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ご
ら
ん
よ
―
ど
こ
を
―
わ
れ
ら
の
罪
を

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
著

阿
久
津　

三
香
子
訳

《
マ
タ
イ
受
難
曲
》
の
冒
頭
合
唱
は
、
そ
の
並
は
ず
れ
た
大
き
さ
の
た

め
に
、
す
べ
て
の
聴
き
手
に
と
っ
て
以
前
か
ら
魅
惑
的
な
存
在
で
あ
っ

た
。
民
衆
の
大
集
団
の
声
が
互
い
に
入
り
混
じ
る「
理
解
不
能
な
上
下
行
」

と
い
う
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
言
葉
1

や
「
ホ
短
調
の
オ
ル
ゲ
ル
プ
ン
ク

ト
」
で
織
ら
れ
た
長
い
絨
毯
の
上
を
通
っ
て
踏
入
る
「
大
聖
堂
の
力
強
い

正
面
玄
関
」
と
い
う
ハ
ン
ス
・
ヨ
ア
ヒ
ム
・
モ
ー
ザ
ー
の
比
喩
を
思
い
起

こ
し
て
み
よ
う
2
。
比
較
的
新
し
い
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
作

品
の
音
楽
的
内
容
の
力
強
い
言
葉
に
よ
る
言
い
換
え
は
、
歌
詞
や
音
楽
に

つ
い
て
の
当
然
な
が
ら
比
較
的
冷
静
な
分
析
に
席
を
譲
っ
て
い
る
。
ク
リ

ス
ト
フ
・
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
作
品
の
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
調
査
に
従
っ
て
次
の
よ

う
な
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。
冒
頭
合
唱
の
歌
詞
と
音
楽
は
、
黙
示
録
に
由

来
す
る
新
し
い
神
の
国
エ
ル
サ
レ
ム
へ
と
向
か
う
信
者
た
ち
の
表
象
を
表

現
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
3
。
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ペ
ツ
ォ
ル
ト
に
よ

る
ピ
カ
ン
ダ
ー
の
詩
に
関
す
る
論
述
は
、
こ
の
ヴ
ォ
ル
フ
の
解
釈
を
支
え

る
も
の
で
あ
り
、
加
え
て
、
ソ
ロ
モ
ン
の
雅
歌
と
の
密
接
な
結
び
つ
き
を

示
唆
し
て
い
る
4
。
雅
歌
や
黙
示
録
に
由
来
す
る
表
象
と
し
て
、「
子
羊

Lam
m

」
や
「
花
婿B

räu
tigam

」
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
へ
と
優
先
的

に
立
ち
戻
る
よ
う
な
冒
頭
合
唱
の
解
釈
が
、
以
下
で
提
示
さ
れ
る
説
明
に

お
い
て
も
、
な
お
ざ
り
に
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
な
る
な
ら
ば
、
作
詞
家

と
作
曲
家
は
、
根
本
的
に
、
聖
書
上
の
別
の
場
面
を
目
の
前
に
描
い
て
い

た
、
と
い
う
命
題
が
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
記
念
碑
的
な
冒
頭
合

唱
の
形
式
と
内
容
に
つ
い
て
の
歴
史
的
理
解
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
、
き
わ

め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
こ
の
楽
曲
へ
の
ま
っ
た
く
新
し

い
展
望
を
開
く
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ピ
ッ
タ
は
、
次
の
こ
と
を
行
っ
た
最
初

の
人
物
で
あ
る
。
彼
は
、
受
難
物
語
に
お
い
て
は
ル
カ
の
も
と
で
の
み
伝

え
ら
れ
た
語
句
の
書
き
換
え
を
含
む
冒
頭
合
唱
の
、
歌
詞
と
音
楽
上
の
つ

	

《
マ
タ
イ
受
難
曲
》B

W
V
244

冒
頭
合
唱
の
形
式
と
内
容
へ
の
考
察



ごらんよ――どこを――われらの罪を

275

な
が
り
を
、
力
強
く
明
確
な
言
葉
で
示
唆
し
た
最
初
の
人
物
な
の
で
あ
る

―
こ
の
楽
曲
の
解
釈
に
と
っ
て
は
、「
明
確
な
言
葉
に
よ
る
こ
と
」
が

少
な
か
ら
ず
重
要
で
あ
る
。

　

イ
エ
ス
は
エ
ル
サ
レ
ム
の
娘
た
ち
の
嘆
き
と
悲
し
み
の
も
と
、
十

字
架
を
背
負
っ
て
い
る
。
磔
刑
へ
の
歩
み
を
扱
っ
て
い
る
冒
頭
合
唱

の
歌
詞
は
、
受
難
の
物
語
す
べ
て
へ
の
導
入
と
し
て
は
、
ふ
さ
わ
し

く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
歌
詞
は
、
劇
的
な
筋
に
お
け
る
唯

一
の
瞬
間
を
際
立
た
せ
な
が
ら
も
、
一
度
と
し
て
、
最
も
重
要
な
事

柄
を
強
調
し
て
は
い
な
い
。
つ
ま
り
、
十
字
架
を
運
ん
で
い
る
と
い

う
こ
と
を
。
な
ぜ
な
ら
、
磔
刑
へ
の
歩
み
に
先
立
つ
い
く
つ
か
の
出

来
事
は
、
別
の
長
い
箇
所
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
受

難
の
音
楽
が
コ
ラ
ー
ル
で
始
め
ら
れ
る
の
は
一
般
的
で
あ
る
し
、
ま

た
、
キ
リ
ス
ト
の
受
難
を
見
つ
め
る
こ
と
を
促
す
詩
句
で
始
め
ら
れ

る
の
も
通
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
記
の
内
容
を
も
つ
歌
詞
は
、
聖

金
曜
日
の
行
進
の
古
い
慣
例
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
意

外
に
思
え
る
に
違
い
な
い
の
だ
。
受
難
劇
と
い
う
も
の
は
、
ド
イ
ツ

国
内
の
多
く
の
地
域
で
は
次
の
よ
う
な
や
り
方
で
上
演
さ
れ
て
い
た
。

受
難
を
準
備
す
る
部
分
だ
け
は
教
会
内
で
行
わ
れ
る
が
、
受
難
劇
の

ま
さ
に
核
心
の
部
分
は
行
列
に
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
行
列
は

教
会
の
外
の
小
高
い
場
所
、
い
わ
ゆ
る
巡
礼
山
や
十
字
架
山
で
行
わ

れ
る
。﹇
…
﹈

　

テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
や
ザ
ク
セ
ン
で
、
聖
金
曜
日
の
行
進
に
つ
い
て

の
記
憶
が
ど
の
程
度
ま
で
残
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
記
録
が

な
い
。
し
か
し
、
マ
タ
イ
受
難
曲
の
冒
頭
合
唱
の
歌
詞
は
、
次
の
よ

う
な
見
解
か
ら
の
み
生
じ
得
た
、
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
受
難
物
語
の
本
質
的
部
分
す
べ
て
は
、
十
字
架
の
歩
み
と

そ
の
後
の
成
り
行
き
へ
と
残
さ
れ
る
、
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
バ
ッ

ハ
が
音
楽
で
形
作
っ
た
こ
と
は
、
嘆
き
の
歌
の
も
と
、
波
の
よ
う
に

揺
れ
動
き
な
が
ら
進
ん
で
行
く
多
数
の
人
々
の
群
れ
、
と
い
う
壮
大

な
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
あ
る
5
。

シ
ュ
ピ
ッ
タ
に
よ
る
ル
カ
伝
の
場
面
へ
の
示
唆
は
、
本
論
で
も
―
そ

の
示
唆
を
脈
絡
か
ら
逸
脱
さ
せ
る
こ
と
な
く
―
よ
り
大
き
な
脈
絡
で
再

現
さ
れ
る
。
む
ろ
ん
、
次
の
点
を
区
別
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
シ
ュ
ピ
ッ
タ
が
唯
一
の
事
柄
だ
け
を
際
立
た
せ
、
受
難
物
語
の
最
も

重
要
な
瞬
間
（
十
字
架
を
運
ぶ
）
を
一
度
も
強
調
し
て
い
な
い
と
い
う
理

由
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
内
容
の
冒
頭
は
受
難
に
ふ
さ
わ
し
い
と
は
思
わ
れ

な
い
、
と
批
判
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
評
価
は
安
心
し
て
、
解

決
済
み
と
見
な
さ
れ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
当
時
と
て
も
愛
さ

れ
て
い
た
《
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
受
難
曲
》
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
の
捕
縛
を
、
作

品
の
冒
頭
の
詩
的
・
神
学
的
基
盤
へ
と
高
め
た
こ
と
の
正
当
性
は
ど
こ
に

存
在
し
た
の
だ
ろ
う
か
6
。
そ
う
問
う
と
、「
聖
金
曜
日
の
行
進
」
―

元
来
古
い
教
会
に
源
を
も
つ
伝
統
で
も
あ
る
―
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ

が
詩
作
に
関
連
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
打
ち
た
て
ら
れ
た
シ

ュ
ピ
ッ
タ
の
論
ま
で
も
が
、
あ
り
得
な
い
も
の
と
し
て
分
類
さ
れ
る
に
違
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い
な
い
の
で
あ
る
。
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
や
ザ
ク
セ
ン
に
お
け
る
こ
の
慣
例

（
聖
金
曜
日
の
受
難
劇
に
つ
い
て
の
）
に
つ
い
て
の
歴
然
と
し
た
資
料
が

存
在
し
な
い
、
と
い
う
シ
ュ
ピ
ッ
タ
の
結
論
は
、
現
在
で
も
通
用
し
て
い

る
。
む
ろ
ん
、
シ
ュ
ピ
ッ
タ
の
考
え
の
核
に
あ
る
も
の
は
、
再
度
こ
こ
で

提
示
す
る
に
十
分
値
す
る
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
彼
の
考
察
は
、
バ
ッ
ハ

と
ピ
カ
ン
ダ
ー
は
、
ル
カ
伝
の
二
三
章
二
七
節
に
立
ち
返
り
、
具
体
的
な

聖
書
の
場
面
＝
「
嘆
き
の
歌
の
も
と
、
波
の
よ
う
に
揺
れ
動
き
な
が
ら
進

ん
で
行
く
多
数
の
人
々
の
群
れ
、
と
い
う
壮
大
な
イ
メ
ー
ジ
7
」
を
考
え

て
い
た
と
思
わ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
比
較
的
副
次
的
に
差
し
挟

ん
だ
こ
の
考
察
が
捉
え
て
い
た
本
当
の
意
義
を
、
シ
ュ
ピ
ッ
タ
が
自
覚
し

て
い
た
と
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
事
実
、
ル
カ

の
も
と
で
の
み
伝
え
ら
れ
た
場
面
は
、
冒
頭
合
唱
全
体
の
形
式
と
形
態
を

音
楽
的
・
解
釈
学
的
に
、
聖
書
と
の
具
体
的
関
連
を
考
え
な
い
こ
と
に
比

較
す
れ
ば
、
よ
り
深
い
徹
底
究
明
を
可
能
に
す
る
鍵
を
提
供
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
以
下
で
、
詳
細
に
こ
の
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
「
受
難
曲
＝
福
音
史
家
マ
タ
イ
（
マ
テ
オ
）
に
基
づ
く
音
楽
の
た
め
の

歌
詞
8
」
の
な
か
で
、
ピ
カ
ン
ダ
ー
は”D

a
 C

a
po”

（
ダ
・
カ
ー
ポ
）
と

書
い
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
詩
の
印
刷
原
本
か
ら
は
、
具
体
的
な
Ａ

Ｂ
A‘
、
形
式
が
明
白
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
対
話
的
に

構
想
さ
れ
た
ア
リ
ア
の
Ｂ
部
分
な
ど
看
取
で
き
る
は
ず
も
な
い
9
。
歌
詞

に
お
け
る
形
式
上
の
配
置
に
関
し
て
、
私
た
ち
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
バ
ッ

ハ
の
作
品
を
通
じ
て
知
ら
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

A 

K
o
m

m
t, ih

r T
ö
ch

ter, h
elft m

ir k
lagen

,

 

お
い
で
、
娘
た
ち
、
共
に
嘆
こ
う

Seh
et - W

en
? - d

en
 B

räu
tigam

,

 

「
ご
ら
ん
よ
」「
誰
を
」「
あ
の
花
婿
を
」

Seh
t ih

n
 - W

ie? - als w
ie ein

 Lam
m

!

 

「
ご
ら
ん
よ
」「
ど
ん
な
」「
ま
る
で
子
羊
の
よ
う
」、

O
 L

am
m

 G
o
ttes, u

n
sch

u
ld

ig

 

お
お
、
神
の
子
羊
、
罪
も
な
く

A
m

 S
tam

m
 d

es K
reu

zes g
esch

lach
tet,

  

十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
あ
な
た
よ

Seh
et, - W

as? - seh
t d

ie G
ed

u
ld

,

 
 「

ご
ら
ん
よ
」「
何
を
」「
あ
の
忍
耐
を
」

A
llzeit erfu

n
d
en

 g
ed

u
ld

ig
,

 

ど
ん
な
と
き
で
も
あ
な
た
は
耐
え
忍
ば
れ
た
、

W
iew

o
h
l d

u
 w

arest verach
tet.

 

ど
ん
な
辱
め
を
こ
う
む
ろ
う
と
も
。

B  

Seh
t - W

o
h
in

? - au
f u

n
sre Sch

u
ld

;

 

「
ご
ら
ん
よ
」「
ど
こ
を
」「
わ
れ
ら
の
罪
を
」 

A
ll S

ü
n
d
 h

ast d
u
 g

etrag
en

,

 

あ
な
た
は
全
て
の
罪
を
担
わ
れ
た
、
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S
o
n
st m

ü
ß

ten
 w

ir verzag
en

.

 

さ
も
な
く
ば
わ
れ
ら
の
望
み
は
果
て
よ
う
。

 A‘ 

Seh
et ih

n
 au

s Lieb
 u

n
d
 H

u
ld

 

ご
ら
ん
、
愛
と
慈
し
み
か
ら

H
o
lz zu

m
 K

reu
ze selb

er tragen
!

 

ご
自
身
で
十
字
架
を
背
負
わ
れ
る
の
を
。

E
rb

arm
 d

ich
 u

n
ser, o

 Jesu
! 

 

わ
れ
ら
を
憐
れ
み
た
ま
え
、
お
お
、
イ
エ
ス
よ
。

K
o
m

m
t, ih

r T
ö
ch

ter, h
elft m

ir k
lagen

,

 

お
い
で
、
娘
た
ち
、
共
に
嘆
こ
う

Seh
et - W

en
? - d

en
 B

räu
tigam

,

 
 「

ご
ら
ん
よ
」「
誰
を
」「
あ
の
花
婿
を
」

Seh
t ih

n
 - W

ie? - als w
ie ein

 Lam
m

! 

 
 「
ご
ら
ん
よ
」「
ど
ん
な
」「
ま
る
で
子
羊
の
よ
う
」、

（
訳
：
樋
口
隆
一
）

ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
デ
ー
ツ
ィ
ウ
ス
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
ド
イ
ツ
語
の
ア
ニ
ュ

ス
・
デ
イ
が
―
詩
作
上
も
作
曲
上
も
―
こ
の
冒
頭
合
唱
に
お
け
る
主

た
る
層
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
も
な
く
ばLam

m
-

Lam
m

, G
ed

u
ld

-ged
u
ld

ig, Sch
u
ld

-Sü
n
d

と
い
う
、
ピ
カ
ン
ダ
ー
の

詩
と
コ
ラ
ー
ル
の
歌
詞
の
〝
ぴ
た
り
と
し
た
〞
一
致
は
、
あ
り
え
な
か
っ

た
こ
と
だ
ろ
う
。

ピ
カ
ン
ダ
ー
の
詩
作
を
解
釈
す
る
際
、
先
ず
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
一
見

す
る
と
、
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
困
惑
さ
せ
る
効
果
を
も
つ

寓
意
的
な
登
場
人
物
た
ち
「
シ
オ
ン
の
娘
た
ち
」、「
信
者
た
ち
」
に
は
立

ち
入
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ピ
カ
ン
ダ
ー
も
恐
ら
く
、
ブ
ロ
ッ

ケ
ス
に
よ
る
偉
大
な
先
例
を
意
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
人
々
が
二
つ
の

集
団
に
分
か
れ
て
ゴ
ル
ゴ
タ
へ
の
途
上
に
あ
る
イ
エ
ス
の
後
を
追
う
と
い

う
、
ル
カ
の
も
と
で
の
み
伝
え
ら
れ
て
い
る
場
面
と
の
関
連
づ
け
が
お
そ

ら
く
可
能
で
あ
る
聖
書
上
の
自
明
の
理
が
、
そ
の
詩
の
展
開
を
可
能
と
す

る
基
盤
と
し
て
看
取
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ピ
ッ
タ
は
、

こ
れ
を
鋭
い
洞
察
力
で
認
識
し
、
ル
カ
伝
二
三
章
二
七
節
を
指
摘
し
た
の

で
あ
る
―
《
マ
タ
イ
受
難
曲
》
の
冒
頭
合
唱
の
た
め
に
聖
書
へ
と
立
ち

戻
る
作
業
は
、
上
述
の
二
三
章
二
七
節
か
ら
三
一
節
を
完
全
に
再
現
す
る

こ
と
で
も
っ
て
、
初
め
て
、
そ
の
作
業
の
完
全
な
意
義
を
発
揮
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
今
こ
こ
で
そ
れ
を
前
も
っ
て
補
足
し
て
お
く
こ

と
と
す
る
。

27　

大
ぜ
い
の
民
衆
や
イ
エ
ス
の
こ
と
を
嘆
き
悲
し
む
女
た
ち
の
群

れ
が
、
イ
エ
ス
の
あ
と
に
つ
い
て
行
っ
た
。

28　

し
か
し
イ
エ
ス
は
、
女
た
ち
の
ほ
う
に
向
い
て
、
こ
う
言
わ
れ

た
。「
エ
ル
サ
レ
ム
の
娘
た
ち
。
わ
た
し
の
こ
と
で
泣
い
て
は

い
け
な
い
。
む
し
ろ
自
分
自
身
と
、
自
分
の
子
ど
も
た
ち
の
こ

と
の
た
め
に
泣
き
な
さ
い
。
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29　

な
ぜ
な
ら
人
々
が
『
不
妊
の
女
、
子
を
産
ん
だ
こ
と
の
な
い
胎
、

飲
ま
せ
た
こ
と
の
な
い
乳
房
は
、
幸
い
だ
。』
と
言
う
日
が
来

る
の
で
す
か
ら
。

30　

そ
の
と
き
、
人
々
は
山
に
向
か
っ
て
、『
わ
れ
わ
れ
の
上
に
倒

れ
か
か
っ
て
く
れ
。』
と
言
い
、
丘
に
向
か
っ
て
、『
わ
れ
わ
れ

を
お
お
っ
て
く
れ
。』

と
言
い
始
め
ま
す
。

31　

彼
ら
が
生
木
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
の
な
ら
、
枯
れ
木
に

は
い
っ
た
い
、
何
が
起
こ
る
で
し
ょ
う
。」

（
訳
：『
聖
書　

新
改
訳
』
日
本
聖
書
刊
行
会
、
一
九
七
三
年
）

第
二
八
節
以
降
は
、
今
日
の
聖
書
の
読
み
手
に
は
、
直
接
、
完
全
に
は

理
解
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
―
今
日
の
読
者
は
、
内
的
に
共
に
考
え
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
い
聖
書
の
「
相
互
参
照
指
示
」
を
自
動
的
に
呼
び
起
こ
す
こ
と

が
常
に
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、（
ル
カ
伝
の
）
こ
の
段
落
は
、

特
に
、
ピ
カ
ン
ダ
ー
の
詩
お
よ
び
バ
ッ
ハ
の
作
曲
作
品
に
お
け
る
形
式
と

形
態
を
理
解
す
る
う
え
で
本
質
的
要
素
を
な
し
て
い
る
の
で
、
広
く
流
布

さ
れ
た
ル
タ
ー
の
解
釈
―
こ
れ
を
バ
ッ
ハ
が
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
は
証

明
さ
れ
て
い
る
10

―
を
用
い
て
、
こ
の
段
落
を
具
体
的
に
説
明
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
一
五
一
九
年
の
『
キ
リ
ス
ト
の
聖
な
る
受
難
の
観
察
に
関
す

る
説
教
』
の
第
三
項
目
で
は
、
キ
リ
ス
ト
の
受
難
の
「
誤
っ
た
」11
観
察

法
が
記
さ
れ
て
い
る
。

第
三
に　

／　
﹇
キ
リ
ス
ト
の
苦
悩
を
誤
っ
て
観
察
し
て
い
る
﹈
彼

ら
は
、
一
人
の
無
実
の
人
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
に
憐
れ
み
を
持
ち
／　

彼
の
悲
し
み
を
嘆
き
涙
す
る
。
エ
ル
サ
レ
ム
の
キ
リ
ス
ト
の
後
に
従

っ
て
行
き
／
キ
リ
ス
ト
か
ら
叱
責
さ
れ
た
女
た
ち
と
同
様
に
。
／　

あ
な
た
が
た
は
自
ら
の
た
め
に
泣
き
、
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
泣
く

べ
き
な
の
で
す
12
。　

『
自
宅
用
説
教
集
』13
に
収
め
ら
れ
て
い
る
受
難
に
関
す
る
説
教
で
は
、

ル
カ
伝
の
詩
節
は
よ
り
詳
細
に
、
先
鋭
化
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

説
教
集
で
は
、
イ
エ
ス
の
説
教
（
ル
カ
伝
二
三
章
二
八
節
以
降
）
に
つ
い

て
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

イ
エ
ス
は
説
き
ま
す
。
そ
れ
ら
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る

か
の
よ
う
に
。
／
当
時
は
そ
う
で
あ
っ
た
。
／　

そ
れ
ゆ
え
イ
エ
ス

の
説
教
は
述
べ
る
／　

わ
れ
ら
は
愛
す
る
主
人
キ
リ
ス
ト
の
苦
悩
を

学
ぶ
必
要
が
あ
る
と　

／　

そ
し
て
、
第
一
に
そ
の
際
に
は
そ
の
罪

を
認
識
す
る　

／　

そ
の
罪
は
な
ん
と
恐
ろ
し
い
重
荷
で
あ
る
か
を　

／　

神
の
御
子
ご
自
身
が
、
わ
れ
ら
の
罪
ゆ
え
に
死
な
ね
ば
な
ら
な

い
が
ゆ
え
に　

／　

そ
の
後
、
わ
れ
ら
を
そ
の
罪
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
よ
う
な
苦
悩
を
通
じ
て
御
慰
め
に
な
る
が
ゆ
え
に　

／　

神
の

子
は
こ
の
た
め
に
十
字
架
で
償
い
に
十
分
に
果
た
さ
れ
た
が
ゆ
え

に
14
。　
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「
緑
の
木
」
や
「
枯
れ
た
木
」
と
い
う
隠
喩
に
つ
い
て
は
次
の
通
り
で
あ

る
。

先
ず
第
一
に
、
主
イ
エ
ス
は
、
彼
の
位
格
と
ユ
ダ
ヤ
人
を
二
分
し
て

区
別
す
る　

／　

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
区
別
の
も
と
に
多
く
の
こ

と
が
置
か
れ
た
。
主
イ
エ
ス
は
自
ら
を
美
し
く
若
々
し
い
一
本
の
木

に
た
と
え
る　

／　

人
は
そ
の
木
を
庭
に
買
い
入
れ
る
だ
ろ
う　

／　

私
は
沈
黙
す
る　

／　

人
が
そ
れ
を
切
り
倒
し　

／　

火
の
中
へ
と

投
じ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
こ
と

が
起
き
る
の
だ　

／　

神
は
そ
の
木
を
切
り
倒
さ
せ
る　

／　

す
な

わ
ち　

／　

神
は
今
や
そ
の
者
を
絞
首
台
へ
と
案
内
さ
せ
る　

／　

彼
は
最
も
ひ
ど
い
悪
人
と
し
て
裁
か
れ
る
べ
き
な
の
だ
か
ら　

／　

け
れ
ど
も
、
し
か
し
彼
は
良
い　

／
生
き
生
き
し
た　

／
美
し
い　

／
実
り
多
い
木
な
の
で
あ
る
。
主
イ
エ
ス
に
は
、
ま
っ
た
く
罪
が
な

い　

／　

主
イ
エ
ス
は
完
全
に
神
に
従
っ
て
や
っ
て
来
る　

／　

そ

し
て
ま
っ
た
く
高
貴
で
貴
重
な
果
実
だ
け
な
の
で
あ
る　

／　

主
イ

エ
ス
が
語
り
行
う
こ
と
は　

／　

す
べ
て
が
神
の
御
心
に
か
な
っ
て

い
る　

／　

わ
れ
ら
に
は
す
べ
て
が
役
立
つ
の
だ
。
要
約
す
れ
ば　

／　

た
だ
恩
寵
の
み　

／
生
命
の
み　

／　

至
福
の
み
で
あ
る　

／　

主
イ
エ
ス
に
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
。

そ
れ
に
反
し
て
、
イ
エ
ス
は
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
を
古
い　

／
怠
惰
な　

／　

枯
れ
た　

／
実
を
結
ば
な
い
木
に
た
と
え
ら
れ
る　

／　

そ
の

木
は
も
は
や
何
も
為
さ
な
い　

／　

な
ぜ
な
ら
庭
の
な
か
で
判
断
を

誤
る
か
ら
で
あ
る　

／　

そ
し
て
何
の
役
に
も
た
た
な
い
の
で
あ
る　

／　

人
が
そ
の
木
を
切
り
倒
し　

／　

火
の
中
へ
投
じ
る
と
い
う
こ

と
に
関
し
て
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
は
神
の
言
葉
を
尊
重
し
な
い
が
ゆ
え

に
。﹇
…
﹈
今
や
容
易
に
考
え
ら
れ
る　

／　

神
の
子
に
重
要
で
あ

る
の
は　

／　

神
の
子
は
、
美
し
く
実
り
多
い
木
で
あ
り　

／
神
が

彼
に
つ
い
て
そ
れ
ほ
ど
厳
し
い
判
決
を
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と　

／

枯
れ
た
木
々
と
共
に　

／　

身
の
毛
の
よ
だ
つ
大
い
な
る
罪
人
た
ち

と
共
に　

／　

さ
ら
に
さ
ら
に
ひ
ど
い
こ
と
に
な
る
こ
と
が
。
今
や

主
は
お
喜
び
だ
ろ
う　

／
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
が
今
で
は
そ
の
よ
う
こ
と

を
認
識
し
た
こ
と
を　

／
彼
ら
の
罪
の
な
か
で
、
先
へ
と
進
む
の
で

は
な
く　

／　

そ
の
者
の
も
と
で　

／
つ
ま
り
、
無
実
に
も
か
か
わ

ら
ず
十
字
架
に
か
け
ら
れ
殺
さ
れ
た
者
の
も
と
で　

／　

神
の
怒
り

を
恐
れ
る
こ
と
を
学
び　

／　

そ
し
て
誠
実
な
悔
い
改
め
を
通
じ
て
、

怒
り
か
ら
逃
れ
た
こ
と
を
。﹇
…
﹈

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
戒
め
を
わ
れ
ら
は
自
ら
に
も
言
い
聞
か
せ
る

べ
き
な
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
ら
は
皆
、
お
互
い
に
告
白
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い　

／　

わ
れ
ら
が
皆
、
多
大
な
る
罪
を
担
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
を　

／　

わ
れ
ら
は
そ
れ
ゆ
え
に
、
実
を
結
ば
な
い　

／
枯
れ
た
木
な
の
だ　

／　

良
い
こ
と
は
な
に
も
な
く　

／　

ま
だ

良
い
こ
と
が
生
じ
る
こ
と
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
。
わ
れ
ら
は
い
っ

た
い
何
を
す
べ
き
な
の
か
／　

泣
き
、
無
益
に
神
に
向
か
っ
て
叫
ぶ

以
外
の
何
か
別
の
こ
と
だ　

／　

そ
し
て
悪
し
き
罪
深
い
本
質　

／　

そ
し
て
乱
れ
た
欲
望
に
真
摯
さ
で
抵
抗
し　

／　

く
つ
わ
を
外
し
て
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は
な
ら
な
い
の
だ
15
。

ル
タ
ー
は
イ
エ
ス
の
説
教
を
、「
罰
」

や
「
戒
め
」
と
し
て
強
調
し
、
神
の
子
の

受
難
を
自
身
の
罪
の
写
し
鏡
と
し
て
見
る
。

つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
の
苦
悩
を
「
正
し
く
学

ぶ
べ
き
だ
と
す
る
」。
こ
れ
ら
は
周
知
の

ご
と
く
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
神
学
や
信

心
の
実
践
を
、
後
々
ま
で
特
徴
づ
け
た
の

で
あ
る
―
こ
の
こ
と
は
《
マ
タ
イ
受
難

曲
》
の
冒
頭
合
唱
に
も
あ
て
は
ま
る
。

上
の
表
で
、
以
上
の
こ
と
が
ふ
た
た
び

概
観
で
き
る
だ
ろ
う
―
特
に
、
歌
詞
に

関
し
て
の
み
で
は
あ
る
が
。

　

こ
の
よ
う
な
内
容
対
照
表
を
作
成
す
る

試
み
や
、
内
在
す
る
抽
象
性
の
度
合
い
に

基
づ
い
て
ピ
カ
ン
ダ
ー
が
創
作
し
た
詩
の

劇
的
基
本
的
枠
組
み
を
再
構
成
す
る
試
み

が
、
さ
ら
に
、
二
、三
の
問
い
を
喚
起
す

る
な
ら
ば
16
、
興
味
関
心
の
実
際
の
対
象

は
―
バ
ロ
ッ
ク
的
な
機
会
詩
で
は
な
く
、

バ
ッ
ハ
の
作
曲
作
品
―
台
本
作
家
と
作

曲
家
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
た
聖
書
へ
の
回

《マタイ受難曲》冒頭合唱 ルカ伝23章27－31節 マルティン・ルターによる解釈

A
おいで、娘たち、共に嘆こう
「ごらんよ」「誰を」「あの花婿を」
「ごらんよ」「どんな」「まるで子羊のよう」、
おお、神の子羊、罪もなく
十字架につけられたあなたよ
「ごらんよ」「何を」「あの忍耐を」
どんなときでもあなたは耐え忍ばれた、
どんな辱めをこうむろうとも。

27
大ぜいの民衆やイエスのこ
とを嘆き悲しむ女たちの群
れが、イエスのあとについ
て行った。

彼らは、　一人の無実の人と
して、キリストに憐れみを
持ち／　彼の悲しみを嘆き
涙する。　エルサレムのキ
リストの後に従って行き／
キリストから叱責された女
たちと同様に。

B
「ごらんよ」「どこを」「われらの罪を」
あなたは全ての罪を担われた、
さもなくばわれらの望みは果てよう。

28
しかしイエスは、女たちの
ほうに向いて、こう言われ
た。「エルサレムの娘たち。
わたしのことで泣いてはい
けない。むしろ自分自身と、
自分の子どもたちのことの
ために泣きなさい。なぜな
ら人々が『不妊の女、子を
産んだことのない胎、飲ま
せたことのない乳房は、幸
いだ。』と言う日が来るので
すから。そのとき、人々は
山に向かって、『われわれの
上に倒れかかってくれ。』と
言い、丘に向かって、『われ
われをおおってくれ。』と
言い始めます。彼らが生木
にこのようなことをするの
なら、枯れ木にはいったい、
何が起こるでしょう。」

我らは愛する主人キリスト
の苦悩を学ぶ必要があると　
／　そして、第一にその際
にはその罪を認識する　／　
その罪はなんと恐ろしい重
荷であるかを／　神の御子
ご自身が、我らの罪ゆえに
死なねばならないがゆえに。
しかし、そのような戒めを
我らは自らにも言い聞かせ
るべきなのだ。なぜなら、
我らは皆、お互いに告白し
なければならない　／　我
らが皆、多大なる罪を担っ
ているということを　／　
我らはそれゆえに、実を結
ばない　／枯れた木なのだ　
／　良いことはなにもなく　
／　まだ良いことが生じる
こともないということを。

A‘
ごらん、愛と慈しみから
ご自身で十字架を背負われるのを。
われらを憐れみたまえ、おお、イエスよ。
おいで、娘たち、共に嘆こう
「ごらんよ」「誰を」「あの花婿を」
 「ごらんよ」「どんな」「まるで子羊のよう」、

我らはいったい何をすべき
なのか／　泣き、無益に神
に向かって叫ぶ以外の何か
別のことだ　／そして悪し
き罪深い本質　／　そして
乱れた欲望に真摯さで抵抗
し　／　くつわを許しては
ならないのだ 。
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帰
、
と
い
う
命
題
を
も
同
時
に
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
二

重
合
唱
に
よ
る
楽
曲
と
い
う
、
そ
の
最
も
顕
著
な
特
徴
か
ら
―
そ
の
特

徴
に
よ
っ
て
、
歌
詞
の
配
置
換
え
を
解
釈
す
る
上
で
最
も
価
値
あ
る
手
が

か
り
か
ら
―
議
論
を
始
め
る
の
が
、
意
義
深
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
Ｂ
部
分
（
第
五
十
七
小
節
以
降
）
と
Ａ
、 

Ａ’
部
分
の
コ
ン
ト
ラ

ス
ト
か
ら
で
あ
る
。

「
ご
ら
ん
よ
、
わ
れ
ら
の
罪
を
」
で
は
、
例
外
的
な
バ
ス
を
も
つ
オ

ー
ケ
ス
ト
ラ
全
体
に
、
独
特
の
動
き
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

重
い
足
取
り
の
モ
テ
ィ
ー
フ
で
、
絶
え
間
な
く
歩
ん
で
く
る
17
。

ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ホ
イ
ス
は
、
一
九
〇
九
年
の
《
マ
タ
イ
受
難
曲
》
に

関
す
る
論
文
に
お
い
て
、
と
て
も
当
を
得
た
表
現
を
し
て
い
る
。
ク
リ

ス
ト
フ
・
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
こ
れ
に
関
し
て
、
Ａ
部
分
と
Ｂ
部
分
の
対
立

を
指
摘
し
な
が
ら
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。（
ト
）
長
調

が
（
ホ
）
短
調
に
対
立
し
、
レ
ガ
ー
ト
が
ス
タ
ッ
カ
ー
ト
に
対
し
て
い
る
。

「
加
え
て
、
ア
ウ
フ
タ
ク
ト
的
な
﹇
…
﹈
朗
唱
法
（
ど
こ
をW

o
h
in

）
へ

の
変
化
を
通
じ
て
、
強
拍
的
な
﹇
…
﹈ 

Ａ
部
分
の
朗
唱
法
は
引
き
継
が
れ

る
」18
。
Ｂ
部
分
の
独
特
な
形
態
の
よ
り
深
い
意
味
は
何
か
。
そ
の
答
え

は
、
ル
カ
伝
二
三
章
二
七
節
以
降
、
ま
た
、
こ
の
詩
行
に
関
す
る
ル
タ
ー

に
よ
る
解
釈
か
ら
判
明
す
る
。
つ
ま
り
、「
独
自
の
動
き
」
は
、
パ
ー
ス

ペ
ク
テ
ィ
ヴ
と
情
動
の
変
化
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
舞
台
上
に
存
在

す
る
の
は
、
も
は
や
、
対
話
的
に
演
じ
て
い
る
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
だ
け
で

な
く
（「
民
衆
の
群
れ
」
と
「
女
た
ち
」、
ル
カ
伝
二
三
章
二
七
節
）、
教
え
、

警
告
し
、
罰
す
る
審
判
の
場
で
も
あ
る
の
だ
。
こ
の
審
判
の
場
は
、
明
確

な
言
葉
で
は
登
場
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
長
調
で
の
、
尖
っ
た
、
強

く
訴
え
か
け
る
ス
タ
ッ
カ
ー
ト
の
ア
ー
テ
ィ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
―
フ
レ

ー
ジ
ン
グ
（
第
五
七
小
節
以
降
）
を
通
じ
て
よ
う
や
く
、
Ｂ
部
分
の
旋
法

は
完
全
に
効
果
を
発
揮
す
る
よ
う
に
思
え
る
―
な
ら
び
に
、
第
二
合
唱

に
よ
っ
て
狭
い
空
間
で
行
わ
れ
る
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
問
い
か
け
―
具
体

的
な
疑
問
形
の
形
式
内
で
の
質
問
者
の
二
重
化
（
一
、
二
、
四
）
―
が
、

キ
リ
ス
ト
の
存
在
と
こ
の
「
教
え
」
の
重
要
な
意
味
を
明
白
に
示
し
て
い

る
。
こ
の
箇
所
で
は
、
長
短
調
の
語
源
や
意
味
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が

有
益
で
あ
る
。
ア
ー
ド
ル
ン
グ
は
、『
音
楽
上
の
知
識
へ
の
手
引
き
』
の

な
か
で
、「
固
い
」、「
男
性
的
な
」、「
完
全
な
」
旋
法
―
「
男
性
旋
法

m
o
d
u
s m

ascu
lin

u
s

」
と
も
呼
ば
れ
る
―
を
、
そ
れ
ら
と
対
を
な
す

も
の
、
つ
ま
り
、「
小
さ
な
、
不
完
全
な
、
柔
ら
か
い
、
女
性
的
な
調
性
」

と
区
別
し
て
い
る
19
。
ヴ
ァ
ル
タ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い

る
。
そ
の
長
調
は
、「
固
さ
、
も
し
く
は
鋭
さ
を
兼
ね
備
え
て
い
る
」
そ

し
て
、「
そ
れ
ほ
ど
心
地
よ
く
は
な
い
」。20
《
マ
タ
イ
受
難
曲
》
の
冒
頭

合
唱
に
お
け
る
長
短
の
対
立
は
、
こ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
ま

さ
に
そ
の
よ
う
な
意
味
を
示
す
教
材
と
し
て
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
提
示
さ
れ
た
命
題
が
、
も
っ
と
も
明
白
な
楽
曲
構
造
上
の
現

象
（
Ａ
部
分
と
Ｂ
部
分
の
対
照
）
に
よ
っ
て
抽
象
化
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、

今
や
さ
ら
に
興
味
深
く
、
次
の
こ
と
が
観
察
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
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り
、
楽
曲
構
造
上
の
詳
細
の
多
く
は
、
ル
カ
伝
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
納

得
の
い
く
説
明
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
歌
詞
に
よ
っ
て

前
も
っ
て
与
え
ら
れ
、
か
つ
、
バ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
音
楽
的
に
高
め
ら
れ

た
イ
メ
ー
ジ
の
助
け
を
借
り
た
、
こ
の
記
念
碑
的
な
合
唱
を
詳
細
に
分

析
す
る
こ
と
は
、
こ
の
研
究
の
枠
を
超
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
二
、三

の
特
に
顕
著
な
特
徴
を
、
続
く
箇
所
で
、
指
摘
し
て
み
た
い
―
こ
れ
は

特
に
、
こ
れ
ま
で
考
察
の
外
に
置
か
れ
て
い
た
楽
曲
の
第
三
の
層
、
つ

ま
り
コ
ラ
ー
ル
「
お
お
神
の
子
羊
、
罪
な
く
し
てO

 Lam
m

 G
o
ttes 

u
n
sch

u
ld

ig

」
お
よ
び
Ａ
部
分
の
変
化
さ
れ
た
再
現
（
A’　

第
七
二
‐

九
〇
小
節
）
へ
の
指
摘
で
あ
る
。

文
献
に
お
い
て
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
、
詩
的
・
楽
的
な
出
来
事
の

（
天
使
の
よ
う
な
）
高
み
と
し
て
の
高
音
部
で
の
コ
ラ
ー
ル
と
い
う
性
格

付
け
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
、
こ
の
作
品
に
時
間
を
超
越
し
た
独
自
の

表
現
領
域
を
も
た
ら
し
て
い
る
21
。
こ
う
し
た
性
格
付
け
は
、
根
本
的
に

は
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
こ
と

が
、
こ
の
作
曲
作
品
の
第
一
層
と
し
て
、
楽
曲
全
体
の
配
置
を
明
ら
か
に

す
る
ド
イ
ツ
語
の
ア
ニ
ュ
ス
・
デ
イ
の
潜
在
力
を
覆
い
隠
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
Ａ
部
分
に
お
い
て
、
コ
ラ
ー
ル
詩
行
と
ピ
カ
ン
ダ
ー
に
よ
る
歌
詞

の
「
完
全
な
一
致
」
が
可
能
な
限
り
密
接
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
（
つ
ま

りLam
m

-Lam
m

、G
ed

u
ld

-ged
u
ld

ig

）、
Ｂ
部
分
で
は
コ
ラ
ー
ル
と

ピ
カ
ン
ダ
ー
の
詩
と
い
う
ふ
た
つ
の
層
は
、
あ
る
種
の
矛
盾
へ
と
陥
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
矛
盾
は
言
葉
の
本
来
の
意

味
に
お
い
て
多
く
を
教
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ

ー
と
解
釈
の
コ
ン
セ
プ
ト
の
一
部
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
こ
こ
で
コ
ラ

ー
ル
の
「
あ
な
た
は
す
べ
て
の
罪
を
背
負
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
う
で
な

け
れ
ば
、
私
た
ち
の
望
み
は
絶
え
た
に
違
い
な
い
。A

ll Sü
n
d
 h

ast d
u
 

getragen
, so

n
st m

ü
ssten

 w
ir verzagen

」
が
問
題
と
な
る
。
―

わ
れ
ら
は
望
み
を
絶
や
し
て
は
な
ら
な
い
、
無
実
の
羊
つ
ま
り
イ
エ
ス
、

が
「
す
べ
て
の
罪
を
担
わ
れ
た
」
の
だ
か
ら
―
と
い
う
接
続
法
構
造
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
合
唱
は
、「
わ
れ
ら
の
罪u

n
sere Sch

u
ld

」
に
固

執
し
、
第
二
合
唱
に
、
こ
れ
を
観
察
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
（「
ご

ら
ん
よSeh

t

」）。
五
回
提
示
さ
れ
る
「
わ
れ
ら
の
罪
を
」
は
、
下
降
し
て

い
く
身
振
り
と
二
度
進
行
（
第
五
八
小
節
と
六
一
小
節
の
ソ
プ
ラ
ノ
の
模

範
的
な
二
度
下
降
）
に
よ
っ
て
、
諦
念
的
で
怖
気
づ
い
た
性
格
を
伝
え
て

い
る
。
も
し
く
は
よ
り
一
般
的
に
言
う
と
、
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
情
動
を
伝
え

て
い
る
の
で
あ
る
22
。
第
六
八
小
節
以
降
で
の
罪
へ
の
固
執
は
、
と
り
わ

け
耳
ざ
わ
り
な
対
立
へ
と
至
る
。
つ
ま
り
、
Ｂ
部
分
の
最
後
の
数
小
節
で

あ
る
。
そ
こ
で
第
一
合
唱
は
、「
わ
れ
ら
の
罪
を
」
を
繰
り
返
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
実
際
の
観
察
対
象
を
第
二
合
唱
に
納
得
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し

て
い
る
。
こ
こ
で
の
テ
キ
ス
ト
領
域
に
お
け
る
対
立
は
、
最
初
の
長
く
引

き
伸
ば
さ
れ
た
「
罪Sch

u
ld

」
が
、
コ
ラ
ー
ル
詩
行
の
「
望
み
を
絶
や
す

verzagen

」
と
重
な
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
も

っ
と
も
正
確
に
は
、
こ
の
「
望
み
を
絶
や
す
」
は
、
羊
と
い
う
、
救
い
の

生
贄
を
示
唆
す
る
詩
句
で
表
現
さ
れ
る
ア
ニ
ュ
ス
・
デ
イ
に
お
い
て
は

否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
気
の
常
套
句
―h

im
m

lisch
（
天
国
の
）、 en

gelsgleich

（
天
使
の
よ
う
な
）、zeitlo

s

（
時
間
を
超
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越
し
た
）
―
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
無
意
識
的
な
よ
り
深
い
意
味
を
伝

え
る
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
よ
う
な
細
部
が
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
重
合
唱
構
成
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
出
来
事
、
つ
ま
り
、
ゴ
ル
ゴ
タ
へ

の
途
上
に
あ
る
イ
エ
ス
の
後
を
追
う
「
民
衆
の
群
れ
と
女
た
ち
」
は
、
逆

説
的
な
意
味
に
お
い
て
コ
ラ
ー
ル
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
23
。
つ
ま
り

コ
ラ
ー
ル
が
、
イ
エ
ス
の
受
難
に
つ
い
て
の
真
の
認
識
か
ら
生
じ
る
慰
め

を
象
徴
し
て
い
る
と
す
れ
ば
24
、
二
重
合
唱
（
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
含
む
）
は

よ
り
情
緒
的
で
、
表
面
的
に
留
ま
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
神
の
子
の
苦
悩

へ
の
慰
め
と
し
て
は
よ
り
わ
ず
か
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
バ
ッ
ハ
が
、
ド

ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
と
解
釈
の
上
で
の
全
体
的
コ
ン
セ
プ
ト
の
一
部
と
し
て

こ
の
よ
う
な
対
比
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
は
、
楽
曲
に
お
け
る
さ
ら
に
先

の
経
過
、
つ
ま
り
A’
部
分
が
証
明
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し

な
が
ら
根
本
的
に
重
要
で
あ
る
の
は
、
特
に
、
Ｂ
部
分
の
出
来
事
―
つ

ま
り
、
イ
エ
ス
の
発
言
（
ル
カ
伝
二
三
章
二
八
節
以
降
）
―
を
通
じ
て
、

二
つ
の
合
唱
が
あ
る
変
化
を
遂
げ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
Ａ
部
分
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
再
び
取
り
上
げ
る
際
に
（
第
七
二
小
節

以
降
）、
第
一
合
唱
は
も
は
や
嘆
き
を
喚
起
す
る
こ
と
な
く
十
字
架
を
運

ぶ
行
為
を
イ
エ
ス
の
愛
と
結
び
付
け
る
一
方
で
25
、
第
二
合
唱
は
第
一
合

唱
の
命
令
形
で
あ
る
「
ご
ら
ん
よSeh

t

」
を
歌
っ
て
い
る
。
こ
の
ア
ー
テ

ィ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
す
で
に
Ａ
部
分
に
お
い
て
、
一
音
節
の
問
い
か

け
「W

en
? 

誰
を
？
―W

ie? 

そ
の
さ
ま
は
―W

as? 

何
を
？
」
が
な
さ

れ
た
箇
所
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
く
ま
た
啓
発
的
で
あ
る
。
前

出
の
際
に
は
、
絶
え
間
な
く
問
い
か
け
な
が
ら
、
第
一
合
唱
に
よ
っ
て
戒

め
ら
れ
要
求
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
第
二
合
唱
も
、
彼
ら
自
身
が
立

役
者
と
な
る
ほ
ど
、
キ
リ
ス
ト
受
難
の
「
効
用
」
を
わ
が
も
の
と
し
た
か

に
み
え
る
26
。

こ
の
解
釈
は
、
以
下
の
二
つ
の
問
い
を
喚
起
す
る
。
一
、
最
後
の
コ
ラ

ー
ル
詩
節
「
わ
れ
ら
を
憐
れ
み
た
ま
え
、
お
お
イ
エ
ス
よE

rb
arm

 d
ich

 

u
n
ser, o

 Jesu

」
は
、
イ
エ
ス
の
愛
へ
の
指
示
と
ど
の
よ
う
な
一
致
を
み

て
い
る
の
か
。
二
、「
逆
戻
り
」
の
よ
り
深
い
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
テ
キ
ス
ト
上
は
同
一
の
、
ピ
カ
ン
ダ
ー
に
よ
る
詩

の
最
初
の
三
行
を
再
採
用
す
る
、
と
い
う
逆
戻
り
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の

ピ
カ
ン
ダ
ー
の
詩
は
む
し
ろ
（
否
定
的
に
理
解
さ
れ
る
）
情
動
と
い
う
領

域
へ
と
分
類
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
Ｂ
部
分
で
の
イ
エ
ス
の
発
言
を
通
じ

て
不
要
に
な
っ
た
は
ず
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
論
文
で
の
熟
考
の
締
め
く
く
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
れ
ら
の
問
い

の
解
明
を
可
能
な
ら
し
め
る
に
は
、
結
局
、
バ
ッ
ハ
時
代
の
神
学
と
関
わ

り
あ
う
以
外
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
主
と
し
て
聖
書
に
関
す
る
神
学
で

あ
る
27
。
近
年
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ペ
ツ
ォ
ル
ト
に
よ
っ
て
バ
ッ
ハ
研
究
の
注

目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
ヨ
ハ
ネ
ス
・
オ
レ
ア
リ
ウ
ス
の
『
聖
書
の
解

釈B
ib

lisch
e E

rk
läru

n
g

』
は
特
に
意
義
あ
る
も
の
で
あ
る
。
ル
カ
伝

二
三
章
二
八
節
に
関
し
て
は
、
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
28
。﹇

…
﹈
こ
こ
で
重
要
で
あ
る
の
は
：

一
、 

わ
れ
ら
す
べ
て
に
喜
び
を
も
た
ら
し
た
わ
れ
ら
の
救
い
主
の
死
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に
つ
い
て
泣
く
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。

二
、
肉
体
的
、
精
神
的
そ
し
て
永
遠
の
苦
し
み
ゆ
え
に
、
わ
れ
ら
に

つ
い
て
泣
け
と
い
う
こ
と
／
（
こ
こ
は
二
九
節
。
さ
ら
に
ル
カ
伝

一
九
章
四
一
節
、
創
世
記
二
章
参
照
）29

オ
レ
ア
リ
ウ
ス
に
よ
っ
て
挙
げ
ら
れ
た
こ
れ
ら
二
つ
の
観
点
は
、
当
時

の
解
釈
に
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
観
点
は
根
本
的
諸
特

徴
に
お
い
て
、《
マ
タ
イ
受
難
曲
》
冒
頭
合
唱
A’
部
分
の
二
つ
の
箇
所
に
、

そ
の
音
楽
的
な
似
姿
を
見
出
し
て
い
る
。
多
く
の
こ
と
が
そ
れ
を
支
持
し

て
い
る
30
。
オ
レ
ア
リ
ウ
ス
が
気
づ
い
た
聖
書
の
参
照
指
示
と
、
ゴ
ル
ゴ

タ
へ
の
途
上
で
の
イ
エ
ス
の
発
言
を
理
解
す
る
た
め
の
そ
こ
に
含
ま
れ
た

意
味
、
こ
れ
ら
を
熟
知
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
の
で
、
以
下
で
少
し

詳
細
に
説
明
す
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
時
代
に
典
型
的
な
す
べ
て
の
解
釈

は
、
オ
レ
ア
リ
ウ
ス
と
同
様
に
、
イ
エ
ス
の
言
葉
を
、
慰
め
て
い
る
第
一

部
分
と
戒
め
て
い
る
第
二
部
分
へ
と
分
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
イ
エ
ス
の

十
字
架
を
背
負
っ
て
の
歩
み
と
い
う
慰
め
に
な
る
よ
う
な
観
点
が
、
中
心

的
な
救
済
の
思
考
と
結
び
付
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
戒
め
は
、
そ
の
時
代
の

精
神
修
養
書
に
お
い
て
し
ば
し
ば
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
神
の
怒
り

の
鏡Z

o
rn

sp
iegel G

o
ttes

」
の
な
か
で
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
で
は
、
こ
の
「
怒
り
の
鏡
」
は
、
具
体
的
に
は
誰
に
向
け
ら
れ
て
い
る

の
か
。
こ
の
問
い
へ
の
答
え
は
ル
タ
ー
に
よ
っ
て
―
そ
し
て
ま
た
、
彼

に
従
う
す
べ
て
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
者
や
精
神
修
養
書
の
書
き
手
、

台
本
作
家
た
ち
に
よ
っ
て
―
明
確
に
な
さ
れ
て
い
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
に
対
し
て
示
さ
れ
た
神
の
怒
り
は
、
ユ
ダ
ヤ
の
民
お
よ
び
次
の
よ
う

な
者
た
ち
す
べ
て
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
実
を
結
ば
な
い
木
」

に
喩
え
ら
れ
る
者
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
ル
タ
ー
の
受
難
に

関
す
る
説
教
が
具
体
的
に
説
明
し
て
く
れ
る
。

　

今
、
主
は
お
喜
び
だ　

／　

ユ
ダ
ヤ
人
が
そ
の
よ
う
こ
と
を
認

識
し
た
こ
と
を　

／　

彼
ら
の
罪
の
な
か
で
先
へ
進
む
の
で
は
な

く　

／　

そ
の
人
の
も
と
で　

／　

無
実
に
も
か
か
わ
ら
ず
十
字
架

に
か
け
ら
れ
殺
さ
れ
た
人
の
も
と
で　

／　

神
の
怒
り
を
恐
れ
る
こ

と
を
学
ん
だ
こ
と
を　

／　

そ
し
て
正
し
く
な
さ
れ
た
悔
悛
を
通
じ

て
、
神
の
怒
り
か
ら
逃
れ
る
こ
と
を
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
警
告

は
大
し
て
役
に
立
た
な
か
っ
た　

／　

枯
れ
た
木
は
も
は
や
実
を
結

ば
な
い　

／　

そ
れ
ゆ
え
火
に
く
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い　

／　

歴

史
が
証
明
し
て
い
る
よ
う
に　

／　

辛
く　

／　

恐
ろ
し
い
判
決
が　

／　

キ
リ
ス
ト
の
死
後
約
四
十
年
に
続
き　

／　

全
土
が　

／　

そ

の
よ
う
な
罪
の
た
め
に　

／　

ロ
ー
マ
人
に
よ
っ
て
荒
れ
地
と
さ
れ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
は
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
彼
ら
自

身
に
つ
い
て
／
泣
き
、　

／　

彼
ら
の
罪
を
認
識
し　

／　

そ
し
て

悔
悛
す
る
べ
き
な
の
で
あ
る
／　

主
が
こ
こ
で
彼
ら
に
警
告
し
、
戒

め
た
よ
う
に
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
戒
め
を
、
わ
れ
ら
も
ま
た
言
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
ら
は
皆
お
互
い
に
告
白
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら　

／　

わ
れ
ら
皆
が
多
大
な
罪
を
も
っ
て
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お
り　

／　

そ
れ
ゆ
え
実
を
結
ば
な
い
木
だ
か
ら
で
あ
る
。　

／　

良
い
こ
と
は
な
に
も
な
く　

／　

こ
れ
か
ら
も
来
な
い
だ
ろ
う
か

ら
31
。　
　

こ
こ
で
ル
タ
ー
に
よ
っ
て
挙
げ
ら
れ
た
、
ロ
ー
マ
人
に
よ
る
エ
ル
サ

レ
ム
破
壊
の
具
体
的
な
歴
史
上
の
年
代
、
紀
元
七
〇
年
（
キ
リ
ス
ト
の
死

後
、
約
四
〇
年
）
は
、
オ
レ
ア
リ
ウ
ス
に
よ
る
引
照
に
お
い
て
、
あ
る
程

度
、
証
明
さ
れ
て
い
る
。
ル
カ
伝
二
三
章
二
九
節
に
関
し
て
は
32
、「
破

壊
の
時
期
、
マ
タ
イ
伝
二
四
章
一
九
節
、
ル
カ
伝
一
九
章
33 

34
」
と
記
さ
れ
、

そ
し
て
、
ル
カ
伝
二
三
章
三
〇
節
に
関
し
て
は
35
、「
ロ
ー
マ
人
の
不
安

と
苦
境
、
ル
カ
伝
一
九
章
36
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ニ
ー
ル
ス
・
バ
ッ
ク

は
、
次
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
37
。
今
日
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か

ら
見
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
と
ユ
ダ
ヤ
教
の
対
立
は
、
三
位
一
体
の
祝
日
後

の
第
十
日
曜
日
の
た
め
の
カ
ン
タ
ー
タ
に
お
い
て
と
り
わ
け
明
瞭
に
表
れ

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
38
。
つ
ま
り
こ
の
日
曜
日
に
は
、

ま
さ
に
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
十
九
章
か
ら
の
あ
の
節
が
読
ま
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
の
節
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
見
地
か
ら
、
来
る
べ
き
エ
ル
サ
レ
ム

の
破
壊
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
バ
ッ
ク
は
、
具
体
的
な
ユ
ダ
ヤ

の
民
に
関
す
る
運
命
に
つ
い
て
、（
キ
リ
ス
ト
教
的
な
共
同
社
会
に
お
け

る
）
原
罪
そ
の
も
の
を
念
頭
に
置
い
て
述
べ
る
と
い
う
見
逃
し
え
な
い
傾

向
を
も
指
摘
し
て
い
る
。B

W
V

46

の
第
四
レ
チ
タ
テ
ィ
ー
ヴ
ォ
は
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
罪
人
た
ち
よ
、
思
い
込
ん
で
は
な
ら
な
い
、

エ
ル
サ
レ
ム
の
み
が

他
よ
り
も
罪
に
満
ち
て
い
る
な
ど
と
。

す
で
に
お
前
た
ち
に
つ
い
て
も
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
。

お
前
た
ち
は
お
の
れ
を
改
め
ず

日
に
日
に
罪
を
重
ね
て
い
る
た
め
に
、

お
前
た
ち
は
皆
こ
の
よ
う
に

恐
ろ
し
い
最
期
を
遂
げ
ね
ば
な
ら
な
い
と
。

（
訳
：
樋
口
隆
一
）

こ
こ
で
、
テ
キ
ス
ト
上
啓
発
的
な
こ
の
レ
チ
タ
テ
ィ
ー
ヴ
ォ
と
ル
タ
ー

に
よ
る
『
自
宅
用
説
教
集
』
か
ら
の
先
の
引
用
（
前
頁
）
に
、
す
で
に
（
本

論
、
五
‐
六
頁
で
）
引
用
し
た
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
に
よ
る
『
キ
リ
ス

ト
の
聖
な
る
受
難
の
観
察
に
関
す
る
説
教
』
か
ら
の
冒
頭
箇
所
が
対
応
す

る
こ
と
と
な
る
の
だ
。
こ
の
箇
所
は
、
イ
エ
ス
の
受
難
に
関
す
る
重
要
な

考
察
で
あ
る
。
こ
の
考
察
は
、
冒
頭
か
ら
、
苦
悩
の
物
語
に
つ
い
て
の
確

実
に
誤
っ
た
、
も
し
く
は
当
を
得
て
い
な
い
観
察
と
懸
念
の
す
べ
て
を
列

挙
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
一
に
懸
念
す
べ
き
は　

／　

キ
リ
ス
ト
の
苦
悩　

／　

つ
ま
り
、

彼
ら
が
ユ
ダ
ヤ
人
に
つ
い
て
怒
り　

／　

憐
れ
な
ユ
ダ
に
つ
い
て
歌
い
、

非
難
し　

／　

そ
し
て
ま
た
満
足
す
る
こ
と
。
他
の
人
々
を
嘆
く
こ

と
に
慣
れ
て
い
る
の
と
同
様
に　

／　

彼
ら
の
敵
を
弾
劾
し
、
誓
う



286

こ
と　

／　

キ
リ
ス
ト
の
苦
悩
で
は
な
く　

／　

ユ
ダ
と
ユ
ダ
ヤ
人

の
悪
意
を
意
味
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
39
。　

こ
の
説
明
に
基
づ
い
て
確
か
な
も
の
と
さ
れ
得
る
の
は
、
ゴ
ル
ゴ
タ
へ

の
途
上
に
あ
る
イ
エ
ス
に
よ
る
戒
め
は
、
ル
タ
ー
の
解
釈
に
お
い
て
は
、

あ
の
民
衆
に
と
っ
て
具
体
的
な
重
要
性
を
も
つ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
イ

エ
ス
を
メ
シ
ア
と
し
て
認
め
た
く
な
い
民
衆
に
と
っ
て
で
あ
る
。
エ
ル
サ

レ
ム
自
体
と
エ
ル
サ
レ
ム
の
神
殿
の
破
壊
は
、
イ
エ
ス
の
預
言
の
実
現
と

し
て
解
釈
さ
れ
た
。
ユ
ダ
ヤ
の
民
衆
の
運
命
は
、
バ
ッ
ハ
の
時
代
の
キ
リ

ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
、
次
の
理
由
で
大
変
重
要
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

神
の
怒
り
は
、
ユ
ダ
ヤ
の
民
の
運
命
の
な
か
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
―
神
の
戒
め
と
怒
り
を
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
最
後
の
最
後
で

自
分
自
身
に
適
用
す
べ
き
な
の
で
あ
っ
た
。

バ
ッ
ハ
と
ピ
カ
ン
ダ
ー
に
よ
る
ア
レ
ン
ジ
に
目
を
向
け
る
と
、
こ
の
こ

と
が
証
明
さ
れ
る
。《
マ
タ
イ
受
難
曲
》
の
冒
頭
は
、
中
心
的
な
中
間
部

分
に
お
い
て
、「
わ
れ
ら
の
罪
」
を
観
察
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

立
ち
上
る
三
和
音
（
イ
短
調
で
の
）
に
特
徴
づ
け
ら
れ
た
始
ま
り
の
モ

テ
ィ
ー
フ
の
、
音
楽
的
要
素
の
み
の
再
採
用
は
、
こ
の
箇
所
で
歌
わ
れ

て
い
る
「
愛
と
慈
し
みLieb

 u
n
d
 H

u
ld

」
へ
と
変
化
し
た
嘆
き
の
表
現
、

を
暗
示
す
る
た
め
な
の
で
あ
る
（
第
七
二
小
節
以
降
）。
そ
こ
に
は
、
Ｂ

部
分
を
通
じ
て
伝
え
ら
れ
た
教
え
が
、
す
で
に
上
記
で
オ
レ
ア
リ
ウ
ス
に

よ
っ
て
引
用
さ
れ
た
言
葉
「
す
べ
て
の
喜
び
を
も
た
ら
し
た
わ
れ
ら
の
救

い
主
の
死
に
つ
い
て
泣
く
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
40
」
に
お
い
て
、
は

っ
き
り
と
表
さ
れ
て
い
る
。
も
は
や
嘆
き
で
は
な
く
認
識
が
、
A’
の
第
一

部
分
の
中
心
に
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
認
識
は
、
第
八
二
小
節
以
降
か

ら
も
伝
わ
っ
て
く
る
。「
お
い
で
娘
た
ち
、
共
に
嘆
こ
う
」
の
劇
的
に
圧

縮
さ
れ
、
和
声
的
に
先
鋭
化
さ
れ
か
つ
活
気
あ
る
身
振
り
を
伴
う
再
現
で

あ
る
。
小
さ
く
と
も
意
味
深
い
、
音
楽
的
な
楽
章
構
造
の
変
化
を
通
じ

て
表
現
さ
れ
て
い
る
絶
望
は
、「
肉
体
的
、
精
神
的
そ
し
て
永
遠
の
苦
し

み
ゆ
え
に
、
わ
れ
ら
に
つ
い
て
泣
け
41
」（
オ
レ
ア
リ
ウ
ス
）
と
し
て
解
釈

さ
れ
る
。
頂
点
で
あ
る
「
花
婿
」
や
「
子
羊
」
に
詳
細
に
立
ち
入
る
こ
と

は
、
こ
の
研
究
の
枠
を
超
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
こ
で
は
、
そ

れ
ほ
ど
多
く
の
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
二
つ
の
言

葉
の
概
念
は
、
世
界
の
審
判
者
と
い
う
意
味
を
も
含
ん
で
い
る
の
で
あ

る
。「
花
婿
」
と
い
う
語
で
、
ま
ず
第
一
に
言
及
さ
れ
る
べ
き
は
、
三
位

一
体
の
祝
日
後
第
二
十
日
曜
日
、
第
二
七
日
曜
日
に
予
定
さ
れ
た
、
王
の

婚
宴
や
賢
い
娘
た
ち
と
愚
か
な
娘
た
ち
に
つ
い
て
の
比
喩
と
い
う
こ
と
で

あ
る
42
。
仮
に
そ
う
で
あ
る
な
ら
、「
子
羊
」
は
、
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
に
お

け
る
、
世
界
を
統
べ
る
審
判
者
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
冒
頭

合
唱
の
最
後
で
の
、
子
羊
と
い
う
語
の
二
度
の
歌
唱
は
き
わ
め
て
示
唆
に

富
ん
で
お
り
、
Ｂ
部
分
最
後
の
、
和
ら
げ
る
効
果
を
も
つ
二
度
の
「
わ
れ

ら
の
罪
に
」
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。「
子
羊
」
が
ま
ず
ナ
ポ
リ
の
和
音
（
第

八
九
小
節
）
と
し
て
和
声
的
に
鋭
く
響
く
と
、
二
度
目
の
「
子
羊
」（
第

九
〇
小
節
）
は
、
ホ
長
調
で
締
め
く
く
り
な
が
ら
（
そ
れ
で
も
か
な
り
唐
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突
に
）「
着
地E

rd
u
n
g

」
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
出
来

事
は
、
規
則
ど
お
り
に
強
制
的
に
、
第
九
〇
小
節
で
、
最
後
に
生
贄
で
あ

り
且
つ
審
判
者
で
あ
る
「
子
羊
」
を
指
示
す
る
た
め
に
中
断
さ
れ
る
。

最
後
に
、
一
七
三
六
年
稿
の
《
マ
タ
イ
受
難
曲
》
第
一
部
を
締
め
く
く

る
コ
ラ
ー
ル
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
「
お
お
人
よ
、
お
前
の
大
い
な
る
罪
を

嘆
けO

 M
en

sch
, b

ew
ein

 d
ein

 Sü
n
d
e gro

ß

」
に
関
し
て
、
さ
ら

に
二
、三
の
こ
と
を
書
き
留
め
て
お
こ
う
。
バ
ッ
ハ
が
、
質
素
な
カ
ン
ツ

ィ
オ
ナ
ー
ル
書
法
に
よ
る
「
わ
れ
は
イ
エ
ス
を
捨
て
ずJesu

m
 lass ich

 

n
ich

t vo
n
 m

ir

」
を
、
遅
く
と
も
一
七
三
六
年
に
、
以
前
か
ら
存
在
し

て
い
た
作
曲
作
品
に
取
り
替
え
よ
う
と
し
た
動
機
に
つ
い
て
は
43
、
あ
ま

り
議
論
の
余
地
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
バ
ッ
ハ
は
明
ら
か
に
、
重
厚
な
冒

頭
に
見
合
う
よ
う
な
、
ど
っ
し
り
と
し
た
終
結
楽
曲
を
対
置
し
た
か
っ

た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
建
築
学
的
な
考
慮

だ
け
が
、
決
定
的
な
要
因
で
は
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時

代
の
権
威
あ
る
代
表
的
な
讃
美
歌
注
解
書
―
ヨ
ハ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
・

ビ
ル
フ
ー
バ
ー
に
よ
る
『
注
釈
つ
き
の
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
讃
美
歌
集

G
lo

ssirten
W

ü
rttem

b
ergisch

en
 G

esan
gb

u
ch

』
―
に
お
い
て
は
、

歌
曲
の
第
一
詩
節
に
お
け
る
冒
頭
で
歌
わ
れ
て
い
る
要
請
は
聖
書
に
さ

か
の
ぼ
る
。
つ
ま
り
、「
お
お
人
よ
、
お
前
の
大
い
な
る
罪
を
嘆
け
﹇
…
﹈

（
a
）
ル
カ
伝
二
三
章
二
八
節
、
イ
ザ
ヤ
書
四
三
章
二
四
〜
二
五
節
44
」
に

で
あ
る
。
バ
ッ
ハ
に
と
っ
て
、
コ
ラ
ー
ル
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
否
認
さ
れ

得
な
い
「
大
き
さG

rö
ß
e

」
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い

る
要
請
、
つ
ま
り
自
身
の
罪
に
つ
い
て
嘆
け
と
い
う
要
請
が
、《
マ
タ
イ

受
難
曲
》
第
一
部
を
、
あ
の
ル
カ
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
場
面
へ
の
暗
示

的
な
関
連
付
け
を
も
た
せ
て
締
め
く
く
る
理
由
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
も
、

ま
っ
た
く
も
っ
て
納
得
い
く
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な

く
そ
の
場
面
は
、
冒
頭
の
基
本
的
枠
組
み
と
し
て
も
役
立
っ
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。

こ
こ
で
提
示
さ
れ
た
解
釈
に
従
う
と
、
バ
ッ
ハ
の
受
難
曲
創
作
へ
の

新
し
い
視
点
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
さ
ら
な
る
問
い
が
多
く
現
れ
る
だ

ろ
う
。
例
え
ば
、「
お
お
人
よ
、
お
前
の
大
い
な
る
罪
を
嘆
け
」
に
お
い

て
、
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
効
果
を
果
た
し
な
が
ら
、
遍
在
的
に
上
下
動

す
る
先
取
音
の
連
鎖
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
得
る
の
か
。
一
七
二
五

年
に
、《
ヨ
ハ
ネ
受
難
曲
》
に
お
け
る
元
来
の
冒
頭
曲
を
こ
の
コ
ラ
ー
ル
・

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
置
き
換
え
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
に
は
、
コ
ラ
ー
ル
・
カ

ン
タ
ー
タ
年
巻
（
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
に
お
け
る
第
二
年
巻
）
に
適
合
さ
せ
よ

う
と
意
図
し
た
可
能
性
と
は
、
別
の
理
由
が
場
合
に
よ
っ
て
は
存
在
し
た

の
で
は
な
い
か
。
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
に
お
い
て
、
バ
ッ
ハ
と
ピ
カ
ン
ダ
ー
は

受
難
曲
の
冒
頭
に
お
い
て
、
苦
悩
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
受
難
の
教
訓
的

で
救
済
を
も
た
ら
す
観
点
を
表
現
す
る
と
い
う
伝
統
に
従
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。《
ヨ
ハ
ネ
受
難
曲
》
の
（
本
来
の
）
冒
頭
と
《
マ
タ
イ
受
難
曲
》
の
冒

頭
は
、
ど
こ
に
共
通
点
が
あ
る
の
か
、

等
々
で
あ
る
。

バ
ッ
ハ
の
受
難
曲
創
作
を
一
つ
の
括
り
―
そ
の
よ
う
な
括
り
が
存
在

す
る
な
ら
ば
―
の
も
と
で
把
握
す
る
た
め
に
は
、
広
範
囲
に
わ
た
る
調

査
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
ア
ー
ノ
ル
ト
・
シ
ェ
ー
リ
ン
グ
が
、
バ
ッ
ハ
の
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音
楽
に
お
け
る
「
象
徴
」、「
比
喩
的
な
も
の
」、「
隠
喩
」
の
再
発
見
に
関

し
て
確
認
し
た
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
ト
ー
マ
ス
教
会
カ
ン
ト
ル
の
テ
キ

ス
ト
と
音
楽
に
含
ま
れ
る
、
解
釈
的
、
含
意
的
な
数
多
く
の
聖
書
関
連
事

項
に
関
す
る
今
日
的
な
理
解
に
も
適
用
さ
れ
る
。

い
く
つ
か
の
関
係
性
を
他
の
や
り
方
で
統
覚
す
る
と
い
う
可
能
性
が
、

彼
ら
﹇
バ
ッ
ハ
や
彼
の
同
時
代
人
た
ち
﹈
に
は
す
で
に
、
存
在
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
今
日
私
た
ち
に
、
様
式
、
表
現
、
形
式

言
語
、
造
形
イ
メ
ー
ジ
、
宗
教
上
の
象
徴
的
意
味
等
々
へ
入
り
込
む

こ
と
を
困
難
に
し
て
い
る
、
溢
れ
ん
ば
か
り
の
未
知
の
要
素
。
こ
れ

ら
は
、
当
時
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
﹇
…
﹈。
わ
れ
わ
れ
現

代
人
は
こ
れ
を
達
成
す
る
た
め
に
、
学
問
と
い
う
仰
々
し
い
道
具
を

助
け
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
わ
れ
ら
は
前
も

っ
て
知
る
こ
と
に
な
る
。
学
問
と
い
う
道
具
は
、
決
し
て
、
あ
る
人

物
が
そ
の
な
か
で
成
長
し
て
き
た
、
そ
の
生
き
生
き
と
し
た
教
養
領

域
と
同
じ
も
の
を
成
し
遂
げ
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
45
。

バ
ッ
ハ
や
彼
の
同
時
代
人
の
精
神
世
界
へ
と
入
り
込
む
に
は
、
じ
つ
に

回
り
く
ど
い
議
論
や
論
究
を
必
然
的
に
伴
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を

本
研
究
も
ま
た
は
っ
き
り
と
さ
せ
た
だ
ろ
う
。
一
八
世
紀
前
半
の
人
は
、

受
難
曲
冒
頭
の
歌
詞
と
音
楽
を
理
解
す
る
た
め
に
、
い
く
つ
も
の
聖
書
注

釈
や
精
神
修
養
書
、
歌
曲
注
釈
を
必
要
と
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
事
実
も
、

論
究
の
も
と
で
、
明
ら
か
と
な
る
訳
で
あ
ろ
う
か
ら
。
私
た
ち
に
と
っ
て

は
、
そ
れ
ら
の
文
献
は
も
ち
ろ
ん
―
「
学
問
の
仰
々
し
い
道
具
」
の
一

部
と
し
て
―
過
去
を
理
解
す
る
資
料
で
あ
る
と
同
時
に
、
手
が
か
り
な

の
で
あ
る
。

〔
本
稿
は A

rch
iv fü

r M
u
sik

w
issen

sch
aft, B

d
.71, 2014, H

eft 3, 
Fran

z Stein
er V

erlag, Stu
ttgart

に
掲
載
さ
れ
た
論
文
の
日
本
語
訳

で
あ
る
。
な
お
、
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
氏
は
、
二
〇
一
四
年
十
二
月
一
日（
月
）

三
限
に
、
明
治
学
院
大
学
大
学
院
白
金
校
舎
ヘ
ボ
ン
館
七
四
一
八
教
室

で
開
講
さ
れ
て
い
る
文
学
研
究
科
芸
術
学
専
攻
音
楽
学
演
習
の
枠
内
で
、

こ
の
論
文
に
基
づ
い
た
研
究
発
表
を
行
っ
て
い
る
。〕

註1 
A

lb
ert Sch

w
eitzer, Joh

a
n

n
 Seba

stia
n

 B
a

ch
, W

iesb
ad

en
 

1990, S.556.

2 
H

an
s Jo

ach
im

 M
o
ser, Joh

a
n

n
 Seb

a
stia

n
 B

a
ch

, B
erlin

 
1935, S.205.

3 
C
h
risto

p
h
 W

o
lff, M

u
sika

lisch
e Form

en
 u

n
d

 d
ra

m
a

tisch
e 

G
esta

ltu
n

g
 in

 B
a

ch
s M

a
tth

ä
u

s-P
a

ssio
n

, in
 : Jo

h
a

n
n

 
Seba

stia
n

 B
a

ch
. M

a
tth

ä
u

spa
ssion

. B
W

V
2

4
4

. V
orträ

ge d
er 

Som
m

era
k

a
d

em
ie. J.S.B

a
ch

 1
9

8
5
 (=

Sch
riften

reih
e d

er 
In

tern
atio

n
alen

 B
ach

ak
ad

em
ie Stu

ttgart, B
d
. 2), h

g. vo
n
 

U
lrich

 P
rin

z, K
assel u

.a. 1990, S.108f.

4 
M

artin
 P

etzo
ld

t, Z
u

r T
h

eologie d
er M

a
tth

ä
u

s-P
a

ssion
 in

 
zeitgen

össisch
er P

erspektive, in
 : eb

d
., S.61-64.



ごらんよ――どこを――われらの罪を

289

5 
P
h
ilip

p
 Sp

itta, Joh
a

n
n

 Seba
stia

n
 B

a
ch

, B
d
. 2, W

iesb
ad

en
 

u
. a. 1993, S. 393ff.

6 
M

ich
 vom

 Stricke m
ein

er Sü
n

d
en

 / Z
u

 en
tbin

d
en

, / W
ird

 
m

ein
 G

ott gebu
n

d
en

: / V
on

 d
er La

ster E
yter-B

eu
len

 / M
ich

 
zu

 h
eilen

 / Lä
sst er sich

 verw
u

n
d

en
.

7 

シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
に
よ
る
バ
ッ
ハ
文
献
か
ら
の
先
の
引
用
箇
所
に

お
い
て
も
、
む
ろ
ん
、
こ
の
場
面
が
は
っ
き
り
と
感
じ
取
ら
れ
る
。
し

か
し
、
こ
こ
で
提
示
さ
れ
る
熟
考
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
か
な
り
具

体
的
に
聖
書
に
立
ち
返
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
論
に

お
い
て
明
確
と
な
る
。

8 
Fak

sim
ilew

ied
ergab

e in
 : W

ern
er N

eu
m

an
n
 : Sä

m
tlich

e 
von

 Joh
a

n
n

 Seba
stia

n
 B

a
ch

 verton
te Texte, Leip

zig 1974, 
S.321.

9 

ピ
カ
ン
ダ
ー
自
身
は
〝
ア
リ
ア
〞
と
い
う
指
示
で
独
唱
的
に
編
成

さ
れ
た
冒
頭
部
分
を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と

を
、
コ
ン
ラ
ー
ト
・
キ
ュ
ス
タ
ーK

o
n
rad

 K
ü
ster

は
討
議
に
付
し

た
（K

o
n
rad

 K
ü
ster [H

g
.], B

a
ch

 H
a

n
d

b
u

ch
, K

assel 1999, 
S.455.)

。
こ
れ
は
確
か
に
確
信
を
も
っ
て
は
判
断
さ
れ
得
な
い
の
だ
が
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
バ
ッ
ハ
や
ピ
カ
ン
ダ
ー
の
〝
ア
リ
ア
〞
に

つ
い
て
の
理
解
が
ヨ
ハ
ン
・
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ク
ラ
ウ
ゼJo

h
an

n
 

G
o
ttfried

 K
rau

se

に
よ
る
広
義
の
定
義
の
よ
う
な
感
覚
で
あ
ろ
う
と

い
う
向
き
に
プ
ラ
ス
の
材
料
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
の

定
義
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。「
ア
リ
ア
と
い
う
語
を
、
私

は﹇
…
﹈一
般
的
な
意
味
で
捉
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
レ
チ
タ
テ
ィ
ー
ヴ
ォ

で
は
な
い
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
、
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
合
唱
、

二
重
唱
、
ア
リ
オ
ー
ソ
な
ど
」、V

on
 d

er m
u

sika
lisch

en
 P

oesie, 
B

erlin
 1752, S. 112f.

10 
V

g
l. R

o
b
in

 A
. Leaver : B

a
ch

s th
eologisch

e B
ib

lioth
ek, 

Stu
ttgart 1983.

11 

余
白
の
さ
ら
に
上
の
箇
所
に
は
「
誤
っ
た
方
法
で　

／
イ
エ
ス

の
苦
悩
を
観
察
す
るV

erk
erte w

eise / d
as Leid

en
 C

h
risti 

b
etrach

ten
.

」
と
の
注
釈
が
記
さ
れ
て
い
る
。
引
用
箇
所
の
脇
の
余

白
に
は
「
キ
リ
ス
ト
へ
の
憐
れ
み
ル
カ
伝
二
十
三
章M

itleid
en

 m
it 

C
h
risto

 Lu
c. 23.

」
と
あ
る
。

12 
M

artin
 Lu

th
er:  D

er E
rste T

eil // aller B
u
ech

er vn
n
d
 

Sch
rifften

 d
es // th

ew
ren

 / seligen
 M

an
s G

o
ttes D

o
ct. M

art. 
Lu

th
eri (…

) Jen
a 1590, S.167. (V

g
l.Leaver, T

h
eologisch

e 
B

iblioth
ek, S.56f.)

13 

バ
ッ
ハ
が
二
つ
の
版
を
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
。 

vgl. Leaver, T
h

eologisch
e B

iblioth
ek, S.66 u

n
d
 126.

14 
M

artin
 Lu

th
er : H

au
ß
p
o
still ü

b
er d

ie So
n
n
tag

s- u
n
d
 

Fest-E
van

gelia, N
ü
rn

b
erg 1560, S.160v.

15 
E
b
d
.

16 

「
花
婿B

räu
tigam

」
と
い
う
語
は
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
の
か
。
ピ
カ
ン
ダ
ー
は
「
シ
オ
ン
の
娘
た
ちTo

ch
ter Z

io
n

」、「
信

者
た
ちD

ie G
läu

b
igen

」
と
い
う
寓
意
的
な
登
場
人
物
た
ち
で
、
何

を
意
図
し
て
い
た
の
か
。
コ
ラ
ー
ル
は
、
む
し
ろ
対
照
的
な
意
味
論
上

の
層
位
を
形
成
し
て
は
い
な
い
の
か
。
そ
し
て
、
そ
の
層
位
の
機
能
は
、

全
体
的
な
配
置
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

17 
A

lfred
 H

eu
ss, Joh

a
n

n
 Seba

stia
n

 B
a

ch
s M

a
tth

ä
u

spa
ssion

, 
Leip

zig 1909, S.44.
18 

W
o
lff , M

u
sika

lisch
e Form

en
, S.107

19 
Ja

k
o

b
 A

d
lu

n
g
, A

n
leitu

n
g

 z
u

 d
er m

u
sik

a
lisch

en
 

G
ela

h
rth

eit [ …
], E

rfu
rt 1758 S. 218f.; „To

n
art“

は
こ
こ
で
は
、



290

„To
n
gesch

lech
t“

＝
旋
法
の
意
味
で
あ
る
。

20 
Jo

h
an

n
 G

o
ttfried

 W
alth

er, M
u

sica
lisch

es Lex
icon

 [

…], 
Leip

zig 1732 , S.219
21 

H
euss, M

atth
äusp

assion
, S.44; E

m
il P

laten
, D

ie M
a
tthä

u
s– 

P
a

ssio
n

 v
o

n
 Jo

h
a

n
n

 S
eb

a
stia

n
 B

a
ch

. E
n

tsteh
u

n
g

, 
W

erkbesch
reibu

n
g, R

ezeption
, K

assel u
.a. 1991, S. 124.

22 

こ
こ
で
は
、《
ヨ
ハ
ネ
受
難
曲
》
の
冒
頭
合
唱
の
歌
詞 

「
最
も
低
く
さ

れ
た
と
き
にgrö

ß
te N

ied
rigk

eit

」
も
想
起
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

23 

当
然
、
否
定
的
な
意
味
で
の
結
び
つ
き
は
、
冒
頭
合
唱
の
Ａ
部
分
に

も
適
用
さ
れ
る
。
バ
ッ
ハ
が
二
種
の
旋
法
―
ホ
短
調
で
の
二
重
合
唱
、

ト
長
調
で
の
コ
ラ
ー
ル
―
の
対
置
に
よ
っ
て
、
別
の
表
現
領
域
を
喚

起
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
か
ん
し
て
、
双
方
の
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
個
々

の
単
語
の
「
一
致
の
精
度P

assgen
au

igk
eit

」
が
思
い
違
い
を
さ
せ
る

と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。

24 

エ
ミ
ー
ル
・
プ
ラ
ー
テ
ンE

m
il P

laten

は
、
こ
れ
を
と
て
も
的

確
に
表
現
し
て
い
る
。「
生
じ
て
い
る
出
来
事
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、

し
か
し
、
概
念
的
に
は
そ
の
出
来
事
と
結
び
付
け
ら
れ
て
、
受
難
と
い

う
聖
な
る
歴
史
の
意
味
の
象
徴
と
し
て
の
コ
ラ
ー
ル
が
、
い
た
る
所
で

鳴
り
響
き
始
め
る
。」P

laten
, M

a
tth

ä
u

spa
ssion

, S. 124.

こ
こ
で

述
べ
ら
れ
て
い
る
歌
詞
の
独
立
性
が
よ
り
一
層
明
確
で
あ
る
こ
と
は
、

先
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

25 

「
ご
ら
ん
、
愛
と
慈
し
み
か
ら
ご
自
身
で
十
字
架
を
背
負
わ
れ
る
の

を
。Seh

et ih
n
 au

s Lieb
 u

n
d
 H

u
ld

, H
o
lz zu

m
 K

reu
ze selb

er 

tragen
.

」  

26 
V

gl. P
laten

, M
a

tth
ä

u
spa

ssion
, S. 124..

27 
V

gl. P
etzo

ld
t, T

h
eologie d

er M
a

tth
ä

u
s-P

a
ssion

, S. 50.

28 

ル
カ
伝
二
十
三
章
二
十
八
行
「
し
か
し
イ
エ
ス
は
、
女
た
ち
の
ほ
う

に
向
い
て
、
こ
う
言
わ
れ
た
。
エ
ル
サ
レ
ム
の
娘
た
ち
。
わ
た
し
の
こ

と
で
泣
い
て
は
い
け
な
い
。
む
し
ろ
自
分
自
身
と
、
自
分
の
子
ど
も
た

ち
の
こ
と
の
た
め
に
泣
き
な
さ
い
。」

29 
 Jo

h
an

n
 O

leariu
s, B

ib
lisch

er E
rklä

ru
n

g / F
ü

n
fter u

n
d

 
letzter T

h
eil. / D

a
rin

n
en

 d
a

s ga
n

ze / N
eu

e / Testa
m

en
t / 

en
th

a
lten

 […
], Leip

zig 1681, S.572.

30 
A
’ 1

「
ご
ら
ん
、
愛
と
慈
し
み
か
らSeh

et ih
n
 au

s Lieb
 u

n
d
 

H
u
ld

…

」
第
七
十
二

－

八
十
二
小
節
。A

’2

「
お
い
で
、
娘
た
ち

K
o
m

m
t, ih

r T
ö
ch

ter…

」
第
八
十
二

－

九
十
小
節
。

31 
Lu

th
er, H

a
u

spostill, S. 357.

32 

ル
カ
伝
二
十
三
章
二
十
九
行
「
な
ぜ
な
ら
人
々
が
『
不
妊
の
女
、
子

を
産
ん
だ
こ
と
の
な
い
胎
、
飲
ま
せ
た
こ
と
の
な
い
乳
房
は
、
幸
い
だ
。』

と
言
う
日
が
来
る
の
で
す
か
ら
。」

33 

マ
タ
イ
伝
二
十
四
章
十
九
行
及
び
ル
カ
伝
十
九
章
は
、
イ
エ
ス
に
よ

る
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
破
壊
の
嘆
き
と
預
言
を
含
ん
で
い
る
。

34 
O

leariu
s, B

iblisch
e E

rklä
ru

n
g, S. 572.

35 

ル
カ
伝
二
十
三
章
三
十
行「
そ
の
と
き
、
人
々
は
山
に
向
か
っ
て
、『
わ

れ
わ
れ
の
上
に
倒
れ
か
か
っ
て
く
れ
。』
と
言
い
、
丘
に
向
か
っ
て
、『
わ

れ
わ
れ
を
お
お
っ
て
く
れ
。』
と
言
い
始
め
ま
す
。」

36 
O
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s, B
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e E
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ru

n
g, S. 572.

37 
N

iels B
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E
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, Sin
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38 
B

W
V

46, 101,102.
39 

Lu
th

er, Serm
on

 (

注
12
参
照), S. 167.
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40 
注
26
参
照
。 

当
然
、
受
難
曲
冒
頭
に
、
純
粋
に
喜
ば
し
い
表
現
を
期

待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

41 
Sieh

e eb
d
.

42 

バ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
、
三
位
一
体
の
祝
日
後
第
二
十
日
曜
日
の
た
め
の

歌
詞
に
作
曲
さ
れ
た
作
品
（B

W
V

162, 180, 49

）
お
よ
び
第
二
十
七

日
曜
日
の
た
め
の
作
品
（B

W
V

140

）
を
参
照
。
双
方
の
比
喩
に
お
い
て
、

花
婿
（
イ
エ
ス
）
に
値
す
る
比
喩
と
、
非
難
さ
れ
て
い
る
比
喩
の
間
の

区
別
は
、
決
定
的
な
も
の
で
あ
る
。

43 

元
は
、
一
七
二
五
年
の
《
ヨ
ハ
ネ
受
難
曲
》
第
二
稿
の
た
め
の
冒
頭

合
唱
で
あ
っ
た
。
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