
 

今
号
の
内
容

�
新
聞
ル
タ
ー

2
面	

ル
タ
ー
と
疫
病

3
面	

ル
タ
ー
の
ペ
ス
ト
書
簡

4
面	

二
〇
一
九
年
　
秋
の
講
演
会
報
告

	

ル
タ
ー
こ
ぼ
れ
話
「
ル
タ
ー
と
髭
」

5
面	

シ
リ
ー
ズ
「
人
間
と
ル
タ
ー
」
⑫

	

　
結
婚
し
た
人
ル
タ
ー

	

ル
タ
ー
の
こ
と
ば

6
面	

ル
タ
ー
の
研
究
者
・
名
著
シ
リ
ー
ズ

	

M
・
ロ
ー
マ
ン

	

　�『
一
致
の
書
─
ル
ー
テ
ル
教
会
信
仰

告
白
文
書
に
お
け
る
聖
霊
と
奉
仕
』

	

「
切
手
に
み
る
ル
タ
ー
」
㉚

7
面	

ル
タ
ー
に
学
ぶ
教
会
論

	

─
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
再
考

8
面	

研
究
所
ニ
ュ
ー
ス

　
新
型
コ
ロ
ナ
・
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡
大
が
止
ま

ら
な
い
。
全
世
界
の
人
々
が
困
っ
て
い
る
。
人

と
人
と
の
楽
し
い
交
流
こ
そ
が
、
人
生
の
意
味

で
あ
っ
た
の
に
、
今
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ィ
ス

タ
ン
ス
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
。
な
る
だ
け
人
に

会
わ
な
い
よ
う
に
!

　
人
類
史
的
異
常
事
態
!

　
し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
、
人
間
の
歴
史
は
、

疫
病
と
の
闘
い
の
歴
史
で
も
あ
っ
た
。
聖
書
に

は
、
イ
エ
ス
が
病
者
を
癒
し
た
話
が
数
多
く
記

さ
れ
て
い
る
。

　
ル
タ
ー
の
生
き
た
中
世
末
期
も
、
ペ
ス
ト
大

流
行
の
時
代
で
あ
っ
た
。
治
療
薬
も
な
く
、
ペ

ス
ト
→
死
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
三
分
の

一
か
ら
四
分
の
一
の
人
々
が
亡
く
な
っ
た
と
言

わ
れ
て
い
る
。
当
時
の
民
衆
の
信
仰
も
ル
タ
ー

の
神
学
も
、
結
局
こ
の
問
題
を
こ
そ
人
生
最
大

の
テ
ー
マ
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
実
際
、
ル
タ
ー
自
身
、
こ
の
ペ
ス
ト
流
行
期

に
公
開
書
簡
を
発
表
し
、
疫
病
に
対
し
て
人
は

ど
う
考
え
る
べ
き
か
を
説
い
て
い
る
。

　
さ
て
二
一
世
紀
の
今
日
。
私
た
ち
は
ル
タ
ー

の
思
想
を
ど
う
咀
嚼
し
、
コ
ロ
ナ
に
対
し
て
ど

う
対
処
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。�

（
え
）

マスク（仮面）をつけて治療をする
中世のペスト医者

ル
タ
ー
と
疫
病

コ
ロ
ナ
の
時
代
の
中
で
　

考
え
る
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ル
タ
ー
と
疫
病

 

ル
タ
ー
研
究
所
所
長

　
江 

口　

再 

起

　
二
〇
二
〇
年
、
こ
の
年
は
人
類
史
に
残
る
年

と
な
っ
た
。
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
で
あ

る
。
コ
ロ
ナ
問
題
と
は
何
か
。
大
き
く
三
点
に

し
ぼ
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。（
1
）
人
類
と
疫

病
、（
2
）
教
会
と
疫
病
、（
3
）
ル
タ
ー
と
疫

病
（
ペ
ス
ト
）
で
あ
る
。

（
1
）
人
類
と
疫
病

　
人
間
の
歴
史
は
、
あ
る
面
か
ら
言
え
ば
、
疫

病
と
の
闘
い
の
歴
史
で
あ
る
（
疫
病
史
観
！
）。

特
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
現
代
、
問
題
は
よ
り

深
刻
に
な
っ
た
。
ひ
と
た
び
治
療
薬
や
ワ
ク
チ

ン
の
な
い
ウ
ィ
ル
ス
が
出
現
す
る
と
全
世
界
を

襲
う
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
医
療
が
発
達
し
た
と
は
い
え
万
能
で
は
な

い
。
限
界
が
あ
る
。
つ
ま
り
人
間
万
能
主
義
で

は
駄
目
な
の
だ
（
こ
の
事
は
、
原
発
や
地
球
環

境
問
題
に
通
じ
る
）。
逆
か
ら
言
え
ば
、
こ
の

宇
宙
・
世
界
を
「
神
の
被
造
物
」
と
み
る
視
点

が
必
要
な
の
だ
。
そ
し
て
神
が
世
界
を
創
造
し

た
と
言
う
こ
と
は
、
神
は
ウ
ィ
ル
ス
を
も
含
め

て
全
て
の
「
命
」
を
造
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
そ
こ
に
全
被
造
物
の
「
共
生
」（
ウ
ィ
ズ
・

コ
ロ
ナ
！
）
の
本
当
の
意
味
が
あ
る
。
ウ
ィ
ル

ス
に
は
ウ
ィ
ル
ス
の
本
来
の
場
所
が
あ
り
、
人

間
に
も
人
間
の
住
む
場
所
が
あ
る
。
開
発
と
称

し
て
、
闇
雲
に
人
間
が
自
然
を
破
壊
し
て
は
い

け
な
い
。
あ
え
て
言
え
ば
、
ウ
ィ
ル
ス
と
も
共

生
す
る
、
神
の
「
す
ば
ら
し
き
被
造
世
界
」
と

い
う
こ
と
を
、
も
う
一
度
考
え
た
い
。

（
2
）
教
会
と
疫
病

　
旧
約
聖
書
で
神
殿
が
あ
れ
ほ
ど
重
ん
じ
ら
れ

た
の
は
、
そ
こ
で
疫
病
の
判
定
が
行
わ
れ
た
か

ら
で
あ
り
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
苦
し
む
病

者
に
近
づ
い
て
い
く
そ
の
姿
を
見
て
、
人
々
は

そ
こ
に
救
い
を
実
感
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
キ

リ
ス
ト
教
が
ロ
ー
マ
帝
国
に
あ
れ
ほ
ど
拡
が
っ

て
い
っ
た
の
も
、
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
忌

み
嫌
わ
れ
見
捨
て
ら
れ
て
い
た
疫
病
の
人
々
の

介
護
に
果
敢
に
挑
ん
で
い
っ
た
か
ら
だ
と
言
わ

れ
て
い
る
。
言
う
な
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
は
疫

病
と
共
に
歩
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
目
を
現
代
の
コ
ロ
ナ
禍
に
転
ず
れ
ば

ど
う
か
。
コ
ロ
ナ
に
よ
っ
て
、
全
世
界
の
全
て

の
教
会
で
礼
拝
の
あ
り
方
が
変
更
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
。
教
会
に
人
々
が
集
ま
れ
な
く
な
っ
た

の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
史
上
、
初
め
て
の
事

態
で
あ
る
。
リ
ア
ル
対
面
の
礼
拝
か
ら
、
文
書

に
よ
る
礼
拝
や
オ
ン
ラ
イ
ン
礼
拝
へ
と
試
行
が

続
い
て
い
る
。
特
に
リ
ア
ル
に
パ
ン
と
ブ
ド
ウ

酒
（
キ
リ
ス
ト
の
体
と
血
）
を
い
た
だ
く
聖
餐

式
を
ど
う
考
え
る
か
。
現
在
進
行
形
の
問
題
で

あ
る
。

（
3
）
ル
タ
ー
と
疫
病
（
ペ
ス
ト
）

　
ル
タ
ー
の
生
き
た
中
世
末
期
は
ペ
ス
ト
の
時

代
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
死
と
隣
合
わ
せ
の
時
代

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
ル
タ
ー
の
神
学
と
は

「
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
（
死
を
忘
れ
る
な
）」
の
神

学
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
中
、
ル
タ
ー
は
あ
る
牧
師
の
質
問

に
答
え
て
、
ペ
ス
ト
を
め
ぐ
る
公
開
書
簡
を
書

い
て
い
る
（「
人
は
死
を
逃
れ
う
る
か
」）。
な

か
な
か
に
重
厚
複
雑
な
書
簡
で
あ
り
、
様
々
な

読
み
取
り
方
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
私
な
り

の
解
釈
を
記
し
て
お
き
た
い
。
ポ
イ
ン
ト
が
二

つ
あ
る
。
一
つ
は
理
論
的
な
問
題
、
も
う
一
つ

は
実
践
的
な
問
題
で
あ
る
。

　
ま
ず
第
一
。
ペ
ス
ト
が
蔓
延
し
て
い
る
時
、

人
は
（
特
に
聖
職
者
は
）
避
難
し
て
よ
い
か
ど

う
か
。
あ
る
人
は
、
信
仰
を
持
っ
て
い
る
の
で

避
難
す
る
必
要
な
し
と
考
え
た
。
こ
こ
で
こ
そ

信
仰
が
試
さ
れ
る
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
ル
タ
ー
の
結
論
は
は
っ
き
り
し
て
い

る
。
ど
ち
ら
で
も
よ
い
。
状
況
に
応
じ
て
避
難

し
て
も
よ
し
、
留
ま
っ
て
も
よ
し
。
実
は
も
っ

と
大
切
な
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
信
仰
に
裏

打
ち
さ
れ
た
隣
人
愛
に
基
づ
く
責
任
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
病
者
が
い
る
時
、
医
者
は
避
難
し

な
い
。
苦
し
む
人
が
い
る
時
、
そ
の
人
を
一
人

に
し
て
は
い
け
な
い
。
つ
ま
り
問
題
は
、
キ
リ

ス
ト
教
的
に
言
え
ば
、
隣
人
愛
に
基
づ
く
責
任

の
問
題
な
の
だ
。
今
日
と
も
す
れ
ば
、
キ
リ
ス

ト
者
は
礼
拝
問
題
に
の
み
頭
を
悩
ま
せ
て
い
る

が
、
歩
を
一
歩
す
す
め
「
愛
の
業
」
こ
そ
が
大

事
な
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
第
二
、
実
践
上
の
問
題
。
ル
タ
ー
の

信
仰
上
の
教
え
は
、
実
に
具
体
的
で
あ
る
。
彼

は
こ
う
書
い
て
い
る
。「
薬
を
飲
み
な
さ
い
。
助

け
に
な
る
こ
と
は
何
で
も
し
な
さ
い
。
家
や
通

り
を
消
毒
し
な
さ
い
。
必
要
も
な
い
の
に
人
に

会
っ
た
り
、
不
必
要
な
場
所
に
行
っ
た
り
す
る

こ
と
は
避
け
な
さ
い
」。
人
は
ペ
ス
ト
に
直
面

し
て
、
ど
う
考
え
ど
う
行
動
す
べ
き
か
。
コ
ロ

ナ
ウ
ィ
ル
ス
に
直
面
し
て
い
る
私
た
ち
に
、
ル

タ
ー
は
同
じ
こ
と
を
語
り
か
け
る
こ
と
だ
ろ
う
。
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一
五
二
七
年
八
月
、
ル
タ
ー
が
暮
ら
す

ウ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
に
ペ
ス
ト
が
流
行
し
た
。

選
帝
侯
ヨ
ハ
ン
は
た
だ
ち
に
ウ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル

ク
大
学
を
イ
エ
ナ
に
移
転
し
、
教
授
た
ち
を
避

難
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
ル
タ
ー
は
町
に
残
り
、

罹
患
者
や
避
難
で
き
な
い
人
た
ち
の
牧
会
に
従

事
し
た
の
で
あ
る
。
同
年
、
少
し
遅
れ
る
こ
と

シ
レ
ジ
ア
の
宗
教
改
革
者
ヨ
ハ
ン
・
ヘ
ス
の
と

こ
ろ
に
も
ペ
ス
ト
は
流
行
し
、
動
揺
が
広
が
っ

て
い
た
。
そ
こ
で
ヘ
ス
は
ル
タ
ー
に
助
言
を
求

め
、
そ
れ
に
公
開
書
簡
の
形
式
を
も
っ
て
応
じ

た
も
の
が
「
人
は
死
に
至
る
疫
病
に
際
会
し
、

逃
げ
る
べ
き
か
否
か
」（
以
下
、
ペ
ス
ト
書
簡
）

で
あ
る
。「
ル
タ
ー
・
疫
病
・
教
会
」
の
一
次

資
料
に
あ
た
る
が
、
興
味
深
い
の
は
そ
の
内
容

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
尋
ね
る
場
合
、
逃
げ
て

は
駄
目
で
逃
げ
な
い
こ
と
こ
そ
が
正
解
、
と
い

う
の
が
考
え
ら
れ
る
前
提
で
あ
る
。
逃
げ
な

か
っ
た
ル
タ
ー
に
尋
ね
る
の
だ
か
ら
、
な
お
さ

ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
ル
タ
ー
は

そ
の
よ
う
な
調
子
で
書
簡
を
記
し
て
は
い
な

い
。
逃
げ
ず
に
留
ま
る
こ
と
こ
そ
が
大
事
だ
と

も
い
っ
て
い
る
が
、
逃
げ
る
こ
と
も
大
切
だ
と

も
述
べ
て
い
る
。
曖
昧
な
こ
と
を
い
っ
て
お
茶

を
濁
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ル
タ
ー
の
真
意

は
深
く
ま
た
福
音
的
で
あ
る
。
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

に
際
し
、
逃
げ
る
か
逃
げ
な
い
か
の
二
者
択
一

に
収
れ
ん
さ
れ
る
問
い
方
こ
そ
が
問
い
直
さ
れ

る
べ
き
だ
と
そ
の
書
簡
は
物
語
っ
て
い
る
。
以

下
、
ペ
ス
ト
書
簡
の
特
色
を
三
点
ほ
ど
あ
げ
て

読
書
案
内
と
し
た
い
。

　
第
一
に
、
ペ
ス
ト
書
簡
は
神
学
論
文
で
も
な

け
れ
ば
、
倫
理
の
教
科
書
で
も
な
い
。
キ
リ
ス

ト
者
に
向
け
ら
れ
た
牧
会
書
簡
で
あ
る
。「
牧

会
的
」
と
は
、
あ
る
人
が
た
と
え
逃
げ
た
と
し

て
も
牧
会
的
関
与
が
途
絶
え
る
こ
と
は
な
く
、

ま
た
逃
げ
な
か
っ
た
と
し
て
も
そ
の
関
わ
り
は

続
く
こ
と
を
見
通
し
た
書
簡
で
あ
る
、
と
い
う

意
味
で
あ
る
。
逃
げ
る
べ
き
か
否
か
と
い
う
倫

理
上
の
問
い
に
対
し
、
シ
ロ
ク
ロ
つ
け
て
も
な

お
残
さ
れ
た
問
題
が
牧
会
者
に
は
あ
る
。
そ
こ

に
立
っ
て
ル
タ
ー
は
、
逃
げ
る
者
に
も
逃
げ
な

い
者
に
も
共
通
し
て
な
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
こ

と
を
助
言
す
る
。
自
ら
の
命
を
託
す
る
先
と
し

て
の
神
に
祈
る
こ
と
。
そ
う
し
て
自
ら
に
向
け

ら
れ
た
神
の
召
し
に
応
じ
て
考
え
、
そ
の
結
果

と
し
て
、
逃
げ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
逃
げ
な
い

場
合
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ペ
ス
ト
禍
に
お
い

て
逃
げ
な
い
者
へ
の
称
賛
と
顕
彰
と
、
逃
げ
た

者
へ
の
非
難
と
強
制
が
表
裏
一
体
と
な
る
ス
パ

イ
ラ
ル
を
断
ち
切
る
要
点
に
も
な
っ
て
い
る
。

　
次
に
、
ペ
ス
ト
書
簡
は
こ
う
し
て
逃
げ
る
か

否
か
と
い
う
問
い
を
、「
信
仰
と
愛
」
を
め
ぐ

る
問
い
か
け
に
思
い
を
向
け
直
す
よ
う
勧
め
て

い
る
。
ル
タ
ー
が
見
つ
め
て
い
た
の
は
、
疫
病

そ
の
も
の
よ
り
も
、「
想
像
と
恐
れ
」
を
媒
介

と
し
た
人
間
の
病
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
疑
似

的
な
神
学
が
横
行
し
、
医
学
を
軽
ん
じ
、
予
防

と
治
療
を
い
い
加
減
に
扱
う
人
々
を
ル
タ
ー
は

斥
け
て
い
る
。
ペ
ス
ト
禍
を
通
じ
て
、
ル
タ
ー

は
信
仰
と
愛
が
試
み
を
受
け
て
い
る
と
述
べ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
ペ
ス
ト
禍
を
生
き
抜
く
鍵
の

在
処
を
示
し
て
も
い
る
。

　
三
番
目
に
、
ペ
ス
ト
書
簡
に
お
い
て
牧
会
的

で
あ
る
こ
と
は
神
学
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
ヘ
ス
た
ち
の
よ
う
な
牧
師
た
ち
、
公
的
職

務
に
就
く
者
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
間
柄
を
生
き

る
人
々
と
、
様
々
な
人
々
に
む
け
ら
れ
た
牧
会

書
簡
の
言
葉
は
、
一
貫
し
た
ル
タ
ー
の
神
学
的

見
解
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ル
タ
ー
神
学
の

特
色
と
な
る
万
人
祭
司
こ
と
全
信
徒
祭
司
性
や

召
し
（
召
命
）
の
神
学
が
そ
れ
で
あ
る
。
逃
げ

る
者
も
逃
げ
な
い
者
も
、
神
が
共
に
あ
り
、
そ

の
境
遇
に
お
い
て
召
し
だ
さ
れ
て
い
る
も
の
が

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
逃
げ
る
者
に
も
逃
げ
な

い
者
に
も
、
書
簡
は
福
音
を
証
言
し
、
神
の
約

束
に
心
を
砕
く
よ
う
、
う
な
が
し
て
い
る
。
ゆ

え
に
、
福
音
的
!

　
人
は
神
を
前
に
、
隣
人
と
共
に
生
き
て
い

る
。
こ
の
信
仰
と
愛
を
鍵
に
し
た
と
こ
ろ
に
希

望
が
あ
り
、
励
ま
し
が
あ
り
、
そ
し
て
応
じ
る

べ
き
責
任
と
使
命
が
あ
る
。
ペ
ス
ト
禍
に
お
い

て
人
々
と
分
か
ち
合
い
た
い
ル
タ
ー
の
神
学
的

確
信
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
凄
惨
な
体
験
を
前

に
、
人
を
狂
気
か
ら
救
い
、
な
お
本
来
の
自
分

で
あ
り
つ
づ
け
る
道
筋
と
な
る
。
ペ
ス
ト
か
ら

コ
ロ
ナ
へ
と
結
ば
れ
る
線
に
こ
の
よ
う
な
牧
会

的
か
つ
神
学
的
経
路
が
確
か
め
ら
れ
る
。

※ 

日
本
語
で
は
故
内
海
望
先
生
の
翻
訳
に
よ
る

T
・
G
・
タ
ッ
パ
ー
ト
編
『
ル
タ
ー
の
慰
め

と
励
ま
し
の
手
紙
』（
リ
ト
ン
刊
）
に
収
録

さ
れ
て
い
ま
す
。
ル
タ
ー
自
身
の
追
記
部
分

は
割
愛
さ
れ
て
い
る
の
で
書
簡
全
体
に
つ
い

て
は
以
下
の
原
典
に
当
た
っ
て
く
だ
さ
い
。

　W
A

 23, 338-372, L
W

43 : 113-138

Peter Bruegel, the Triumph of Death（1562）

ル
タ
ー
の
ペ
ス
ト
書
簡
〜

�

牧
会
的
か
つ
神
学
的
で
あ
る
こ
と

 

所
員　

宮 

本　

 

新
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「ルターと髭」
　

� 所長　江 口　再 起

　
ル
タ
ー
の
肖
像
画
は
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
が
、
す

べ
て
髭
が
な
い
。
し
か
し
一
つ
だ
け
例
外
が
あ
る
。
髭

の
男
ル
タ
ー
。
な
ぜ
彼
は
髭
を
は
や
し
て
い
る
か
。
そ

れ
に
は
理わ

由け

が
あ
る
。

　
改
革
運
動
を
す
す
め
た
結
果
、
ル
タ
ー
は
ヴ
ォ
ル
ム

ス
国
会
で
皇
帝
の
喚
問
を
受
け
、
異
端
と
さ
れ
て
し
ま

う
。
そ
こ
で
彼
の
味
方
の
領
主
に
よ
っ
て
、
人
里
離
れ

ルターこぼれ話

騎士イェルク　切り絵・竹田孝一

た
ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
ク
城
に
保
護
さ
れ
、
身
を
隠
す
こ
と
に
な
っ
た
。
当
然
、
名
前
も
身
分
も
隠

す
必
要
が
あ
る
。
修
道
士
で
な
く
騎
士
、
名
前
も
ル
タ
ー
で
な
く
イ
ェ
ル
ク
、
ま
た
髭
も
の
ば

し
た
。
と
言
う
の
も
当
時
、
修
道
士
（
聖
職
者
）
は
髭
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
逆
に
髭
を

は
や
す
こ
と
で
身
を
隠
し
た
の
で
あ
る
。
髭
の
男
「
騎
士
イ
ェ
ル
ク
」
の
誕
生
で
あ
る
。

　
ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
ク
城
で
騎
士
イ
ェ
ル
ク
は
、
孤
独
に
一
人
で
、
し
か
し
多
く
の
仕
事
を
し

た
。
新
約
聖
書
の
ド
イ
ツ
語
訳
な
ど
な
ど
。
そ
し
て
や
が
て
一
〇
か
月
後
、
再
び
ヴ
ィ
ッ
テ
ン

ベ
ル
ク
の
町
に
も
ど
り
、
改
革
者
ル
タ
ー
と
し
て
以
前
に
も
ま
し
て
運
動
を
す
す
め
た
の
で
あ

る
。
髭
は
き
れ
い
に
剃
っ
て
い
た
。

　
そ
も
そ
も
髭
を
は
や
す
か
ど
う
か
、
主
た
る
理
由
が
三
つ
あ
る
。
男
ら
し
さ
の
象
徴
（
？
）、

宗
教
上
の
ル
ー
ル
、
そ
し
て
時
代
の
流
行
で
あ
る
。
宗
教
上
の
ル
ー
ル
も
時
代
に
よ
り
宗
派
に

よ
り
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
お
お
む
ね
中
世
の
教
会
で
は
修
道
士
や
司
祭
は
髭
は
剃
っ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
ル
タ
ー
も
剃
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
今
日
で
は
ど
う
か
。
髭
を
は
や
す
か
ど
う
か
は
、
ま
っ
た
く
個
人
の
趣
味
の
問
題
で

あ
る
。
も
っ
と
も
似
合
う
か
似
合
わ
な
い
か
は
、
微
妙
な
と
こ
ろ
だ
が
…
…
。

　
昨
年
の
ル
タ
ー
研
究
所
に
よ
る
秋
の
講
演
会

は
「
ル
タ
ー
と
日
本
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
む

さ
し
の
教
会
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
最
初
に
、
江

口
再
起
先
生
が
「
ル
タ
ー
と
日
本
」
に
つ
い

て
の
大
き
な
流
れ
を
話
し
て
く
だ
さ
り
、
次

に
、
青
田
勇
先
生
が
「
佐
藤
繁
彦
と
ル
ー
テ
ル

教
会
」
に
つ
い
て
話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

「
ル
タ
ー
と
日
本
」
と
い
う
、
一
見
す
る
と
直

接
の
関
わ
り
が
あ
ま
り
無
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る

両
者
で
す
が
、
そ
れ
が
む
し
ろ
、
聴
衆
の
好
奇

心
を
喚
起
し
た
よ
う
で
、
約
八
〇
名
の
方
々
が

集
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

　
江
口
先
生
の
お
話
で
は
、
宗
教
改
革
と
日
本

の
キ
リ
ス
ト
教
史
が
深
く
関
係
し
て
い
る
と
い

う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
宗
教
改
革
へ

の
対
応
か
ら
イ
エ
ズ
ス
会
が
で
き
、
そ
こ
か
ら

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
に
よ

る
日
本
へ
の
キ
リ
ス
ト
教
伝
来
が

あ
り
、
禁
教
と
鎖
国
が
あ
り
、
明

治
維
新
と
富
国
強
兵
が
あ
り
、
敗

戦
と
戦
後
が
あ
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル

化
が
叫
ば
れ
る
現
代
よ
り
も
遥
か

昔
か
ら
世
界
は
繋
が
っ
て
動
い
て

き
た
こ
と
を
改
め
て
思
わ
さ
れ
ま

し
た
。
ま
た
、
日
本
に
お
け
る
ル

タ
ー
の
受
容
と
し
て
は
、
時
代
ご

と
に
分
け
て
、
そ
の
時
々
の
日
本
の
神
学
者
が

ど
う
の
よ
う
に
ル
タ
ー
と
向
き
合
っ
て
き
た
か

に
つ
い
て
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
結
び

は
、
未
来
の
ル
タ
ー
を
目
指
し
、
日
本
か
ら
ル

タ
ー
神
学
へ
の
貢
献
を
見
据
え
た
展
望
を
お
話

し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
青
田
先
生
は
日
本
に
お
け
る
ル
タ
ー

研
究
の
嚆
矢
の
一
人
と
さ
れ
て
い
る
佐
藤
繁
彦

に
つ
い
て
、
実
際
の
史
料
に
基
づ
い
て
丁
寧
に

お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
佐
藤
繁
彦
の
強
す

ぎ
る
ほ
ど
の
ル
タ
ー
研
究
へ
の
熱
心
さ
が
伝

わ
っ
て
き
ま
し
た
。
異
色
の
経
歴
や
早
世
な

ど
、
様
々
な
事
情
で
歴
史
の
中
に
埋
れ
か
け
て

い
た
佐
藤
繁
彦
と
い
う
神
学
者
の
姿
を
現
代
の

私
た
ち
に
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
講
演
で
し
た
。

J
E
L
C
日
吉
ル
ー
テ
ル
教
会
牧
師
　
多 

田 　

哲

秋
の
講
演
会 

報
告

二
〇
一
九
年

2020 年 9 月 1 日発行	 ルター研究所ニュース Nr.74	 （4）



　
ル
タ
ー
が
修
道
士
に
な
っ
た
の
は
、
大
学
時

代
に
落
雷
で
死
に
か
け
、
思
わ
ず
守
護
聖
人
に

祈
り
、「
命
が
あ
れ
ば
修
道
士
に
な
る
」
約
束

を
し
た
事
に
よ
る
。
一
五
〇
五
年
、
二
二
歳

だ
っ
た
。

　
修
道
誓
願
は
清
貧
、
服
従
、
そ
し
て
独
身
を

誓
う
も
の
だ
が
、
父
ハ
ン
ス
は
、
こ
れ
を
大
い

に
怒
り
、「
汝
の
父
母
を
敬
え
」
と
い
う
神
の

戒
め
を
知
ら
ぬ
の
か
と
責
め
、
父
子
関
係
は
決

裂
し
た
。
こ
の
事
を
初
め
、
長
い
苦
悩
と
逡
巡

の
末
、
ル
タ
ー
は
修
道
士
の
独
身
制
を
否
定
す

る
『
修
道
誓
願
に
つ
い
て
（
一
五
二
一
）』
を

著
し
た
。
こ
れ
を
読
ん
だ
修
道
女
の
カ
タ
リ
ー

ナ
・
フ
ォ
ン
・
ボ
ラ
は
、
数
名
の
同
僚
修
道
女

達
と
共
に
女
子
修
道
院
を
脱
出
し
、
ヴ
ィ
ッ
テ

ン
ベ
ル
ク
に
た
ど
り
着
い
た
。
が
、
当
時
は
未

婚
女
性
の
就
職
口
な
ど
普
通
は
な
く
、
ル
タ
ー

は
彼
女
達
の
嫁
ぎ
先
を
あ
ち
こ
ち
探
す
こ
と
に

な
る
。
最
後
に
残
っ
た
カ
タ
リ
ー
ナ
は
ル
タ
ー

な
ら
結
婚
す
る
と
言
い
、
遂
に
ル
タ
ー
は
こ
れ

を
受
け
入
れ
た
。

　
一
五
二
五
年
、
ブ
ー
ゲ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
の
司
式

に
よ
り
二
人
は
結
婚
式
を
挙
げ
た
。
時
に
ル

タ
ー
四
二
歳
、
カ
タ
リ
ー
ナ
は
二
三
歳
だ
っ

た
。
当
時
の
女
性
の
結
婚
適
齢
期
は
一
五
歳
前

後
だ
っ
た
の
で
、
ル
タ
ー
と
共
に
か
な
り
の
晩

婚
だ
。
修
道
士
ル
タ
ー
は
、「
最
初
に
正
式
に

結
婚
し
て
家
庭
を
持
っ
た
聖
職
者
」
と
な
っ

た
。
領
主
は
、
二
人
の
結
婚
に
際
し
、
ル
タ
ー

が
居
住
し
て
い
た
修
道
院
の
建
物
を
彼
ら
に

贈
っ
た
。
今
日
の
ル
タ
ー
ハ
ウ
ス
だ
。

　
館
の
女
主
人
と
な
っ
た
カ
タ
リ
ー
ナ
は
毎
朝

四
時
に
起
き
、
庭
で
野
菜
を
作
り
、
ビ
ー
ル
を

醸
造
し
、
豚
や
牛
や
山
羊
を
飼
い
、
自
分
た
ち

と
若
死
に
し
た
ル
タ
ー
の
姉
妹
の
子
ど
も
達
と

下
宿
し
て
い
る
学
生
達
合
わ
せ
て
常
時
三
十
名

程
の
共
同
生
活
を
営
む
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の

館
の
夕
食
で
の
ル
タ
ー
の
語
ら
い
が
『
卓
上
語

録
』
と
な
っ
た
。
又
彼
が
一
家
の
家
長
と
し
て

子
ど
も
の
信
仰
養
育
を
し
た
事
か
ら
、
名
著

『
エ
ン
キ
リ
デ
ィ
オ
ン
（
小
教
理
問
答
書
）』
が

生
ま
れ
た
。
こ
れ
が
ル
ー
テ
ル
教
会
の
家
庭
に

お
け
る
信
仰
教
育
の
嚆
矢
と
な
っ
た
。

結婚した人ルター
所　員

高 井　保 雄

シリーズ「人間ルター」⓬

中川浩之・画

人が苦しむ事がらを神もまた苦しむのである。
� 『キリストの聖餐について』（1528 年）

�所員　立 山　忠 浩

ルターの　　ことば

　ナザレ人として人の姿をとった神の子イエス・キリスト

の十字架の苦しみが、神にまで及ぶ。今日、この言葉に衝

撃を覚える者がどれほどいるであろうか。しかしルターの

時代にあっては、異端的とも思えるほどの刺激的な表現で

あった。「神の不可受苦性」という古典的な理解のゆえに、

全能の神が苦しむことなどあり得なかったからである。

　ルターはすでに、「十字架の神学」が展開された『ハイ

デルベルク討論』（1518 年）でも「受難の中に隠れてい

たもう神」という言い方をしているが、この言葉はそれ

をさらに踏み込んでいる。興味深いことは、この言葉を

聖餐理解を論じた『キリストの聖餐について』（1528 年）

で述べていることである。ひらめき、いや思いつきとさえ

思える言葉が、聖餐論の脈略から離れて驚くほどの力を

持つ。これがルターの魅力のひとつである。

　日本でこのルターの言葉に魅せられ、誰よりも早く展

開させたのが北森嘉蔵の『神の痛みの神学』（1946 年）

である。エレミヤ 31・20 の文語訳「我膓（はらわた）

かれの爲に痛む」（新共同訳では「わたしは…彼のゆえ

に、胸は高鳴り」）を契機として独特の神学を打ち立て

た。私見ではルターのこの言葉が根底にある。

　さらにユルゲン・モルトマンの『十字架につけられた

神』（1974 年）へと続く。因みに欧米では北森よりもモ

ルトマンが先に、より詳しく取り上げられることが多い

が（例えばマクグラスの『キリスト教神学入門』）、これ

が実態であり、日本の神学界の課題である。

　さらにアウシュヴィッツの体験者エリ・ヴィーゼル

の小説『夜』（悲惨な現実を前に「神はどこにいるんだ」

と囚人らはつぶやいた）を挙げることには躊躇するが、

ルターと共通した信仰理解を見ることは決して誤りでは

ない。いつの時代も言葉に言い表せない悲惨な出来事が

次々に起こる。ルターのこの言葉は今日においても力あ

る宣教の言葉となろう。
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　ルターの教会改革の主眼は礼拝改革だった。礼拝の母国

語化、説教運動と共に、彼は会衆が礼拝に参与するために

コラール（会衆賛美歌）を生み出した。自身 50 曲ほど作

詞したと言われているが、同時代の音楽家たちがその協力

者となった。

　賛美歌はその後もドイツルター派教会で発展していく

が、なかでもドイツの讃美歌王と呼ばれるパウル・ゲルハ

ルト（1607 ～ 1676）とヨハン・クリューガー（1598 ～

1662）の制作活動は秀逸であり、「血しおにそみし（血し

おしたたる）」（教讃 81）はゲルハルトの、「主なるイエス

はわが喜び」（教讃 322）はクリューガーの代表作である。

二人はヴィッテンベルク大学神学部の卒業生であり、ゲル

ハルトがベルリン・ニコライ教会の牧師として着任した時、

そこにはクリューガーがカントールとして在籍していた。

　ゲルハルトの作詞力を見抜いたクリューガーとの活動が

進んでいく。教会讃美歌にはゲルハルト作詞曲が 16 曲、

クリューガー作曲曲が 15 曲収録されているが、両者の作

詞作曲によるものは 2 曲だけである。

　 切 手 は ゲ ル ハ ルト生 誕 350 年、400 年 を 記 念し て、

1957 年及び 2007 年にドイツで発行されたものである。

切手に見るルター ㉚
賛美歌

大分・別府・日田教会牧師　野 村　陽 一

　
著
者
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ロ
ー
マ
ン
（M

artin 
J. L

ohrm
ann

）
は
、
ア
メ
リ
カ
福
音
ル
ー
テ

ル
教
会
（E

L
C
A

）
の
ワ
ー
ト
バ
ー
グ
神
学
校

（
ア
イ
オ
ワ
州
）
で
、「
ル
ー
テ
ル
教
会
の
信
仰

告
白
と
伝
統
的
遺
産
」
准
教
授
（associate 

professor of L
utheran C

onfessions and 
H
eritage

）
と
し
て
教
鞭
を
と
る
若
手
の
宗
教

改
革
史
研
究
者
で
あ
る
。
一
月
に
神
学
生
た
ち

を
引
率
し
て
来
日
し
、
潜
伏
・
隠
れ
キ
リ
シ
タ

ン
や
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
の
学
び
を

主
導
し
た
こ
と
に
見
ら
れ
る
彼
の
グ
ロ
ー
バ
ル

な
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
関
心
は
、
同
時
に
エ
キ
ュ

メ
ニ
カ
ル
な
関
心
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　
本
書
（
二
〇
一
六
年
刊
）
は
、
残
念
な
が
ら

日
本
語
訳
は
な
い
が
、
ル
ー
テ
ル
教
会
の
信

仰
告
白
文
書
と
し
て
知
ら
れ
る
『
一
致
信
条

書
』（T

he B
ook of C

oncord

）
を
、
牧
師
や

神
学
生
、
信
徒
に
紹
介
す
る
試
み
で
あ
る
。
冒

頭
で
、
小
学
生
の
と
き
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
幼
馴

染
と
一
緒
に
宗
教
改
革
記
念
主
日
に
ル
ー
テ
ル

教
会
の
礼
拝
に
出
て
、
自
分
が
当
た
り
前
だ
と

思
っ
て
い
た
こ
と
に
友
人
が
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
、

ま
た
拒
絶
さ
れ
た
と
感
じ
た
思
い
出
を
彼
の
神

学
者
と
し
て
の
出
発
点
と
し
て
、
ル
ー
テ
ル
教

会
の
信
仰
告
白
文
書
の
意
義
を
問
う
。
信
仰
告

白
文
書
は
い
っ
た
い
、
ル
ー
テ
ル
教
会
を
狭
い

意
味
で
定
義
し
て
孤
立
し
た
存
在
と
す
る
も
の

な
の
か
。
ロ
ー
マ
ン
は
、「
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク

信
仰
告
白
」、「
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
弁

証
」、「
シ
ュ
マ
ル
カ
ル
デ
ン
条
項
」、「
教
皇
の

権
力
と
首
位
権
に
つ
い
て
の
小
論
」、「
小
教
理

問
答
」、「
大
教
理
問
答
」、「
和
協
信
条
」
を
そ

れ
ぞ
れ
紹
介
し
、
霊
と
隣
人
へ
の
奉
仕
と
い
う

二
つ
に
焦
点
を
あ
て
つ
つ
短
く
考
察
す
る
。
彼

が
顕
か
に
す
る
の
は
、
そ
こ
に
あ
る
エ
キ
ュ
メ

ニ
カ
ル
な
視
点
、
つ
ま
り
「
唯
一
の
、
聖
な
る
、

公
同
の
、
使
徒
的
な
教
会
」
内
で
の
福
音
を
明

確
に
し
よ
う
と
す
る
献
身
と
葛
藤
で
あ
る
。
そ

れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
ル
タ
ー
が
命
を
か
け
た

「
生
き
る
こ
と
の
源
と
し
て
の
福
音
を
分
か
ち

合
う
こ
と
」
で
あ
り
、「
信
仰
に
よ
っ
て
生
き
、

神
を
信
頼
し
、
私
た
ち
の
う
ち
に
、
私
た
ち
の

周
り
に
、
ま
た
私
た
ち
を
通
し
て
働
く
聖
霊
の

働
き
に
目
を
凝
ら
す
こ
と
」（
一
五
三-

五
五
）

で
あ
り
、
今
日
の
文
脈
に
お
い
て
そ
れ
を
豊
か

な
伝
統
を
持
つ
他
の
教
派
と
共
に
問
い
、
ル
ー

テ
ル
教
会
と
し
て
の
賜
物
を
用
い
つ
つ
共
に
答

え
を
模
索
し
て
行
く
こ
と
そ
の
も
の
で
あ
る
。

ロ
ー
マ
ン
の
著
書
は
、
一
六
世
紀
の
ル
タ
ー
派

信
仰
告
白
文
書
が
、
当
時
も
、
ま
た
今
日
も
、

エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
「
和
」
を
も
た
ら
し
え
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。

ル
タ
ー
研
究
者
・
名
著
シ
リ
ー
ズ

　
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ロ
ー
マ
ン

�
『
一
致
の
書
─
ル
ー
テ
ル
教
会
信
仰
告
白
文
書
に
お
け
る
聖
霊
と
奉
仕
』

�

J
E
L
C
三
鷹
ル
ー
テ
ル
教
会
牧
師

　
高 

村　

敏 

浩　
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の
視
点
が
ル
タ
ー
に
は
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

ル
タ
ー
派
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
会
論
の
未

来
は
ど
こ
に
向
か
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ

の
検
討
の
道
筋
は
複
数
あ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え

ば
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
第
七
条
─

福
音
の
純
粋
な
教
え
と
聖
礼
典
の
正
し
い
執
行

─
の
再
確
認
。
こ
れ
か
ら
も
そ
の
ミ
ニ
マ
リ

ズ
ム
は
要
点
に
な
る
が
こ
れ
に
終
始
す
る
教
会

論
と
い
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
宗
教
改
革

の
脈
絡
で
言
え
ば
、
強
力
な
「
筋
肉
と
背
骨
」

（
マ
ク
グ
ラ
ス
）
を
伴
う
教
会
を
形
成
し
の
は

カ
ル
ヴ
ァ
ン
で
あ
り
、
ま
た
宗
教
改
革
五
〇
〇

年
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
「
共
同
の
祈
り
」

で
は
、
教
会
の
使
命
と
未
来
は
人
類
的
課
題
と

軌
道
を
一
に
す
る
ビ
ジ
ョ
ン
で
あ
り
、
そ
の
世

界
性
の
確
認
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
あ
ら
た
め

て
ル
タ
ー
─
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
─
世
界
性
を

視
野
に
す
る
教
会
論
が
必
要
に
な
る
。
幸
い
な

こ
と
に
こ
の
課
題
は
新
し
く
も
あ
る
と
同
時
に

先
人
的
働
き
に
満
ち
て
い
る
。
こ
こ
で
は
テ
ィ

リ
ッ
ヒ
に
聞
い
て
み
た
い
。

　
今
か
ら
一
世
紀
も
前
、
す
で
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
終
焉
に
つ
い
て

真
剣
に
論
じ
、
そ
の
最
終
局
面
に
お
け
る
教
会

　
キ
リ
ス
ト
を
指
さ
し
説
教
す
る
ル
タ
ー
。
宗

教
改
革
の
町
、
ウ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
町
教
会
の

祭
壇
画
に
み
ら
れ
る
そ
の
ル
タ
ー
像
は
、
説
教

が
何
で
あ
る
か
を
印
象
深
く
伝
え
て
い
る
。
だ

が
こ
れ
は
、
祭
壇
画
の
構
図
の
一
部
に
過
ぎ
な

い
。
中
央
に
は
十
字
架
の
キ
リ
ス
ト
が
、
そ
し

て
、
向
か
っ
て
左
側
、
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
を
は

さ
ん
だ
反
対
側
に
は
み
言
葉
を
聞
く
人
々
（
会

衆
！
）
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
会
衆
に
交
じ

る
形
で
幼
き
日
の
息
子
ハ
ン
ス
や
早
世
し
た
娘

の
マ
ル
ガ
レ
ー
ナ
も
描
か
れ
て
い
る
。
か
の
日

の
思
い
出
の
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
終
末
的
先
取

り
の
教
会
像
で
も
あ
る
。
現
実
の
教
会
に
込
め

ら
れ
た
霊
的
現
実
を
映
し
出
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。
教
会
と
は
「
聖
徒
の
交
わ
り
」
で
あ
る

か
ら
だ
。

　
こ
の
交
わ
り
と
し
て
の
教
会
と
い
う
理
解

を
支
え
る
の
は
、
神
の
こ
と
ば
で
あ
る
み
言

葉
が
信
仰
者
を
生
み
育
て
、
ま
た
群
れ
な
る

教
会
を
起
こ
し
形
成
す
る
と
い
う
神
学
的
確
信

に
よ
る
。
ル
タ
ー
は
こ
こ
に
「
被
造
物
と
し
て

の
教
会
」
を
考
え
て
い
た
。
教
会
と
は
い
わ
ゆ

る
建
物
や
組
織
で
は
な
い
と
い
え
ど
も
、
か
と

い
っ
て
空
虚
な
器
で
も
道
具
に
過
ぎ
な
い
も
の

で
も
な
い
。
恵
み
に
お
け
る
被
造
物
で
あ
る
と

固
有
の
使
命
を
掴
み
取
っ
て
い
た
。
テ
ィ
リ
ッ

ヒ
に
よ
る
と
、
教
会
が
自
ら
を
、
世
俗
的
な
も

の
と
異
な
る
な
に
か
と
み
な
し
、
別
の
な
に
も

の
か
に
な
れ
る
か
の
よ
う
に
目
指
し
振
る
舞
う

こ
と
は
錯
誤
で
あ
る
。
教
会
は
「
化
体
的
共
同

体
」
で
は
な
い
か
ら
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
神

の
恵
み
に
対
し
て
は
、「
直
覚
的
直
観
」
に
開

か
れ
、
知
覚
さ
れ
る
「
顕
現
」
が
あ
り
、
あ
る

種
の
透
視
す
る
力
が
教
会
に
備
わ
っ
て
い
る
こ

と
を
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
認
め
て
い
た
。
そ
の
よ

う
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
会
論
に
は
、
抗

議
（
プ
ロ
テ
ス
ト
）
と
形
成
と
い
う
二
つ
の
原

理
が
あ
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
で
あ
る
こ
と

は
、
こ
の
有
限
な
る
も
の
が
あ
た
か
も
別
の
も

の
に
な
る
か
の
よ
う
な
「
魔
術
的
」
な
主
張
に

対
し
て
抗
議
（
プ
ロ
テ
ス
ト
）
し
、
同
様
に
、

他
よ
り
も
際
立
ち
目
立
ち
意
義
あ
る
も
の
と
主

張
し
た
が
る
「
偶
像
的
」
主
張
に
あ
ら
が
う

（
プ
ロ
テ
ス
ト
）
原
理
を
保
持
し
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
は
抗
議
の
た
め
の
抗
議
で
は
な

く
、
神
の
恵
み
へ
の
奉
仕
の
業
と
し
て
な
さ
れ

る
。
恵
み
が
自
由
に
、
意
の
ま
ま
に
形
成
す
る

働
き
に
教
会
は
開
か
れ
て
お
り
、
そ
の
顕
現
を

知
覚
し
、
直
観
し
、
そ
し
て
透
視
す
る
。
こ
の

よ
う
な
教
会
論
を
論
じ
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
ル

タ
ー
に
学
び
、
そ
し
て
ル
タ
ー
を
超
え
て
新
世

紀
の
教
会
の
姿
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
、
教
会
の
可
能
か

ら
は
る
か
か
な
た
に
あ
る
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

的
世
俗
性
」
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
提
示
す
る
。
ひ

と
言
で
い
え
ば
、
こ
の
世
界
で
神
を
前
に
、
隣

人
と
共
に
精
一
杯
に
生
き
て
み
る
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
そ
こ
に
デ
ィ
ア
コ
ニ
ア
（
奉
仕
）

や
デ
ィ
ダ
ケ
ー
（
教
育
）
の
連
携
的
宣
教
像
が

浮
上
す
る
が
、
そ
の
焦
点
は
、
冒
頭
の
聖
徒
の

交
わ
り
の
教
会
と
同
様
で
あ
る
。
神
の
こ
と
ば

は
世
界
に
放
た
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
生
き
る
人

間
を
も
生
か
し
、
社
会
を
形
成
す
る
力
に
な

る
。
こ
こ
で
神
の
こ
と
ば
に
創
造
の
み
業
を
み

る
ル
タ
ー
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
教
会
に
集

い
、
み
言
葉
に
聞
い
て
、
私
た
ち
は
神
の
造
ら

れ
た
世
界
に
目
を
見
開
い
て
い
く
よ
う
に
招
か

れ
て
い
る
か
ら
だ
。

ル
タ
ー
に
学
ぶ
教
会
論

�

～
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
再
考
　
　

�

所
員　

宮 

本　

 

新

ウィッテンベルク町教会の祭壇画下方部。
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ル
ー
テ
ル
学
院
・
ル
タ
ー
研
究
所

　
三
鷹
市
大
沢
三
─
一
〇
─
二
〇

　
電
話

　
〇
四
二
二
─
三
一
─
四
六
一
一

 

発
行
責
任
：
江
口

　
再
起
（
所

　
長
）

 
e-m

ail

：Luther-studies@
luther.ac.jp

研
究
所
ニ
ュ
ー
ス

　
新
型
コ
ロ
ナ
・
ウ
ィ
ル
ス
感
染
の
拡
大
に
と

も
な
い
、
ル
ー
テ
ル
学
院
大
学
・
神
学
校
の
活

動
も
変
則
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま
す
。
授
業

も
す
べ
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
わ
れ
て
お
り
、
ル

タ
ー
研
究
所
の
活
動
も
例
年
と
は
い
ろ
い
ろ
違

う
動
き
と
な
っ
て
い
ま
す
。

⃝

牧
師
の
た
め
の
臨
時
ル
タ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー

　
例
年
六
月
に
は
牧
師
を
中
心
に
信
徒
も
交
え

て
ル
タ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
が
開
催
さ
れ
て
き
ま
し

た
が
、
今
年
は
中
止
。
し
か
し
、
教
会
に
と
っ

て
も
こ
う
し
た
非
常
事
態
ゆ
え
に
こ
そ
、
む
し

ろ
研
究
や
意
見
交
換
が
必
要
と
判
断
し
、
急

遽
六
月
に
毎
週
連
続
三
回
、
牧
師
を
対
象
に
臨

時
ル
タ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
を
ズ
ー
ム
（
ウ
ェ
ブ
会

議
方
式
）
で
開
催
し
ま
し
た
。
テ
ー
マ
は
「
ル

タ
ー
、
疫
病
、
教
会
」。
第
一
回
六
月
一
一
日

の
発
題
は
「
ル
タ
ー
、
疫
病
、
教
会
～
今
、
考

え
る
べ
き
こ
と
」（
江
口
所
長
）、
第
二
回
一
九

日
の
発
題
は
「
ル
タ
ー
と
ペ
ス
ト
」（
宮
本
所

員
）、
第
三
回
二
五
日
は
教
会
現
場
か
ら
の
報

告
と
し
て
多
田
哲
牧
師
（
日
吉
教
会
）、
竹
田

孝
一
牧
師
（
大
森
教
会
）
の
発
題
が
あ
り
ま
し

た
。
参
加
牧
師
は
そ
れ
ぞ
れ
約
三
〇
名
で
し

た
。〔
＊
な
お
発
題
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
本

紙
二
面
、
三
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ま
た
関
連

し
て
本
年
度
中
に
刊
行
予
定
の
研
究
所
の
紀
要

「
ル
タ
ー
研
究
」
一
七
巻
の
特
集
は
、“
宗
教
改

革
と
疫
病
”
を
予
定
し
て
い
ま
す
〕。

⃝

公
開
講
座

　
今
年
（
二
〇
二
〇
年
度
）
の
ル
タ
ー
研
究
所

の
公
開
講
座
は
、
す
べ
て
対
象
を
神
学
生
・
学

院
生
に
限
定
し
て
開
講
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。
前
期
は
「
ル
タ
ー
と
聖
書
」（
担
当
・

江
口
）、
後
期
は
「
ル
ー
テ
ル
教
会
」（
担
当
・

石
居
、
宮
本
）
で
す
。

⃝

二
〇
一
九
年
「
秋
の
講
演
会
」

　
昨
年
一
一
月
一
〇
日
、
秋
の
講
演
会
が
開
か

れ
ま
し
た
（
会
場
・
む
さ
し
の
教
会
）。
主
題

は
「
ル
タ
ー
と
日
本
」。
参
加
者
約
八
〇
名
、

た
い
へ
ん
盛
会
で
し
た
（
＊
く
わ
し
く
は
本
紙

四
面
を
ご
ら
ん
下
さ
い
）。

⃝

「
ル
タ
ー
研
究
」
十
六
巻
発
刊

　
研
究
所
の
紀
要
「
ル
タ
ー
研
究
」
一
六
巻

が
二
〇
一
九
年
一
〇
月
に
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

「
ル
タ
ー
と
聖
書
」
特
集
号
で
す
が
、
所
員
以

外
の
諸
先
生
方
か
ら
も
ご
寄
稿
を
い
た
だ
き
、

計
一
一
本
も
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
た
充
実
し
た

論
集
に
な
っ
て
い
ま
す
（
＊
内
容
目
次
に
つ
い

て
は
下
段
を
ご
ら
ん
下
さ
い
）。

⃝

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
）

「
ル
タ
ー
研
究
」
第
16
巻
　
目
次

「
ル
タ
ー
と
聖
書
」

─
現
代
に
置
か
れ
て
い
る
聖
書
に
着
目
し
て

 

宮
本

　
　
新

「
信
仰
」
か
ら
「
真
実
」
へ

─ 『
聖
書
協
会
共
同
訳
』
の
ピ
ス
テ
ィ
ス
（πίστις

）

 

立
山

　
忠
浩

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
教
会
法
秩
序
と

ル
タ
ー
の
聖
書
観
の
対
比
的
考
察 

高
井

　
保
雄

聖
書
の
無
謬
性
と
神
の
み
こ
と
ば 

高
村

　
敏
浩

ル
タ
ー
と
翻
訳

─
翻
訳
の
神
学
の
た
め
に 

江
口

　
再
起

ル
タ
ー
と
ド
イ
ツ
語

─ 

ル
タ
ー
訳
聖
書
の
ド
イ
ツ
語
と
そ
の
新
高
ド
イ
ツ

語
成
立
へ
の
影
響 

多
田

　
　
哲

「
聖
書
序
文
」
に
み
る
ル
タ
ー
の
信
仰
と
神
学

 

石
居

　
基
夫

ル
タ
ー
の
「
信
仰
」
を
問
う 

末
竹

　
十
大

W
hy L

utherans sing w
hat they sing

─
ル
ー
テ
ル
教
会
に
お
け
る
賛
美
の
こ
と
ば

 

伊
藤

　
節
彦

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

ル
タ
ー
か
ら
今
を
考
え
る

─ 

キ
リ
ス
ト
教
史
に
お
け
る
臨
終
の
伝
統
と
ル
タ
ー

の
死
の
理
解
を
手
が
か
り
に 

小
田
部
進
一
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