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第三章 受難曲

宗
教
の
世
界
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
用
語
と
し
て
定
着
し
て
い
る
が
、

リ
ラ
ヤ
地
方
、
ナ
ザ
レ
出
身
の
イ
エ
ス
が
罪
も
な
い
の
に
捕
え
ら
れ
、
裁
判
に
か
け
ら
れ
、

十
字
架
に
架
け
ら
れ

、,

て
刑
死
し
た
こ
と
を
い
う
。
も
と
も
と
ラ
テ
ン
語
か
ら
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
各
国
語
に
な
っ
た

P
ass
io
n
は
英
語
読
み

す
れ
ば
「
パ
ッ
シ
ョ
ン
」
で
、
受
苦
受
難
を
表
わ
す
が
、
「
情
熱
、
熱
情
、
強
い
愛
着
」
も
表
わ
す
こ
と
ば
で
あ

る
。
苦
し
み
や
激
情
に
製
わ
れ
る
「
受
身
」
の
状
態
を
表
現
す
る
ラ
テ
ン
語

P
ass
io
n
e
m
か
ら
来
て
、
主
と
し

て
キ
リ
ス
ト
教
用
語
と
し
て
約
二
千
年
た
っ
て
い
る
う
ち
に
、
宗
教
以
外
の
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
語
の
パ

ト
ス
と
同

じ
意
味
の
「
情
熱
」
の
意
味
で
も
世
俗
的
、

心
理
描
写
的
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、
音
楽
に
も
な
り
、
受
難
曲

（
パ
シ
オ
ン
）
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
数
多
く
の
名
曲
が
あ
る
そ
の
「
受
難
」

と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
ご
く
平
易
に
述
べ
れ
ば
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な

聖
書
の
記
述
に
従
っ
て
い
る
、
と
言
え
よ
う
。

聖
書
つ
ま
り
バ
イ
ブ
ル
に
は
、
西
暦
以
前
に
成
立
し
た
古
い
ユ
ダ
ヤ
教
の
聖
典
で
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
聖
書
と
す

る
、
い
わ
ゆ
る
「
旧
約
聖
書
」
と
、
も
う
ひ
と
つ
、
イ
エ
ス

・
キ
リ
ス
ト
誕
生
以
降
の
い
わ
ば
純
キ
リ
ス
ト
教
聖

典
で
あ
る
「
新
約
聖
書」

と
の
二
つ
が
あ
る
。

旧
訳

・
新
訳
と
い
う
翻
訳
で
は
な
く
、
神
が
人
と
契
約
を
結
ん
だ

ど
い
目
に
あ
う
こ
と
を
さ
す
。

ひ
ど
い
苦
し
み
や
災
難
を
受
け
る
こ
と
を
、

＋
受
難
と
は

い
ま
か
ら
二
千
年
前
に
パ
レ
ス
チ
ナ
の
ガ

ふ
つ
う
苦
難
と
か
受
難
と
い
う
。
難
を
受
け
る
、
受
身
の
形
で
ひ

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
り
、
ケ
ル
ン
日
本
文
化
会
館
館
長
と
し
て

長
年
ド
イ
ツ
に
在
住
、
音
楽
を
愛
し
、
ド
イ
ツ
文
化
に
造
詣
深
い

小
塩
節
に
よ
る
バ
ッ
ハ
の
受
難
曲
の
世
界
。
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第三章

受
難
の
記
事
の
朗
誦
は
、

古
く
は
礼
拝
の
中
で
助
祭
が
行
っ
て
い
た
が
、

十
受
難
曲

曲
建
築
が
始
ま
る
こ
ろ
で
あ
る
。

難受

次
第
に
複
数
の
者
た
ち
が
分
担
す
る

り
決
ま
り
、

れ
、
音
楽
化
、

劇
化
が
進
ん
で
い
き
、

め
い
ぶ
ん
か

写
本
と
し
て
明
文
化
さ
れ
た
の
は
十
二
世
紀
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
の

次
第
に
受
難
曲
と
な
っ
て
い
っ
た
。

朗
誦
の
役
割
分
担
と
音
程
が
は
っ
き

さ
ら
に
時
が
進
む
に
つ
れ
、

で
は
新
約
聖
書
の
受
難
の
記
事
が
朗
読
さ
れ
、

自
然
に
単
純
な
メ
ロ
デ
ィ
が
つ
け
ら
れ
、

ろ
う
し
よ
う

記
事
に
出
て
く
る
人
物
や
群
衆
の
役
割
に
従
っ
て
朗
誦
（
朗
唱
と
も
記
す
）
が
行
わ

時
代
を
経
る
に
つ
れ
、

れ
た
聖
金
曜
日
か
ら
足
か
け
三
日
の
の
ち
に
、

復
活
の
日
曜
日
が
や
っ
て
く
る
。

こ
の
一
週
間
の
あ
い
だ
、

教
会

前
の
聖
週
間
と
か
受
難
週
と
呼
ば
れ
る
一
週
間
は
、

き
び
し
い
禁
欲
生
活
に
徹
し
、

イ
エ
ス
が
十
字
架
に
架
け
ら

春
分
の
の
ち
の
最
初
の
満
月
の
こ
ろ
に
、

毎
年
キ
リ
ス
ト

・
イ
エ
ス
の
受
難
を
想
い
、

復
活
を
祝
う
。

活
祭
を
重
視
し
重
ん
じ
て
い
た
。

約
束
を
記
し
た
も
の
、
と
い
う
意
味
で
「
約
」
の
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
欧
米
語
で
は
テ
ス
タ
メ
ン
ト
と
い
う
。

西
麿
―

-0年
の
こ
ろ
に
イ
エ
ス
は
ユ
ダ
ヤ
の
首
都
エ
ル
サ
レ
ム
で
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
生
前
に
彼

は
自
ら
文
書
を
記
し
は
し
な
か
っ
た
。
死
後
、
西
暦
六

0
年
か
ら
八

0
年
代
の
あ
い
だ
に
、
か
つ
て
直
接
の
弟
子

で
あ
っ
た
者
や
、
そ
の
ま
た
次
の
世
代
の
者
た
ち
が
イ
エ
ス
の
言
行
を
記
録
に
記
し
と
ど
め
た
。
こ
れ
が
新
約
聖

し

と

書
前
半
で
あ
る
。
後
半
は
使
徒
パ
ウ
ロ
た
ち
の
キ
リ
ス
ト
に
か
か
わ
る
教
え
か
ら
成
る
。
当
時
の
地
中
海
世
界
の

共
通
語
ギ
リ
シ
ャ
語
で
記
さ
れ
た
が
、
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
に
伝
わ
る
と
ラ
テ
ン
語
に
訳
さ
れ
た
。

こ
の
新
約
聖
書
の
は
じ
め
の
と
こ
ろ
に
、

の
、
医
師
で
あ
っ
た
ル
カ
に
よ
る
も
の
、

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
、

で
あ
る
。
こ
れ
ら
四
福
音
書
は
そ
れ
ぞ
れ
の
記
者
の
名
を
冠
し
て
お
り
、

に
、
イ
エ
ス
の
受
難
を
記
述
し
て
い
る
。

四
福
音
書
の
記
述
は
互
い
に
ほ
ぽ
同
じ
と
は
い
え
、
細
か
い
部
分
で
は
違
う
と
こ
ろ
が
い
く
つ
も
あ
る
。
そ
れ

も
そ
の
は
ず
で
、
成
立
年
代
に
数
年
ず
つ
の
差
が
あ
り
、
書
い
た
記
者
の
育
ち
ゃ
記
述
の
目
的
、
受
け
取
っ
た
人

び
と
つ
ま
り
初
代
の
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
の
層
も
違
っ
て
い
た
か
ら
当
然
の
結
果
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四
福
音
書
の
う

ち
、
い
ち
ば
ん
古
い
、
と
い
う
こ
と
は
最
も
初
期
の
書
は
、
生
前
の
イ
エ
ス
に
会
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
マ
ル
コ
に
よ
る
も
の
で
、
次
い
で
初
期
の
ユ
ダ
ヤ
人
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
を
対
象
と
し
て
記
し
た
マ
タ
イ
の
も

そ
し
て
時
代
的
に
は
い
ち
ば
ん
あ
と
の
九

0
年
代
近
く
に
出
来
た
、
ギ

ふ
く
い
ん
し
よ

ナ
ザ
レ
出
身
の
イ
エ
ス
の
生
涯
と
教
え
を
記
し
た
四
つ
の
福
音
書
が

ル
カ
に
よ
る
福
音
書
そ
し
て
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書

リ
シ
ャ
哲
学
的
表
現
を
多
く
含
む
ヨ
ハ
ネ
こ
よ
る
福
音
書
で
あ
る
。

1
 

古
代
ロ
ー
マ
帝
国
の
最
下
層
階
級
に
浸
透
し
て
い
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
は
、

そ
の
直

い
ず
れ
も
そ
の
終
わ
り
近
い
と
こ
ろ

つ
い
に
は
ロ

ー
マ
の
国
教
と
な
り
、お

さ
な

さ
ら
に
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
唯
一
の
宗
教
と
な
る
。
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
と
、
人
は
た
の
し
い
ク
リ
ス
マ
ス
、
幼

こ
う
た
ん
さ
い

児
イ
エ
ス
の
誕
生
を
祝
う
降
誕
祭
を
想
う
が
、
本
来
キ
リ
ス
ト
教
は
ク
リ
ス
マ
ス
よ
り
も
イ
ー
ス
タ
ー
つ
ま
り
復

あ
る
。

マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
、

「マタイ受難曲」に聴くバッハ
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第三章

い
く
過
程
の
マ
イ
ル
・
ス
ト
ー
ン
で
あ
る
。

受難曲 「マタイ受難曲」に聴くバッハ

よ
う
に
な
り
、

は
「
応
唱
風
受
難
曲
」
）

さ
ら
に
十
三
世
紀
に
入
る
と
、
助
祭
は
地
の
文
を
朗
誦
し
、
主
任
の
司
祭
が
低
音
で
イ
エ
ス
自
身

の
こ
と
ば
を
担
当
す
る
。
そ
し
て
そ
の
他
の
人
物
は
副
助
祭
が
引
き
受
け
た
。
こ
の
際
、
地
の
文
を
担
当
す
る
助

祭
の
役
割
を
「
福
音
書
記
者
」
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
ス
ト
と
呼
ん
で
現
代
に
い
た
っ
て
い
る
。

聖
堂
の
外
の
野
外
な
ど
で
、
簡
単
な
衣
装
と
舞
台
を
つ
く
っ
て
演
劇
的
に
朗
誦
を
行
う
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
が

「
受
難
劇
」
と
な
る
。
南
ド
イ
ツ
の
オ
ー
バ
ー
ア
マ

ー
ガ
ウ
村
で
、
十
年
に
一
度
村
民
た
ち
が
総
出
で
上
演
す
る

ド
イ
ツ
語
の
受
難
劇
は
壮
大
な
も
の
で
、
全
世
界
か
ら
信
者
や
観
光
客
が
殺
到
す
る
。

さ
て
、
音
楽
の
歴
史
で
は
十
五
世
紀
に
「
音
楽
ル
ネ
サ
ン
ス
」
の
時
期
を
迎
え
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
単
旋
律
だ

っ
た
受
難
曲
も
多
声
化
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
ご
く
大
ざ
っ
ぱ
に
言
っ
て
二
通
り
あ
っ
て
、
テ
キ
ス

ト
の
全
部
を
多
声
化
し
た
も
の
と
、
ひ
と
り
の
発
言
の
部
分
は
単
声
と
し
、
群
衆
や
弟
子
た
ち
の
部
分
を
多
声
化

し
て
交
互
に
く
み
合
わ
せ
た
も
の
と
、
二
通
り
生
ま
れ
て
き
た
。
前
者
つ
ま
り
す
べ
て
を
多
声
化
し
た
も
の
を
音

お
う
し
よ
う

単
声
と
多
声
が
交
互
に
歌
わ
れ
る
も
の
を
「
応
唱
的
受
難
曲
」
（
ま
た

つ
う
さ
く

楽
史
用
語
で
「
通
作
受
難
曲
」
と
呼
び
、

と
い
う
。
面
倒
く
さ
い
こ
と
だ
が
、
こ
れ
だ
け
は
一
応
心
に
と
め
て
お
こ
う
。

音
楽
化
さ
れ
た
受
難
曲
の
テ
キ
ス
ト
に
は
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
と
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
そ
れ
が
多
く
、

ル
カ
に
よ
る
も
の
よ
り
圧
倒
的
に
多
い
。

写
本
は
十
五
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
も
の
で
あ
っ
た
。

と
く
に
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
を
テ
キ
ス
ト
と
し
た
、
い
ち
ば
ん
古
い

イ
ギ
リ
ス
が
先
頭
を
切
る
。
十
五
世
紀
後
半
か
ら
十
六
世
紀
に

か
け
て
は
イ
タ
リ
ア
で
「
応
唱
的
受
難
曲
」
が
発
展
す
る
。
当
時
の
「
音
楽
の
母
国
」
イ
タ
リ
ア
か
ら
は
、
多
く

つ
ま
り
台
本
テ
キ
ス
ト
を
す
べ
て

せ
ん
て
い
こ
う

の
音
楽
家
が
ア
ル
プ
ス
の
北
に
招
か
れ
て

1
地
の
宮
廷
で
働
い
た
。
南
独
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
で
バ
イ
エ
ル
ン
選
帝
侯

宮
廷
の
礼
拝
の
た
め
に
、
オ
ル
ラ
ン
ド

・
一
ィ

・
ラ
ッ
ソ
が
作
曲
出
版
し
た
「
マ
タ
イ
受
難
曲
」
も
、
こ
の
応
唱

的
受
難
曲
で
あ
る
。

れ
た
。

面
白
い
こ
と
に
、
ド
イ
ツ
で
は
む
し
ろ
通
作
受
難
曲
が
多
く
つ
く
ら

多
声
化
し
て
曲
と
す
る
作
風
で
あ
る
。
ま
た
ド
イ
ツ
で
は
十
六
世
紀
の
こ
ろ
、
四
福
音
書
の
記
述
を
混
ぜ
合
わ
せ

て
総
合
的
な
受
難
曲
を
つ
く
る
習
慣
が
あ
り
、
宗
教
改
革
者
ル
タ
ー
も
そ
れ
を
認
め
、
か
つ
、
よ
し
と
し
た
。
バ

ッ
ハ
の
「
ヨ
ハ
ネ
受
難
曲
」
に
マ
タ
イ
の
記
述
部
分
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
も
、
こ
の
影
轡
で
あ

る
。
ル
タ
ー
の
同
時
代
人
ヨ

ー
ハ
ン
・
ブ
ー
ゲ
ン
ハ

ー
ゲ
ン
の
「
受
難
曲
」
(
-
五
二
六
年
、
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル

‘
、
~
、

ク
）
カ

ま
さ
に
こ
の
四
福
音
書
の
総
合
的
受
難
曲
だ
っ
た
。

十
七
世
紀
の
い
わ
ゆ
る
バ
ロ
ッ
ク
の
時
代
に
な
る
と
、
ド
イ
ツ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
地
域
で
、
数
多
く
の
受
難

曲
が
作
ら
れ
て
い
る
。
中
で
も
ハ
イ

ン
リ
ヒ

・
シ
ュ
ッ
ツ
の
応
唱
様
式
に
よ
る
「
マ
タ
イ
受
難
曲
」
（
一
六
六
六

年
）
は
重
要
な
作
品
で
あ
る
。
シ
ュ
ッ
ツ
は
こ
の
曲
を
ド
レ
ー
ス
デ
ン
宮
廷
礼
拝
堂
の
た
め
に
作
曲
し
た
。
そ
れ

に
続
い
て
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
南
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
で
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

・
フ
ン
ケ
が
作
曲
し
た
と
さ
れ
る
「
マ
タ
イ
受

難
曲
」
は
、
応
唱
的
受
難
曲
が
ド
イ
ツ
ら
し
い
、
動
作
の
な
い
い
わ
ゆ
る
オ
ラ
ト
リ
オ
風
の
受
難
曲
に
発
展
し
て

つ
ま
り
、
厳
密
な
聖
書
の
こ
と
ば
だ
け
で
な
く
、
聖
書
以
外
の
自
由

な
詩
の
こ
と
ば
や
会
衆
用
の
賛
美
歌
を
と
り
こ
み
、

し
か
も
声
楽
だ
け
で
な
く
て
器
楽
を
取
り
入
れ
て
い
く
方
向

マ
ル
コ
と
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第三章

一
六
九
三
年
に
は
オ
ペ
ラ
ハ
ウ
ス
が
で
き
、

受難曲

戻
っ
て
き
た
ド
イ
ツ
人
が
、

味
す
る
。
＋
世
紀
に
再
び
こ
の
地
や
ド
レ

ー
ス
デ
ン

（
同
じ
く
ス
ラ
ヴ
語
で
「
黒
い
森
の
人
」
を
意
味
す
る
）

に

オ
ラ
ト
リ
オ
風
の
受
難
曲
は
、
北
ド
イ
ツ
の
ハ
ン
ザ
同
盟
諸
都
市
で
お
お
い
に
作
ら
れ
た
。
バ
ッ
ハ
は
青
年
時

代
に
こ
の
オ
ラ
ト
リ
オ
風
の
受
難
曲
を
よ
く
聴
い
て
い
る
。
時
代
が
進
む
に
つ
れ
、
自
由
詩
や
賛
美
歌
を
加
え
る

だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
受
難
の
記
事
を
ま
っ
た
く
新
し
く
創
作
す
る
動
き
も
生
ま
れ
て
く
る
が
、
バ
ッ
ハ
は
こ
れ

く
み

に
は
与
し
な
か
っ
た
。
バ
ッ
ハ
は
聖
書
の
テ
キ
ス
ト
に
忠
実
に
従
う
人
で
あ
っ
た
。

＋
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ

ド
イ
ツ
東
南
部
、
テ
ュ

ー
リ
ン
ゲ
ン
の
森
の
東
に
あ
る
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
は
、

S
・
バ
ッ
ハ
が
生
涯
の
後
半
二
十
七
年
間
、
生
命
の
火
を
燃
や
し
つ
く
し
て
働
い
た
土
地
で
あ
り
、
十
五
世
紀
以

来
の
大
学
都
市
、
音
楽
と
文
化
学
芸
の
花
咲
い
た
、
財
力
豊
か
な
町
だ
っ
た
。
君
侯
を
い
た
だ
か
ぬ
、
市
民
た
ち

の
町
だ
っ
た
。
名
門
の
大
学
だ
け
で
は
な
く
、
楽
器
の
製
造
、
楽
譜
の
印
刷、

文
庫
で
有
名
な
レ
ク
ラ
ム
社
、
レ

ン
ズ
産
業
の
町
で
も
あ
る
。
近
郊
に
銀
山
ほ
か
の
鉱
山
が
あ
っ
た
こ
と
も
、
こ
の
町
の
財
政
を
豊
か
に
し
た
。
三

十
年
戦
争
で
五
回
も
直
接
の
戦
火
を
受
け
た
が
、
た
ち
ま
ち
回
復
復
興
し
、
世
界
的
見
本
市
は
現
在
も
大
々
的
に

開
催
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
は
、

4ヽ

ヽ

り
ヵ

ぼ
だ
い
じ
ゅ

ま
た
、
菩
提
樹
の
美
し
く
繁
る
町
で
も
あ
る
。
市
内
外
い
た
る
と
こ
ろ
に
繁
る
ば
か

バ
ッ
ハ
が
勤
め
た
聖
ト
ー

マ
ス
教
会
も
、
菩
提
樹
の
茂
み
に
包
ま
れ
て
い
る
。
第
二
次
大
戦
の
戦
火
で
木

木
は
焼
け
た
が
、
若
木
が
植
え
ら
れ
、
半
批
紀
し
て
よ
う
や
く
枝
を
大
き
く
伸
ば
し
て
い
る
（
ド
イ
ツ
は
降
水
量

が
日
本
の
三
分
の
一
程
度
で
あ
り
、
日
照
も
少
な
い
の
で
樹
木
の
成
長
は
日
本
の
杉
の
木
な
ど
の
三
倍
の
時
が
か

み
つ
ろ
う

か
る
）
。
初
夏
に
は
た
く
さ
ん
の
蜜
蜂
が
白
い
花
に
群
が
り
、
上
質
の
蜂
蜜
を
集
め
る
。
そ
の
蜜
蠍
は
ヨ

ー
ロ
ッ

パ
の
食
卓
に
欠
か
せ
ぬ
ロ
ウ
ソ
ク
の
う
ち
で
、
最
も
愛
好
重
用
さ
れ
る
。
市
門
や
教
会
の
そ
ば
の
噴
泉
の
ほ
と
り

に
は
、
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
菩
提
樹
が
大
き
な
傘
の
よ
う
に
樹
冠
を
ひ
ろ
げ
、
人
び
と
の
憩
い
と
語
ら
い
の

樹
陰
を
つ
く
っ
て
い
る
。
菩
提
樹
は
中
世
以
来
、
愛
の
木
と
も
呼
ば
れ
る
。

ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
と
い
う
市
名
は
、
ド
イ
ツ
で
あ
り
な
が
ら
ド
イ
ツ
語
で
は
な
い
。
ゲ
ル
マ
ン
民
族
が
西
進
し
て

い
っ
た
あ
と
に
入
っ
て
き
た
ス
ラ
ヴ
（
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
チ
ェ
コ
と
同
族
の
西
ス
ラ
ヴ
）

「
リ
パ

・
ツ
ィ
ヒ
」
と
名
付
け
た
。
リ
パ
は
菩
提
樹
、

の
人
び
と
が
、
こ
の
町
を

ツ
ィ
ヒ
は
ダ
ン
ツ
ィ
ヒ
な
ど
の
よ
う
に
「
と
こ
ろ
」
を
意

ス
ラ
ヴ
の
残
し
た
好
ま
し
い
名
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
の
で
あ
る
。
バ
ッ
ハ
も
メ
ン
デ

ル
ス
ゾ
ー
ン
も
ゲ
ー
テ
も
、
こ
の
町
の
菩
提
樹
の
花
の
香
り
を
胸
い
っ
ぱ
い
吸
っ
て
い
た
の
だ
。

―
―
六

0
年
代
に
「
市
」
と
し
て
の
法
的
地
位
を
得
る
。
そ
の
こ
ろ
の
教
会
の
壁
が
い
ま
も
聖
ト
ー
マ
ス
教
会

こ
ん
り
ゆ
う

の
片
隅
に
残
っ
て
い
る
。
―
ニ
―
二
年
に
聖
ト
ー
マ
ス
教
会
と
し
て
改
め
て
建
立
。
―
二
八
七
年
、
「
自
治
都
市
」

ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
は
市
を
守
る
市
壁
を
築
き
、
市
場
経
済
を
始
め
る
。

一
七

0
0年
に
は
音
楽
学
校
創
立
。
そ
し
て
ニ
―
―
―
年
に
は
バ
ッ
ハ

「マタイ受難曲」に聴くバッハ

が
見
え
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
く
J

233 232 



第三章

師
た
ち
）

受難曲

仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

が
聖
ト
ー
マ
ス
教
会
に
カ
ン
ト
ー
ル
と
し
て
着
任
。
こ
の
聖
ト
ー
マ
ス
合
唱
隊
の
メ
ン
バ

ー
の
な
か
か
ら
、
音
楽

を
た
の
し
む
市
民
た
ち
の
ゲ
ヴ
ァ
ン
ト
ハ
ウ
ス
管
弦
楽
団
の
前
身
も
生
ま
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
は

豊
か
な
文
化
的
雰
囲
気
に
恵
ま
れ
た
町
だ

っ
た
。
市
民
に
力
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
の
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸

国
、
と
く
に
中
央
集
権
に
成
功
し
た
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
に
比
べ
る
と
、

三
十
年
戦
争
の
惨
禍
の
た
め
に
遅
れ

た
貧
し
い
ド
イ
ツ
で
あ

っ
た
。
人
口
は
半
減
し
、
中
世
末
期
に
成
立
し
た
数
千
の
諸
都
市
と
農
村
、
農
地
、
森
林

は
焼
き
つ
く
さ
れ
た
あ
と
、
立
ち
な
お
り
切
っ
て
い
な
い
。
境
界
線
が
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
諸
小
邦
約
三
百
が

神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
と
い
う
名
の
ド
イ
ツ
に
あ
っ
た
と
よ
く
言
わ
れ
る
が
、
実
際
に
は
選
帝
侯
と
諸
侯
九
十
四
、
地

方
伯
百
三
、
教
会
聖
職
領
主
（
ヴ
ュ
ル
ッ
プ
ル
ク
や
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
、
マ
イ
ン
ツ
な
ど
）
四
十
、
帝
国
直
属
都
市

五
十
一
の
計
約
三
百
の
中
が
さ
ら
に
細
か
く
分
か
れ
、
地
方
権
力
を
王
侯
の
よ
う
に
手
に
し
て
い
た
小
領
主
が
お

り
、
結
局
は
三
千
も
の
小
邦
が
並
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

い
ん
せ
き

貧
し
い
こ
れ
ら
の
古
め
か
し
い
小
邦
群
を
結
び
つ
け
た
の
は
姻
戚
関
係
と
、
よ
り
高
い
見
地
か
ら
見
れ
ば
キ
リ

ス
ト
教
の
普
遍
的
価
値
と
原
理
（
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
差
は
あ
る
が
）
で
あ
り
、
さ
ら
に
も
う
ひ

と
つ
は
宗
教
改
革
以
前
か
ら
各
地
に
成
立
し
た
堅
固
な
官
僚
制
だ
っ
た
。
す
ぐ
れ
た
領
邦
官
僚
の
養
成
機
関
と
し

け
い
も
う

て
大
学
が
設
置
さ
れ
、
や
が
て
十
八
世
紀
に
は
ド
イ
ツ
で
は
「
上
」
か
ら
の
啓
蒙
主
義
の
嵐
が
吹
き
わ
た
っ
て
い
く
。

ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
で
は
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
封
建
的
な
君
主
は
お
ら
ず
、
四
町
的
と
は
い
え
市
民
の
代
表
か
ら

さ
ん
じ
か
い

な
る
市
参
事
会
が
市
政
自
治
の
全
権
限
と
責
任
を
担
い
、
最
高
の
文
化
活
動
で
あ
る
教
会
音
楽
の
人
事
や
内
容
万

般
に
わ
た
っ
て
指
揮
を
し
て
い
た
。
こ
の
参
事
会
を
相
手
に
バ
ッ
ハ
は
大
声
で
論
争
も
し
、
給
与
交
渉
な
ど
も
し

た
た
か
な
粘
り
を
見
せ
て
い
っ
た
。
け
っ
し
て
ふ
つ
う
一
般
の
お
抱
え
楽
師
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
カ
ン
ト
ー
ル

の
職
分
を
権
威
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
た
。
仕
え
る
と
す
れ
ば
「
最
高
の
神
と
隣
人
た
る
人
び
と
」
が
相
手
だ
と

考
え
、
啓
蒙
主
義
の
波
に
は
乗
ら
ず
、
む
し
ろ
聖
書
に
固
着
す
る
保
守
主
義
者
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

＊
バ
ッ
八
の
受
難
曲

バ
ッ
ハ
は
、
む
す
こ
カ
ー
ル
・
フ
ィ

ー
リ
ッ
プ

・
エ
マ
ー
ヌ
エ
ル
に
よ
る
と
受
難
曲
を
五
つ
作
曲
し
た
と
い

う
。
私
た
ち
が
知
っ
て
い
る
の
は
「
マ
タ
イ
受
難
曲
」
と
「
ヨ
ハ
ネ
受
難
曲
」
の
二
曲
だ
け
と
思
う
が
、

の
音
楽
監
督
カ
ン

ト
ー
ル
た
る
も
の
は
、

一
七
三

一
年
作
の
「
マ
ル
コ
受
難
曲
」
を
は
じ
め
、
計
三
曲
か
ら
五
曲
の
受
難
曲
を
作
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
専
門
家

に
よ
る
厳
密
な
研
究
は
ま
だ
続
行
中
で
あ
る
よ
う
だ
。
私
た
ち
日
本
人
に
は
不
思
議
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
当
時

四
六
時
中
い
く
つ
も
の
受
難
曲
ほ
か
の
作
曲
と
演
奏
、
指
揮
、
教
育
の

た
と
え
ば
同
じ
自
由
都
市
で
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
町
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
市
音
楽
監
督
だ
っ
た
ゲ
オ
ル
ク
・
フ
ィ
ー

リ
ッ
プ

・
テ
ー
レ
マ
ン
は
、

半
生
四
十
六
年
間
に
、

バ
ッ
ハ
よ
り
長
生
き
を
し
た
(
-
六
八

一
＼

一
七
六
七
）
が
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
の
後

日
曜
日
ご
と
に
新
し
い
教
会
カ
ン
タ
ー
タ
を
二
曲
作
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
聖
職
者
（
牧

の
就
任
式
用
特
別
カ

ン
タ
ー
タ
を
作
り
、
オ
ラ
ト
リ
オ
の
作
曲
も
要
求
さ
れ
、
そ
し
て
毎
年
一
曲
ず
つ

「マタ イ受難曲」に聴 くバッハ
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第三章 受難曲 「マタイ受難曲」に聴くバッハ

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
バ
ッ
ハ
は
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
聖
ト
ー
マ
ス
教
会
に
赴
任
し
て
ま
ず
は
「
ヨ
ハ
ネ
受

難
曲
」
を
作
曲
。
一
七
二
四
年
四
月
の
聖
金
曜
日
に
、
聖
ニ
コ
ラ
イ
教
会
で
初
演
を
行
っ
た
。
本
来
は
聖
ト
ー
マ

ス
教
会
で
の
演
奏
を
考
え
て
い
た
が
、
こ
の
二
教
会
で
か
わ
り
ば
ん
こ
に
受
難
曲
を
演
奏
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

て
、
そ
の
年
は
聖
ニ
コ
ラ
イ
教
会
の
順
番
だ
っ
た
。
聖
ニ
コ
ラ
イ
教
会
は
や
や
小
さ
か
っ
た
が
、
市
参
事
会
の
命

れ
ん
け
い

令
だ
っ
た
。
こ
の
二
教
会
は
現
代
に
い
た
る
ま
で
連
繋
の
密
な
教
会
で
あ
る
。

一
九
八
九
年
十

一
月
に
、
東
西
冷
戦
の
終
結
を
告
げ
る
ベ
ル
リ
ン
の
「
壁
の
崩
壊
」
が
起

っ
た
が
、
そ
の
き
っ

か
け
は
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
こ
の
二
教
会
に
集
う
青
年
た
ち
が
民
主
化
を
求
め
て
、

ざ
し
、
非
暴
力
を
誓
っ
て
行
っ
た
デ
モ
で
あ
っ
た
。
灯
の
つ
い
た
ロ
ウ
ソ
ク
を
手
に
歩
け
ば
、
走
っ
た
り
投
石
な

ど
は
出
来
な
い
。
彼
ら
は
は
じ
め
は
非
常
な
少
数
だ
っ
た
。
当
時
の
旧
東
独
（
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
）
で
は
、
教

は
く
だ
っ

会
の
礼
拝
に
出
席
し
て
い
る
青
年
は
芸
大
を
除
い
て
は
一
般
総
合
大
学
へ
の
入
学
資
格
を
剥
奪
さ
れ
て
い
た
。
キ

リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
は
、
「
阿
片
」
だ
と
さ
れ
て
い
た
。
痛
め
つ
け
ら
れ
て
な
お
聖
書
を
読
み
続
け
、
教
会
に

つ
ど
っ
た
若
者
た
ち
の
デ
モ
は
急
速
に
参
加
者
の
数
を
増
し
、
軍
隊
の
出
動
に
ま
で
い
た
っ
た
。
必
死
の
抑
制
が

両
者
（
青
年
た
ち
と
体
制
側
）
に
働
く
う
ち
、
デ
モ
の
波
は
ベ
ル
リ
ン
に
及
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

わ
ず

い
ま
は
、
聖
ト
ー
マ
ス
、
聖
ニ
コ
ラ
イ
両
教
会
と
も
、
集
ま
る
青
年
た
ち
の
数
は
ふ
た
た
び
極
め
て
僅
か
な
も

の
に
な
っ
て
い
る
。
真
の
信
仰
者
は
い
つ
の
時
代
に
も
極
く
少
数
者
で
あ
る
。
聖
ト
ー
マ
ス
教
会
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に

二
台
あ
る
パ
イ
プ

・
オ
ル
ガ
ン
の
ど
ち
ら
も
、

う
ち
一
台
（
一
基
）

は
か
な
り
倦
み
が
大
き
い
の
で
、
祭
壇
右
上
の
柱
と
壁
面
と
に
新
し
い
パ
イ
プ

・
オ
ル
ガ
ン

の
設
置
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

「
ヨ
ハ
ネ
受
難
曲
」
を
、

バ
ッ
ハ
は
少
な
く
と
も
三
回
は
大
幅
に
手
入
れ
を
し
、
改
稿
し
た
。

月
、
彼
自
身
に
よ
る
受
難
曲
演
奏
に
際
し
て
第
四
稿
が
作
ら
れ
、
現
代
に
い
た
っ
て
い
る
。
「
マ
タ
イ
受
難
曲
」

ペ
ト

ロ
の
否
認
（
捕
え
ら
れ
た
師
イ
エ
ス
の
こ
と
を
、
私
は
知
ら
ぬ
、
と
否
定
し

た
）
場
面
と
、

る。

そ
の
あ
と
で
ペ
ト
ロ
が
外
に
出
て
激
し
く
泣
い
た
シ
ー
ン
は
、
強
烈
な
イ
ン
パ
ク
ト
に
満
ち
て
い

と
ち
が
っ
た
趣
き
が
あ
る
が
、

か
な
る
人
間
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
も
バ
ッ
ハ
は
、
教
会
カ
ン
タ
ー
タ
だ
け
で

B
W
>
一
の
「
暁
の
星
は
い
か
に
美
し
き
か
な
」
を
始
め
、

二
百
曲
も
作
曲
し
て
お
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
り
な
が
ら
「
口
短
調
ミ
サ
」
を
始
め
十
三
も
の
ミ
サ
曲
、

テ
ッ

ト
七
曲
ほ
か
の
作
品
が
あ
る
。
日
常
業
務
の
数
々
を
思
う
と
、
超
多
忙
と
い
う
こ
と
ば
さ
え
虚
し
く
ひ
び
く

け
ん
ろ
う

ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
で
い
て
一
作
一
作
が
堅
牢
無
比
な
作
品
で
あ
る
と
は
、

え
よ
う
。

の
受
難
曲
を
書
く
こ
と
も
職
務
だ

っ
た
。
そ
の
結
果
、
テ
ー
レ
マ

ン
に
は
「
マ
タ
イ
受
難
曲
」
六
曲
、
「
マ
ル
コ

受
難
曲
」
は
二
曲
、

「
ル
カ
受
難
曲
」
が
五
曲
、
「
ヨ
ハ
ネ
受
難
曲
」
は
七
曲
も
現
存
し
て
い
る
。
こ
れ
に
比
べ
る

と
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
バ

ッ
ハ
の
立
場
は
ほ
ぼ
似
た
も
の
と
は
い
え
、
少
し
は
、

バ
ッ
ハ
が
弾
き
、

一
七
四
九
年
四

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
も
演
奏
し
た
も
の
で
は
な
い
。

ロ
ウ
ソ
ク
に
灯
を
と
も
し
て
か

い
っ
た
い
J
.
s
•

バ
ッ
ハ
と
は
い モ

い
や
、
ず
っ
と
楽
だ
っ
た
と
言
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＋
「
マ
タ
イ
受
難
曲
」

ま
ず
曲
の
始
ま
り
だ
。

少
年
時
代
か
ら
私
は
バ
ッ
ハ
の
「
マ
タ
イ
受
難
曲
」
は
、
「
ヨ
ハ
ネ
受
難
曲
」
の
五
年
の
ち
、

作
だ
と
聞
か
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
十
年
ほ
ど
の
研
究
に
よ
る
と

一
七
二
七
年
初
演
が
ほ
ぽ
確
定
的
ら
し
い
。
こ

の
問
題
や
作
品
の
構
成
に
つ
い
て
は
専
門
家
の
研
究
を
ま
つ
し
か
な
い
。
私
ど
も
を
圧
倒
す
る
の
は
、
こ
の
曲
の

真
実
さ
と
壮
大
さ
と
で
あ
る
。
宗
教
と
い
う
よ
り
神
信
仰
そ
の
も
の
の
深
さ
、
重
さ
、
高
さ
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
ふ
つ
う
の
伝
統
的
受
難
曲
で
あ
れ
ば
、
「
こ
れ
は
マ
タ
イ

に
よ
る
福
音
書
に
基
づ
く
物
語
で
あ
る
」
と
導
入
の
こ
と
ば
が
短
く
あ
っ
て
か
ら
、

と
こ
ろ
が
バ
ッ
ハ
の
曲
は
そ
う
い
っ
た
冷
静
な
予
告
や
導
入
は
行
わ
な
い
。
深
々
と
し
た
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
前

奏
の
直
後
、
盛
り
上
り
沸
き
上
る
合
唱
が
聴
衆
、
い
や
教
会
に
つ
ど
う
信
徒
た
ち
の
全
存
在
を
包
み
と
ら
え
て
し

ま
う
。
十
字
架
を
背
負
っ
た
イ
エ
ス
を
先
頭
に
し
て
、
ゴ
ル
ゴ
タ
の
丘
の
上
の
刑
場
へ
と
向
う
行
列
の
さ
ま
が
歌

い
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
シ
オ
ン
の
娘
た
ち
」
と
い
う
合
唱
隊
第

一
の
グ
ル

ー
プ
が
こ
の
出
来
事
を
間
近
に
見

て
報
告
す
る
。
報
告
を
受
け
る
第
二
の
グ
ル

ー
プ
「
信
ず
る
者
た
ち
」
が
い
ま
に
も
切
れ
そ
う
な
緊
張
感
に
満
ち

ヽ

て
応
答
す
る
。
す
る
と
第
三
の
演
奏
者
た
ち
の
コ
ラ
ー
ル
が
受
難
の
こ
の
場
面
の
深
い
意
味
づ
け
を
行
う
。
こ
の

よ
う
に
一
見
異
な
る
三
層
の
グ
ル

ー
プ
が
結
果
的
に
は

一
体
と
な

っ
て
物
語
を

一
気
に
進
め
て
い
く
。
こ
の
総
合

詞
に
よ
る
と
こ
ろ
、

す
ぐ
に
気
づ
く
の
は
、
テ
キ
ス
ト
が
第
一

に
純
粋
に
聖
書
か
ら
の
引
用
の
部
分
と
、
第
二
に
テ
キ
ス
ト
作
者
の

そ

し

て

第

三

に

バ

ッ

ハ

よ

り

は

る

か

以

前

、

（

会

衆

の

歌

「
マ
タ
イ
受
難
曲
」
の
歌
詞
作
者
は
、

ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

・
ヘ
ン
リ
ー
ツ
ィ
と
い
う
詩
人
で
、

ペ
ン

・
ネ
ー
ム
を
ピ
カ
ン
ダ
ー
と
言
っ
た
。
彼
は
聖
句
と

コ
ラ
ー
ル
に
は
手
を
加
え
ず
に
台
本
の
骨
と
し
、
そ
れ

に
自
分
で
自
由
作
詞
し
た
と
は
い
え
、
き
わ
め
て
聖
書
的
な
語
り
を
加
え
て
全
体
を
つ
く
り
上
げ
た
。
バ
ッ
ハ
は

こ
の
台
本
を
用
い
て
作
曲
を
仕
上
げ
た
。
ビ
カ
ン
ダ
ー
の
台
本
は
そ
れ
自
体
が
独
立
に
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、

ッ
ハ
以
外
の
人
の
作
曲
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
バ
ッ
ハ
と
の
出
会
い
が
、

思
わ
れ
る
。
自
由
詞
（
詩
）

バ
ッ
ハ
は
お
そ
ら
く
ピ
カ
ン
ダ
ー
の
書
い
た
自
由
詞
の
部
分
に
も
か
な
り
注
文
や
指
示
を
し
た
の
で
は
な
い
か
と

と
い
っ
て
も
、
受
難
の
出
来
事
の
進
行
を
語
る
こ
と
ば
で
あ
っ
て
、
聖
書
の
伝
え
る

出
来
事
以
外
の
こ
と
は
な
に
ひ
と
つ
加
わ
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
出
来
事
の
語
り
は
実
に
み
ご
と
に
進
め
て
い

る
。
い
い
コ
ン
ビ
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
彼
ビ
カ
ン
ダ
ー
は
ル
タ
ー
派
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
義
に
ふ
さ
わ
し
い

テ
キ
ス
ト
を
や
す
や
す
と
書
き
お
ろ
す
こ
と
の
で
き
る
才
能
の
持
主
で
あ

っ
た
と
さ
れ
る
。
彼
は
「
マ
タ
イ
受
難

曲
」
の
ほ
か
に
も
い
く
つ
か
バ
ッ
ハ
の
作
品
の
テ
キ
ス
ト
作
成
を
ま
か
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
聖
書
か
ら
の
引
用
句
と
ピ
カ

ン
ダ
ー
の
自
由
詞
と
並
ん
で
大
切
な
意
味
を
持
つ
の
が
、
第
三
の
コ
ラ
ー

ル
だ
。
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
会
衆
の
賛
美
歌
と
い
う
こ
と
で
、
は
じ
め
は
単
旋
律
で
あ

っ
た
ら
し
い
が
、
す
で
に
こ

う
賛
美
歌
）
と
か
ら
成
っ
て
い
る
こ
と
だ
。

的
な
合
唱
の
大
き
さ
が
、

私
た
ち
を
む
ん
ず
と
捕
え
て
し
ま
う
。

お
だ
や
か
に
聖
書
物
語
に
移
行
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

‘、
ズヽ
．

マ
ル
コ
、

ル
カ
な
ど
）

一
回
限
り
の
も
の
で
あ
っ
た
。

ル
タ
ー
の
こ
ろ
か
ら
の
コ
ラ
ー
ル

そ
し
て ノゞ

（
も
し
く
は
ヨ
ハ

一
七
二
九
年
の
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第三章 受難曲 「マタイ受難曲」に聴くバッハ

お
休
み
く
だ
さ
い
と
呼
び
か
け
ま
す
」

お
墓
の
な
か
の
あ
な
た
に
、
安
ら
か
に

「
わ
れ
ら
は
涙
し
な
が
ら
ひ
ざ
ま
ず
き
、

ま
で
も
深
く
打
っ
て
や
ま
な
い
。

う
音
楽
の
目
的
そ
の
も
の
に
ふ
さ
わ
し
い
。

る。 の
こ
ろ
は
四
部
の
合
唱
と
な
っ
て
い
た
。
人
び
と
に
と
っ
て
は
な
じ
み
の
深
い
、

か
ら
、
受
難
曲
の
重
々
し
く
沈
痛
な
進
展
の
な
か
で
、

が
い
な
い
。
な
ん
と
十
五
曲
も
の
コ
ラ
ー
ル
が
こ
の
受
難
曲
に
は
あ
っ
て
、

グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
は
た
し
か
に
静
寂
の
な
か
の
祈
り
と
し
て
非
常
に
美
し
い
音
楽
で
は
あ
る
が
、
聖
歌
隊
が
ラ

テ
ン
語
で
歌
う
も
の
で
一
般
会
衆
と
は
離
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ル

タ
ー
の
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
始
ま

蝙．＇

っ
た
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
平
易
な
教
会
で
の
歌
は
、
ま
さ
に
万
人
の
も
の
で
あ
っ
た
。
歌
謡
曲
の
よ
う
に
当
時
の
人

び
と
の
愛
好
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
や
が
て
こ
れ
が
ス
イ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
で
も
広
が
っ
て
い
っ
て
、

自
分
の
国
の
こ
と
ば
、
母
国
語
で
礼
拝
を
行
い
、
神
賛
美
を
し
、
自
分
の
こ
と
ば
で
祈
り
、
慰
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
バ
ッ
ハ
の
い
う
「
至
高
の
神
に
栄
光
を
帰
し
つ
つ
、
人
の
心
を
再
創
造
す
る
」

と
い

大
い
な
る
罪
を
泣
け
」
は
、

バ
ッ
ハ
そ
の
人
の
心
根

241 

な
つ
か
し
い
曲
ば
か
り
で
あ
る

な
つ
か
し
さ
に
胸
の
ふ
く
ら
む
よ
う
な
想
い
を
し
た
に
ち

ア
リ
ア
十
三
曲
よ
り
も
多
い
の
で
あ

当
受
難
曲
第
一
部
の
冒
頭
の
合
唱
に
入
っ
て
い
る
「
お
お
、
罪
な
き
神
の
小
羊
」
の
歌
は
、

ー
ツ
ィ
ウ
ス
の
作
に
よ
る
コ
ラ
ー
ル
で
あ
り
、

第
一
部
の
終
曲
ゼ
ー
バ
ル
ト

・
ハ
イ
デ
ン
作
「
人
よ
、
な
ん
じ
の

バ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
こ
の
曲
の
重
要
な
柱
と
し
て
組
み
入
れ
ら
れ
、
私
た
ち
の
心
を
い

さ
ら
に
ま
た
パ
ウ
ル

・
ゲ
ー
ア
ハ
ル
ト
作
の
コ
ラ
ー
ル
「
世
界
よ
、
こ
こ
に
お
前
の
生
命
を
見
よ
」
は
二
度
も

歌
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
有
名
な
コ
ラ
ー
ル
作
者
の
曲
を
聴
く
と
、
人
び
と
は
な
つ
か
し
さ
に
満
ち
た
慰
め
を
受
け

た
こ
と
だ
ろ
う
。
バ
ッ
ハ
の
妙
技
と
い
っ
て
い
い
。

第

一
部
冒
頭
の
「
『
勘
型
、
小
羊
の
よ
う
に
」
と
歌
い
出
さ
れ
る
合
唱
は
、
実
に
美
し
い
し
、
こ
と
ば
の
プ
ラ

ト
ン
的
な
意
味
で
「
愛
の
詩
」
と
呼
ん
で
い
い
香
り
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
小
羊
が
世
の
罪
を
負
っ
て
自
ら
の
生

命
を
人
び
と
の
た
め
に
さ
さ
げ
て
い
る
事
実
を
指
摘
す
る
コ
ラ
ー
ル
は
、
複
次
元
的
に
深
層
の
真
理
へ
と
い
ざ
な

う
。
た
だ
の
甘
い
ほ
め
歌
で
は
な
い
。
そ
れ
が
こ
の
曲
の
大
き
さ
の
も
と
で
も
あ
る
し
、

の
深
さ
を
こ
こ
に
聴
き
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

バ
ロ
ッ
ク
的
効
果
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
こ
の
多
層
性
は
、
思
え
ば
極
め
て
先
進
的
で
か

つ

教
会
的
な
、

バ
ッ
ハ
の
堅
実
な
魂
の
あ
り
よ
う
を
も
示
し
て
い
る
。

ま
ん
が
ん

「
マ
タ
イ
受
難
曲
」
に
つ
い
て
は
文
字
通
り
に
万
巻
の
書
が
書
か
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
音
楽
は
文
字
で
見
た
の

で
は
わ
か
ら
な
い
。
自
分
の
耳
で
聴
く
以
外
に
は
な
い
。

三
時
間
に
及
ぶ
「
マ
タ
イ
受
難
曲
」
が
い
よ
い
よ
終
わ

ろ
う
と
す
る
と
き
に
も
、
す
ば
ら
し
い
合
唱
が
鳴
り
響
く
。

ソ
リ
ス
ト
が

お
墓
の
前
で
、

ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
デ

2.40 



第三章 受難曲 「マタイ受難曲」に聴くバッハ

た
か
し
）

と
永
遠
の
憩
い
を
悲
痛
な
が
ら
限
り
な
く
や
さ
し
く
語
り
か
け
る
と
、

う
人
の
魂
の
し
ら
べ
な
の
で
あ
る
。

そ
の
あ
と
に
二
重
の
合
唱
が
続
く
。
そ

れ
は
激
越
な
文
言
で
も
し
ら
べ
で
も
な
く
、
静
か
に
永
遠
の
憩
い
を
歌
う
の
で
、
改
め
て
心
に
し
み
て
く
る
。

大
作
「
マ
タ
イ
受
難
曲
」
は
こ
う
し
て
静
か
に
し
め
や
か
に
、
し
か
し
永
遠
の
憩
い
と
言
い
よ
う
も
な
い
悲
し

み
を
こ
め
て
終
わ
る
。
こ
れ
は
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
で
働
い
て
死
ん
で
い
っ
た
ひ
と
り
の
人
間
が
、
全
人
類
に
の
こ
し

た
輝
か
し
い
魂
の
し
ら
べ
で
あ
る
。
こ
の
し
ら
べ
を
聴
く
と
き
、
私
た
ち
は
神
の
栄
光
を
た
た
え
、
お
の
が
身
の

卑
小
さ
を
思
い
つ
つ
、
精
神
の
再
創
造
を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
こ
そ

J
.
S
・
バ
ッ
ハ
と
い

小
塩
節
（
お
し
お
一
九
三
一
年
佐
世
保
に
生
ま
れ
る
。
東
京
大
学
文
学
部
独
文
科
卒
業
。
国
際

基
督
教
大
学
、
中
央
大
学
文
学
部
教
授
を
務
め
る
他
、
駐
ド
イ
ツ
日
本
国
大
使
館
公
使
、
ケ
ル

ン
日
本
文
化
会
館

館
長
、
国
際
交
流
基
金
日
本
語
国
際
セ
ン
タ
ー
所
長
な
ど
を
兼
務
し
、
ま
た
、

N
H
K
教
育
テ
レ
ビ
『
ド
イ
ツ
語

講
座
』
を
十
八
年
間
務
め
た
。
著
書
に
『
人
の
望
み
の
喜
び
を
』
（
青
蛾
書
房
）
、
『ド
イ
ツ
の
こ
と
ば
と
文
化
辞

典
』
（
講
談
社
）
他
多
数
、
訳
書
に

『ゲ
ー
テ
詩
集
』
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン

『ト
ー
ニ
オ
・
ク
レ
ー
ゲ
ル
』
、
『
ヨ
セ

フ
と
そ
の
兄
弟
』
他
多
数
。
現
在
、
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
院
長
、
中
央
大
学
名
誉
教
授
。

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
功
労

一
等
十
字
章
、
同
文
化
功
労
大
勲
章
、
ゲ
ー
テ
メ
ダ
ル
受
章
。
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昭
和
九
年
東
京
に
生
ま
れ
る
。
国
際
基
督
教
大
学
教
養
学
部
を

卒
業
。
ハ
ー
パ
ー
ド
大
学
大
学
院
博
士
課
程
修
了
（
音
楽
学
）
。

専
門
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
・
ル
ネ
サ
ン
ス
音
楽
。
イ
タ
リ

ア
留
学
を
経
て
、
国
際
至
苔
教
大
学
教
授
・
宗
教
音
楽
セ
ン
タ

ー
所
長
と
な
る
。

著
書
に
「
中
世
音
楽
の
精
神
史
」
（
講
談
社
）、「
古
楽
の
す
す
め
j

（音
楽
之
友
社
）

、
な
ど
が
あ
る
。

＂g
さ

わ

蒙

さ

か

た

監
修
者
略
歴

金

渾
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本
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アンドレアス ・バッハ曲集 221 
イギリス組曲 160,191,293 
イザイ、 E. 71,77 
イタリア風協奏曲 13,14,293 
イタリア風コンチェルト様式 220 
インヴェンション(2声の） 12,292 
インヴェンション(2声の）第2番 22 
インヴェンション(2声の）第13番 36 
インヴェンション(3声の） 12,292 
インヴェンションとシンフォニア 22 
ヴァイオリン協奏曲 303 
ヴァイオ リン協奏曲(2つのヴァイオリ

ンのための） 66,303 
ヴァイオリンとチェンパロのためのソナ

タ 58,302
ヴァイマール 11,12,127,138,148, 
160,182,220 

ヴァーグナー、 R. 205,328 
ヴァン・スヴィーテン男爵 183,201 
ヴィヴァ ルディ、 A. 23,136,220 
ヴィオラ ・ダ ・ガンバ 272 
ヴィ オラ ・ダ ・ガンパとチェンパロのた

めのソナタ 58 
ヴィオラ ・ダ ・モーレ 260 
ヴェーベルン、 A. 207 
オーポエ ・ダ ・カッチャ 97,288 
オーボエ ・ダモーレ 97 
オルゲルピュヒライン 185 
オルゲルピュ ヒライン より「おお人よ、

汝の罪の大いなるを嘆 け」 BWV622

222 
音楽の捧げもの 14,25,207,318 

カ行
カノン風変奏曲「高きみ空より 我降 り来

り」 BWV769 223 

ガプリエリ、 D. 102,106 
管弦楽組曲 160,161,316 
管弦楽組曲第 2番 14,54 
管弦楽組曲第 3番 14 
管弦楽のための変奏曲（シェーンベルク

作曲） 207 
カンタ ータ第 1番 「暁の星はいかに美し

きかな」 236 
カンタータ第71番「神はわが王」

12 
カンタ ータ第61番「いざ来たれ、異教徒

の救い主よ 」 161 
カンタータ第140番「目 党めよ、と呼ぷ

声あ り」 283 
カンタータ第147番「心と口と行いと生

活で」 283 
カンタータ第156番「我が片足は墓穴に

ありて」 96 
カンタータ第202番 「今ぞ去れ、 悲 しみ

の影よ 」（結婚カンタータ） 284 
カンタータ第208番「楽しき狩 りこそわ

が喜び」 11,12,305 
カンタータ第211番 「そっと黙って、お

しゃぺ りしないで」 （コ ーヒー ・カン

タータ） 160,284 
カンタータ第212番 「おい らは新しい領

主様をいただいた」（農民 カンタ ー

タ） 284 
カ ン トー ル 12,14,145,148,149,173,l78, 
182,198,234,235,283 

キルンベルガー、 J.P
クーナウ、 J.198 
組曲（バルテータ）イ長調 BWV832

160 
クラヴィーア練習曲集第 1部 13,292 
クラヴィーア練習曲集第 2部 13,293 
クラヴィーア練習曲集第 3部 14,220, 

222,293 
クラヴィーア練習曲集第 4部 14,293 
クラヴィコード 190,192,294 

201 

11, 

(i) 334 


