唱
と
の
比
較
や
十
一
世
紀
以

降
の
ネ
ウ
マ
付
き
の
楽
譜
写
本
に
お
け
る
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
を
精
査
す
る
こ
と

で
︑
そ
の
実
態
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒

　

最
後
に
︑﹁︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
の
受
容
﹂
と
い
う
観
点
に
つ
い
て
述
べ
て
お

く
︒
本
稿
で
は
︑
こ
の
楽
曲
の
歌
詞
が
も
つ
︑
あ
る
種
の
生
々
し
い
情
感
や
︑
そ
れ

が
ヴ
ェ
ル
ス
ス
に
お
い
て
効
果
的
に
表
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
︒
は
た

し
て
聴
衆
は
そ
れ
ら
を
ど
う
受
け
と
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
た
音
楽
家
や
教

会
当
局
は
︑
こ
の
楽
曲
が
も
つ
力
を
ど
う
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
感
情
史

や
創
作
実
践
研
究
に
お
け
る
理
論
を
踏
ま
え
た
そ
の
分
析
は
︑
中
世
音
楽
の
理
解
と

い
う
︑
よ
り
広
い
文
脈
に
も
裨
益
し
得
る
と
思
わ
れ
る
︶
71
︵

︒

注︵
1
︶ 

山
本
成
生
﹁︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
の
形
成
と
展
開　

一

―
東
方
教
会
の
典
礼
に
お

け
る
そ
の
濫
觴
﹂﹃
上
智
史
学
﹄
第
六
七
号
︵
二
〇
二
二
年
︶︑
三
五
―
四
九
頁
︒
本
稿
に

お
け
る
聖
書
の
日
本
語
訳
の
方
針
に
つ
い
て
は
︑
同
四
六
頁
︵
注
一
〇
︶
に
拠
る
︒
ま

た
︑
前
稿
で
既
出
の
文
献
は
︑
本
稿
で
は
省
略
形
で
表
記
す
る
︒

︵
2
︶ Leclercq, “M

arie (Je vous salut)”, col. 2050; C
agin, “R

echerche historique”, p. 

244.

︵
3
︶ C

. B
aronius, Annales Ecclesiastici [...] Tom

us Q
uintus, A

ntw
erpen: O

fficina 

Plantiniana, 1596, p. 601 (repr. Annales Ecclesiastici [...] Tom
us Septim

us 412-448, 

B
arri-D

ucis, Ludovicus G
ueri, 1866, p. 384); G

ivanni B
ona, D

e divina psalm
odia, 

Paris: Ludovicum
 B

illaine, 1663, pp. 317-318.

︵
4
︶ 

マ
リ
ア
の
位
置
付
け
を
め
ぐ
る
エ
フ
ェ
ソ
ス
公
会
議
で
の
論
争
に
つ
い
て
は
︑
以
下
を

参
照
︒N

. P. Tanner (ed.), D
ecrees of the Ecum

enical C
ouncils, London: Sheed &

 

W
ard, 1990, vol. 1, p. 48; R

ubin, M
other of G

od, pp. 43-47.

︵
5
︶ 

教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
世
と
﹁
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
﹂
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
別
稿
を
準

備
し
て
い
る
︒
さ
し
あ
た
り
︑
以
下
の
拙
稿
を
参
照
︒
山
本
成
生
﹁
ス
コ
ラ
・
カ
ン
ト
ー

ル
ム
の
生
成
と
伝
播
﹂﹃
西
洋
中
世
研
究
﹄
第
七
号
︵
二
〇
一
五
年
︶︑
五
六
―
七
二
頁
︒

同
﹁︿
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
﹀
成
立
の
記
憶
﹂﹃
西
洋
中
世
研
究
﹄
第
一
二
号
︵
二
〇
二
〇

年
︶︑
一
九
―
三
三
頁
︒

︵
6
︶ C

f. J. M
cK

innon (ed.), Source Readings in M
usic H

istory 2: The Early C
hristian 

Period and the Latin M
iddle Ages, N

ew
 York: W

. W
. N

orton, pp. 68-70.
︵
7
︶ Sancti G

regorii Papæ
 I. cognom

ento M
agni, O

pera O
m

nia. Tom
us Tertius, 

Venezia: O
rdo Sancti B

enedicti, 1744, cols. 649-728, esp. p. 656. 

匿
名
の
編
纂
者
が

記
し
た
こ
の
文
書
の
序
文
に
は
︑
次
の
よ
う
な
文
言
も
あ
る
︒﹁
今
し
が
た
典
礼
書
︵
サ

ク
ラ
メ
ン
タ
リ
ウ
ム
︶
に
つ
い
て
我
々
が
述
べ
た
こ
と
︑
す
な
わ
ち
聖
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
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作
者
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
︑
収
集
者
・
校
閲
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
彼
の
名
を
冠

す
る
こ
の
﹁
聖
歌
の
書
﹂
に
つ
い
て
も
︑
同
様
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒﹂Q

uod 

de Sacram
entorum

 Libro jam
 dixim

us, ipsius videlicet collectorem
 et correctorem

 

potius S. G
regorium

 exstitisse quam
 actorem

, id quoque de Libro A
ntiphonario qui 

nom
en ejus praefert est intelligendum

. (Ibid., col. 649)

︵
8
︶ Leclercq, “M

arie (Je vous salut)”, col. 2050.

︵
9
︶ Ibid.

︵
10
︶ 

グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
と
口
頭
伝
承
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
さ
し
あ
た
り
以
下
を
参
照
︒A

. 

Pfisterer, “O
rigins and Transm

ission of Franco-R
om

an C
hant”, in: M

. Everist and T. 

F. K
elly (eds.), The C

am
bridge H

istory of M
edieval M

usic (henceforth C
H

M
M

), 

C
am

bridge: C
am

bridge U
niversity Press, 2018, pp. 69-91.

︵
11
︶ 

﹃
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
﹄
の
﹁
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹂
の
項
目
で
は
︑﹁
七
世
紀
の
ロ
ー

マ
の
典
礼
書
に
は
︙
︙
奉
納
唱
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
﹂
と
あ
る
が
︑
こ
れ
は
大
き
な
誤

り
で
あ
る
︒
初
期
の
﹁
ミ
サ
典
礼
書
﹂︵
サ
ク
ラ
メ
ン
タ
リ
ウ
ム
︶
は
︑
司
式
者
で
あ
る
司

祭
が
唱
え
る
式
文
や
祈
禱
文
を
収
め
た
も
の
で
あ
り
︑
朗
読
用
の
聖
書
文
言
や
聖
歌
は
︑

そ
も
そ
も
そ
こ
に
は
含
ま
れ
な
い
︒
中
世
の
典
礼
史
料
の
初
歩
的
な
知
識
に
つ
い
て
は
︑

以
下
を
参
照
せ
よ
︒C

. Vogel (trans. W
. G

. Storey and N
. K

. R
asm

ussen), M
edieval 

Liturgy: An Introduction to the Sources, W
ashington, D

.C
.: The Pastoral Press, 1986, 

p. 64.

︵
12
︶ 

﹁
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
﹂
の
起
源
を
め
ぐ
る
諸
問
題
や
先
行
研
究
︑
そ
し
て
そ
の
議
論
に

お
け
る
こ
れ
ら
の
諸
写
本
の
位
置
付
け
等
に
つ
い
て
は
︑
山
本
成
生
﹁︿
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖

歌
﹀
成
立
の
記
憶
﹂︑
二
〇
―
二
三
頁
を
参
照
︒

︵
13
︶ R

ené-Jean H
esbert, Antiphonale M

issarum
 Sextuplex, B

ruxelles: V
rom

ant, 1935 

(repr. R
om

e: H
arder, 1967).

︵
以
下
で
はAM

S

と
略
記
︶
な
お
︑
今
日
に
お
い
て
﹁
ア

ン
テ
ィ
フ
ォ
ナ
ー
レ
﹂
は
通
常
︑
聖
務
日
課
用
の
聖
歌
集
を
指
す
が
︑
こ
こ
で
は
す
べ
て

ミ
サ
用
の
も
の
で
あ
る
︒

︵
14
︶ 

ネ
ウ
マ
付
き
三
写
本
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
版
と
オ
ン
ラ
イ
ン
図
書
館
上
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
︵
メ
タ

デ
ー
タ
︶
は
︑
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒A

. M
énager, Le codex  47  de la Bibliothèque de 

C
hartres. Antiphonale M

issarum
 (Xe siècle) (Paléographie M

usicale XI), Solesm
es: 

L
a Froidfontaine, 1997 (http://m

edium
-avance.irht.cnrs.fr/ark:/63955

/

m
d67w

m
11b44s); C

antatorium
 de Saint-G

all. IXe siècle (Paléographie M
usicale II 

[2e série]), B
erne: H

. Lang, 1988 (https://w
w

w
.e-codices.unifr.ch/en/list/one/

csg/0359); Le codex 239 de la Bibliothèque de Laon (Paléographie M
usicale X), 

B
erne: H

. Lang, 1992 (https://bibliotheque-num
erique.ville-laon.fr/ressources-

num
erisees/item

/1457-graduel-de-laon).

︵
い
ず
れ
も
二
〇
二
三
年
八
月
三
〇
日
最
終
閲

覧
︶

︵
15
︶ 

待
降
節
の
習
慣
は
三
世
紀
の
ガ
リ
ア
や
イ
ベ
リ
ア
半
島
に
由
来
し
︑
そ
れ
が
ロ
ー
マ
典

礼
に
導
入
さ
れ
た
の
は
六
世
紀
後
半
に
な
っ
て
か
ら
と
さ
れ
る
︒
Ｊ
・
ユ
ン
グ
マ
ン
︵
上

智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
監
修
︶﹃
古
代
キ
リ
ス
ト
教
典
礼
史
﹄
平
凡
社
︑
一
九
九
七
年
︑

三
〇
二
―
三
〇
八
頁
︒

︵
16
︶ Paris, B

ibliothèque N
ationale, m

s. lat. 12050, fol. 3
r-v. 

原
写
本
で
は
複
数
葉
に
ま
た

が
る
が
︑
説
明
の
便
宜
上
︑
一
つ
に
ま
と
め
て
説
明
す
る
︒

︵
17
︶ 

﹁
週
日
︵
ま
た
は
平
日
︶﹂feria

は
主
日
よ
り
数
え
る
た
め
︑﹁
週
日
の
第
四
日
目
﹂
は

﹁
水
曜
日
﹂
と
な
る
︒
ま
たstatio

と
い
う
語
は
︑
ロ
ー
マ
で
教
皇
が
お
こ
な
っ
て
い
た

﹁
行
幸
ミ
サ
﹂stational m

ass

の
目
的
地
と
な
る
教
会
を
指
し
︑
こ
の
場
合
は
ロ
ー
マ
の
サ

ン
・
マ
リ
ア
・
マ
ッ
ジ
ョ
ー
レ
大
聖
堂
と
な
る
︵﹁
ま
ぐ
さ
桶
の
聖
マ
リ
ア
教
会
﹂
は
そ

の
古
名
で
あ
り
︑
同
教
会
が
保
持
す
る
と
主
張
し
て
い
た
聖
遺
物
に
由
来
す
る
︶︒
ロ
ー

マ
に
お
け
る
﹁
行
幸
ミ
サ
﹂
の
慣
習
は
︑
五
世
紀
の
ヒ
ラ
リ
ウ
ス
一
世
︵
位
四
六
一
―
四

六
八
年
︶
ま
で
遡
り
︑
教
皇
庁
の
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
遷
都
︵
一
三
〇
九
年
︶
ま
で
お
こ
な
わ

れ
て
い
た
と
い
う
︒C

f. J. A
. Jungm

an (trans. F. A
. B

runner), The M
ass of the Rom

an 

Rite, A
llen: C

hristianC
lassics, 1951, vol. 1, p. 59; U

. M
. Lang, The Rom

an M
ass: 

From
 Early C

hristian O
rigins to Tridentine Reform

, C
am

bridge: C
am

bridge 

U
niversity Press, 2022, pp. 154-213. 

山
本
成
生
﹁
ス
コ
ラ
・
カ
ン
卜
ー
ル
ム
の
礼
拝
機

能
と
組
織
構
造

―
﹃
ロ
ー
マ
式
次
第
書
Ｉ
﹄
の
分
析
を
通
じ
て
﹂﹃
学
習
院
大
学
教
職
課

程
年
報
﹄
第
二
号
︵
二
〇
一
六
年
︶︑
三
五
―
四
七
頁
︵
三
六
︑
四
四
頁
﹇
注
四
﹈︶
を
参

照
︒
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︵
18
︶ 

ネ
ウ
マ
な
し
の
六
写
本
の
な
か
で
︑
旋
法
の
指
示
が
あ
る
の
は
コ
ル
ビ
ー
写
本
の
み
で

あ
る
︒C

f. H
esbert, AM

S, pp. cxxiii-cxxvi.

︵
19
︶ 
紀
元
千
年
頃
ま
で
の
西
方
教
会
の
ミ
サ
に
お
け
る
詩
篇
の
扱
い
に
つ
い
て
は
︑
さ
し
あ

た
り
以
下
を
参
照
︒“Psalm

” in: N
ew

 G
rove, vol. 20, pp. 449-518, esp. pp 451-463. 

本
稿
に
お
け
る
詩
篇
の
番
号
は
マ
ソ
ラ
本
文
の
も
の
に
従
い
︑
括
弧
内
に
︵
七
十
人
訳
に

基
づ
く
︶
ウ
ル
ガ
ー
タ
訳
の
番
号
を
併
記
す
る
︒
ま
た
︑
固
有
式
文
の
楽
曲
と
み
な
す
時

は
山
括
弧
で
囲
い
︑
聖
書
の
文
言
ま
た
は
特
定
の
文
書
名
と
し
て
参
照
す
る
場
合
は
通
常

の
鉤
括
弧
で
括
る
︒

︵
20
︶ Ibid., p. 452. 

こ
の
時
代
に
お
け
る
演
奏
実
践
の
あ
り
方
は
不
透
明
で
あ
る
が
︑
セ

ヴ
ィ
ー
リ
ャ
の
イ
シ
ド
ル
ス
︵
五
六
〇
頃
―
六
三
六
年
︶
の
﹁
語
源
論
﹂Etym
ologiae

に

お
け
る
記
述
︵Isid. Etym

. V
I, 19,  8

﹁
レ
ス
ポ
ン
ソ
リ
ウ
ム
に
お
い
て
は
一
人
の
人
間

が
ヴ
ェ
ル
ス
ス
を
唱
し
︑
ア
ン
テ
ィ
フ
ォ
ナ
に
お
い
て
は
合
唱
隊
が
ヴ
ェ
ル
ス
ス
を
そ
れ

ぞ
れ
担
当
す
る
﹂in responsoriis unus versum

 dicit, in antiphonis autem
 versibus 

alternant chori

︶
と
十
世
紀
以
降
の
ネ
ウ
マ
付
き
の
楽
譜
に
み
ら
れ
る
音
楽
様
式
か
ら
︑

ヴ
ェ
ル
ス
ス
は
独
唱
者
ま
た
は
少
人
数
の
歌
手
の
集
団
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
︒

︵
21
︶ J. M

cK
innon, The Advent Project: The Later-Seventh-C

entury C
reation of the 

Rom
an M

ass Proper, B
erkeley: U

niversity of C
alifornia Press, 2000. 

ま
た
︑
山
本

﹁︿
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
﹀
成
立
の
記
憶
﹂
二
三
―
二
六
頁
も
参
照
︒

︵
22
︶ R

. M
aloy, Inside th O

ffertory: Aspects of C
hronology and Transm

ission, O
xford: 

O
xford U

niversity Press, 2010.

︵
23
︶ H

esbert, AM
S, p. xxxviii-xxxix.

︵
24
︶ C

f. M
cK

innon, The Advent Project, pp. 299-303; M
aloy, Inside the O

ffertory, pp. 

17-21; J. D
yer, “The O

ffertory C
hant of the R

om
an Liturgy and its M

usical Form
”, 

Studi M
usicali,  11 (1982), pp. 3-30. 

ヒ
ッ
ポ
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
︑﹁
再
考
録
﹂
の

﹁
ヒ
ラ
ル
ス
論
駁
﹂Contra H

ilarum

︵
現
在
は
消
失
︶
に
関
す
る
箇
所
で
︑﹁
奉
納
が
な
さ

れ
る
前
︑
ま
た
は
奉
納
物
が
民
衆
に
分
配
さ
れ
る
時
に
︑
詩
篇
に
基
づ
く
讃
歌
が
祭
壇
で

唱
え
ら
れ
る
﹂
と
い
う
風
習
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
︵Liber retractationum

, 2,  11

︶

︵
25
︶ H

esbert, AM
S, pp. 4-7.

︵
26
︶ M

énager, Le codex  47, p. 13,  4 (fol. 4
v). 

シ
ャ
ル
ト
ル
写
本
は
︑
一
九
四
四
年
に
所

蔵
図
書
館
が
爆
撃
で
被
災
し
た
際
に
消
失
し
た
︒
フ
ラ
ン
ス
の
国
立
文
献
史
研
究
所

︵IR
H

T

︶
が
公
開
す
る
デ
ジ
タ
ル
画
像
は
︑
そ
の
前
に
撮
ら
れ
た
モ
ノ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に

基
づ
く
た
め
不
鮮
明
で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
こ
こ
で
は
原
写
本
を
参
照
し
得
た
ア
マ
ン
・
メ

ナ
ジ
ェ
の
読
み
に
従
う
︒

︵
27
︶ C

antatorium
 de Saint-G

all, p. 28. 

こ
の
写
本
は
元
よ
り
葉
数
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
︑

現
在
は
近
代
の
手
に
よ
り
ペ
ー
ジ
番
号
が
振
ら
れ
て
い
る
︒

︵
28
︶ Le codex 239, p. 13 (fol. 5

v).

︵
29
︶ Paris, B

ibliothèque N
ationale, m

s. lat. 268. fols, 153
r-v. 

こ
の
史
料
は
︑
テ
オ
ド
ー

ル
・
ク
ラ
ウ
ザ
ー
が
一
九
二
九
年
に
発
表
し
た
論
文
で
︑ 

広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

Th. K
lauser, “N

otes sur l’ancienne liturgie de M
etz”, Annuaire de la Société 

d’H
istoire et d’Archéologie de la Lorraine,  38 (1929), pp. 497-510.

︵
30
︶ 

ク
ロ
デ
ガ
ン
グ
に
よ
る
典
礼
改
革
に
つ
い
て
は
︑
山
本
﹁︿
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
﹀
成
立

の
記
憶
﹂
二
六
―
三
〇
頁
を
参
照
︒
ま
た
︑
彼
の
も
の
と
さ
れ
る
著
名
な
﹁
司
教
座
聖
堂

参
事
会
会
則
﹂R

egula canonicorum

で
は
︑﹁
指
定
教
会
﹂
が
三
度
触
れ
ら
れ
て
い
る

︵
第
三
章
︑
第
二
〇
章
︑
第
三
三
章
︶︒
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
︑
以
下
を
参
照
︒
梅
津
教

孝
﹁
メ
ッ
ス
司
教
ク
ロ
デ
ガ
ン
グ
に
よ
る
司
教
座
聖
堂
参
事
会
会
則

―R
egula 

C
anonicorum

試
訳
﹂﹃
史
学
雑
誌
﹄
第
九
二
編
第
一
〇
号
︑
一
六
二
二
―
一
六
四
九
頁
︒

︵
31
︶ C

f. M
. A

. C
laussen, The Reform

 of the Frankish C
hurch: C

hrodegang of M
etz and 

the “Regula canonicorum
” in the Eight C

entury, C
am

bridge: C
am

bridge U
niversity 

Press, 2004, pp. 276-278.

︵
32
︶ 

表
2
―
4
は
︑
前
述
の
エ
ス
ベ
ー
ル
の
﹃
六
欄
対
照
ミ
サ
用
ア
ン
テ
ィ
フ
ォ
ナ
ー
レ
﹄

と
︑
ネ
ウ
マ
付
き
三
写
本
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
版
︵﹃
パ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
・
ミ
ュ
ジ
カ
ル
﹄︶

を
基
本
的
な
情
報
源
と
し
て
︑
以
下
の
聖
歌
集
や
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
参
照
し
つ
つ
作
成
し

た
︒G

raduale Rom
anum

, Tournai: D
esclée, 1979; The Liber U

sualis, Tournai: 

D
esclée, 1963; C

antus: A
 D

atabase for Latin Ecclesiastical C
hant (https://cantus.

uw
aterloo.ca/)

︵
二
〇
二
三
年
八
月
三
〇
日
最
終
閲
覧
︶



上智史学　第 68 号（2023 年 11 月）

40

︵
33
︶ C

f. H
esbert, AM

S, p. xxxviii.
︵
34
︶ Ibid.

︵
35
︶ C

f. D
. H

iley, “The Sequentiary of C
hartres, B

ibliothèque m
unicipale, M

s. 47”, in: 

A
. Ziino (ed.), La Sequenza m

edievale: Atti del C
onvegno Internazionale M

ilano 7-8 

aprile 1984, Lucca: Lim
-Libreria M

usicale Italiana, 1992, pp. 105-117, esp. 105-

107.

︵
36
︶ H

esbert, AM
S, p. xliv.

︵
37
︶ Ibid., p. xxxviii. 

む
ろ
ん
︑
記
載
が
な
い
写
本
に
お
い
て
は
︑
こ
の
祝
日
固
有
の
ミ
サ

が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
エ
ス
ベ
ー
ル
は
﹁
四
旬
節
の
第
二

主
日
﹂︵ibid., pp. 62-63

︶
に
関
し
て
は
︑
簡
素
な
モ
デ
ナ
写
本
を
含
む
六
写
本
の
す
べ

て
に
お
い
て
︑
前
述
の
﹁
ミ
サ
な
し
の
主
日
﹂
等
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の

可
能
性
は
低
い
と
み
て
い
る
︒

︵
38
︶ Ibid., pp. 10-11; C

antatorium
 de Saint-G

all, p. 36.

︵
39
︶ 

ネ
ウ
マ
を
も
た
な
い
六
写
本
に
お
い
て
こ
の
詩
篇
が
登
場
す
る
の
は
︑
ラ
イ
ナ
ウ
写
本

に
お
け
る
﹁
主
の
降
誕
前
の
第
五
主
日
﹂
の
ア
レ
ル
ヤ
唱
の
み
で
あ
る
︒H

esbert, AM
S, 

p. 2.

︵
40
︶ 

ザ
ン
ク
ト
・
ガ
レ
ン
写
本
に
お
け
る
︿
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
﹀
の
記
載
は
︑
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︒
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︑
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︑
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︑
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