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再
考　

バ
ッ
ハ
は
、
な
ぜ
《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
を
作
曲
し
た
の
か
？

加

藤

拓

未

一　

問
題
の
所
在

《
ロ
短
調
ミ
サ
曲 M
esse in h-M

oll

》BW
V

232
は
、
ヨ
ハ
ン
・
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
バ
ッ
ハ
（Johann Sebastian Bach, 

1685-1750

）
が
生
涯
で
最
後
に
完
成
さ
せ
た
本
格
的
な
作
品
と
推
定
さ
れ
、
こ
れ
は
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
全
曲
演

奏
に
約
二
時
間
を
要
す
る
大
規
模
な
も
の
で
あ
り
、
現
在
、
演
奏
会
の
人
気
レ
パ
ー
ト
リ
ー
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
二
〇
一
五
年

に
は
バ
ッ
ハ
に
よ
る
自
筆
譜
が
ユ
ネ
ス
コ
記
憶
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
現
代
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
重
要
な
作
品

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
は
多
く
の
謎
を
は
ら
ん
で
お
り
、
こ
の
作
品
を
バ
ッ
ハ
の
創
作
に
お
い
て
ど
の
よ

う
に
位
置
づ
け
れ
ば
よ
い
か
、
そ
の
議
論
は
尽
き
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
そ
の
謎
と
は
、
ま
ず
作
曲
の
動
機
と
作
品
の
用
途
が
わ
か
ら
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な
い
、
そ
し
て
作
曲
に
お
い
て
、
な
ぜ
旧
作
の
転
用
・
改
作
を
多
用
す
る
こ
と
に
固
執
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
理
由
も
わ
か
ら
な
い

―
要
す
る
に
作
品
の
本
質
的
な
特
徴
を
特
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
謎
を
詳
し
く
見
て
ゆ
く
た
め
に
も
、《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
の
作
品
構
成
の
概
略
と
そ
の
成
立
史
を
確
認
し
て
お
き
た

い
。
ま
ず
作
品
構
成
に
関
し
て
だ
が
、《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
は
極
め
て
特
殊
な
構
成
を
持
っ
て
い
る
。
伝
統
的
な
ロ
ー
マ
・
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
の
「
通
作
ミ
サ
曲
」
は
ミ
サ
の
通
常
式
文
を
歌
詞
と
し
、「
キ
リ
エ
」「
グ
ロ
リ
ア
」「
ク
レ
ド
」「
サ
ン
ク
ト
ゥ
ス
」

「
ア
ニ
ュ
ス
・
デ
イ
」
の
五
部
構
成
か
ら
な
る
の
に
対
し
、《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
は
四
部
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
四
部
と
は
、

「
キ
リ
エ
」
と
「
グ
ロ
リ
ア
」
を
ま
と
め
て
「
ミ
サ M

issa

」
と
称
し
、
こ
れ
を
第
一
部
と
し
、
ク
レ
ド
に
相
当
す
る
「
ニ
ケ
ア
信

条 Sym
bolum

 N
icenum

」
を
第
二
部
、
第
三
部
は
「
サ
ン
ク
ト
ゥ
ス Sanctus

」、
そ
し
て
残
り
の
「
ホ
サ
ナ O

sanna

」「
ベ
ネ

デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス Benedictus

」「
ア
ニ
ュ
ス
・
デ
イ A

gnus D
ei

」「
ド
ナ
・
ノ
ビ
ス
・
パ
ー
チ
ェ
ム D

ona nobis pacem

」
を

第
四
部
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
。「
ホ
サ
ナ
」
は
本
来
「
サ
ン
ク
ト
ゥ
ス
」
の
後
半
部
分
な
の
だ
が
、
こ
こ
で
区
分
が
生
じ
て
い
る

の
は
、
な
ん
と
も
奇
妙
で
あ
る
。

こ
う
し
た
不
思
議
な
構
成
は
、《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
の
成
立
史
を
辿
る
こ
と
で
、
幾
分
か
理
解
が
で
き
る
よ
う
に
な
る（

１
）。
最
初
に

作
曲
さ
れ
た
の
は
、「
サ
ン
ク
ト
ゥ
ス
」
で
、
こ
れ
は
バ
ッ
ハ
が
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
市
の
音
楽
監
督
に
就
任
し
て
二
年
目
、
お
そ
ら
く

一
七
二
四
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
の
晩
課
で
演
奏
す
る
た
め
に
単
独
の
楽
曲
と
し
て
書
か
れ
た
。
次
に
作
曲
さ
れ
た
の
は
「
キ
リ
エ
」
と

「
グ
ロ
リ
ア
」
か
ら
な
る
「
ミ
サ
」
で
、
こ
れ
は
一
七
三
三
年
に
ド
レ
ス
デ
ン
の
ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
に
献
呈
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
し

ば
ら
く
時
間
が
過
ぎ
、
バ
ッ
ハ
が
亡
く
な
る
二
年
前
の
一
七
四
八
年
八
月
頃
か
ら
「
ニ
ケ
ア
信
条
」
以
下
の
作
曲
に
取
り
か
か
り
、

つ
づ
く
「
サ
ン
ク
ト
ゥ
ス
」
に
は
一
七
二
四
年
の
旧
作
を
転
用
、
そ
の
後
「
ホ
サ
ナ
」
以
下
が
作
曲
さ
れ
た
。
そ
し
て
各
部
の
タ
イ
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ト
ル
・
ペ
ー
ジ
を
入
れ
て
、
一
七
三
三
年
に
作
曲
し
た
「
ミ
サ
」
と
合
本
し
、
翌
一
七
四
九
年
一
〇
月
に
は

全
四
部
の
《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
が
完
成
に
至
っ
た（

２
）。

こ
れ
は
バ
ッ
ハ
が
死
去
す
る
約
九
ヶ
月
前
の
こ
と
で
あ

る
（
表
１
）。

《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
は
バ
ッ
ハ
が
旧
作
を
か
き
集
め
て
改
作
し
、
組
み
合
わ
せ
る
か
た
ち
で
つ
く
ら
れ
た

た
め
に
前
述
の
四
部
構
成
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
バ
ッ
ハ
が
死
去
す
る
ま
で
約
九
ヶ
月
の

時
間
が
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
本
人
が
健
康
上
の
理
由
で
作
業
が
で
き
な
い
に
し
て
も
、
妻
や
弟
子
た
ち
な

ど
に
指
示
し
て
五
部
構
成
に
整
理
し
な
お
す
こ
と
は
で
き
た
は
ず
だ
が
、
四
部
構
成
の
ま
ま
で
遺
さ
れ
て
い

る
。
し
か
も
バ
ッ
ハ
は
自
筆
総
譜
に
総
合
タ
イ
ト
ル
を
付
け
ず
、
四
部
分
そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
し
た
タ
イ
ト

ル
・
ペ
ー
ジ
を
与
え
た
。
そ
の
た
め
、『
新
バ
ッ
ハ
全
集
』
で
楽
譜
校
訂
を
担
当
し
た
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ス

メ
ン
ト
（Friedrich Sm

end, 1893-1980

）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
を
独
立
し
た
作
品
と
断
定
し
、
あ
く

ま
で
も
便
宜
上
、
全
体
と
し
て
「
い
わ
ゆ
る
ロ
短
調
ミ
サ
曲 genannt: M

esse in h-M
oll

」
と
し
た（
３
）。
つ

ま
り
、
ス
メ
ン
ト
は
、
こ
の
作
品
を
あ
く
ま
で
も
四
曲
の
ピ
ー
ス
と
し
て
扱
う
べ
き
も
の
で
、
バ
ッ
ハ
が
こ

の
四
部
を
ひ
と
つ
の
有
機
的
な
作
品
と
す
る
意
図
は
な
か
っ
た
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
ス

メ
ン
ト
説
は
、
現
在
の
バ
ッ
ハ
研
究
で
は
、
あ
ま
り
支
持
さ
れ
て
お
ら
ず
、
四
部
構
成
の
ひ
と
つ
の
作
品
と

し
て
《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
を
扱
う
こ
と
が
主
流
で
あ
る
。

こ
う
し
た
創
作
過
程
を
踏
ま
え
て
、
以
下
の
三
つ
の
謎
が
従
来
の
バ
ッ
ハ
研
究
で
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

表１　J.S. バッハ《ロ短調ミサ曲》BWV232 の構成と各部の作曲時期

第 1 部 「キリエ」と「グロリア」 1733 年
第 2 部 「ニケア信条」 1748 年 8 月～ 1749 年 10 月
第 3 部 「サンクトゥス」 1724 年

第 4 部 「ホサナ／ベネディクトゥス／アニュス・
デイ／ドナ・ノビス・パーチェム」 1748 年 8 月～ 1749 年 10 月
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①
な
ぜ
バ
ッ
ハ
は
一
七
四
八
年
八
月
に
《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
の
創
作
に
取
り
か
か
っ
た
の
か
？
（
創
作
の
動
機
）

②
《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
の
用
途
は
な
に
か
？　

実
際
の
演
奏
を
想
定
し
て
い
た
の
か
？
（
作
品
の
用
途
）

③
な
ぜ
旧
作
の
転
用
・
改
作
が
多
い
の
か
？
（
表
現
手
段
の
意
義
）

本
稿
は
、
ま
ず
こ
れ
ら
三
つ
の
謎
の
内
容
を
再
確
認
し
、
そ
の
上
で
近
年
の
研
究
で
判
明
し
た
新
事
実
の
も
と
、
バ
ッ
ハ
が
「
な

ぜ
《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
を
作
曲
し
た
の
か
？
」
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二　

創
作
動
機
の
問
題

小
林
義
武
に
よ
れ
ば
、
バ
ッ
ハ
は
亡
く
な
る
二
年
前
の
一
七
四
八
年
八
月
頃
か
ら
、
何
ら
か
の
病
気
で
「
上
手
く
書
く
こ
と
」
が

で
き
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う（

４
）。
お
そ
ら
く
こ
の
時
期
に
バ
ッ
ハ
は
《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
の
完
成
を
急
ご
う
と
決
意
し
た
と
さ
れ

る
。
健
康
の
衰
え
を
抱
え
、
ぎ
こ
ち
な
い
音
符
を
書
き
連
ね
な
が
ら
も
完
成
に
つ
と
め
る
バ
ッ
ハ
の
姿
か
ら
は
、
あ
る
種
の
執
念
の

よ
う
な
も
の
を
感
じ
る
。
こ
の
執
念
の
正
体
こ
そ
が
《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
の
創
作
動
機
そ
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
い
っ

た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
明
確
な
結
論
は
出
て
い
な
い
が
、
様
々
に
主
張
さ
れ
た
仮
説
は
、
お
お
む
ね
次

の
二
つ
に
集
約
さ
れ
る
。
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①
作
曲
の
依
頼
（
今
の
と
こ
ろ
不
明
だ
が
）
を
果
た
し
た
い
と
い
う
バ
ッ
ハ
の
職
人
と
し
て
の
責
任
感
に
起
因
す
る
と
い
う
説

②
死
を
意
識
し
、
自
ら
の
音
楽
芸
術
の
総
決
算
を
は
か
り
た
い
と
い
う
個
人
的
・
芸
術
的
な
希
求
か
ら
生
じ
た
と
い
う
説

仮
説
①
は
、
当
時
の
職
人
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
理
解
の
し
や
す
い
一
般
的
な
態
度
と
言
え
る
。
な
ぜ
な
ら
作
品
を
完
成
し
、

依
頼
主
に
納
品
し
な
け
れ
ば
、
約
束
の
代
金
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
無
駄
働
き
に
終
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、

仮
説
②
は
、
完
成
を
望
ん
だ
原
因
を
個
人
的
な
意
思
に
求
め
る
も
の
で
、
こ
れ
は
い
わ
ば
近
代
的
な
芸
術
家
の
創
作
態
度
と
言
え

る
。
た
だ
し
、
音
楽
家
に
こ
う
し
た
創
作
態
度
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
一
般
に
は
一
八
世
紀
末
、
た
と
え
ば
ベ
ー
ト
ー

ヴ
ェ
ン
の
時
代
か
ら
と
さ
れ
、
一
八
世
紀
半
ば
の
音
楽
家
で
あ
る
バ
ッ
ハ
に
、
は
た
し
て
こ
う
し
た
意
識
が
芽
生
え
て
い
た
か
ど
う

か
、
そ
の
点
が
問
題
に
な
る
。

三　

用
途
の
問
題

バ
ッ
ハ
の
よ
う
な
一
八
世
紀
の
音
楽
家
た
ち
は
、
音
楽
創
作
を
職
業
と
し
て
行
っ
て
お
り
、
具
体
的
な
演
奏
の
機
会
が
無
い
作
品

を
書
く
こ
と
は
基
本
的
に
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
自
分
の
内
的
な
創
作
意
欲
に
し
た
が
っ
て
、
自
分
の
表
現
し
た
い
作
品
を
書
く
と

い
う
「
芸
術
作
品
」
を
作
曲
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
声
楽
曲
の
場
合
、
歌
詞
な
ど
を
見
れ
ば
、

創
作
の
動
機
は
と
も
か
く
「
用
途
」
く
ら
い
は
わ
か
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
、《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
で
は
、
そ
の
用
途
を
特
定
し
に
く
い
問
題
点
が
い
く
つ
か
認
め
ら
れ
る
。
典
礼
式
文
に
作
曲
さ

れ
て
い
る
以
上
は
、
教
会
の
礼
拝
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
想
像
で
き
る
が
、
は
た
し
て
バ
ッ
ハ
が
所
属
し
て
い
た
ル
ー
テ
ル

教
会
の
た
め
の
も
の
か
、
あ
る
い
は
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
た
め
の
も
の
か
、
明
確
に
判
別
で
き
な
い
点
が
問
題
な
の
で
あ

る
。具

体
的
に
は
、
ま
ず
、
な
ぜ
ミ
サ
通
常
式
文
す
べ
て
を
音
楽
化
し
て
い
る
の
か
。
従
来
の
定
説
に
従
え
ば
一
八
世
紀
の
ラ
イ
プ

ツ
ィ
ヒ
に
お
け
る
主
要
教
会
（
聖
ト
ー
マ
ス
教
会
、
聖
ニ
コ
ラ
イ
教
会
）
の
ラ
テ
ン
語
礼
拝
式
文
の
う
ち
、
多
声
音
楽
で
演
奏
さ
れ

る
の
は
「
キ
リ
エ
」「
グ
ロ
リ
ア
」「
サ
ン
ク
ト
ゥ
ス
（
前
半
部
分
）」「
マ
ニ
フ
ィ
カ
ト
」
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
ク
レ
ド
」

「
ホ
サ
ナ
以
下
」「
ア
ニ
ュ
ス
・
デ
イ
」
は
基
本
的
に
必
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
通
常
式
文
を
す
べ
て
扱
っ
て
い
る
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
ル
ー
テ
ル
教
会
で
な
く
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
た
め
の
ミ
サ
曲
と
い
う
答
え
に
行
き
つ
く
。
バ
ッ
ハ
は
生

涯
を
通
し
て
ル
ー
テ
ル
教
会
の
信
仰
を
守
っ
た
が
、
依
頼
が
あ
れ
ば
他
教
派
の
た
め
に
作
曲
を
行
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
た
。

た
と
え
ば
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
に
着
任
す
る
以
前
に
仕
え
て
い
た
ケ
ー
テ
ン
宮
廷
は
、
改
革
派
教
会
の
信
仰
を
掲
げ
て
い
た
が
、
一
七

二
八
年
に
主
君
で
あ
っ
た
レ
オ
ポ
ル
ト
侯
が
死
去
し
た
際
、
バ
ッ
ハ
は
そ
の
葬
送
音
楽
（
改
革
派
教
会
の
た
め
の
）
の
作
曲
依
頼
を

引
き
受
け
て
い
る（

５
）。

と
な
れ
ば
、《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
は
近
隣
の
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宮
廷
、
た
と
え
ば
ウ
ィ
ー
ン
や
ド
レ
ス

デ
ン
の
宮
廷
か
ら
依
頼
が
あ
っ
て
書
か
れ
た
可
能
性
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う（

６
）。

し
か
し
な
が
ら
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
礼
拝
の
た
め
に
書
か
れ
た
と
考
え
た
場
合
、
今
度
は
、
な
ぜ
四
部
構
成
を
採
っ

て
い
る
の
か
が
判
然
と
し
な
い
。
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ミ
サ
曲
で
あ
れ
ば
、
前
述
の
と
お
り
五
部
構
成
が
基
本
で
あ
る
。
な
ぜ

四
部
な
の
か
。
バ
ッ
ハ
が
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
ミ
サ
曲
の
構
成
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
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な
ぜ
バ
ッ
ハ
は
あ
え
て
四
部
構
成
を
採
っ
た
の
か
、
合
点
が
い
か
な
い
。

謎
は
深
ま
る
ば
か
り
だ
が
、
さ
ら
に
《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
は
演
奏
に
約
二
時
間
を
要
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
ル
ー
テ
ル
教
会
で

あ
れ
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
あ
れ
、
通
常
の
礼
拝
の
場
合
、
音
楽
演
奏
だ
け
で
二
時
間
も
独
占
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い

か
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
も
そ
も
礼
拝
の
ど
の
場
面
で
使
用
す
る
こ
と
を
考
え
て
作
曲
さ
れ
た
も
の
な
の
か
も
思
い
当
た
ら
な
い
の
で

あ
る
。

四　

ル
ー
テ
ル
教
会
か
？　

ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
か
？

《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
は
ル
ー
テ
ル
教
会
の
た
め
の
も
の
か
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
た
め
の
も
の
か
、
先
行
研
究
で
は
長
年

に
わ
た
っ
て
様
々
な
議
論
を
繰
り
広
げ
て
き
た
。
最
終
的
な
結
論
に
は
ま
だ
至
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
過
程
で
《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》

の
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
ル
ー
テ
ル
教
会
的
か
、
あ
る
い
は
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
的
か
と
い
う
分
析
や
指
摘
が
な
さ
れ
て
き

て
い
る
。
こ
こ
で
今
一
度
、
そ
の
要
点
を
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
次
の
諸
点
は
、
ル
ー
テ
ル
教
会
の
礼
拝
に
ふ
さ
わ
し
い
特
徴
で
あ
る
。

①
二
箇
所
の
歌
詞
に
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
礼
拝
に
そ
ぐ
わ
な
い
箇
所
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
「
主
な
る
御
ひ
と
り
子
、

最
も
高
き
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
よD

om
ine Filli unigenite, Jesu Christe, altissim

e

」
の
「
最
も
高
きaltissim

e

」
で
、
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こ
れ
は
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
ル
ー
テ
ル
教
会
の
慣
例
に
し
た
が
っ
て
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
「
彼
な
る
主
の

栄
光
は
天
地
に
満
つ Pleni sunt coeli et terra gloria eius

」
の
「
彼
な
る
主
の
栄
光 gloria eius

」
の
箇
所
で
、
こ
こ
は

ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
な
ら
「
汝
な
る
主
の
栄
光 gloria tua

」
で
あ
る
。「eius

」
は
ル
タ
ー
の
独
訳
聖
書
に
由
来
す
る（
７
）。

②
ミ
サ
曲
の
四
部
構
成
は
、
通
常
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
礼
拝
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
し
か
し
『
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
教
会
礼

拝 Leipziger K
irchen-A

ndachten

』（
一
六
九
四
）
の
第
二
部
「
旧
教
聖
歌
選
集
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
ミ
サ
の
テ
キ
ス

ト
は
、《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
の
楽
章
区
分
と
同
様
の
分
割
が
な
さ
れ
て
お
り
、
特
徴
的
な
「
サ
ン
ク
ト
ゥ
ス
」
と
「
ホ
サ
ナ
」

を
分
割
す
る
指
示
も
確
認
で
き
る
。
こ
う
し
た
楽
曲
区
分
の
一
致
は
《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
が
ル
ー
テ
ル
教
会
の
影
響
下
で
作
曲

さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る（

８
）。

③
バ
ッ
ハ
が
第
二
部
「
ニ
ケ
ア
信
条
」
に
お
い
て
「
ク
ル
チ
フ
ィ
ク
ス
ス
」
楽
章
を
中
心
に
、
全
九
楽
章
の
音
楽
様
式
を
シ

ン
メ
ト
リ
カ
ル
な
構
造
で
配
置
し
て
い
る
こ
と（

９
）（

図
１
）。
シ
ン
メ
ト
リ
ー
は
中
心
点
を
境
に
構
造
を
反
転
さ
せ
る
「
交
差
法

（
キ
ア
ス
ム
ス
）」
と
い
う
伝
統
的
な
象
徴
技
法
で
あ
り
、
図
式
化
す
る
と
「A

, B, C

│C, B, A

」
と
い
う
風
に
な
る
。
交
差

を
「
直
線
の
交
差
」
と
見
立
て
れ
ば
「
十
字
架
」
の
図
形
が
表
れ
る
（
図
２
）。
十
字
架
に
言
及
す
る
「
ク
ル
チ
フ
ィ
ク
ス
ス
」

楽
章
を
中
心
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
を
、
す
べ
て
の
中
心
に
考
え
て
い
る
こ
と
意
味
す
る
。
こ
れ
が
意
味

す
る
の
は
「
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
死
」
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
人
類
の
罪
の
贖
い
と
救
い
が
「
神
の
恵
み
」
と
し
て
も
た
ら

さ
れ
る
と
説
く
、
ル
ー
テ
ル
教
会
の
中
心
的
教
理
で
あ
る
「
十
字
架
の
神
学
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
信
仰
告
白
で
あ
る
「
ニ
ケ
ア

信
条
」
の
骨
格
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
非
常
に
ル
ー
テ
ル
教
会
的
特
徴
で
あ
る
。
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以
上
に
対
し
、《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
が
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

の
た
め
の
音
楽
だ
と
す
る
主
張
の
論
拠
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

①
第
一
部
「
キ
リ
エ
と
グ
ロ
リ
ア
」
は
一
七
三
三
年
に
作
曲
さ

れ
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宮
廷
で
あ
る
ド
レ
ス
デ
ン
宮
廷
に

献
呈
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。

②
曲
想
が
全
体
的
に
ド
レ
ス
デ
ン
宮
廷
で
演
奏
さ
れ
て
い
た
ミ

サ
曲
と
似
て
い
る）

（1
（

。
た
と
え
ば
、
Ｊ
・
Ｄ
・
ハ
イ
ニ
ヒ
ェ
ン

（Johann D
avid H

einichen, 1683-1729

）
や
、
Ｇ
・
Ａ
・
リ

ス
ト
ー
リ
（Giovanni A

lberto Ristori, 1692-1753

）、
Ｊ
・

Ａ
・
ハ
ッ
セ
（Johann A

dolf H
asse, 1699-1783

）
な
ど
。

③
上
記
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
二
、
三
の
些
細
な
歌
詞
の
相
違
に

目
を
つ
む
れ
ば
、
全
体
的
な
歌
詞
は
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
通

図１　「ニケア信条」のシンメトリカルな楽章構成

図２　十字架を象徴するシンメトリー

1.	 無伴奏合唱	 Credo
2.	 合唱	 Patrem	omnipotentem
3.	 二重唱	 Et	in	unum	Dominum
4.	 合唱	 Et	incarnatus	est
5.	 合唱	 Crucifixus
6.	 合唱	 Et	resurrexit
7.	 独唱	 Et	in	Spiritum	Sanctum
8.	 無伴奏合唱	 Confiteor
9.	 合唱	 Et	expecto

➡ ➡

常
式
文
に
対
応
し
て
い
る
。

④
バ
ッ
ハ
の
次
男
Ｃ
・
Ｐ
・
エ
マ
ヌ
エ
ル
・
バ
ッ
ハ
（Carl Philipp Em

anuel Bach, 1714-1788

）
が
死
去
し
た
際
に
作

成
さ
れ
た
遺
産
目
録
で
は
、
父
か
ら
継
承
し
た
《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
の
楽
譜
を
「
大
規
模
な
カ
ト
リ
ッ
ク
・
ミ
サ
曲
」
と
記
載

さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
エ
マ
ヌ
エ
ル
は
生
前
に
《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
を
そ
の
よ
う
に
呼
ん
で
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
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さ
か
の
ぼ
れ
ば
バ
ッ
ハ
の
家
庭
で
も
そ
の
よ
う
に
呼
ん
で
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

⑤
「
わ
れ
は
一
、
聖
、
公
、
使
徒
継
承
の
教
会
を
信
じ　

Et unam
 sanctam

 catholicam
 et apostolicam

 ecclesiam

」

と
い
う
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
テ
キ
ス
ト
を
削
除
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
採
用
し
て
い
る
。
し
か
も
音
楽
的
に
は
、
こ
の
部
分

を
よ
り
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
さ
え
感
じ
ら
れ
る）

（1
（

。

こ
の
よ
う
に
《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
が
ル
ー
テ
ル
あ
る
い
は
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
、
ど
ち
ら
の
教
会
の
た
め
に
作
曲
さ
れ
た
の

か
、
相
互
に
対
立
す
る
主
張
が
行
わ
れ
て
お
り
、
ど
ち
ら
か
一
方
に
特
定
す
る
の
は
難
し
い
状
況
に
あ
る
。

五　

旧
作
の
転
用
・
改
作
の
問
題

さ
ら
な
る
謎
と
し
て
、《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
に
お
け
る
旧
作
の
転
用
・
改
作
の
問
題
が
あ
る
。
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
時
代
の
バ
ッ
ハ
は

作
曲
の
際
、
旧
作
の
転
用
・
改
作
を
よ
く
行
っ
て
い
る
。
転
用
・
改
作
す
る
こ
と
自
体
は
、
当
時
の
音
楽
家
と
し
て
は
珍
し
い
こ
と

で
は
な
い
が
、《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
の
場
合
、
全
二
七
曲
中
、
二
〇
が
旧
作
の
転
用
に
よ
っ
て
作
曲
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
残
り

の
七
曲
も
原
曲
が
特
定
で
き
な
い
（
た
と
え
ば
原
曲
が
す
で
に
失
わ
れ
、
確
認
が
で
き
な
い
場
合
な
ど
）
だ
け
で
、
転
用
・
改
作
で

あ
る
可
能
性
が
高
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

転
用
・
改
作
は
、
第
一
部
の
「
ミ
サ
」
や
第
三
部
の
「
サ
ン
ク
ト
ゥ
ス
」
の
よ
う
に
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
原
曲
を
流
用
す
る
よ
う
な
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単
純
な
も
の
も
あ
れ
ば
、
本
来
は
、
ド
イ
ツ
語
を
歌
詞
と
す
る
カ
ン
タ
ー
タ
の
な
か
の
一
楽
曲
を
選
び
だ
し
、
ラ
テ
ン
語
の
歌
詞
に

合
わ
せ
る
た
め
に
入
念
な
作
業
を
施
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
特
に
後
者
の
歌
詞
の
変
更
を
伴
う
転
用
は
、
バ
ッ
ハ
な
ら
で
は
の
創

作
態
度
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
バ
ッ
ハ
研
究
で
は
「
パ
ロ
デ
ィ
」
な
い
し
「
パ
ロ
デ
ィ
技
法
」
と
専
門
用
語
を
使
っ
て
言
及
す
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
に
お
い
て
、
バ
ッ
ハ
は
旧
作
の
転
用
・
改
作
へ
の
執
着
を
み
せ
て
お
り
、
あ
た
か
も
自
ら
に

課
し
た
「
ル
ー
ル
」
の
よ
う
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
。
バ
ッ
ハ
ほ
ど
の
音
楽
家
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
新
し
く
作
曲
し
た
方
が
容
易
に
成

果
は
出
せ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
に
、
な
ぜ
バ
ッ
ハ
は
転
用
に
そ
こ
ま
で
固
執
し
た
創
作
姿
勢
を
み
せ
る
の
か
。
こ
れ
も
《
ロ
短
調
ミ
サ

曲
》
の
重
要
な
謎
で
あ
る
。

六　

い
く
つ
か
の
仮
説

こ
の
よ
う
に
《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
は
一
筋
縄
で
は
解
決
し
な
い
謎
に
満
ち
た
作
品
で
あ
る
が
、
先
行
研
究
の
な
か
に
は
、
仮
説
の

形
で
《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
を
バ
ッ
ハ
の
創
作
の
な
か
で
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
も
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
、
そ
れ
を
い
く
つ

か
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
は
、
樋
口
隆
一
の
説
で
あ
る
（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）。

一
七
四
七
年
と
い
え
ば
、
ベ
ル
リ
ン
訪
問
と
《
音
楽
の
捧
げ
物
》
の
作
曲
、
出
版
と
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
へ
の
献
呈
と
い
う
出

来
事
が
あ
っ
た
。《
フ
ー
ガ
の
技
法
》
の
作
曲
も
ま
た
最
晩
年
の
作
で
、
と
も
に
全
曲
演
奏
の
可
能
性
は
度
外
視
し
て
、
ひ
た
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す
ら
対
位
法
芸
術
の
粋
を
展
開
し
た
記
念
碑
的
作
品
で
あ
る
。
晩
年
の
バ
ッ
ハ
は
、
こ
の
よ
う
に
過
去
の
業
績
の
集
大
成
と
し

て
の
仕
事
を
一
貫
し
て
行
っ
て
い
る
が
、《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
も
、
バ
ッ
ハ
の
声
楽
作
品
の
い
わ
ば
集
大
成

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
書
か
れ
た

と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
創
作
の
過
程
が
、
過
去
の
作
品
の
〈
寄
せ
集
め
〉
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
全
曲
を

流
れ
る
一
貫
性
は
、
大
バ
ッ
ハ
が
未
来
の
聴
衆
の
た
め
に
打
立
て
た
音
楽
の
記
念
碑

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
名
付
け
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
か
ら

で
あ
る）

（1
（

。

樋
口
は
《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
を
バ
ッ
ハ
の
創
作
活
動
の
集
大
成
と
位
置
付
け
て
お
り
、
作
曲
の
動
機
に
関
し
て
は
、
金
字
塔
の
よ

う
な
作
品
を
残
す
こ
と
で
、
後
世
へ
の
音
楽
的
遺
産
と
し
た
、
と
い
う
解
釈
を
と
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
樋
口
は
《
ロ
短
調
ミ

サ
曲
》
を
ル
ー
テ
ル
用
で
も
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
用
で
も
な
く
、
対
象
を
後
世
の
聴
衆
の
た
め
と
す
る
こ
と
で
、
作
品
の
不
明
瞭

な
性
格
を
ひ
と
ま
ず
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
旧
作
の
多
用
に
関
し
て
は
「
過
去
の
業
績
の
集
大
成
」
の
た
め
の
手
段
と
し

て
と
ら
え
て
い
る
。

確
か
に
《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
は
ミ
サ
曲
と
い
う
伝
統
的
な
教
会
音
楽
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
の
巨
大
な
規
模

を
誇
っ
て
お
り
、
樋
口
の
主
張
の
根
拠
と
し
て
作
品
の
存
在
そ
の
も
の
が
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
気

に
な
る
点
と
言
え
ば
、
一
八
世
紀
前
半
の
職
業
音
楽
家
で
あ
っ
た
バ
ッ
ハ
が
、
は
た
し
て
本
当
に
時
代
精
神
か
ら
逸
脱
し
、
一
九
世

紀
的
な
芸
術
的
創
作
態
度
を
取
り
う
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

つ
づ
い
て
、
小
林
義
武
の
仮
説
を
確
認
し
て
み
た
い
（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）。
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さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
総
合
的
に
統
一
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
は
、
晩
年
の
バ
ッ
ハ
の
他
の
作
品
に
お
い
て
も
観
察
さ
れ
得
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
、
時
に
は
相
反
す
る
も
の
ま
で
が
一
体
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
結
果
と
し
て
生
ず
る
、

よ
り
大
き
な
普
遍
性

0

0

0

0

0

0

0

0

は
新
教
の
教
会
カ
ン
タ
ー
タ
と
ミ
サ
曲
の
カ
ト
リ
ッ
ク
的
規
範
と
の
総
合
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
バ
ッ

ハ
の
ミ
サ
曲
や
ミ
サ
曲
の
個
々
の
楽
章
に
特
に
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。
特
に
『
ロ
短
調
ミ
サ
曲
』
に
お
い
て
は
、
相
反
す
る
要

素
の
融
合
が
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
、
そ
の
た
め
そ
の
作
品
は
も
は
や
、
明
確
に
あ
る
決
ま
っ
た
宗
派
に
帰
さ
れ
る
こ
と

が
な
く
、
し
た
が
っ
て
い
わ
ば
「
全
教
会
的

0

0

0

0

（
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル

0

0

0

0

0

0

0

）」
な
ミ
サ
曲

0

0

0

0

と
見
な
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。（
中
略
）『
ロ

短
調
ミ
サ
曲
』
の
ク
レ
ド
に
お
い
て
は
、
双
方
の
キ
リ
ス
ト
教
教
会
に
共
通
す
る
コ
ラ
ー
ル
旋
律
が
鳴
り
響
き
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
こ
の
ミ
サ
曲
の
「
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
」
性
格
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る）

（1
（

。

小
林
に
よ
れ
ば
、
晩
年
の
バ
ッ
ハ
は
、
複
数
の
要
素
を
総
合
的
に
統
一
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
「
普
遍
性
」
を
求
め
る
創
作
傾
向

を
持
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
見
解
か
ら
、《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
は
特
定
の
教
派
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、「
全

教
会
的
（
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
）
な
ミ
サ
曲
」
と
位
置
付
け
て
い
る
。
な
ぜ
小
林
が
そ
の
よ
う
な
考
え
に
至
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
そ

れ
は
次
の
よ
う
な
主
張
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

〔
筆
者
補
足
：《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
を
〕
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
両
教
会
の
一
方
に
決
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

最
終
的
な
答
え
は
、
新
し
い
資
料
が
発
見
さ
れ
な
い
限
り
は
、
不
可
能
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
に
現
在
で
き
る
こ

と
は
、
同
一
の
問
題
を
別
の
角
度
か
ら
観
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
バ
ッ
ハ
が
ど
ち
ら
の
教
会
の
た
め
に
こ
の
ミ
サ
曲
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を
作
曲
し
た
の
か
を
問
う
の
で
は
な
く
、
こ
の
作
品
が
現
象
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
の
か
を
問
題
と
す
る
の
で

あ
る
。（
中
略
）
す
な
わ
ち
、『
ロ
短
調
ミ
サ
曲
』
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
（
全
教
会
的
）
な
の
で
あ
る
。（
中
略
）
信
仰
上
の
両
義
性
は
（
中
略
）
全
曲
を
通
し
て
支
配
的
で

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
本
論
で
は
、
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
と
い
う
概
念
を
全
曲
に
対
し
て
用
い
る
こ
と
に
し
た）

（1
（

。

つ
ま
り
、
小
林
の
主
張
は
《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
に
ル
ー
テ
ル
と
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
両
方
の
特
徴
が
確
認
で
き
る
以
上
、
そ

れ
を
客
観
的
に
受
け
入
れ
て
、
両
方
の
教
義
を
包
括
し
た
作
品
と
し
て
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
小
林
説
は
、
お
そ
ら
く
今
日

の
バ
ッ
ハ
研
究
に
お
い
て
、
か
な
り
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
見
解
と
言
え
る
。
そ
れ
で
は
《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
に
お
け
る
旧
作

の
多
用
に
つ
い
て
、
小
林
は
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）。

『
ロ
短
調
ミ
サ
曲
』
に
お
け
る
引
用
も
し
く
は
パ
ロ
デ
ィ
ー
は
、
バ
ッ
ハ
の
そ
の
他
の
作
品
に
お
け
る
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い

る
。
と
い
う
の
は
原
曲
と
な
る
作
品
が
、
生
涯
の
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
か
ら
選
び
だ
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
バ
ッ
ハ
は
通

常
、
作
曲
し
て
か
ら
あ
ま
り
年
数
を
経
て
い
な
い
も
の
を
パ
ロ
デ
ィ
ー
の
原
形
と
し
て
選
ん
で
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
ミ
サ
曲

の
場
合
に
は
、
た
と
え
ば
「
十
字
架
に
つ
け
ら
れ Crucifixus
」
の
楽
章
の
原
形
と
な
っ
た
カ
ン
タ
ー
タBW

V
12

『
泣
き
、

嘆
き
、
憂
い
、
お
の
の
き W

einen, K
lagen, Sorgen, Zagen

』
の
合
唱
は
、
な
ん
と
四
十
五
年
ほ
ど
前
に
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル

で
作
曲
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
生
涯
の
終
局
に
至
る
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
か
ら
パ
ロ
デ
ィ
ー
の
原
形
を
選
び

だ
し
、
最
後
の
ミ
サ
曲
の
楽
章
と
し
て
仕
上
げ
て
ゆ
く
と
い
う
手
法
は
、
高
齢
に
達
し
た
芸
術
家
が
し
た
た
め
る
回
想
録
に
似
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た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
意
味
で
も
、『
ロ
短
調
ミ
サ
曲
』
は
、
一
種
の
総
合
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

と
も
言
え
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
こ
に

生
涯
の
創
作
発
展
の
さ
ま
ざ
ま
な
過
程
が
、
ひ
と
つ
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ）

（1
（

。

小
林
も
樋
口
と
異
口
同
音
で
、
旧
作
の
転
用
が
多
い
の
は
「
生
涯
の
創
作
発
展
」
を
ま
と
め
る
た
め
の
手
段
と
位
置
付
け
て
い

る
。
こ
こ
ま
で
二
名
の
バ
ッ
ハ
研
究
者
の
仮
説
を
見
て
き
た
が
、
今
度
は
異
な
っ
た
立
場
か
ら
の
意
見
と
し
て
日
本
福
音
ル
ー
テ
ル

教
会
の
神
学
者
、
徳
善
義
和
の
仮
説
を
引
用
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
徳
善
は
従
来
の
定
説
と
さ
れ
て
き
た
、
一
八
世
紀
の
ラ
イ
プ

ツ
ィ
ヒ
に
お
け
る
主
要
教
会
の
礼
拝
で
は
、
多
声
楽
曲
と
し
て
ラ
テ
ン
語
の
通
常
式
文
を
す
べ
て
用
い
な
い
と
い
う
主
張
に
対
し
、

疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）。

〔
筆
者
補
足
：
ル
タ
ー
の
〕『
ミ
サ
と
聖
餐
の
原
則
』（
一
五
二
三
年
）
に
お
い
て
提
示
さ
れ
る
の
は
、
ラ
テ
ン
語
の
伝
統
に

従
っ
た
、
改
革
さ
れ
た
ラ
テ
ン
語
礼
拝
で
あ
る
。（
中
略
）
す
な
わ
ち
礼
拝
の
通
常
部
分
と
し
て
の
キ
リ
エ
、
グ
ロ
リ
ア
、
ク

レ
ド
、
サ
ン
ク
ト
ゥ
ス
、
聖
餐
の
設
定
、
ア
グ
ヌ
ス
・
デ
イ
と
、
主
日
毎
の
固
有
部
分
と
し
て
の
コ
レ
ク
ト
（
集
祷
）、
聖
書

日
課
（
使
徒
書
と
福
音
書
）、
説
教
、
と
り
な
し
の
祈
り
と
か
ら
な
る
礼
拝
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
ル
タ
ー
は
礼
拝
全
体
が
ラ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

テ
ン
語
で
守
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
て
い
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。）
（1
（

徳
善
は
一
五
二
三
年
に
公
開
さ
れ
た
ル
ー
テ
ル
教
会
の
た
め
の
『
ミ
サ
と
聖
餐
の
原
則
』
の
記
述
を
分
析
し
、
Ｍ
・
ル
タ
ー

（M
artin Luther, 1483-1546

）
が
ル
ー
テ
ル
教
会
の
礼
拝
か
ら
ラ
テ
ン
語
の
通
常
式
文
を
排
除
す
る
意
図
は
持
っ
て
な
く
、
む
し
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ろ
継
承
の
表
明
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
時
代
が
変
わ
っ
た
と
し
て
も
同
じ
ル
ー
テ
ル
教
会
で
あ
る
一
八
世
紀
の
ラ
イ

プ
ツ
ィ
ヒ
の
主
要
教
会
に
お
い
て
も
、
ラ
テ
ン
語
の
通
常
式
文
は
す
べ
て
使
用
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ル

タ
ー
の
礼
拝
に
対
す
る
基
本
的
な
原
則
を
論
の
起
点
と
し
、
そ
の
上
で
《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
の
用
途
に
関
し
て
、
徳
善
は
次
の
よ
う

に
主
張
し
て
い
る
（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）。

そ
の
長
さ
か
ら
言
っ
て
、
礼
拝
で
実
際
に
演
奏
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
が
《
ロ
短
調
ミ
サ
》
で
あ
る
。
キ
リ

エ
、
グ
ロ
リ
ア
、
ク
レ
ド
、
サ
ン
ク
ト
ゥ
ス
、
ア
グ
ヌ
ス
・
デ
イ
と
言
え
ば
、
当
時
の
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
ル
ー
テ
ル
教
会
の
礼

拝
に
お
い
て
実
際
に
、
ま
だ
お
そ
ら
く
は
他
の
祈
祷
な
ど
と
共
に
、
ラ
テ
ン
語
で
唱
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
歌
わ
れ
て
い
た
部
分

で
あ
る
。（
中
略
）
そ
れ
は
明
ら
か
に
ル
タ
ー
の
『
ミ
サ
と
聖
餐
の
原
則
』
の
具
体
的
展
開
事
例
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
バ
ッ
ハ

は
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
的
礼
拝
の
伝
統
を
「
ミ
サ
の
原
則
」
の
音
楽
的
提
示
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
時
代
的
背
景
か
ら
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
礼
拝
に
対
し
て
一
線
を
画
す
る
と

い
う
意
図
を
明
瞭
に
し
た
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
宗
教
改
革
記
念
日
の
祈
祷
の
中
で
も
ま
だ
、「
敵
対
す

る
ロ
ー
マ
」
に
言
及
し
た
祈
り
の
部
分
が
あ
る
ほ
ど
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
《
ロ
短
調
ミ
サ
》
は

0

0

0

0

0

0

0

0

、
当
時
の
ロ
ー
マ
の
ミ
サ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
は
は
っ
き
り
と
一
線
を
画
し
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
ル
ー
テ
ル
教
会
の
ミ
サ
の
宣
言

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
バ
ッ
ハ
の
《
ロ
短
調
ミ
サ
》
を

も
っ
て
、
バ
ッ
ハ
に
お
け
る
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
傾
向
を
云
々
す
る
な
ど
と
い
う
の
は
、
お
よ
そ
当
時
の
教
会
的
、
神
学
的
背

景
を
無
視
し
た
推
量
に
過
ぎ
な
い
。（
中
略
）
要
す
る
に
バ
ッ
ハ
に
お
い
て
も
、
ミ
サ
は
ミ
サ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ル
タ
ー
の

0

0

0

0

礼
拝
改
革
の
基
礎
の
上
に
立
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る）

（1
（

。
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徳
善
は
、
当
時
の
ル
ー
テ
ル
教
会
に
は
、
ま
だ
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
殺
伐
と
し
た
対
立
関
係
が
依
然
と
し
て
存
在

し
、
礼
拝
な
ど
の
教
会
内
部
に
お
い
て
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
動
き
な
ど
あ
り
う
る
は
ず
が
な
い
と
し
て
、
小
林
の
説
に
対
し
強
い
反

論
を
提
示
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
ル
ー
テ
ル
教
会
の
礼
拝
は
、
す
べ
て
の
ラ
テ
ン
語
通
常
式
文
を
継
承
し
て
い
る
の
で
、「
キ
リ
エ
」

「
グ
ロ
リ
ア
」「
サ
ン
ク
ト
ゥ
ス
」
以
外
の
「
ニ
ケ
ア
信
条
（
ク
レ
ド
）」
や
「
ア
ニ
ュ
ス
・
デ
イ
」
な
ど
も
多
声
楽
曲
と
し
て
演
奏

さ
れ
た
可
能
性
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
通
常
式
文
す
べ
て
を
歌
詞
と
す
る
《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
も
ル
ー
テ
ル
教
会

の
た
め
に
作
曲
さ
れ
た
と
し
て
不
自
然
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
規
模
が
大
き
す
ぎ
る
が
ゆ
え
に
、
バ
ッ

ハ
の
生
前
に
演
奏
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
徳
善
は
見
て
い
る
。

七　

新
し
い
事
実

実
は
近
年
、
一
八
世
紀
の
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
に
お
け
る
教
会
音
楽
に
関
す
る
新
し
い
事
実
が
い
く
つ
か
判
明
し
た
。
こ
れ
ら
の
新
事

実
は
、
直
接
は
バ
ッ
ハ
の
活
動
に
関
係
す
る
も
の
で
は
な
く
、
彼
の
前
任
者
や
後
任
者
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
市
の
音
楽
監
督
は
市
の
公
務
員
で
あ
る
た
め
、
そ
の
職
務
内
容
は
基
本
的
に
共
通
し
て
い
る
は
ず
で
あ
ろ
う
か
ら

バ
ッ
ハ
に
も
関
係
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
特
に
《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
に
関
係
す
る
も
の
は
、
次
の
三
点
で
あ
る
。



282

①
一
七
二
一
年
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
主
要
教
会
に
お
け
る
三
位
一
体
主
日
の
礼
拝
用
印
刷
歌
詞
本
が
発
見
さ
れ
、
こ
の
日
の
礼

拝
で
ヨ
ハ
ン
・
ク
ー
ナ
ウ
（
バ
ッ
ハ
の
前
任
者
）
に
よ
っ
て
《
ニ
ケ
ア
信
条
》（
作
曲
者
は
不
詳
）
が
演
奏
さ
れ
た）

（1
（

。

②
一
七
五
一
年
、
聖
ニ
コ
ラ
イ
教
会
に
お
け
る
四
旬
節
第
一
主
日
の
礼
拝
で
ゴ
ッ
ト
ロ
ー
プ
・
ハ
ラ
ー
（
バ
ッ
ハ
の
後
任
者
）

の
《
ニ
ケ
ア
信
条
》
と
《
ア
ニ
ュ
ス
・
デ
イ
》
が
演
奏
さ
れ
た）

11
（

。

③
ハ
ラ
ー
は
任
期
中
（
一
七
五
〇
―
五
五
）
に
パ
レ
ス
ト
リ
ー
ナ
や
、
ベ
ー
ネ
ヴ
ォ
リ
、
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、

フ
ッ
ク
ス
、
テ
レ
マ
ン
、
ボ
ノ
ン
チ
ー
ニ
、
リ
ス
ト
ー
リ
と
い
っ
た
新
旧
の
作
曲
家
に
よ
る
「
キ
リ
エ
＝
グ
ロ
リ
ア
」
ミ
サ
曲

を
頻
繁
に
演
奏
し
て
い
た）

1（
（

。

興
味
深
い
こ
と
に
、
す
で
に
Ｊ
・
ク
ー
ナ
ウ
（Johann K

uhnau, 1660-1722

）
の
時
代
に
《
ニ
ケ
ア
信
条
》
の
多
声
音
楽
が

礼
拝
で
演
奏
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
Ｇ
・
ハ
ラ
ー
（Gottlob H

arrer, 1703-1755

）
の
時
代

に
も
四
旬
節
に
《
ニ
ケ
ア
信
条
》
と
《
ア
ニ
ュ
ス
・
デ
イ
》
が
演
奏
さ
れ
た
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
一
八
世
紀
前
半
の
ラ
イ

プ
ツ
ィ
ヒ
の
主
要
教
会
に
お
け
る
礼
拝
で
は
、
キ
リ
エ
、
グ
ロ
リ
ア
、
サ
ン
ク
ト
ゥ
ス
の
前
半
部
分
の
み
が
多
声
音
楽
で
演
奏
さ
れ

た
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
バ
ッ
ハ
研
究
の
前
提
が
揺
ら
ぎ
出
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
ハ
ラ
ー
の
時
代
に
は
、
様
々
な
音
楽
家
に
よ
る
「
キ
リ
エ
＝
グ
ロ
リ
ア
」
ミ
サ
曲
が
活
発
に
演
奏
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
当
時
の
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
主
要
教
会
で
は
、
ド
イ
ツ
語
の
カ
ン
タ
ー
タ
の
代
わ
り
に
、
ラ
テ
ン
語
の
教
会
音
楽
の
演
奏
が
重
視

さ
れ
、
増
加
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
音
楽
の
傾
向
の
変
化
は
、
ハ
ラ
ー
が
就
任
し
て
か
ら
急
に
は
じ
ま
っ
た

と
考
え
る
よ
り
、
そ
れ
以
前
、
つ
ま
り
バ
ッ
ハ
の
晩
年
頃
か
ら
す
で
に
起
こ
っ
て
い
た
流
れ
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
。
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そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
確
か
に
バ
ッ
ハ
も
一
七
三
〇
年
代
後
半
か
ら
様
々
な
音
楽
家
に
よ
る
ラ
テ
ン
語
の
教
会
音
楽
の
収
集
・

演
奏）

11
（

に
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
七
三
〇
年
代
の
終
わ
り
ご
ろ
に
は
四
曲
の
「
キ
リ
エ
＝
グ
ロ
リ
ア
」
ミ
サ
曲BW

V
233-

236
を
作
曲
し
て
い
る
。
ラ
テ
ン
語
教
会
音
楽
の
扱
い
が
増
え
た
の
は
、
バ
ッ
ハ
が
個
人
的
な
興
味
か
ら
研
究
の
た
め
に
演
奏
を

行
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
市
参
事
会
か
ら
の
意
向
に
従
っ
た
結
果
だ
っ
た
と
い
う
可
能
性
が
出
て
き
た
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
バ
ッ
ハ
の
《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
も
、
現
実
の
要
求
に
即
し
た
も
の
と
な
り
、
ル
ー
テ
ル
教
会
の
礼
拝
で
の
演
奏
を

想
定
し
て
作
曲
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

八　

再
考

こ
う
し
た
近
年
の
新
し
い
事
実
を
踏
ま
え
て
、
改
め
て
《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
の
バ
ッ
ハ
の
創
作
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
再
考
し
て

み
た
い
。
現
在
の
バ
ッ
ハ
研
究
に
お
い
て
、《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
に
関
し
て
重
要
な
仮
説
と
一
定
の
評
価
を
受
け
て
い
る
小
林
説
で

あ
る
が
、
実
は
筆
者
は
違
和
感
を
抱
い
て
い
る
。
小
林
説
は
《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
の
内
包
す
る
矛
盾
を
止
揚
し
、「
全
教
会
的
（
エ

キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
）」
と
い
う
、
よ
り
高
次
の
概
念
へ
と
発
展
さ
せ
た
見
解
で
あ
る
。

確
か
に
バ
ッ
ハ
の
時
代
に
は
Ｇ
・
Ｗ
・
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
（Gottfried W

ilhelm
 Leibniz, 1646-1716

）
の
よ
う
に
新
旧
の
教
会

合
同
を
主
張
す
る
知
識
人
も
存
在
し
た）

11
（

。
バ
ッ
ハ
が
彼
ら
の
書
籍
を
読
み
ふ
け
り
、
そ
の
志
に
賛
同
し
て
い
た
可
能
性
は
ゼ
ロ
と
は

言
え
な
い
。
だ
が
、
は
た
し
て
最
晩
年
の
死
の
間
際
に
、
こ
う
し
た
観
念
的
な
議
論
の
な
か
で
最
期
の
教
会
音
楽
を
作
曲
し
た
の
か
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と
考
え
る
と
、
違
和
感
を
覚
え
る
。
バ
ッ
ハ
で
あ
れ
ば
、
教
会
音
楽
は
「
信
仰
」
が
起
点
と
な
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
な
の
で
は

な
い
か
。
な
ら
ば
、
本
来
は
純
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
素
朴
に
な
っ
て
ゆ
く
は
ず
の
「
信
仰
」
と
、
観
念
的
な
教
会
合
同
の
議
論
は

乖
離
す
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
バ
ッ
ハ
が
生
涯
守
り
続
け
て
き
た
ル
ー
テ
ル
教
会
の
信
仰
の
た
め
に
教
会
音
楽
を
作
曲
し
た
と
い
う
徳
善
の
仮
説
の
方

が
、
現
実
的
で
あ
り
、
素
朴
で
も
あ
り
、
自
然
な
印
象
を
受
け
る
。
ま
た
近
年
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
主
要
教
会
の
礼
拝
で
、「
ニ
ケ

ア
信
条
」
や
「
ア
ニ
ュ
ス
・
デ
イ
」
の
多
声
音
楽
が
演
奏
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
こ
と
は
、
徳
善
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
当

時
の
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
が
、
ま
さ
に
ル
タ
ー
の
『
ミ
サ
と
聖
餐
の
原
則
』
に
則
っ
て
具
体
的
に
礼
拝
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け

て
い
る
。
そ
こ
で
バ
ッ
ハ
が
《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
を
あ
く
ま
で
も
ル
ー
テ
ル
教
会
の
た
め
に
作
曲
し
た
と
い
う
立
場
で
、
現
在
の
研

究
で
判
明
し
て
い
る
こ
と
を
再
考
し
、
整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

①
一
八
世
紀
の
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
主
要
教
会
の
礼
拝
で
は
「
キ
リ
エ
＝
グ
ロ
リ
ア
」
と
「
サ
ン
ク
ト
ゥ
ス
（
前
半
部
分
）」
ほ

ど
の
頻
度
で
は
な
い
が
、「
ニ
ケ
ア
信
条
」
と
「
ア
ニ
ュ
ス
・
デ
イ
」
の
多
声
音
楽
も
時
折
、
演
奏
さ
れ
て
い
た
。

②
一
七
三
〇
年
代
後
半
か
ら
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
市
参
事
会
の
意
向
で
、
主
要
教
会
の
礼
拝
で
は
ラ
テ
ン
語
の
教
会
音
楽
が
重
視

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

③
バ
ッ
ハ
も
そ
う
し
た
市
参
事
会
の
要
求
に
応
え
る
た
め
に
様
々
な
他
の
音
楽
家
に
よ
る
ラ
テ
ン
語
の
教
会
音
楽
を
収
集
し
、

礼
拝
で
演
奏
し
た
。

④
礼
拝
の
音
楽
が
ラ
テ
ン
語
の
教
会
音
楽
に
シ
フ
ト
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
七
二
〇
年
代
に
量
産
さ
れ
た
ド
イ
ツ
語
の
カ
ン
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タ
ー
タ
は
演
奏
の
機
会
が
減
少
し
、
時
代
に
取
り
残
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
を
惜
し
ん
だ
バ
ッ
ハ
は
、
カ
ン
タ
ー
タ
の
う
ち

特
に
優
れ
た
音
楽
を
選
択
し
、
転
用
・
改
作
す
る
こ
と
で
四
つ
の
「
キ
リ
エ
＝
グ
ロ
リ
ア
」
ミ
サ
曲
や
《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
を

作
曲
し
、
カ
ン
タ
ー
タ
音
楽
の
「
延
命
」
を
は
か
ろ
う
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
ル
ー
テ
ル
教
会
の
礼
拝
の

た
め
に
作
曲
さ
れ
た
。

⑤
《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
は
一
度
に
全
曲
演
奏
す
る
の
で
は
な
く
、
礼
拝
の
現
状
に
即
し
て
「
ピ
ー
ス
も
の
」
と
し
て
、
個
別
に

演
奏
す
る
こ
と
を
想
定
し
た
も
の
だ
っ
た
（
ス
メ
ン
ト
説
の
復
権
）。

⑥
た
だ
し
、
バ
ッ
ハ
が
晩
年
に
作
曲
し
た
ラ
テ
ン
語
の
教
会
音
楽
は
、
演
奏
さ
れ
た
形
跡
が
確
認
で
き
な
い
。
そ
れ
は
近
年
、

ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
マ
ウ
ル
の
研
究
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
バ
ッ
ハ
が
市
参
事
会
と
対
立
し
、
教
会
や
学
校
で
の
権
限
を
次

第
に
奪
わ
れ
、
活
動
の
場
を
限
定
さ
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る）

11
（

。
つ
ま
り
、
バ
ッ
ハ
に
よ
る
演
奏

の
機
会
そ
の
も
の
が
減
少
し
て
い
た
た
め
に
、
新
た
に
作
曲
し
た
一
連
の
ラ
テ
ン
語
の
教
会
音
楽
も
演
奏
で
き
な
か
っ
た
。

⑦
孤
立
し
て
い
る
状
況
で
も
、
一
連
の
ラ
テ
ン
語
の
教
会
音
楽
を
作
曲
し
た
の
は
、
現
時
点
で
の
演
奏
は
無
理
で
も
、
将
来
的

に
次
世
代
の
音
楽
家
た
ち
（
息
子
た
ち
や
弟
子
た
ち
）
な
ら
演
奏
し
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
、
バ
ッ
ハ
は
期
待
し
た
か
ら

で
は
な
い
か
。

一
方
、《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
の
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
的
性
格
と
指
摘
さ
れ
た
諸
点
に
関
し
て
は
ど
う
な
る
の
か
。
ま
ず
第

一
部
「
キ
リ
エ
と
グ
ロ
リ
ア
」
が
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宮
廷
に
献
呈
さ
れ
た
こ
と
は
事
実
だ
が
、
歌
詞
・
音
楽
の
両
面
に
お
い

て
、
ル
ー
テ
ル
教
会
の
た
め
に
転
用
し
て
も
特
に
問
題
が
な
か
っ
た
。
そ
し
て
ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
に
献
呈
で
き
る
ほ
ど
の
バ
ッ
ハ
の
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注
（
１
） Georg von D

adelsen, Beiträge zur Chronologie der W
erk Johann Sebastian Bachs, T

übinger Bach-Studien, hrsg. 
von W

alter Gerstenberg, H
efte 4/5 (T

rossingen: H
ohner-V

erlag, 1958), 143–156.

（
２
） 「
ニ
ケ
ア
信
条
」
以
下
の
作
曲
時
期
に
関
し
て
、
ダ
ー
デ
ル
セ
ン
の
研
究
後
、
さ
ら
に
小
林
義
武
に
よ
っ
て
一
七
四
八
年
八
月
～

一
七
四
九
年
一
〇
月
の
時
期
に
ま
で
絞
り
込
ま
れ
た
。Y

oshitake K
obayashi, „Zur Chronologie der Spätw

erke Johann 

自
信
作
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
ま
ま
ル
ー
テ
ル
教
会
の
ラ
テ
ン
語
教
会
音
楽
と
し
て
転
用
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

ニ
ケ
ア
信
条
の
「
わ
れ
は
一
、
聖
、
公
、
使
徒
継
承
の
教
会
を
信
じ
」
と
い
う
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
的
と
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト

は
、
当
時
の
ル
ー
テ
ル
教
会
の
礼
拝
に
お
い
て
、
完
全
に
排
除
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
礼
拝
の
朗
唱
用
の
テ
キ
ス
ト
に
は
採

用
さ
れ
て
お
り
、
ル
ー
テ
ル
教
会
の
典
礼
と
し
て
問
題
が
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
バ
ッ
ハ
は
勝
手
に
変
更
す
る
こ
と
な
く
そ
の
ま

ま
残
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
バ
ッ
ハ
の
次
男
エ
マ
ヌ
エ
ル
の
遺
産
目
録
に
「
大
規
模
な
カ
ト
リ
ッ
ク
・
ミ
サ
曲
」
と
記
載
さ

れ
て
い
る
件
は
、
一
七
九
〇
年
の
目
録
作
成
時
に
お
い
て
生
じ
た
誤
謬
と
な
ろ
う
。

《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
の
「
ニ
ケ
ア
信
条
」
の
シ
ン
メ
ト
リ
ー
構
造
に
よ
っ
て
暗
示
さ
れ
た
「
十
字
架
の
神
学
」
は
、
明
ら
か
に

バ
ッ
ハ
自
身
の
信
仰
観
の
反
映
で
あ
る
。
あ
た
か
も
音
楽
を
通
し
て
、
年
老
い
た
バ
ッ
ハ
が
、
十
字
架
上
の
キ
リ
ス
ト
に
対
し
「
十

字
」
を
切
っ
て
祈
り
を
捧
げ
て
い
る
か
の
よ
う
で
、
素
朴
な
信
仰
を
感
じ
る
。
バ
ッ
ハ
は
人
生
の
最
後
に
自
ら
の
最
上
の
音
楽
を
集

め
、
ひ
と
り
の
ル
ー
テ
ル
の
教
会
音
楽
家
と
し
て
自
ら
の
信
仰
告
白
を
楽
譜
の
形
で
、
遺
言
と
し
て
残
し
た
か
っ
た
。
筆
者
に
は
そ

れ
が
《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
の
実
態
の
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
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Sebastian Bachs K
om

positions- und A
ufführingstätigkeit von 1736 bis 1750

“, Bach-Jahrbuch 74 (1988), 7–72.
（
３
） N

eue Bach-A
usgabe II/1: M

issa – Sym
bolum

 N
icenum

 – Sanctus – O
sanna, Benedictus, A

gnus D
ei et D

ona nobis 
pacem

, (später gennat „M
esse in h-m

oll

“), K
ritischer Bericht von Friedrich Sm

end (K
assel: Bärenreiter V

erlag, 
1956).

（
４
）K

obayashi, op. cit.

（
５
）
バ
ッ
ハ
は
《
ケ
ー
テ
ン
侯
レ
オ
ポ
ル
ト
の
た
め
に
葬
送
音
楽
》BW

V
244a

を
作
曲
し
た
（
歌
詞
は
現
存
す
る
が
、
音
楽
は
消
失
）。

こ
れ
は
バ
ッ
ハ
の
《
マ
タ
イ
受
難
曲 M

atthäuspassion

》
初
期
稿BW

V
244b

（1727/29

）
と
ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
妃
エ
バ
ー
ハ
ル

デ
ィ
ー
ネ
の
た
め
の
《
追
悼
頌
歌 T

rauer-O
de

》BW
V

198 （1727

）
の
音
楽
を
転
用
し
て
作
曲
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し

て
い
る
。

（
６
）
ス
タ
ウ
フ
ァ
ー
は
《
ロ
短
調
ミ
サ
曲
》
が
ド
レ
ス
デ
ン
の
ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
の
宮
廷
の
た
め
に
作
曲
さ
れ
た
と
主
張
し
て
い
る
。

George B. Stauffer, Bach, the M
ass in B m

inor, the great Catholic M
ass (N

ew
 Y

ork: Schirm
er Prentice H

all, 1997). 

マ
ウ
ル
は
ウ
ィ
ー
ン
の
聖
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
大
聖
堂
の
音
楽
会
で
の
演
奏
の
可
能
性
を
想
定
し
て
い
る
。M

ichael M
aul, „D

ie große 
catholische M

esse

“ – Bach, Graf Q
uestenberg und die „M

usicalische Congregation

“ in W
ien, Bach-Jahrbuch 95 

(2009), 153–175.

（
７
）Philipp Spitta, Johann Sebastian Bach (Leipzig: Breitkopf und H

ärtel, 1873), Bd.2, 518, 522.

（
８
）N

BA
 II/1, K

ritischer Bericht, Sm
end, 190f.

（
９
）Friedrich Sm

end, „Bachs h-m
oll-M

esse. Entstehung, Ü
berlieferung, Bedeutung

“, Bach-Jahrbuch 34 (1937), 52–55.

（
10
） E

ugen Schm
itz, „B

achs h-M
oll-M

esse und die D
resdner katholische K

irchenm
usik

“, B
ericht über die 

W
issenschaftliche Bachtagung der Gesellschaft für M

usikforschung: Leipzig 23. bis 26. Juli 1950 (Leipzig: Peters, 
1951), 326.
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（
11
） V

erzeichniß des m
usikalischen N

achlasses des verstorbenen Capellm
eisters Carl Philipp E

m
anuel Bach (H

am
burg, 

1790). 

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
版
は T

he Catalog of Carl Philipp E
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