
 

今
号
の
内
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�
新
聞
ル
タ
ー

2
面	

「
ま
こ
と
の
礼
拝
」
を
考
え
る

3
面	

�

礼
拝
と
は
何
か

　
～
ル
タ
ー
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共
に
考
え
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4
面	

�

コ
ロ
ナ
禍
の
礼
拝

ル�

タ
ー
こ
ぼ
れ
話

「
ル
タ
ー
の
デ
ス
マ
ス
ク
」

5
面	

�

シ
リ
ー
ズ
「
人
間
ル
タ
ー
」
⑬

　
子
煩
悩
な
人
ル
タ
ー

ル
タ
ー
の
こ
と
ば

6
面	

�（
本
の
紹
介
）

　
徳
善
義
和
『
ル
タ
ー
と
賛
美
歌
』

切
手
に
見
る
ル
タ
ー�

㉛

7
面	

ル
タ
ー
と
ア
ガ
ン
ベ
ン

	

故�

倉
松
功
氏
を
覚
え
て

8
面	

研
究
所
ニ
ュ
ー
ス

　
ル
タ
ー
時
代
の
ペ
ス
ト
の
よ
う
に
、
今
、
全

世
界
が
コ
ロ
ナ
に
苦
し
ん
で
い
る
。
た
と
え
治

療
薬
や
ワ
ク
チ
ン
が
開
発
さ
れ
よ
う
が
、
世
界

は
元
に
は
戻
ら
な
い
。
言
葉
を
か
え
て
言
え

ば
、
コ
ロ
ナ
以
前
か
ら
潜
在
的
に
動
き
出
し
て

い
た
も
の
が
、
コ
ロ
ナ
に
よ
っ
て
顕
在
化
す
る

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
よ

う
に
。

　
話
を
キ
リ
ス
ト
教
の
文
脈
で
語
れ
ば
、
今
、

全
世
界
の
教
会
で
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い

る
こ
と
は
、「
礼
拝
」
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
に

あ
っ
て
、
従
来
の
対
面
礼
拝
か
ら
文
書
礼
拝
、

オ
ン
ラ
イ
ン
礼
拝
に
移
行
し
た
教
会
も
多
い
。

ま
た
聖
餐
式
の
あ
り
方
も
問
わ
れ
て
い
る
。
し

か
し
実
は
、
万
事
が
激
変
し
つ
つ
あ
る
現
代
世

界
の
中
で
、
教
会
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
、
礼

拝
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
い
は
コ

ロ
ナ
以
前
か
ら
潜
在
的
に
問
わ
れ
て
い
た
の

だ
。
そ
れ
が
コ
ロ
ナ
に
よ
っ
て
顕
在
化
し
た
。

　
そ
こ
で
改
め
て
、
礼
拝
と
は
何
か
。「
聖
書
」

は
ど
う
教
え
て
い
る
の
か
、
ル
タ
ー
は
何
を

語
っ
て
い
る
の
か
。
共
に
考
え
て
み
た
い
。
　

 

（
え
）

ルターと礼拝
コロナの時代の中で考える

コロナ禍での無会衆オンライン配信中の礼拝堂
（日本福音ルーテル日吉教会）
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
猛
威
の
中
、
ル
ー

テ
ル
学
院
大
学
と
神
学
校
だ
け
で
な
く
、
教
会

も
頭
を
悩
ま
せ
た
こ
と
の
ひ
と
つ
が
礼
拝
の
休

止
で
あ
っ
た
。
通
常
礼
拝
の
休
止
期
間
中
に
、

教
会
は
様
々
な
対
応
を
講
じ
た
。
礼
拝
を
ラ
イ

ブ
中
継
し
て
い
る
教
会
が
か
な
り
の
数
に
上

り
、
説
教
の
掲
載
を
行
っ
て
い
る
教
会
も
あ
っ

た
。
例
え
ば
自
宅
で
配
信
さ
れ
る
教
会
の
礼
拝

を
視
聴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
先
日
の
あ
る
会
合
で
、
礼
拝
出
席
者
の
中
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
視
聴
者
を
含
め
る
の
か
ど

う
か
で
、
各
教
会
で
判
断
が
分
か
れ
て
い
る
こ

と
を
知
っ
た
。
礼
拝
堂
で
の
礼
拝
と
配
信
さ
れ

る
映
像
を
見
な
が
ら
自
宅
で
参
加
す
る
礼
拝
、

こ
れ
は
ま
っ
た
く
同
じ
な
の
か
、
相
違
が
あ
る

の
か
、
区
別
す
べ
き
な
の
か
な
ど
の
議
論
が
ど

こ
か
で
な
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
コ
ロ
ナ
禍
で
の
礼
拝
の
こ
と
で
牧
会
す
る
現

場
か
ら
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
教

会
で
の
主
日
礼
拝
を
再
開
し
た
当
初
、
参
列
に

慎
重
な
会
員
が
幾
人
も
い
た
。
公
共
交
通
機
関

を
利
用
さ
れ
る
方
に
と
っ
て
は
当
然
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
う
い
う
方
々
は
教
会
の
礼
拝
の
開
始

時
間
に
合
わ
せ
て
祈
り
と
讃
美
を
献
げ
、
聖
書

日
課
に
目
を
通
し
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
更
新
さ

れ
る
説
教
も
読
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。

ひ
と
り
で
、
あ
る
い
は
夫
婦
で
の
礼
拝
で
あ

る
。
そ
し
て
決
ま
っ
て
耳
に
す
る
の
が
「
礼
拝

に
出
ら
れ
な
く
て
す
み
ま
せ
ん
」「
申
し
訳
な

い
」
と
い
う
詫
び
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
こ
の
言

葉
に
は
様
々
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
よ
う
。

日
本
固
有
の
謙
遜
や
お
詫
び
の
精
神
が
あ
ろ

う
。
教
会
で
の
奉
仕
が
で
き
な
い
こ
と
へ
の
後

ろ
め
た
さ
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
だ

け
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
た
。
自
宅
で
の
礼
拝

行
為
が
、
教
会
で
の
そ
れ
に
く
ら
べ
て
劣
る
も

の
で
あ
り
、
不
十
分
で
不
完
全
な
礼
拝
に
過
ぎ

な
い
と
い
う
思
い
を
察
し
た
の
で
あ
る
。
　

　
こ
れ
は
十
分
に
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

多
く
の
会
衆
の
中
に
身
を
お
い
て
、
奏
楽
に
合

わ
せ
て
式
文
を
用
い
な
が
ら
、
聖
書
と
そ
の
解

き
明
か
し
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
比
べ
る
と
、

簡
素
で
、
寂
し
い
感
覚
が
沸
き
起
こ
る
こ
と
は

想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
人
の
思
い

で
あ
り
、
神
様
の
思
い
、
い
や
キ
リ
ス
ト
の
思

い
は
異
な
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
が
私
の
中

に
も
た
げ
た
問
い
で
あ
っ
た
。「
ま
こ
と
の
礼

拝
」
と
は
ど
ん
な
礼
拝
か
と
い
う
問
い
で
あ

る
。

　
糸
口
を
求
め
て
我
々
が
真
っ
先
に
行
う
こ
と

は
何
か
。「
ル
タ
ー
に
聞
け
」
で
あ
ろ
う
。
ル

タ
ー
や
宗
教
改
革
者
た
ち
の
礼
拝
に
関
す
る
著

書
を
探
し
出
し
、
そ
こ
の
答
え
を
根
拠
に
す
る

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
答
え
を
直
接
見
出

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
五
〇
〇
年
前
に
も
ペ
ス

ト
が
襲
い
、
人
々
の
生
活
を
恐
怖
と
混
乱
の
中

に
落
し
入
れ
、
教
会
も
翻
弄
さ
れ
た
。
ル
タ
ー

の
手
紙
を
辿
っ
て
も
、
信
仰
者
と
し
て
の
振
る

舞
い
に
助
言
を
与
え
て
い
て
も
、「
ま
こ
と
の

礼
拝
」
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
も
の
は
見
当
た

ら
な
い
。

　
探
し
求
め
る
中
で
気
づ
か
さ
れ
た
こ
と
が

あ
っ
た
。
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
中
に
「
ま
こ
と

の
礼
拝
」
の
教
え
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
サ
マ
リ
ア
の
女
と
イ
エ
ス
の
対
話
で
あ

る
。
そ
こ
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
「
霊
と
真

理
を
も
っ
て
神
を
礼
拝
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、

そ
れ
が
「
ま
こ
と
の
礼
拝
」
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
膨
大
な
説
教
や
聖
書
講
義
を

残
し
た
ル
タ
ー
で
あ
る
が
、

こ
の
箇
所
を
論
じ
た
も
の

は
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な

か
っ
た
。
こ
れ
は
ル
タ
ー

が
「
ま
こ
と
の
礼
拝
」
に

つ
い
て
、
す
な
わ
ち
、
ひ

と
り
の
名
も
無
き
女
が
イ

エ
ス
と
共
に
ま
こ
と
の
礼

拝
を
体
験
し
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
、
関
心
を
寄
せ

て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

「
ル
タ
ー
に
聞
け
」
が
意
味

を
な
さ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

我
々
自
身
が
「
聖
書
に
聞
く
」
し
か
な
い
の
で

あ
ろ
う
。
で
も
こ
れ
が
本
来
の
ル
タ
ー
の
原
点

で
あ
る
。

　
サ
マ
リ
ア
の
女
は
人
目
を
避
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
境
遇
に
あ
っ
た
。
ゲ
リ
ジ
ム
山
で
多
く

の
仲
間
と
礼
拝
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
イ
エ
ス
と
出
会
い
、
イ

エ
ス
と
共
に
い
る
中
で
「
ま
こ
と
の
礼
拝
」
を

体
験
し
た
こ
と
は
、
彼
女
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど

の
励
み
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
こ

の
後
イ
エ
ス
の
証
人
に
な
っ
て
い
る
で
は
な
い

か
。
形
を
変
え
て
、
ひ
と
り
で
礼
拝
を
行
わ
ざ

る
を
得
な
い
信
仰
者
が
今
も
い
る
。
霊
と
真
理

を
も
っ
て
神
を
礼
拝
す
る
な
ら
ば
、
ひ
と
り
で

あ
っ
て
も
共
に
キ
リ
ス
ト
が
い
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
も
「
ま
こ
と
の
礼
拝
」
で
あ
る
こ
と
を
伝

え
る
。
牧
会
の
現
場
で
期
待
さ
れ
て
い
る
声
は

こ
れ
で
あ
ろ
う
。

ウィッテンベルク町教会の祭壇画下方部

「
ま
こ
と
の
礼
拝
」を
考
え
る
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礼
拝
と
は
何
だ
ろ
う
。
日
本
語
の
「
礼
拝
」

と
い
う
言
葉
は
、
誤
解
を
生
み
や
す
い
。「
礼

拝
」
と
い
う
文
字
は
、
敬
う
や
まい
拝
む
と
い
う
こ
と

だ
が
、
そ
れ
で
は
や
や
意
味
の
片
寄
り
が
み
ら

れ
る
。
確
か
に
そ
う
い
う
意
味
も
あ
る
の
だ

が
、
そ
れ
は
レ
コ
ー
ド
で
言
え
ば
B
面
だ
。

し
か
し
ま
ず
は
A
面
が
大
事
。
礼
拝
は
ラ
テ

ン
語
で
はliturgia,

、
ド
イ
ツ
語
で
はG

ot-

tesdienst

、
英
語
で
はservice

だ
が
、
い
ず

れ
も
「
拝
む
」
と
い
う
よ
り
、「
仕
え
る
（
奉

仕
）」
と
い
う
意
味
合
い
が
強
い
。
こ
こ
で
は

ド
イ
ツ
語
のG

ottesdienst

を
例
に
と
っ
て

考
え
て
み
よ
う
。

　G
ottesdienst

はG
ott

（
神
）
とD
ienst

（
奉
仕
、
仕
え
る
）
の
合
成
語
だ
が
、
直
訳
す

れ
ば
「
神
の
奉
仕
」
と
な
る
。
そ
こ
で
二
つ
の

意
味
が
生
じ
る
。（
1
）
神
が
、
人
に
奉
仕
す

る
。（
2
）
人
が
、
神
に
奉
仕
す
る
。
そ
し
て

礼
拝
の
場
合
、（
1
）
が
A
面
、（
2
）
が
B

面
。
な
ぜ
か
。
ル
タ
ー
と
共
に
考
え
て
み
よ
う
。

　
ル
タ
ー
は
修
道
士
に
な
っ
て
も
、
心
の
中

に
平
安
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
生

き
る
こ
と
に
安
心
感
が
も
て
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
と
言
う
の
は
、
ル
タ
ー
に
と
っ
て
「
神

の
義
（iustitia D

ei

）」
と
い
う
聖
書
の
言
葉

が
、
目
の
上
の
タ
ン
コ
ブ
だ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。「
神
の
義
」
と
い
う
こ
と
は
、
神
が
義
し

い
な
ら
、
我
々
人
間
も
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
義

し
く
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
し

か
し
、
な
か
な
か
そ
の
よ
う
に
は
生
き
て
ゆ

け
な
い
。
不
可
能
。
よ
っ
て
神
は
私
を
裁
く

で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
神
は
恐
ろ
し
い
！
　

生
き
る
こ
と
に
安
心
感
が
も
て
な
い
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
若
き
ル
タ
ー
は
修
道
院
の
塔
の
一

室
で
、
必
死
に
聖
書
を
読
ん
だ
。
ロ
マ
書
一
章

一
七
節
、「
福
音
に
は
、
神
の
義
が
啓
示
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
初
め
か
ら
終
わ
り
ま

で
信
仰
を
通
し
て
実
現
さ
れ
る
の
で
す
」。
そ

し
て
、
そ
こ
で
ル
タ
ー
は
「
神
の
義
」
と
い
う

言
葉
の
本
当
の
意
味
に
開
眼
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
有
名
な
ル
タ
ー
の
「
塔
の
体
験
」
で
あ

る
（
神
学
用
語
で
は
「
宗
教
改
革
的
突
破
・
転

回
」
と
い
う
）。
こ
の
体
験
か
ら
改
革
運
動
が

開
始
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は

紙
面
の
都
合
上
、
略
。
し
か
し
、
そ
の
結
論
だ

け
を
記
す
な
ら
ば
、
ル
タ
ー
は
こ
の
塔
の
一
室

で
、「
神
の
義
」
と
は
我
々
人
間
が
自
ら
行
う

よ
う
な
こ
と
で
な
く
、
逆
に
我
々
人
間
が
神
か

ら
い
た
だ
く
も
の
、
贈
り
物
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。
神
は
そ
の
あ
り

余
る
義
し
さ
を
、
こ
の
私
に

も
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
下
さ
る

の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
そ
れ

を
い
た
だ
け
ば
よ
い
の
で
あ

る
（「
受
動
的
な
、
神
の
義
」

と
い
う
）。「
神
の
義
」
を
い

た
だ
く
こ
と
、
こ
れ
を
「
信

仰
」
と
い
う
。
ル
タ
ー
の
目

か
ら
ウ
ロ
コ
が
お
ち
た
。
ま

さ
に
、
こ
れ
こ
そ
が
「
福

音
」
で
あ
る
。

　
後
年
ル
タ
ー
は
そ
の
時

の
こ
と
を
こ
う
回
想
し
て

い
る
。《
こ
こ
で
私
は
全
く
新
し
く
生
ま
れ
変

わ
っ
た
と
感
じ
た
。
そ
し
て
天
国
の
門
が
開
い

た
と
感
じ
た
。
そ
こ
で
私
は
記
憶
の
及
ぶ
限
り

聖
書
の
中
の
「
神
の
義
」
と
類
似
の
言
葉
を
集

め
て
み
た
。
す
な
わ
ち
「
神
の
働
き
」
と
は
、

神
が
我
々
の
中
に
働
く
こ
と
、「
神
の
力
」
と

は
そ
れ
に
よ
っ
て
神
が
我
々
を
力
あ
る
者
と
す

る
こ
と
、「
神
の
知
恵
」
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ

て
神
が
我
々
を
知
恵
あ
る
者
と
す
る
こ
と
、

「
神
の
強
さ
」、「
神
の
救
い
」、「
神
の
光
」
も

同
様
で
あ
る
》（「
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
版
ラ
テ

ン
語
ル
タ
ー
全
集
」
第
一
巻
序
文
、
一
五
四
五

年
）。

　
つ
ま
り
「
神
の
〇
〇
〇
」
と
は
、
神
が
我
々

人
間
に
与
え
て
下
さ
る
〇
〇
〇
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
聖
書
を
読
む
コ
ツ
で

あ
る
！
　
ル
タ
ー
は
そ
こ
に
開
眼
し
た
。
す
る

と
神
と
人
間
の
関
係
の
す
べ
て
が
わ
か
っ
て
く

る
。

　

さ
て
、「
神
の
義
」
が
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る

な
ら
、「
神
の
奉
仕
（G

ottesdienst

）」、
す

な
わ
ち
「
礼
拝
」
と
は
、
神
が
我
々
の
た
め
に

奉
仕
し
て
下
さ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
神
が
そ
の

守
り
と
助
け
の
力
、
生
き
る
力
、
つ
ま
り
「
恵

み
」
を
下
さ
る
と
き
な
の
で
あ
る
（
そ
し
て
、

そ
れ
が
「
説
教
」
と
「
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
（
洗
礼

と
聖
餐
）」
と
い
う
形
で
実
現
す
る
）。
神
こ
そ

が
、
私
た
ち
人
間
に
仕
え
助
け
て
下
さ
る
。
こ

れ
が
礼
拝
の
A
面
な
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
へ

の
さ
さ
や
か
な
感
謝
の
し
る
し
と
し
て
、
私
た

ち
は
神
に
祈
り
賛
美
を
す
る
（
す
な
わ
ち
敬
い

拝
む
）。
こ
れ
は
B
面
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

礼
拝
に
つ
い
て
は
、
も
っ
と
も
っ
と
考
え
ね
ば

な
ら
ぬ
こ
と
が
多
い
が
、
今
回
は
こ
こ
ま
で
。

礼
拝
と
は
何
か 

～
ル
タ
ー
と
共
に
考
え
る
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「ルターのデスマスク」
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ル
タ
ー
は
、
一
五
四
六
年
二
月
一
八
日
に
死
ん
だ
。

六
二
才
。
場
所
は
仕
事
の
た
め
に
訪
れ
て
い
た
ア
イ
ス

レ
ー
ベ
ン
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
偶
然
に
も
彼
の
生
ま

れ
故
郷
の
町
で
も
あ
っ
た
。

　
当
時
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
陣
営
（
シ
ュ
マ
ル
カ
ル
デ

ン
同
盟
）
と
カ
ト
リ
ッ
ク
陣
営
（
皇
帝
軍
）
と
の
対
立

ルターこぼれ話
は
、
一
触
即
発
の
危
機
に
あ
っ
た
。
事
実
、
ル
タ
ー
の
死
後
、
間
も
な
く
シ
ュ
マ
ル
カ
ル
デ

ン
戦
争
が
起
こ
っ
て
い
る
（
一
五
四
六-

四
七
年
）。
そ
う
し
た
中
、
カ
ト
リ
ッ
ク
側
は
異
端

者
ル
タ
ー
が
い
か
に
顔
を
歪
め
苦
し
み
つ
つ
呪
わ
れ
た
死
を
死
ぬ
か
に
つ
い
て
宣
伝
し
、「
ル

タ
ー
の
恥
ず
べ
き
死
」
と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
ま
で
も
が
出
回
っ
て
い
た
。

　
や
が
て
ル
タ
ー
が
死
ぬ
。
そ
こ
で
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
側
と
し
て
は
、
偉
大
な
改
革
者
ル
タ
ー

が
い
か
に
平
安
の
う
ち
に
祝
福
さ
れ
つ
つ
死
ん
だ
か
に
つ
い
て
、
人
々
に
知
ら
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
と
い
う
わ
け
で
死
の
翌
日
、
さ
っ
そ
く
画
家
の
フ
ル
テ
ナ
ー
ゲ
ル
が
ル
タ
ー
の
死
顔
を
ス

ケ
ッ
チ
し
た
。
さ
ら
に
二
〇
日
、
遺
体
を
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
に
運
ぶ
途
中
、
ハ
レ
の
町
で
ル

タ
ー
の
石
膏
の
デ
ス
マ
ス
ク
が
、
同
僚
の
改
革
者
ユ
ス
ト
ゥ
ス
・
ヨ
ナ
ス
の
依
頼
で
と
ら
れ
た

と
い
う
（
そ
れ
は
現
在
、
ハ
レ
の
マ
ル
ク
ト
教
会
に
陳
列
さ
れ
て
い
る
）。

　
さ
て
、
デ
ス
マ
ス
ク
と
は
何
か
。
デ
ス
マ
ス
ク
研
究
家
の
エ
ル
ン
ス
ト
・
ベ
ン
カ
ア
ト
『
永

遠
の
貌
』（
一
九
二
九
年
）
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
デ
ス
マ
ス
ク
の
な
か
に
は
、
そ
の
人
の
最

後
の
精
神
が
保
存
さ
れ
て
い
る
」、
そ
れ
ゆ
え
「
デ
ス
マ
ス
ク
こ
そ
、
人
間
最
後
の
像
で
あ
り
、

永
遠
の
貌か
お

で
あ
る
」。
最
後
の
精
神
が
宿
っ
た
顔
。
そ
れ
に
し
て
も
死
者
の
顔
は
常
に
威
厳
に

み
ち
、
そ
し
て
近
づ
き
が
た
く
恐
ろ
し
く
も
あ
る
…
…
。

　
日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
日
吉
教
会
で
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
・
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
の
広
が
り
を
受
け

て
、
三
月
二
九
日
か
ら
礼
拝
堂
を
一
時
閉
鎖
し

て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
礼
拝
の
様
子
を
配
信
す
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。
礼
拝
堂
に
会
衆
が
居
な
い
状

態
が
五
月
末
ま
で
続
き
ま
し
た
。
六
月
か
ら
は

礼
拝
堂
に
集
ま
る
形
で
の
短
縮
礼
拝
を
再
開
し

ま
し
た
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
配
信
は
現
在

も
継
続
し
て
い
ま
す
。

　
礼
拝
堂
を
無
会
衆
に
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信

の
み
に
す
る
と
決
め
た
時
、
そ
れ
が
礼
拝
と
し

て
成
立
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
戸
惑

い
な
が
ら
も
、
非
常
手
段
だ
と
割
り
切
っ
て
始

め
ま
し
た
。
神
学
的
な
検
証
は
事
態
が
収
束
し

て
か
ら
反
省
す
れ
ば
良
い
と
そ
の
時
は
考
え
た

の
で
す
。
し
か
し
、
事
態
は
現
在
も
進
行
中

で
、
感
染
拡
大
は
止
ま
り
ま
せ
ん
。
非
常
手
段

だ
か
ら
と
先
送
り
に
し
て
い
て
は
、
こ
の
ま
ま

神
学
的
な
裏
付
け
の
無
い
ま
ま
、
そ
れ
ぞ
れ
の

判
断
で
個
別
に
行
っ
て
い
る
様
々
な
や
り
方
が

固
定
化
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念

が
あ
り
ま
す
。

　
礼
拝
の
様
子
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
配
信
す
る
こ

と
に
は
確
か
に
メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
ま
す
。
感
染

リ
ス
ク
の
高
い
方
々
が
自
宅
か
ら
祈
り
を
合
わ

せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
ま
で
教
会
に
足

を
踏
み
入
れ
た
こ
と
の
な
い
方
が
オ
ン
ラ
イ
ン

配
信
を
通
じ
て
礼
拝
の
様
子
を
知
っ
て
教
会
に

来
る
よ
う
に
な
っ
た
例
も
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
無
会
衆
の
礼
拝
堂
で
一
人
で
カ
メ
ラ
に
向

か
っ
て
司
式
・
説
教
を
す
る
の
は
、
虚
無
感
に

捕
わ
れ
ま
す
。
何
の
た
め
に
自
分
が
こ
の
壇
上

に
立
た
さ
れ
て
い
る
の
か
と
牧
師
と
し
て
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
問
わ
れ
ま
し
た
し
、
土
曜

日
の
夜
が
怖
く
な
り
ま
し
た
。
礼
拝
に
必
要
な

身
体
性
が
欠
落
し
た
無
会
衆
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信

で
は
、
体
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
る
よ
う
な
感
覚
さ

え
覚
え
ま
し
た
。
現
在
は
会
衆
が
礼
拝
堂
に
居

ま
す
の
で
、
以
前
よ
り
は
心
が
安
ら
か
で
す

が
、
そ
れ
で
も
礼
拝
の
様
子
を
オ
ン
ラ
イ
ン
配

信
す
る
こ
と
の
違
和
感
は
拭
え
ま
せ
ん
。

　
コ
ロ
ナ
禍
で
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信
す
る
教
会
が

急
増
し
ま
し
た
が
、
S
N
S
で
は
「
あ
の
教

会
の
説
教
は
面
白
く
な
い
」、「
こ
っ
ち
の
教
会

は
音
質
が
良
い
」
な
ど
、
様
々
な
教
会
の
オ
ン

ラ
イ
ン
配
信
を
見
比
べ
た
批
評
が
投
稿
さ
れ
て

い
る
の
を
目
に
し
ま
す
。
視
聴
数
や
「
イ
イ

ね
」
の
数
で
礼
拝
が
品
定
め
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
す
。
も
は
や
祈
り
と
賛
美
は
な
く
、
世
の
中

に
あ
ふ
れ
る
ネ
ッ
ト
・
コ
ン
テ
ン
ツ
の
一
つ
と

し
て
礼
拝
が
消
費
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
の
気
持
ち
悪
さ
を
覚
え
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
の
礼
拝

　
　
─
日
吉
教
会
の
場
合
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ル
タ
ー
は
晩
婚
だ
っ
た
。
そ
も
そ
も
生
涯
独

身
を
誓
い
修
道
院
に
入
っ
た
の
だ
が
、
た
だ
神

の
恵
み
に
よ
っ
て
の
み
救
い
が
あ
る
と
知
り
、

つ
い
に
修
道
制
、
独
身
制
を
否
定
し
、
結
婚
す

る
に
至
っ
た
。

　
結
婚
し
た
の
は
四
二
才
だ
が
、
平
均
寿
命

三
〇
才
未
満
と
言
わ
れ
て
い
る
当
時
で
は
、
初

老
と
言
っ
て
良
い
。
長
男
が
生
ま
れ
て
、
自
分

の
父
と
同
じ
ハ
ン
ス
と
名
付
け
た
。
長
い
間
離

反
し
て
い
た
父
親
と
の
和
解
が
こ
の
よ
う
に
し

て
実
を
結
ぶ
と
は
思
い
も
寄
ら
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
彼
は
結
婚
に
よ
る
喜
び
ば
か
り
で
な
く
、
子

を
失
う
苦
し
み
も
体
験
す
る
。
生
涯
で
六
人
の

子
ど
も
達
が
生
ま
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
内
、
長

女
の
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
は
八
ヶ
月
で
、
次
女
の
マ

グ
ダ
レ
ー
ナ
は
一
三
才
で
天
に
召
さ
れ
た
。
今

日
残
さ
れ
た
彼
の
手
紙
や
逸
話
を
読
む
と
、
如

何
に
ル
タ
ー
が
子
ど
も
達
を
愛
し
て
い
た
か
、

そ
の
子
煩
悩
ぶ
り
が
あ
り
あ
り
と
目
に
浮
か

ぶ
。
そ
ん
な
ル
タ
ー
だ
が
、
息
子
ハ
ン
ス
が
不

躾
な
行
動
を
し
た
時
、
赦
し
を
請
う
ま
で
三
日

間
彼
の
前
に
出
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
と
い

う
厳
格
な
父
親
の
姿
も
見
せ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ル
タ
ー
の
家
に
は
彼
の
子
ど
も

ば
か
り
で
な
く
、
若
死
し
た
ル
タ
ー
の
姉
妹
の

子
ど
も
達
が
一
一
人
、
合
計
一
五
人
の
子
ど
も

が
常
時
い
た
。
更
に
近
所
の
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の

子
ど
も
達
も
加
わ
り
、
優
に
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム

が
出
来
る
ほ
ど
だ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
腕
白
盛
り
の
「
博
士
の
息
子
」
の
率

い
る
集
団
に
は
ル
タ
ー
ハ
ウ
ス
に
集
う
大
勢
の

大
人
達
も
さ
ぞ
か
し
手
を
焼
い
た
だ
ろ
う
。

　
こ
の
問
題
を
一
挙
に
解
決
し
た
の
が
、
ル

タ
ー
が
作
っ
た
「
あ
め
よ
り
く
だ
り
て
（
教
会

讃
美
歌
二
三
）」
を
初
め
と
す
る
数
々
の
讃
美

歌
だ
っ
た
。
ル
タ
ー
が
家
族
を
前
に
リ
ュ
ー
ト

を
弾
い
て
歌
う
と
い
う
絵
が
あ
る
が
、
そ
こ
で

は
も
っ
と
沢
山
の
子
ど
も
達
が
一
緒
に
歌
っ
て

い
る
姿
が
描
か
れ
る
べ
き
だ
っ
た
ろ
う
。

　
ル
タ
ー
は
子
ど
も
の
教
育
の
た
め
に
、
三
十

数
曲
を
作
っ
た
が
、
教
理
問
答
の
教
え
を
歌
に

し
た
も
の
だ
っ
た
。
彼
が
残
し
た
子
ど
も
達
へ

の
愛
の
贈
り
物
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

子煩悩な人ルター
所　員

高 井　保 雄

シリーズ「人間ルター」⓭

中川浩之・画

聖書は、キリストを包
くる

む産着であり、 
キリストが寝かされている飼い葉桶である。
� 『旧約聖書序文』より� JELC 三鷹教会牧師　高�村　敏�浩

ルターの　　ことば

　クリスマスが近くなるたびに思い出すことがあります。

それは、ルターの聖書の理解です。ルターは聖書を「キ

リストを包む産着であり、キリストが寝かされている飼

い葉桶」と表現しました。宗教改革のスローガンである

Sola Scriptura（「聖書のみ」、もっと正確には「聖書に

よってのみ」）を聞くとき、私たちは聖書そのものを思い

浮かべないでしょうか。書かれた物としての聖書を思い

浮かべ、聖なる書物とさえ呼ぶかもしれません。しかし、

ルターが聖書を前述のように表現するとき、そこには書

物以上の聖書が意図されていたようです。それは、羊飼

いたちが天使たちに導かれて産着にくるまれ、飼い葉桶

に寝かされているイエスに出会ったように、私たちもま

た聖書という産着にくるまれ、また聖書という飼い葉桶

に寝かされているイエス・キリストに出会うということ

です。この言葉は、『旧約聖書序文』の中に出てくる表現

であり、ルターは書かれたものとしての旧約聖書につい

て語っています。しかし、『ペトロの手紙一説教注解』で

ルターは、新約聖書はそもそも書かれるべきではなかっ

たとさえ言います。なぜなら、そこで語られていること

は口頭で伝えられるべき事柄であり、書かれたことに

よってそれが本来持つ力が削がれてしまったと考えたた

めでした。それは言い換えれば、ルターにとって福音と

は、書かれたもの、記録ではなく、つねに語られるべき

生きたものだということです。

　クリスチャンにとって聖書はかけがえのないもので

す。しかしそれは、聖書そのものに原因があるわけでは

ありません。そうではなく、聖書を通して何かが起きる

からです。私たちのための神であるイエス・キリストと

出会うという出来事が起きるからです。聖書は、イエス

の産着、イエスの飼い葉桶として、その出来事が起こる

場なのです。産着にくるまれ、飼い葉桶に寝かされてい

るイエスを思う降誕節、ルターのこの言葉をもぜひ思い

出し、あなたのための神の福音をお聞きください。
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本
書
は
、
宗
教
改
革
五
百
年
の
二
〇
一
七

年
に
向
け
て
約
四
年
間
、
季
刊
『
礼
拝
と
音

楽
』
に
連
載
さ
れ
た
も
の
が
基
に
な
っ
て
い
ま

す
。
連
載
当
初
か
ら
全
体
の
構
想
を
伺
っ
て
い

た
者
と
し
て
鶴
首
し
て
い
た
内
容
で
す
。
賛
美

歌
は
二
通
り
の
訳
が
示
さ
れ
、
原
詩
に
忠
実
な

訳
と
、
歌
う
た
め
の
訳
が
「
口
語
」
で
な
さ
れ
、

連
載
で
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
歌
に
つ
い
て

も
、
訳
詞
が
新
た
に
巻
末
に
付
さ
れ
て
い
ま

す
。
今
最
終
校
正
に
あ
る
『
教
会
讃
美
歌
増
補

分
冊
』
は
、
五
百
年
を
記
念
し
て
日
本
の
歌
集

に
な
か
っ
た
ル
タ
ー
の
全
賛
美
歌
を
歌
え
る
形

で
紹
介
す
る
の
が
目
標
で
す
が
、
本
書
の
訳
詞

が
あ
れ
ば
こ
そ
の
作
業
で
し
た
。
た
だ
、
曲
は

ル
タ
ー
時
代
の
古
色
蒼
然
（
？
）
と
し
た
ま
ま

の
再
現
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
は
、
ル
タ
ー
の
歌

（
歌
詞
）
に
新
し
い
曲
を
付
し
、
現
代
の
「
会
衆

の
歌
」
を
生
み
出
し
て
い
く
の
が
私
た
ち
の
課

題
と
な
り
ま
す
。
　

　
ル
タ
ー
の
賛
美
歌
は
、『
教
会
讃
美
歌

（
一
九
七
四
）』
に
一
七
曲
、『
讃
美
歌
二
一

（
一
九
九
七
）』
に
は
一
〇
曲
が
収
録
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
今
ま
で
あ
ま
り
詳
し
く
は
解
説

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
日
本
で
も
古
く
か
ら
歌

わ
れ
て
き
た
、
い
わ
ゆ
る
《
神
は
わ
が
や
ぐ

ら( E
in̓

 feste B
urg ist unser G

ott )

》
が

代
表
的
な
も
の
で
、
こ
れ
が
宗
教
改
革
の
旗
印

の
歌
と
な
っ
た
の
は
後
代
の
扱
い
に
よ
る
も
の

で
、
ル
タ
ー
本
来
の
意
図
と
は
異
な
る
こ
と

や
、
ま
た
近
現
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る
誤
用
（
ナ

チ
ス
の
行
進
曲
的
使
用
等
）
に
よ
る
こ
の
歌
の

使
用
の
危
機
（
筆
者
の
伝
聞
で
も
、
戦
後
ド
イ

ツ
で
歌
集
収
録
の
可
否
の
議
論
が
あ
っ
た
ら
し

い
！
）
な
ど
、
知
ら
れ
ざ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
満

載
で
す
。
殊
に
、
二
節
の
従
来
の
日
本
の
歌
集

に
お
け
る
歌
詞
の
「
誤
訳
」（
教
会
讃
美
歌
は

例
外
）
の
指
摘
は
的
確
で
す
。
悪
魔
と
戦
う
た

め
に
「
私
た
ち
に
代
わ
り
、
私
た
ち
の
た
め
に

戦
う
キ
リ
ス
ト
」
が
原
意
な
の
で
す
が
、「
わ

れ
と
共
に
（
讃
美
歌
二
一
）」
と
す
る
誤
訳
が

流
布
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
の
他
、
カ
テ
キ

ズ
ム
歌
、
家
庭
で
の
歌
、
死
を
見
据
え
た
歌
、

伝
統
的
な
聖
歌
の
翻
案
等
、
ル
タ
ー
の
賛
美
歌

が
、
い
か
に
多
彩
で
様
々
な
用
途
の
た
め
に
紡

ぎ
だ
さ
れ
、
そ
の
後
の
「
教
会
の
歌
」
の
方
向

付
け
が
な
さ
れ
た
の
か
が
、
分
か
り
や
す
く
紹

介
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
、
二
〇
一
七
年
）

   

書
評
（
本
の
紹
介
）

徳
善
義
和
『
ル
タ
ー
と
賛
美
歌
』

J
E
L
C
東
京
教
会
牧
師
　
松 

本　

義 

宣

切手に見るルター ㉛
わが神は堅き砦

大分・別府・日田教会牧師　野 村　陽 一

　ルターの賛美歌で最も有名な曲は「わが神は堅き砦」
（「神はわがやぐら」「力なる神は」教会讃美歌 450）であろ
う。『新改訂賛美歌集』（ヴィッテンベルク 1529）で発表さ
れた。ドイツで、この賛美歌は悪魔に対する勝利の歌とし
て理解され、第一次・二次世界大戦時には国威発揚の歌と
なった。曲のリズムも当初の舞踊曲風から、四分の四拍子
の勇ましい曲風へと変化していった。しかし戦後、戦争の
反省も含め、この賛美歌は勝利の歌ではなく、「慰めの歌」
であると再評価された。
　注目したいのは発表年の 1529 年である。ヴィッテンベ
ルクでは 1527 年、死の病ペストの最初の流行があり、飢
餓にも苦しめられた。大学はイエナに一時移転し、町を出
る市民が続出した。ルターは、家族や市民に責任ある者は
留まるべきだと警告し、自らも家族とともに町に留まった。
病者訪問や福音による慰めと励ましのため、牧師は留まる
べきだとしたのである。ペストは悪魔の仕業としたルター
が、ペストの流行期に、あるいはその経験からこの賛美歌
を作った可能性は十分ある。
　ルターとペスト、この賛美歌に関する切手は見当たらな
いが、アルゼンチンの花切手の初日カバーのカシェ（封筒）
に印刷された楽譜を見たことがある。

聖
書
を
手
に
し
た
ル
タ
ー（
1
9
8
3

西
独
）と
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
ル
タ
ー

ハ
ウ
ス（
1
9
6
7
東
独
）
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の
で
、
人
そ
れ
ぞ
れ
に
思
う
こ
と
言
い
た
い

こ
と
は
山
の
よ
う
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
し
か
し
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
一
点
を
射
抜
い
て

い
る
。
そ
の
根
底
に
い
の
ち
の
破
壊
を
み
て
い

る
。
そ
の
破
壊
と
は
生
命
の
破
壊
で
は
な
く
、

「
私
た
ち
の
隣
人
な
る
も
の
の
廃
止
」
で
あ
る
。

こ
の
ア
ガ
ン
ベ
ン
か
ら
ペ
ス
ト
禍
に
お
け
る
ル

タ
ー
の
書
簡
を
読
み
直
し
て
み
る
と
、
コ
ロ
ナ

禍
と
ペ
ス
ト
禍
共
通
し
て
向
き
合
っ
て
い
る
も

の
が
あ
る
こ
と
に
気
が
付
く
。

　
ア
ガ
ン
ベ
ン
を
サ
ー
チ
ラ
イ
ト
の
よ
う
に

し
て
ル
タ
ー
の
ペ
ス
ト
書
簡
を
再
読
す
る
と
、

死
・
埋
葬
・
墓
地
に
か
か
わ
る
独
特
な
見
方
、

日
常
生
活
の
細
部
に
目
を
凝
ら
す
こ
と
、
そ
し

て
隣
人
と
の
共
生
の
仕
方
に
こ
そ
い
の
ち
と
健

康
の
要
諦
を
見
て
い
る
こ
と
が
共
通
し
て
い

る
。
ル
タ
ー
は
神
学
者
で
あ
る
の
で
こ
れ
を

〝
神
を
前
に
隣
人
と
共
に
生
き
る
い
の
ち
〟
と

し
て
見
つ
め
、
ペ
ス
ト
禍
に
キ
リ
ス
ト
者
の
生

の
様
式(

モ
ー
ド
）
を
再
確
認
す
る
か
の
よ
う

に
そ
の
道
理
を
説
い
て
い
る
。
そ
こ
で
「
隣
人

な
る
も
の
」
と
は
人
が
誰
か
に
善
行
を
な
す
と

い
っ
た
働
き
か
け
の
対
象
で
は
な
く
、
い
の
ち

に
内
在
し
働
き
か
け
る
当
の
も
の
で
も
あ
る
。

神
を
前
に
わ
が
う
ち
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
に
思
い

　
コ
ロ
ナ
禍
の
最
奥
に
位
置
す
る
問
題
と
は
な

ん
だ
ろ
う
か
。
イ
タ
リ
ア
の
哲
学
者
ジ
ョ
ル

ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
い
ち
早
く
こ
れ
を
察
知

し
ブ
ロ
グ
上
で
表
明
、
そ
し
て
〝
炎
上
〟
し

た
。
そ
れ
ら
の
短
評
に
言
い
過
ぎ
や
誤
認
が

あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
で
見
逃
し
た
く
な
い

洞
察
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
最
奥
と
は
「
い
の

ち
を
守
る
行
動
」
を
通
し
て
か
え
っ
て
「
生
の

縮
減
」
が
起
こ
り
、
私
た
ち
の
「
隣
人
な
る
も

の
」
が
廃
止
ま
た
は
抹
消
さ
れ
て
い
る
問
題
の

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
死
者
の
埋
葬
、
日
常
生

活
の
行
動
制
限
（
特
に
移
動
制
限
）、
そ
し
て

オ
ン
ラ
イ
ン
と
い
う
代
替
物
へ
の
飛
躍
と
い
う

三
つ
の
局
面
で
顕
在
化
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は

世
界
中
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
経
験
さ
れ
て
い
る

巡
ら
す
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
で
は
、
ウ
ィ
ズ
・
コ
ロ
ナ
の
時
代
、
こ
の

〝
神
を
前
に
隣
人
と
共
に
生
き
る
い
の
ち
〟
が

意
味
す
る
も
の
は
何
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は

三
つ
の
次
元
に
分
か
た
れ
て
い
く
。
第
一
は

個
々
人
の
心
の
う
ち
を
見
つ
め
る
精
神
世
界
と

神
と
の
対
話
で
あ
り
、
人
に
差
向
う
な
ら
ば
我

と
汝
の
世
界
が
そ
れ
で
あ
る
。
第
二
の
方
向
性

に
お
い
て
、
福
音
は
他
者
と
の
交
わ
り
に
具
体

化
し
、
生
の
縮
減
に
抗
す
る
力
を
見
出
し
、
共

同
で
担
う
べ
き
召
し
や
使
命
を
喚
起
す
る
。
神

の
恵
み
は
こ
こ
で
歴
史
や
社
会
に
お
い
て
具
体

的
に
考
え
ら
れ
る
事
柄
と
な
る
。
し
か
し
ウ
イ

ズ
・
ペ
ス
ト
の
ル
タ
ー
に
は
も
う
ひ
と
つ
見
つ

め
て
い
た
次
元
が
あ
る
。
神
の
恵
み
は
個
人

─
社
会
─
歴
史
の
脈
絡
で
説
か
れ
る
ば
か

り
で
な
く
、
ウ
イ
ル
ス
と
他
の
生
命
一
切
と
の

か
か
わ
り
に
お
い
て
見
つ
め
ら
れ
る
べ
き
次
元

が
あ
る
。
神
の
言
葉
は
（
自
然
）
世
界
に
解
き

放
た
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
人
は
い
の
ち
あ
る

も
の
と
生
き
て
い
る
。
そ
の
世
界
と
は
被
造
世

界
で
あ
り
、「
光
あ
れ
」
と
の
神
の
召
喚
に
耳

だ
け
で
な
く
、
全
身
を
向
き
直
し
て
生
き
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
改
め
て
ア
ガ
ン
ベ
ン

の
い
う
「
隣
人
な
る
も
の
」
と
は
、
奥
深
い
い

の
ち
の
あ
り
様
を
見
つ
め
る
よ
う
に
と
の
預
言

者
的
な
警
句
に
な
っ
て
い
る
。

※ 

ア
ガ
ン
ベ
ン
の
短
評
は
『
現
代
思
想
』

二
〇
二
〇
年
五
月
号
に
お
い
て
日
本
語
訳

を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

ル
タ
ー
と
ア
ガ
ン
ベ
ン

　
　
〜
生
の
様
式(

モ
ー
ド
）を
め
ぐ
っ
て

�

所
員　

宮 

本　

 

新

ジョルジョ・アガンベン

  

故 

倉
松
功
氏
を
覚
え
て

『
ル
タ
ー
神
学
と
そ
の
社
会
教
説
の 

基
礎
構
造
』（
一
九
七
七
、
創
文
社
）の
紹
介

所
員
　
石 

居　

基 

夫

　
倉
松
功
氏
に
よ
る
こ
の
著
作
は
、
歴
史
神
学

的
手
法
を
用
い
て
、
ル
タ
ー
の
「
二
世
界
統
治

説
」
を
テ
ー
マ
に
し
て
、
ル
タ
ー
神
学
全
体
の

構
造
的
把
握
を
試
み
た
も
の
だ
。

　
ル
タ
ー
神
学
と
い
え
ば
、
も
ち
ろ
ん
「
信
仰

義
認
」
論
が
中
心
的
で
、
そ
の
歴
史
的
展
開
も

ル
タ
ー
の
生
涯
の
歩
み
と
も
重
ね
て
考
え
、
比

較
的
取
り
組
む
の
に
気
持
ち
が
乗
り
や
す
い
。

し
か
し
、
ル
タ
ー
の
「
社
会
教
説
」、
つ
ま
り

信
仰
に
お
い
て
社
会
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、

ま
た
関
わ
る
の
か
、
と
い
う
実
践
的
問
題
に
も

関
わ
る
教
説
と
な
る
と
、
ル
タ
ー
自
身
の
農
民

戦
争
や
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
関
わ
る
言
説
、
そ
し

て
ル
タ
ー
派
教
会
に
お
い
て
は
ナ
チ
ズ
ム
と
の

関
係
の
問
題
に
触
れ
て
く
る
こ
と
も
あ
っ
て
、

た
び
た
び
ル
タ
ー
を
批
判
的
に
取
り
上
げ
る
議

論
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
議
論
に
は
ル
タ
ー
へ
の
誤
解
と
読
み
込

み
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
つ
ま

り
、
こ
の
教
説
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
は
厄
介
で

難
し
く
、
い
さ
さ
か
躊
躇
わ
れ
る
の
だ
。
し
か

し
同
時
に
、「
神
の
統
治
」
を
律
法
と
福
音
の

関
係
に
お
い
て
包
括
的
に
論
ず
る
こ
の
テ
ー
マ

は
、
お
そ
ら
く
ル
タ
ー
神
学
全
体
の
終
末
論
的

構
造
を
確
認
す
る
に
は
最
も
適
切
な
も
の
だ
と
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研
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ニ
ュ
ー
ス

　
新
型
コ
ロ
ナ
・
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
猛
威
が
、

二
〇
二
〇
年
の
全
世
界
を
覆
い
尽
く
し
ま
し

た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
現
在
進
行
形
で
す
。
わ

た
し
た
ち
の
生
活
も
、
社
会
も
、
教
会
も
、
大

学
も
、
そ
し
て
な
に
よ
り
私
た
ち
の
気
持
ち
や

心
も
、
一
年
前
と
は
様
変
わ
り
で
す
。
し
か

し
、
そ
う
し
た
中
、
大
学
や
ル
タ
ー
研
究
所
に

与
え
ら
れ
て
い
る
使
命
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
も

ち
ろ
ん
活
動
の
あ
り
方
は
例
年
と
は
随
分
ち

が
っ
て
い
ま
す
が
…
…
。

⃝

秋
の「
牧
師
の
た
め
の
ル
タ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
」

　
コ
ロ
ナ
の
も
た
ら
し
た
事
態
を
、
ル
タ
ー
神

学
の
立
場
に
立
っ
て
考
察
・
検
討
す
る
た
め
に

二
〇
二
〇
年
六
月
に
三
回
、
臨
時
ル
タ
ー
・
セ

ミ
ナ
ー
が
ズ
ー
ム
（
ウ
ェ
ブ
会
議
方
式
）
で
開

催
さ
れ
ま
し
た
が
、
更
に
一
〇
月
二
二
日
に

も
、
秋
の
ル
タ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
と
し
て
前
回
と

同
様
の
方
式
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
テ
ー
マ
は

「
コ
ロ
ナ
の
時
代
に
教
会
・
礼
拝
を
考
え
る
」。

発
題
者
は
研
究
所
所
員
の
立
山
忠
浩
牧
師
。

「
ま
こ
と
の
礼
拝
」（
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
四
章
）
と

は
何
か
を
め
ぐ
っ
て
話
し
合
わ
れ
ま
し
た
〔
＊

な
お
発
題
の
要
旨
は
、
本
誌
二
面
、
ま
た
「
る

う
て
る
」
二
〇
二
〇
年
一
二
月
号
を
ご
覧
く
だ

さ
い
〕。

⃝
 

ル
ー
テ
ル
学
院
大
学
教
員
有
志
と
の 

合
同
研
究
会

　
コ
ロ
ナ
は
大
学
の
す
べ
て
の
専
門
分
野
・
学

問
に
、
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。
そ
こ

で
ル
タ
ー
研
究
所
と
ル
ー
テ
ル
学
院
大
学
の
教

職
員
有
志
が
合
同
で
研
究
会
を
開
き
、
様
々
な

角
度
か
ら
コ
ロ
ナ
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
テ
ー
マ
は
「
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る

福
祉
、
臨
床
心
理
、
教
会
」。
一
二
月
三
日
、

ズ
ー
ム
方
式
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

⃝

オ
ン
ラ
イ
ン
「
一
日
神
学
校
」

　
例
年
、
秋
に
大
学
に
集
ま
っ
て
開
か
れ
た

「
一
日
神
学
校
」
が
、
今
年
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で

開
催
さ
れ
ま
し
た
（
一
一
月
三
日
）。
ル
タ
ー

研
究
所
か
ら
は
、
講
義
「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
ル

タ
ー
」（
担
当
は
江
口
所
長
）
が
な
さ
れ
ま
し

た
〔
＊
講
義
内
容
に
つ
い
て
は
「
神
学
校
だ
よ

り
」
六
九
号
（
一
二
月
一
日
発
行
）
を
ご
覧
く

だ
さ
い
〕。

⃝
公
開
講
座

　
ル
タ
ー
研
究
所
の
二
〇
二
〇
年
度
の
後
期
の

公
開
講
座
「
ル
ー
テ
ル
教
会
」
が
、
開
講
さ
れ

ま
し
た
（
担
当
は
、
石
居
、
宮
本
両
所
員
）。

な
お
今
回
は
対
象
者
は
す
べ
て
神
学
校
・
学
院

生
に
限
定
し
て
開
か
れ
ま
し
た
。

⃝

「
ル
タ
ー
研
究
」
一
七
巻
準
備
中

　「
ル
タ
ー
研
究
」
一
六
巻
（
特
集
「
ル
タ
ー

と
聖
書
」）
は
二
〇
一
九
年
一
〇
月
に
刊
行
さ

れ
ま
し
た
が
（
目
次
内
容
は
、
本
紙
前
号
の
八

面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）、
一
七
巻
も
只
今
準
備

中
で
す
。「
宗
教
改
革
と
疫
病
」
特
集
号
で
す
。

ル
タ
ー
の
「
ペ
ス
ト
書
簡
」
の
本
邦
初
の
完
訳

や
、
こ
の
書
簡
を
め
ぐ
る
考
察
な
ど
掲
載
予
定

で
す
。

⃝

献
金
の
お
願
い

　
ル
タ
ー
研
究
所
は
、
日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
教

会
か
ら
の
支
援
金
（
一
〇
〇
万
円
）
と
皆
さ
ん

の
ご
支
援
（
約
一
五
〇
万
円
）
で
成
り
立
っ
て

い
ま
す
。（
二
〇
一
九
年
の
ル
タ
ー
研
究
所
へ
の

指
定
献
金
は
八
三
万
六
一
〇
〇
円
で
し
た
）。
同

封
さ
れ
て
い
る
後
援
会
献
金
の
振
込
用
紙
に
あ

る
「
後
援
会
献
金
（
ル
タ
ー
研
）」
と
い
う
欄
に

ご
記
入
い
た
だ
け
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
「
賛
助
会

費
」
と
し
て
計
上
さ
れ
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
理

解
と
ご
支
援
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

 

（
所
長
　
江
口
再
起
）

も
言
え
る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
著
作
が
ぎ
り

ぎ
り
扱
う
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
ド
ゥ
フ
ロ
ウ

の
『
神
の
支
配
と
こ
の
世
の
権
力
の
思
想
史

―
聖
書
・
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
・
中
世
・
ル

タ
ー
』
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
こ
ろ

だ
ろ
う
。

　
こ
の
著
作
は
三
部
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

第
一
部
で
は
こ
の
ル
タ
ー
の
「
二
世
界
統
治

説
」
に
関
わ
る
研
究
史
を
批
判
的
に
一
望
す

る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
教
説
を
取
り

上
げ
て
い
く
著
者
の
基
本
的
な
立
ち
位
置
を
明

ら
か
に
し
て
い
く
。
第
二
部
は
ル
タ
ー
の
「
二

世
界
統
治
説
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
ど
の
よ
う

な
内
実
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
ま
ず
、
ル
タ
ー

の
資
料
に
基
づ
き
そ
の
教
説
の
形
成
と
展
開
を

明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
ル
タ
ー
神
学
全
体
と
の

関
係
を
分
析
し
て
い
く
。
第
三
部
は
こ
の
教
説

の
歴
史
的
位
置
づ
け
を
確
認
し
て
い
る
。
中
世

の
二
権
説
、
及
び
熱
狂
主
義
と
ル
タ
ー
が
対
峙

し
た
視
点
を
論
じ
る
こ
と
で
、
こ
の
教
説
が
立

つ
、
歴
史
神
学
的
位
置
づ
け
の
考
察
を
深
め
て

い
る
。

　
や
や
難
解
だ
が
、
著
者
の
深
い
問
題
意
識
と

ル
タ
ー
理
解
は
「
こ
の
世
に
あ
る
教
会
」
の
意

義
を
考
え
る
上
で
、
今
な
お
多
く
の
示
唆
を
含

ん
で
い
る
。
金
子
晴
勇
氏
の
『
ル
タ
ー
の
人
間

学
』
と
共
に
、
七
〇
年
代
に
出
さ
れ
た
日
本
の

ル
タ
ー
研
究
の
最
も
優
れ
た
「
古
典
」
の
一
つ

で
あ
る
。

2020 年 12 月 25 日発行	 ルター研究所ニュース Nr.75	 （8）


