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あがつま
『わたしはぶどうの木、あなたがたはその枝であ

る。人がわたしにつながっており、わたしもその

人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。

わたしを離れては、あなたがたは何もできないからである。』

（ヨハネによる福音書１５章５節）

♪
賛

美

歌

を
歌

お
う
㉒

『
き

よ

し

こ

の
夜

』

（
讃

美

歌-

１

０
９
番
）

お

そ
ら

く

、

世

界

中

で
も

っ
と

も

よ

く

知

ら

れ

た

こ

の
ク

リ

ス

マ

ス

の
賛

美

歌

は
、

一
八

一
八

年

の

ク

リ

ス

マ
ス
に
、

オ

ー

ス
ト

リ

ア

の
小
村

オ

ー

ベ

ル

ン
ド

ル

フ

の
教

会

で
、
初

め

て
演
奏

さ

れ
ま

し
た
。

原

作

者

の

ヨ
ゼ

フ

・
モ

ー

ル

（1792-1863

）

は

、

そ

の
教

会

で

助

祭

を
務

め

て

い
ま

し
た
。

作

曲

は
、

教

会

の
オ

ル
ガ

ニ
ス
ト

で
あ

っ
た

フ

ラ

ン

ツ

・
グ

ル

ー

バ

ー

（1787-1863

）

で
す
。

『
き

よ

し

こ

の
夜

』

の
誕

生

に

は
有

名

な

伝

説

が

あ

り

ま

す

。

ク

リ

ス

マ
ス

の
前

日

に
、

教

会

の
オ

ル
ガ

ン
が

風
袋

を
ネ

ズ

ミ

に

か

じ

ら

れ
音

が

出

な

く

な

り
、

慌

て
た

グ

ル
ー

バ

ー

が

モ
ー

ル
に
頼

ん

で

急

い
で
詩

を

作

ら

せ
、

そ

の
日

の

う

ち

に
作

曲

。

翌

日

の
ミ
サ

で
、

ギ

タ

ー

の
伴

奏

で

こ

の

『
き

よ

し

こ

の
夜

』

が

初

め

て
歌

わ

れ

た

と

い

う

も

の

で

す

。

し

か

し

、

こ

の
伝

説

は

事

実

で

は

な

い

こ

と

が

近

年

の

研

究

で

明

ら

か

に

な

り

ま

し

た

。

決

定

的

で

あ

っ
た

の

は

、

一
九

九

五

年

に

作

詞

者

モ

ー

ル

の

直

筆

譜

が

発

見

さ

れ

た

こ

と

で

す

。

そ

こ

に

は

オ

ー

ベ

ル

ン

ド

ル

フ

の

教

会

で

歌

わ

れ

る

よ

り

も

二

年

早

い

、

一
八

一
六

年

作

詞

と

明

記

さ

れ

て

い

た

の
で
す

。

仙

台

北

教

会

の

オ

ル

ガ

ニ

ス

ト

で

あ

る

川

端

順

四

郎

さ

ん

は

そ

の
著

書

で
、

こ

の
歌

に

は

「
諸

民

族

の

和

解

と

平

和

が

歌

わ

れ

て

い
る

」
と

指

摘

し

て

い
ま

す

。

も

と

も

と

ド

イ

ツ

語

の

原

詩

で

は

六

節

ま

で

あ

っ
た

の

で

す

が

、

省

略

さ

れ

た

五

節

に

「
主

は

怒

り

を

お

捨

て

に

な

っ

て…

全

世

界

に

い

た

わ

り

を

約

束

さ

れ

た

」

と

歌

わ

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

、

川

端

さ

ん

は

こ

の

歌

を

ナ

ポ

レ

オ

ン

戦

争

と

結

び

つ
け

て
考

察

し

て

い
ま

す

。

☚



☚

フ

ラ

ン

ス
革

命

戦

争

後

の

混

乱

期

に

始

ま

り

、

全

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

を

巻

き

こ

ん

だ

ナ

ポ

レ

オ

ン

戦

争

は

、

一
八

一
五

年

の

ワ

ー

テ

ル

ロ
ー

の

戦

い

に

よ

っ

て

終

結

へ
と

向

か

い

ま

し

た

。

お

よ

そ

２

０

年

も

の

間

続

い

た

悲

惨

な

戦

争

が

終

り

、

迎

え

た

一
八

一
六

年

の

ク

リ

ス

マ

ス

に

、

こ

の

『
き

よ

し

こ

の

夜

』

と

い

う

詩

は

作

ら

れ

た

の

で

す

。

長

く

待

ち

望

ん

だ

末

、

よ

う

や

く

訪

れ

た

〝
平

和

〟

を

噛

み

し

め

、

聖

書

に

約

束

さ

れ

た

救

済

を

つ

い
に
実

現

し

て
く

だ

さ

っ
た

「
父

の

愛

」

を

賛

美

す

る

「
平

和

の

賛

歌

」

と

し

て

で
す

。

そ

し

て

、

一
八

一
七

年

に

オ

ー

ベ

ル

ン

ド

ル

フ

に

助

祭

と

し

て

来

任

し

た

モ

ー

ル

が

、

オ

ル

ガ

ニ

ス

ト

で

あ

っ
た

グ

ル

ー

バ

ー

に

作

曲

を

依

頼

し

た

こ

と

で

こ

の

素

晴

ら

し

い

賛

美

歌

『
き

よ

し

こ

の

夜

』

が

生

み

出

さ

れ

た

の

で
す

。

『
き

よ

し

こ

の

夜

』

は

、

オ

ル

ガ

ン
修

理

の

た

め

に

、

オ

ー

ベ

ル

ン

ド

ル

フ

を

訪

れ

た

チ

ロ

ル

州

フ

ュ
ー

ゲ

ン

の

オ

ル

ガ

ン
製

造

者

、

マ
ウ

ラ

ッ

ヒ

ャ

ー

が

そ

の
楽

譜

を

持

ち

帰

り

っ
た

こ

と

で

広

ま

っ

て

行

き

ま

す

。

こ

の

歌

は

一
八

一
九

年

に

は

フ

ュ
ー

ゲ

ン

の

ク

リ

ス

マ

ス

ミ

サ

で

、

す

で

に

歌

わ

れ

て

い

ま

し

た

。

そ

し

て
幾

つ
か

の
グ

ル
ー

プ

が

、

こ

の

歌

を

各

地

を

旅

行

し

て

歌

う

よ

う

に

な

り

、

ラ

イ

プ

チ

ヒ

で

こ

の

歌

を

聞

い

た

出

版

者

に

よ

っ

て

楽

譜

が

出

版

さ

れ

、

ド

イ

ツ

の

ル

タ

ー

派

の

教

会

で

歌

わ

れ

る

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。

も

と

も

と

カ

ト

リ

ッ

ク

教

会

で

作

ら

れ

ま

し

た

が

、

原

詩

に

〝
聖

母

マ
リ

ア

〟

が

登

場

し

な

い

こ

と

も

プ

ロ

テ

ス

タ

ン

ト

教

会

に

と

っ

て

受

け

入

れ

易

い

一

因

と

な

っ
た

と

思

わ

れ

ま

す

。

そ

の

辺

り

の

こ

と

も

川

端

さ

ん

が

そ

の

著

書

で

考

察

さ

れ

て

い

ま

す

の

で

、

興

味

の

あ

る

方

は

是

非

ご

一
読

く

だ

さ

い
。

【
川

端

順

四

郎

著

『
さ

ん

び

か

も

の

が

た

り

Ⅱ

こ

の

聖

き

夜

に

』

日

本

キ

リ

ス

ト

教

団

出

版

局

2009

年

】

日

本

語

の

訳

詞

は

『
馬

槽

の

な

か

に

』

を

作

詞

し

た

事

で

知

ら

れ

る

由

木

康

（1896-1985

）

で

す

。

こ

の

訳

詞

で

小

学

校

六

年

生

の
音

楽

の

教

科

書

に

採

用

さ

れ

、

一
九

六

一
年

か

ら

一
九

八

八

年

ま

で

掲

載

さ

れ

て

い

ま

し

た

。

ま

た

、

日

本

の

カ

ト

リ

ッ

ク

教

会

に

お

い

て

は

別

の

訳

で

「
し
ず

け

き

真

夜

中

」
（
聖

歌

111

番

）

と

し

て

親

し

ま

れ

て

い

ま

す

。広

ま

る

過

程

で

歌

詞

の

半

分

は
省

か

れ

て

し

ま

い
ま

し

た

が

、

こ

の

素

晴

ら

し

い

賛

美

歌

が

、

モ

ー

ル

の

思

い

が

込

め

ら

れ

た

〝
平

和

の

賛

歌

〟

と

し

て

歌

い

継

が

れ

て

い

く

こ

と

を

願

う

も

の
で
す

。


