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今
号
の
内
容

�
新
聞
ル
タ
ー

2
面	

「
五
〇
〇
年
か
ら
の
出
発
」と
は
何
か

3
面	

教
会
の
五
〇
〇
年
の
取
り
組
み

4
面	

�

シ
リ
ー
ズ
「
人
間
ル
タ
ー
」�

⑧
	

　
教
え
る
人
ル
タ
ー

	

ル
タ
ー
こ
ぼ
れ
話

	

　
─
ル
タ
ー
と
ボ
ー
リ
ン
グ

5
面	

シ
リ
ー
ズ
「
ル
タ
ー
研
究
の
名
著
」

	

ピ
ノ
マ
『
ル
タ
ー
神
学
概
論
』

	

ル
タ
ー
の
言
葉

6
面	

私
の
ル
タ
ー
研
究

	

「
切
手
に
見
る
ル
タ
ー
」�

㉖

	

　「
切
手
と
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
」

7
面	

�

書
評

深
井
智
朗
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
』

江
口
再
起
『
ル
タ
ー
と
宗
教
改
革

　
5
0
0
年
』

日
本
ル
タ
ー
学
会
『
ル
タ
ー
と
宗
教

　
改
革
』�

7
号

8
面	

研
究
所
ニ
ュ
ー
ス

　

二
〇
一
七
年
、
わ
た
し
た
ち
は
歴
史
的
な
一

年
を
過
ご
し
た
。
宗
教
改
革
五
〇
〇
年
! 

　
国

内
外
で
、
記
念
礼
拝
、
講
演
会
、
音
楽
会
、
学

習
会
、
様
々
な
出
版
や
展
示
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

　

一
九
一
七
年
、
四
百
年
祭
が
祝
わ
れ
た
が
、

そ
れ
か
ら
百
年
。
何
が
ど
う
変
わ
っ
た
の
か
?

二
点
あ
る
だ
ろ
う
。

　

第
一
。
ル
タ
ー
と
宗
教
改
革
を
よ
り
深
く
学

ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
ル
タ
ー
を
理
想
化
す
る
の

で
は
な
く
、
そ
の
時
代
的
限
界
と
誤
謬
を
も
直

視
し
つ
つ
、
し
か
し
彼
が
本
当
に
語
り
た
か
っ

た
こ
と
に
耳
を
澄
ま
せ
た
。
ル
タ
ー
の
深
さ
と

偉
大
さ
。
宗
教
改
革
の
原
点
を
改
め
て
学
ぶ
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
。
五
〇
〇
年
は
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
で

あ
っ
た
。
な
ん
と
言
っ
て
も
、
五
〇
〇
年
前
の

分
裂
と
争
い
の
当
事
者
（
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
、
と
り
わ
け
ル
タ
ー
派
）
が
、
和

解
し
共
に
記
念
の
年
を
祝
っ
た
の
で
あ
る
。
教

皇
と
共
に
守
っ
た
ル
ン
ド
礼
拝
、
原
爆
の
地
ナ

ガ
サ
キ
で
の
共
同
礼
拝
!

　

さ
あ
、
五
〇
一
年
目
。
ル
タ
ー
が
本
当
に
目

指
し
た
こ
と
を
、
今
度
は
わ
た
し
た
ち
が
受
け

継
い
で
い
こ
う
!

五
〇
〇
年
か
ら
の
出
発
!

A.Traini 画  “The Life of Martin Luther”  
（アメリカで 500 年を記念して出版されたとびだす絵本）
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五
〇
〇
年
か
ら
の
出
発

　
「
五
〇
〇
年
か
ら
の
出
発
」
と
は
何
か
。
宗

教
改
革
五
〇
〇
年
を
祝
っ
た
私
た
ち
は
、
そ
こ

か
ら
何
を
学
び
、
そ
れ
を
ど
う
活
か
し
て
い
く

べ
き
か
。
大
事
な
こ
と
が
二
つ
あ
り
ま
す
。
一

つ
は
、
ル
タ
ー
か
ら
更
に
学
び
掘
り
下
げ
る
と

い
う
こ
と
。
ル
タ
ー
が
本
当
に
考
え
て
い
た
こ

と
（
原
点
!
）
を
学
び
直
し
、
五
〇
〇
年
後
に

ふ
さ
わ
し
く
視
野
を
拡
大
し
、
あ
え
て
言
え
ば

ル
タ
ー
を
さ
え
乗
り
越
え
て
い
く
こ
と
で
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
と
い
う
こ

と
。
こ
の
テ
ー
マ
を
突
き
詰
め
る
と
「
共
生
」

と
い
う
言
葉
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
。

　

原
点
─
ル
タ
ー
に
学
ぶ

　

何
事
に
せ
よ
、
原
点
が
大
事
で
す
。
ル
タ
ー

は
本
当
に
何
を
考
え
改
革
を
す
す
め
て
い
た
の

か
。
大
き
く
言
え
ば
三
つ
あ
り
ま
す
。
㈠
信
仰

と
は
何
か
（
信
仰
義
認
）、
㈡
聖
書
を
ど
う
読

む
べ
き
か
（
聖
書
の
権
威
）、
㈢
教
会
の
あ
る

べ
き
姿
（
万
人
祭
司
）
の
、
三
つ
で
す
。

　

し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
原
点
を
学
ぶ
と
い
う
こ

と
は
、
ル
タ
ー
を
英
雄
視
し
た
り
理
想
化
す
る

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ル
タ
ー
に
も
誤
謬
が

あ
り
時
代
的
な
限
界
が
あ
っ
た
。
私
た
ち
は
前

に
進
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ど
の
よ
う

に
? 

　
私
た
ち
は
五
〇
〇
年
後
の
世
界
に
生
き

て
い
る
の
で
す
。
そ
こ
で
「
視
野
の
拡
大
」
と

「
現
実
の
直
視
」
が
必
要
で
す
。

　

宗
教
改
革
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
出
来
事
で
あ

り
、
い
や
そ
も
そ
も
歴
史
的
に
み
れ
ば
キ
リ
ス

ト
教
は
欧
米
の
宗
教
で
し
た
。
し
か
し
、
今
は

ち
が
い
ま
す
。
私
た
ち
は
日
本
の
地
に
生
き

て
い
る
。「
視
野
の
拡
大
」
が
必
要
で
す
。
ル

タ
ー
に
つ
い
て
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い

て
考
え
る
と
き
、
ア
ジ
ア
の
視
点
、
日
本
の
視

点
が
と
て
も
大
事
に
な
り
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、「
現
実
の
直
視
」、
つ
ま
り
現
代

的
視
点
で
す
。
神
、
罪
、
救
済
…
…
な
ど
な
ど

キ
リ
ス
ト
教
の
基
本
語
の
ど
の
一
つ
を
と
っ
て

も
現
代
人
に
ピ
ン
と
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

し
か
も
混
乱
の
度
を
深
め
て
い
る
現
代
社
会
。

そ
の
中
で
ル
タ
ー
を
考
え
る
。
わ
れ
ら
が
同
時

代
人
と
し
て
の
ル
タ
ー
、
そ
う
い
う
現
代
的
視

点
が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

共
生
─
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
の
時
代

　

宗
教
改
革
に
よ
っ
て
、
教
会
は
分
裂
し
ま
し

た
。
し
か
し
二
〇
世
紀
に
な
っ
て
、
ま
ず
は
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
内
部
で
、
そ
し
て
六
十
年
代
の

カ
ト
リ
ッ
ク
の
第
二
ヴ
ァ
チ
カ
ン
公
会
議
に

よ
っ
て
教
会
再
一
致
運
動
（
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム

原
点
と
共
生
─

「
五
〇
〇
年
か
ら
の
出
発
」
と
は
何
か

 

　
所
長　
江 

口　

再 

起

　

表
紙
に
ル
タ
ー
の
顔
!
『
カ
ト
リ
ッ
ク

生
活
』（
ド
ン
・
ボ
ス
コ
社
）
は
五
〇
〇

年
の
年
、「
ル
タ
ー
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
」

を
特
集
し
ま
し
た
。
編
集
意
図
に
は
、
こ

う
書
い
て
あ
り
ま
す
。「
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
側
か
ら
す
れ
ば
、
分
裂
の
痛
い
過
去
と

も
捉
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
後
の
歴
史
に
お

い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
自
己
改
革
、
プ
ロ
テ

運
動
）
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

特
に
カ
ト
リ
ッ
ク
と
ル
タ
ー
派
で
は
「
義
認

を
め
ぐ
る
共
同
宣
言
」
を
だ
す
な
ど
和
解
を
押

し
進
め
て
き
ま
し
た
。
そ
の
す
ば
ら
し
い
成
果

が
、
五
〇
〇
年
を
記
念
し
て
行
わ
れ
た
ル
ン
ド

礼
拝
で
あ
り
、
ナ
ガ
サ
キ
礼
拝
で
し
た
。

　

こ
の
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
の
流
れ
を
、
私
た
ち

は
大
切
に
し
進
ん
で
ゆ
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
和
解
と
一
致
と
い
う
な
ら
ば
、
キ
リ
ス

ト
教
間
の
再
一
致
の
み
な
ら
ず
、
諸
宗
教
間
の

対
話
を
、
そ
し
て
更
に
は
全
人
類
の
平
和
と
共

生
こ
そ
が
、
ル
タ
ー
が
、
聖
書
が
、
そ
し
て
全

て
の
人
々
が
心
の
底
か
ら
願
い
祈
っ
て
い
る
こ

と
で
す
。
つ
ま
り
人
類
的
共
生
な
の
で
す
。

　

原
点
と
共
生
。
こ
れ
が
「
五
〇
〇
年
か
ら
の

出
発
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ス
タ
ン
ト
教
会
と
の
対
話
も
行
わ
れ
て

き
て
い
る
。
過
去
か
ら
何
を
学
ぶ
か
。

そ
れ
は
人
間
の
責
務
で
あ
る
」。

　

今
や
ル
タ
ー
の
存
在
は
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を
問
わ
ず
全
キ
リ

ス
ト
教
の
共
通
の
遺
産
に
な
り
つ
つ
あ

る
の
で
し
ょ
う
‼

500年の年、カトリック
でもルターに学ぶ !
『カトリック生活』2017.10 月号
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◆
『
宗
教
改
革
五
〇
〇
年
、
推
奨
四
冊
』の
刊
行

　

二
〇
一
三
年
か
ら
二
〇
一
六
年
に
か
け
て
、

一
年
に
一
冊
、
推
奨
図
書
が
刊
行
さ
れ
ま
し

た
。
執
筆
・
編
集
に
お
い
て
ル
タ
ー
研
究
所
の

尽
力
を
得
て
、
出
版
し
ま
し
た
。『
マ
ル
テ
ィ

ン
・
ル
タ
ー
』
徳
善
義
和
著
、『
エ
ン
キ
リ

デ
ィ
オ
ン
』、『
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
』、

宗
教
改
革
五
〇
〇
年
の
取
り
組
み

日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
教
会�

宣
教
室
長
／
五
〇
〇
年
記
念
事
業
担
当　

白 

川　

道 

生

日
本
ル
ー
テ
ル
教
団�

日
本
ル
ー
テ
ル
教
団　

事
務
局
長　

松 

川　

和 

義

『「
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
」
を
読
む
』。
累
計
で

約
三
万
二
千
冊
の
購
入
が
あ
り
ま
し
た
。

◆
《
ギ
フ
ト
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
》
を
展
開

　

五
〇
〇
年
を
伝
道
企
画
と
位
置
づ
け
、
展
開

し
た
の
が
《
ギ
フ
ト
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
》
で
し

た
。「
ギ
フ
ト
」
と
は
「
ル
タ
ー
の
発
見
」
＝

恵
み
は
、
神
様
か
ら
の
贈
り
物
で
あ
る
、
に
由

来
し
て
い
ま
す
。

＊《
バ
ナ
ー
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
》

　

全
国
統
一
の
バ
ナ
ー
を
掲
示
し
ま
し
た
。

「
ひ
と
つ
の
ル
ー
テ
ル
」
の
拡
が
り
と
一
体
感

の
可
視
化
、
体
感
が
狙
い
で
し
た
。

＊《
ヤ
ツ
オ
リ
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
》

　

イ
ラ
ス
ト
デ
ザ
イ
ン
で
ル
タ
ー
や
改
革
の
足

跡
を
記
し
た
、
A 

4
用
紙
（
八
折
判
）
の
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
を
制
作
し
ま
し
た
。

＊《
プ
レ
ゼ
ン
ト
ブ
ッ
ク
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
》

　
『
悩
み
多
き
人
生
に
答
は
あ
る
か
。
マ
ル

テ
ィ
ン
に
聞
い
て
み
よ
う
』
を
ル
ー
テ
ル
教
会

が
母
体
の
学
校
・
幼
稚
園
保
育
園
、
福
祉
施
設

の
学
生
、
職
員
や
保
護
者
に
頒
布
し
ま
し
た
。

◆
ル
ー
テ
ル
教
会
／
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会　

共
同
主
催

　
「
平
和
を
実
現
す
る
者
は
幸
い
」 

　
　
　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
＆
共
同
礼
拝

　

宗
教
改
革
は
、
一
つ
で
あ
っ
た
教
会
に
史
上

最
大
の
分
裂
と
対
立
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
し

か
し
五
〇
〇
年
を
経
た
今
、
両
教
会
の
関
係
は

回
復
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
二
〇
一
七
年
、

「
宗
教
改
革
を
共
同
で
記
念
す
る
」
た
め
、
日

本
で
も
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
ル
ー
テ
ル
教
会
は

共
同
で
過
去
に
前
例
の
な
い
記
念
行
事
を
開
催

し
ま
し
た
。

　

記
念
行
事
を
企
画
す
る
に
際
し
て
は
、
今
日

の
社
会
に
お
け
る
両
教
会
に
一
致
し
た
課
題
認

識
が
下
地
と
な
り
ま
し
た
。
国
家
間
、
民
族

間
、
宗
教
間
の
対
立
や
争
い
が
激
し
さ
を
増
す

現
代
、
か
つ
て
激
し
く
争
っ
た
両
教
会
が
「
分

裂
か
ら
和
解
へ
」
と
至
っ
た
道
筋
を
証
言
す

　

二
〇
一
七
年
の
五
〇
〇
周
年
を
迎
え
る
た
め

に
、
当
教
団
で
は
宗
教
改
革
五
〇
〇
年
委
員
会

を
立
ち
上
げ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
企
画
を
計
画
し

ま
し
た
。
共
に
礼
拝
で
祝
う
事
だ
け
で
な
く
、

冊
子
を
発
行
し
た
り
、
聖
書
を
読
む
取
り
組
み

も
し
ま
し
た
。

　

そ
の
中
の
一
つ
で
あ
る
、
聖
書
通
読
企
画
を

ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

ル
タ
ー
の
「
み
こ
と
ば
の
み
、
恵
の
み
、
信

仰
の
み
」
か
ら
「
み
こ
と
ば
の
み
」
の
言
葉
へ
立

ち
返
る
企
画
と
し
て
、
共
に
聖
書
通
読
を
す
る

企
画
が
で
き
ま
し
た
。
二
〇
一
五
年
一
一
月
二
九

日
待
降
節
第
一
主
日
か
ら
始
ま
り
、
二
〇
一
七
年

一
〇
月
一
四
日
ま
で
の
長
い
期
間
で
し
た
。
そ
の

た
め
に
、「
聖
書
通
読
手
帳
」
と
い
う
小
さ
な
冊

子
を
作
り
ま
し
た
。
参
加
申
し
込
み
を
さ
れ
た

方
に
は
、
そ
の
冊
子
と
共
に
、
な
ん
と
あ
の
ル

タ
ー
人
形
が
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
続
け
て
読
む
た
め
の
工
夫
と
し
て
、
一

日
二
章
ず
つ
読
ん
で
い
く
。
そ
し
て
一
つ
の
書

巻
が
終
わ
る
と
し
ば
し
休
憩
が
挟
ま
れ
て
い
ま

す
。
日
々
読
み
続
け
る
の
だ
け
れ
ど
、
毎
日
で

は
な
く
、
休
み
休
み
読
み
続
け
る
よ
う
に
作
ら

れ
ま
し
た
。

　

結
果
と
し
て
四
〇
〇
名
ほ
ど
参
加
者
が
あ

り
、
終
了
後
「
聖
書
通
読
参
加
証
明
書
」
と
、

完
読
し
た
と
自
己
申
告
さ
れ
た
方
に
は
、「
聖

書
完
読
証
明
書
」
を
差
し
上
げ
ま
し
た
。

　

み
こ
と
ば
は
、
今
も
私
た
ち
の
内
に
働
い
て

い
ま
す
。

る
、
こ
れ
は
両
教
会
に
共
通
す
る
使
命
で
す
。

会
場
は
長
崎
の
カ
ト
リ
ッ
ク
浦
上
教
会
の
大
聖

堂
。
迫
害
と
被
爆
の
歴
史
の
中
、
今
な
お
戦
争

の
痛
み
と
悲
惨
さ
を
語
り
伝
え
平
和
を
祈
り
行

動
し
続
け
る
日
本
の
シ
ン
ボ
リ
カ
ル
な
教
会
に

み
な
で
集
ま
り
祈
り
を
捧
げ
ま
し
た
。
テ
ー
マ

は
、「
平
和
を
実
現
す
る
人
は
幸
い
」。
両
教
会

の
司
祭
・
教
職
、
信
者
、
そ
し
て
諸
宗
教
、
超

教
派
、
国
内
外
の
来
賓
、
一
九
二
四
名
（
ル
ー

テ
ル
六
二
一
＋
カ
ト
リ
ッ
ク
六
二
八
＋
α
）

が
参
集
し
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
共
同
記
念
礼

拝
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
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マ
ル
テ
ィ
ン･

ル
タ
ー
は
、
修
道
会
の
指
示

で
新
設
間
も
な
い
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
の

旧
約
釈
義
（
解
釈
）
の
教
授
に
な
っ
た
。
そ
の

際
、
ル
タ
ー
が
最
初
に
行
っ
た
講
義
は
、
詩
編

の
講
義
で
あ
っ
た
。
ル
タ
ー
は
修
道
士
だ
っ
た

し
、
聴
講
す
る
人
も
修
道
士
や
修
道
女
な
ど
、

教
会
関
係
者
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る

の
で
、
こ
れ
は
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
ぜ

な
ら
、
修
道
院
で
の
聖
務
日
課
（
日
々
の
礼

拝
）
の
主
要
部
分
は
、
詩
編
の
朗
唱
だ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。

　

詩
編
の
講
義
が
終
わ
る
と
、
ル
タ
ー
は

「
ロ
ー
マ
書
講
義
」、「
ガ
ラ
テ
ヤ
書
講
義
」、「
ヘ

ブ
ラ
イ
書
講
義
」
と
い
う
具
合
に
新
約
文
書

の
講
義
に
転
じ
た
。
そ
れ
は
、
詩
編
の
講
義
を

し
て
い
る
際
に
、
三
一
編
二
節
の
「
恵
み
の
御

業
に
よ
っ
て
わ
た
し
を
お
助
け
く
だ
さ
い
」
と

い
う
言
葉
に
躓
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ど
う

し
て
躓
い
た
の
か
。
日
本
語
訳
で
は
ど
こ
に
も

「
躓
き
の
石
」
は
な
い
よ
う
だ
が
、
当
時
誰
も

が
使
っ
て
い
た
ラ
テ
ン
語
聖
書
で
は
、
そ
の
箇

所
がIn iustitia tua libera m

e

（
あ
な
た
の

「ルターとボウリング」
　

� 所員　高 井　保 雄

義
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
を
解
放
し
て
く
だ
さ
い
）

と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ル
タ
ー
が
取
り

上
げ
た
こ
う
し
た
新
約
文
書
に
は
、
こ
の
「
神

の
義
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

罪･
不
正･

悪
を
絶
対
に
赦
さ
な
い
「
神
の

義
（
正
義
）」
に
よ
っ
て
、
ど
う
し
て
罪
人
が

解
放
さ
れ
る
の
か
? 

　
ル
タ
ー
は
そ
の
謎
に
集

中
的
な
考
察
を
向
け
、
遂
に
「
神
の
義
」
の
理

解
に
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
を
も
た
ら
し
た
。

「
神
の
義
」
と
は
、
ロ
ー
マ
書
三
章
二
二
節
に

あ
る
よ
う
に
、「
イ
エ
ス･
キ
リ
ス
ト
を
信
じ

る
こ
と
に
よ
り
、
信
じ
る
者
す
べ
て
に
与
え
ら

れ
る
神
の
義
」
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

「
神
の
賜
物
と
し
て
の
義
」
で
あ
り
、「
信
仰
に

よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
義
」
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
「
神
の
義
」
の
新
し
い
理
解
か
ら
、
い

わ
ゆ
る
「
信
仰
義
認
論
」
が
立
ち
上
が
っ
て
く

る
が
、
ル
タ
ー
は
、
こ
の
信
仰
義
認
論
に
よ
っ

て
、
教
会
の
あ
ら
ゆ
る
教
理
（
教
え
）、
制
度

（
仕
組
み
）、
慣
行
（
習
慣
）、
歴
史
の
再
検
証
を

行
っ
て
い
く
。
そ
れ
が
、「
ル
タ
ー
の
神
学
」
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

 

　

ボ
ウ
リ
ン
グ
の
歴
史
は
古
く
、
紀
元
前
五
千

年
の
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
の
墓
の
中
に
石
の
ボ

ウ
ル
と
ピ
ン
が
発
見
さ
れ
る
時
代
に
ま
で
遡

る
。
西
欧
で
も
、
当
初
悪
魔
払
い
の
儀
式
と
し

て
意
味
づ
け
ら
れ
、
や
が
て
中
世
の
僧
院
で
は

ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
も
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
。
修

道
院
で
八
年
間
を
過
ご
し
た
ル
タ
ー
も
こ
の
愛

好
者
の
一
人
だ
っ
た
。
ル
タ
ー
は
極
め
て
近
代

的
な
意
識
の
持
ち
主
で
も
あ
っ
た
が
、
他
方
で

は
悪
魔
の
存
在
を
全
く
疑
う
こ
と
の
な
い
中
世

世
界
の
人
で
も
あ
っ
た
。
当
時
、
ボ
ウ
リ
ン
グ

は
最
も
愛
さ
れ
た
悪
魔
払
い
の
儀
式
だ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
雪
の
降
り
積
も
る
厳
寒
の
冬
、
だ

だ
っ
広
い
修
道
院
の
床
を
利
用
し
て
、
ボ
ウ
ル

で
ピ
ン
を
弾
き
飛
ば
す
の
は
、
修
道
士
達
に

と
っ
て
爽
快
な
時
間
と
な
っ
た
。

　

創
意
あ
ふ
れ
る
ル
タ
ー
は
こ
の
ボ
ウ
リ
ン
グ

の
ル
ー
ル
を
創
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
ピ
ン
数

さ
え
決
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
九
本
の
棒
を

一
、
二
、
三
、
二
、
一
の
菱
形
に
並
べ
て
技
を

競
う
よ
う
に
し
た
。
い
わ
ゆ
る
九
ピ
ン
ボ
ウ
ル

の
始
ま
り
で
、
こ
れ
は
西
欧
中
に
広
ま
っ
た
。

天
才
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
も
こ
れ
に
熱
中
し
、
プ

レ
イ
中
に
k
4
8
7
を
作
曲
す
る
ほ
ど
だ
っ

た
。
新
大
陸
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
と
こ
ろ
で
、

ボ
ウ
リ
ン
グ
で
の
賭
ゲ
ー
ム
が
盛
ん
に
な
り
、

あ
る
州
で
「
九
ピ
ン
の
ゲ
ー
ム
」
が
禁
じ
ら
れ

る
と
、
知
恵
者
が
「
一
〇
ピ
ン
の
ゲ
ー
ム
」
を

造
っ
た
。
そ
れ
が
現
在
の
一
〇
ピ
ン
ボ
ウ
リ
ン

グ
ゲ
ー
ム
の
始
ま
り
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

教える人ルター
所　員

鈴 木 　　浩

シリーズ「人間ルター」8

中川浩之・画

ルターこぼれ話

竹田孝一・切り絵

八
面
へ
続
く
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　一五二一年、ヴォルムスの帝国議会でルターとその宗

教改革は法外なものと認定され、否定された。およそ個

人が経験する拒絶としてみればスケール感をともなう深

刻な事態であった。そこで信仰と良心の自由を念頭に国

家的な権力や主権の限界設定が試みられていた。事柄は

世俗的で政治的な問題であるが、その観点はきわめて神

学的な洞察であった。その脈絡でルターは通常と異なる

ニュアンスで刺激的なことを言っている。「だれをも信頼

してはならない」、そして神を「待つべきである」と。

　このようなルターの神学は極端で難解だと受け取られ

ることもあるが、この「通常と異なるニュアンス」で刺激

的なことを述べるところに原因の一端がある。修辞的な

技法を意図しているわけではない。危機に直面し、ピン

チに遭遇したときに鍛え上げられた信仰の言葉が逆説的

なものとなる。ルターは「神のことば」を追い求めてい

る人だ。状況は最悪で、あてになる人や打開策があるわ

けでもないとき、人はなにをすべきなのか。そこでも語り

かけることをやめず、そこでも働きかけることをやめない

何かを「待つべき」である。ルターの場合、神とはその

ようなお方であり、み言葉とはそのようなものであったに

違いない。待つことはその人の信頼と希望の在り処を言

い表す言葉になる。ただ神のみを信頼するというルター

の姿は「通常と異なるニュアンス」を帯び、その方向性

は逆説的に自らを閉じることではなくて、全方位的にその

可能性を開くことにつながる。自らの立ち位置をきわめ

て現実的に理解し、同時に「一人ひとりの言うこと」を

通して、神の恵みの探究者となる。混迷をきわめる状況

で、何を信じたらよいか分からないとき、これは祈りの

作法となり、道を切り開く活路にもなる。なぜならすべて

を通して働く神の恵みへの底抜けの信頼がルターの「通

常と異なるニュアンス」の核心にあるからだ。

　

原
著
〈Voittava usko

〉（「
勝
利
の
信
仰
」）

は
、
米
ミ
ネ
ソ
タ
の
ル
ー
サ
ー
神
学
校
で
の
講

義
録
を
も
と
に
、
一
九
五
九
年
に
出
版
さ
れ
た

も
の
だ
が
、
未
だ
色
褪
せ
る
こ
と
な
く
、
ま
た

ル
タ
ー
研
究
の
入
門
書
と
し
て
こ
れ
の
右
に
出

る
も
の
は
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
多
く
の
国
で

翻
訳
さ
れ
、
世
界
中
の
ル
タ
ー
派
神
学
校
で
は

必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
紹
介
さ
れ
、
教
科
書

と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
レ
ナ

ル
ト
・
ピ
ノ
マ
。
ル
タ
ー
研
究
に
お
い
て
は

「
神
の
怒
り
」
や
「
ル
タ
ー
神
学
の
実
存
的
性

格
」
な
ど
の
研
究
で
知
ら
れ
る
。

　

今
か
ら
百
年
前
、
宗
教
改
革
四
百
年
を
迎
え

る
頃
、
ド
イ
ツ
の
ル
タ
ー
神
学
者
カ
ー
ル
・
ホ

ル
に
刺
戟
を
受
け
て
ド
イ
ツ
か
ら
ス
カ
ン
ジ
ナ

ヴ
ィ
ア
諸
国
を
中
心
に
ル
タ
ー
研
究
の
盛
ん
に

な
っ
た
時
代
が
あ
る
。「
ル
タ
ー
・
ル
ネ
ッ
サ

ン
ス
」
と
呼
ば
れ
る
大
き
な
潮
流
と
な
り
、
や

が
て
ニ
グ
レ
ン
、
ア
ウ
レ
ン
な
ど
ル
ン
ド
学
派

と
呼
ば
れ
る
一
連
の
研
究
者
も
生
ま
れ
る
。
彼

ら
と
同
時
期
に
こ
の
ル
タ
ー
研
究
の
進
展
に
大

き
な
貢
献
を
し
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
神
学
者
が

ピ
ノ
マ
な
の
だ
。

　

こ
の
本
で
は
、
ル
タ
ー
著
作
の
直
接
引
用
を

し
な
が
ら
ル
タ
ー
神
学
の
主
要
な
神
学
項
目
に

全
一
八
章
を
用
い
て
丁
寧
に
論
じ
て
い
る
。
啓

示
、
神
の
独
占
活
動
、
予
定
、
義
認
と
聖
化
、

聖
霊
論
、
霊
的
試
練
の
問
題
、
教
会
、
聖
礼

典
、
国
家
等
、
章
の
タ
イ
ト
ル
に
含
ま
れ
る
も

の
、
そ
う
で
な
い
も
の
で
も
ル
タ
ー
の
神
学
的

な
筋
道
を
確
認
す
る
時
に
知
り
た
い
と
思
う
事

柄
ほ
と
ん
ど
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
日
本
語
翻
訳
に
向
け
て
特

別
に
第
一
二
章
の
「
キ
リ
ス
ト
教
界
」
の
項
目

が
書
き
下
ろ
さ
れ
て
い
て
、
他
の
国
で
の
翻
訳

に
は
無
い
も
の
が
本
書
に
は
収
め
ら
れ
て
い

る
。

　

時
代
の
な
か
で
新
し
い
神
学
的
議
論
が
あ
る

事
柄
に
つ
い
て
は
、
著
者
の
深
い
神
学
的
洞
察

を
加
え
て
紹
介
し
て
い
る
が
、
様
々
な
神
学
的

主
張
を
片
寄
り
な
く
紹
介
し
論
じ
つ
つ
も
、
筆

者
の
視
点
は
明
確
に
示
さ
れ
、
単
な
る
ル
タ
ー

神
学
紹
介
と
い
う
に
留
ま
ら
な
い
研
究
書
と

な
っ
て
い
る
。

　

翻
訳
に
は
相
当
苦
労
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
か
ら
の
宣
教
師
の
協
力
を
得
て

な
し
得
た
も
の
だ
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。

 

（
石
居
基
夫　

所
員
）

ル
タ
ー
研
究
名
著
シ
リ
ー
ズ

　

L
・
ピ
ノ
マ
『
ル
タ
ー
神
学
概
論
』

 

石
居
正
己
訳　
聖
文
舎　
（
一
九
六
八
年
）

一人ひとりの言うことを聞き、それを通して、神が語り、
働こうとしておられるのを待つべきである

（『この世の権威について、人はどの程度までこれに服従の義務を負うか』〈1523年〉）

※ 出典『ルターの言葉：信仰と思索のために』（W・シュパルン著、湯川郁子訳、教文館、2014 年）

� 所員　宮�本　　新

ルターの　　ことば
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私
の
ル
タ
ー
研
究
は
聖
餐
論
で
あ
る
。
神
学

校
を
卒
業
し
て
牧
会
の
現
場
に
置
か
れ
た
時
か

ら
、
毎
週
の
説
教
を
作
成
す
る
こ
と
に
悪
戦
苦

闘
の
日
々
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
み
言
葉
の
リ

ア
リ
テ
ィ
を
い
か
に
掴
み
、
そ
れ
を
ど
う
語
る

の
か
の
格
闘
で
あ
っ
た
。
日
曜
日
の
夜
が
明
け

る
頃
に
な
っ
て
も
納
得
の
行
く
説
教
が
完
成
し

な
い
こ
と
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。
そ
の
時
期
の

私
に
は
、
こ
と
さ
ら
ル
タ
ー
の
聖
餐
論
は
不
思

議
な
輝
き
を
放
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。
ル

タ
ー
に
と
っ
て
聖
餐
は
、
キ
リ
ス
ト
の
現
在
の

リ
ア
リ
テ
ィ
を
放
つ
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
し
か
も
他
の
宗
教
改
革
者
た
ち
の
誰
よ
り

も
「
キ
リ
ス
ト
の
現
在
の
リ
ア
リ
テ
ィ
」
に

拘
っ
た
こ
と
は
魅
力
で
あ
り
、
研
鑽
を
積
み
上

げ
る
に
値
す
る
教
え
と
な
っ
て
い
っ
た
。
教
会

の
現
場
で
与
え
ら
れ
た
新
し
い
、
し
か
も
切
実

な
問
題
意
識
で
あ
っ
た
。

　

ル
タ
ー
の
聖
餐
論
は
複
雑
で
あ
る
。
ス
イ
ス

の
宗
教
改
革
者
た
ち
と
の
論
争
に
止
ま
ら
ず
、

同
労
者
で
あ
っ
た
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
と
の
間
で
も

聖
餐
論
に
は
相
違
が
あ
っ
た
。
ル
タ
ー
没
後
も

論
争
は
鎮
火
す
る
こ
と
な
く
、
ル
タ
ー
派
内
で

の
激
し
い
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
が
、
一
応
の

決
着
を
見
た
の
は
論
争
に
疲
れ
果
て
た
後
の
こ

と
で
あ
る
。
聖
餐
論
争
だ
け
で
は
な
か
っ
た

が
、
諸
論
争
の
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
幾
多
の
論
争
を
重
ね
た
論
ゆ
え
に
、
内

容
が
実
に
複
雑
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
生
涯
の
研
究
対
象
と
す
る
に
値
す
る
テ
ー

マ
に
は
間
違
い
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の

途
上
で
気
づ
か
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
ル
タ
ー

の
神
学
的
な
理
解
は
聖
書
解
釈
に
根
拠
を
置
い

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
聖
書
に
根
拠
を
置
い

て
い
る
」
と
い
う
定
型
の
表
現
で
は
実
は
十
分

で
は
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
他
の
宗
教
改
革
者
た

ち
も
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。
聖
餐
論
の
相
違
と

は
、
聖
書
の
み
言
葉
の
解
釈
の
相
違
な
の
で
あ

る
。

　

そ
こ
か
ら
私
に
は
新
た
な
研
究
の
課
題
が
加

え
ら
れ
た
。
ル
タ
ー
の
聖
書
解
釈
を
研
究
す
る

こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
踏
み
込
め
ば
、
ル
タ
ー

の
そ
れ
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
こ
れ
ま

で
ル
タ
ー
の
聖
書
解
釈
か
ら
恩
恵
を
受
け
て
き

た
が
、
そ
れ
は
今
後
も
変
わ
ら
な
い
。
ル
タ
ー

の
聖
書
解
釈
が
基
本
的
な
尺
度
で
あ
る
。
し
か

し
今
日
、
ル
タ
ー
の
時
代
と
は
異
な
る
期
待
が

教
会
に
は
向
け
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
他
者

と
の
差
別
化
で
は
な
く
共
通
項
に
視
点
を
置
く

エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
問
題
意
識
で
あ
る
。
他
教

派
だ
け
で
な
く
他
宗
教
と
の
対
話
さ
え
も
必
然

と
な
っ
て
い
る
。
聖
書
の
福
音
の
真
理
は
本
来

そ
の
期
待
に
応
え
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の

真
理
を
ル
タ
ー
が
ど
う
解
釈
し
た
の
か
、
探
求

は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。

�

所
員　

立 

山　

忠 

浩

　宗教改革 500 年にあたる昨年、多くのヨーロッパ諸国でこ

れを記念する切手が発行された。それ以外ではドイツ系移民

の多いブラジルのみである。発行した国は、ドイツ、ハンガ

リー、アイスランド、ポーランド、スロバキア、イタリア、

ヴァチカン市国などである。注目すべきは、総本山ヴァチカン

市国をはじめカトリック諸国からも発行された点である。50

年にわたるルーテル教会とカトリック教会の対話が、『争いか

ら交わりへ』を生み、また昨年の長崎での共同礼拝を実現させ

たのは周知のことである。切手の世界でも同じ潮流を見ること

ができる。紹介するのはハンガリーとイタリアの切手である。

　 ハ ン ガ リ ー の 宗 教 改 革 500 年 切 手 3 種 の う ち の 一 種。

ヴィッテンベルク城教会の扉に 95 か条の提題を打ちつけるル

ターが描かれている。

　イタリアの切手は唯一「ルーテル教会 500 年」という題であ

る。ドイツ・ワイマールにあるルーテル教会、ヘルダー教会の祭

壇画の一部が図案化されている。画家

はルカス・クラナッハ（子）。キリスト

の脇腹から血が父クラナッハの頭に降

り注いでいる。クラナッハ父子につい

ては別の回で取り上げよう。

切手に見るルター ㉖
切手とエキュメニズム
大分・別府・日田教会牧師　野 村　陽 一

私
の
ル
タ
ー
研
究
─
聖
餐
論
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　日本語で読める
プロテスタンティ
ズム論がほとんど
ない中で貴重な一
書。また宗教改革
500 年 の 年 の 収
穫の一つ。
　 深 井 氏 に よ れ
ば、一口でプロテ

スタントと言っても実は二つの流れが
ある。A「保守主義としてのプロテス
タンティズム」と、B「リベラリズムと
してのプロテスタンティズム」。いささ
か乱暴にまとめると、A は社会（国家）
を支える制度的教会で大陸のプロテス
タンティズム（特にドイツ）、B は社会
に批判的な自由教会でアメリカのプロ
テスタンティズムである。もちろん、
それぞれに問題がある。A は国家に迎
合しやすい（ヒトラー時代 !）。B は市
場社会に適合した成功主義。鋭い分析
である。この深井氏の立論には下敷き
がある。有名な「トレルチ・テーゼ」
である。プロテスタンティズムを 18
世紀の啓蒙主義を境に古プロテスタン
ティズムと新プロテスタンティズムに
分けたのである。このようにトレルチ
が時間軸にそって分類したことを、深
井氏は空間軸に置き換えてプロテスタ
ンティズム像を鮮明に描き出した。一
つの整理の仕方として評価したい。
　その他コメントを二つ。ルターにつ
いても当然触れられているが、おおむ
ね勇気ある改革者というトーンで論じ
られる。しかしルターについてまず論
ずべきは勇気云々よりも、信仰思想の
特質とその深さではなかろうか。
　もう一つ。深井氏はプロテスタン
ティズムの現代社会への貢献として

「共存の作法」に言及。つまり「エ
キュメニズム／共生」の問題である。
その内容的な論述は頁数の関係か、ほ
とんどないが、その方向性は間違って
いないと思う。今後の課題である。
 所長　江口　再起

　この本は NHK
のカルチャーラ
ジオのテキスト
として書かれた
本である。それ
故、初心者でも
理解できるよう
に平易な言葉で
書かれている。

それだけではない。ルターの研究を重
ねている方にとっても学ぶことが多い
と思われる本である。
　内容の濃い本である。その中で私が
考えさせられたトピックを書きたいと
思う。それは、ルターの聖性と日常性
の捉え方である。このような興味深い
記述がある。「ルターにおいて特徴的
なことは、（中略）内面性と世俗性、
あるいは聖性と日常性がバラバラでな
く一つのことなのです。」ルターが修
道院を出てきたことは、彼が修道（生
活）そのものを否定したわけではな
い。あくまでも世俗から隔離された特
別な修道院生活を否定したのである。
その逆に、この世俗において修道をし
ていくことを目指したのである。この
聖性と日常性が一つになっているル
ターから、私達は今日において、尚修
道の現代的意味を新しく捉えなおすこ
とができる。もちろん修道という言葉
から、安易に行為義認を考える必要は
ない。恩寵義認から、愛の業としてこ
の世に仕えていく。この基本をおさえ
つつ、私達はこの世俗における修道の
生活を考えていく必要があると思われ
る。ルターは言う。「私は修道士です
が、修道士ではありません。」ルター
自身、この世俗での修道を生き抜いた
人間であるといえる。
　信仰の知的理解に傾きやすいプロテ
スタンティズムに対して、ルターの修
道的あり方は現代でも私達に警鐘を鳴
らしているのである。

 日本ルーテル神学校 4 年（研究所助手）
 筑田　仁

　ルターは歴史
上の人物ではあ
るものの、その
名はアイコンと
なり、広大な神
学 世 界 へ と 通
じ る 記 号 の よ
うな存在でもあ
る。記号として

の「ルター」。それが指し示すものは多
彩であり、思わぬ形で「ルター」に出
会うこともある。パソコン上でアイコン
をクリックすれば幾層にもわたるフォ
ルダやファイルを開くことができるよ
うに、神学者ルターだけでなく、歴史
や教育、また政治経済その他の領域で
ルターとその知的世界に出会うことも
ある。しかし「ルター」はあくまで歴
史上に生きて活動した人物であり、ル
ター自身のテキストの読解は基本とな
る。この度日本ルター学会から刊行さ
れた研究年報、「宗教改革 500 周年記
念号」はそのルターのテキストにアプ
ローチする構成となっている。
　学会誌であるのでルターを専門とす
る論者たちが高度な研究成果をふまえ
て各論を展開しているが、その収録構
成は専門外の人がルターに関心を持て
る編集となっている。ルターの宗教改
革以前の主要著作にはじまり、手紙や
讃美歌などの論考にまで及んでいるの
で、ルターの活動年代を追ってアラカ
ルト風に原典を手に取ることもでき
る。したがって、ルターを専門とする
人以外もまたこの研究年報を手に取
り、ルターの世界に触れ合う機会とす
ることもできるであろう。惜しむらく
は本書が非売品であるということだ。
神学校の図書館等でぜひ手に取ってみ
られることをお勧めしたい。
 所員　宮本　新

書　評

『プロテスタンティズム
 ─宗教改革から現代政治まで』
 深井智朗著（中公新書、2017年）

『ルターと宗教改革500年』
 江口再起著 
 （NHK 出版、2017年）

『ルターと宗教改革』第 7号
  （ 日本ルター学会研究年報
  　宗教改革 500 周年記念号）（2017年）
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⃝

五
〇
〇
年
の
年
の
活
動

　

昨
年
の
ル
タ
ー
研
究
所
は
五
〇
〇
年
を
記
念

す
る
活
動
に
総
力
を
挙
げ
て
取
り
組
み
ま
し
た
。

　

①
六
月
五
〜
七
日
「
信
徒
と
牧
師
の
た
め
の

ル
タ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
」。
テ
ー
マ
は
「
五
〇
〇
年

の
年
、
ル
タ
ー
に
出
会
う
」。
会
場
は
マ
ホ
ロ
バ
・

マ
イ
ン
ズ
三
浦
。
三
五
名
。

　

②
一
〇
月
三
一
日
「
宗
教
改
革
五
〇
〇
年

記
念　

講
演
と
音
楽
の
夕
べ
」。
講
演
は
竹
原

創
一
「
九
五
ヵ
条
の
今
日
の
意
味
」、
鈴
木
浩

「
宗
教
改
革
の
核
心
」。
演
奏
は
ム
ジ
カ
・
サ
ク

レ
・
ト
ウ
キ
ョ
ウ
（
指
揮
山
田
実
）
に
よ
る

バ
ッ
ハ
「
カ
ン
タ
ー
タ
八
〇
番
」。
会
場
は
東

京
教
会
。
二
五
〇
名
。

　

③
出
版　

研
究
所
の
紀
要
『
ル
タ
ー
研
究
』

の
別
冊
シ
リ
ー
ズ
「
宗
教
改
革
五
百
周
年
と
わ

た
し
た
ち
」
を
二
〇
一
三
年
よ
り
出
版
（
既

刊
四
冊
、
別
冊
五
号
は
今
秋
出
版
予
定
）。
ま

た
日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
教
会
の
委
託
に
よ
り

『「
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
」
を
読
む
』
等
の
編
集

執
筆
に
協
力
（
三
面
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
）。

　

④
展
示　

ル
ー
テ
ル
学
院
大
学
図
書
館
と

共
催
で
ル
タ
ー
と
宗
教
改
革
に
関
わ
る
資
料
等

の
展
示
。

　

⑤
研
究
所
所
員
に
よ
る
五
〇
〇
年
を
め
ぐ

る
各
教
会
で
の
礼
拝
説
教
、
講
演
会
、
学
会
発

表
、
放
送
等
。

⃝

二
〇
一
八
年
の
活
動

　

次
の
よ
う
な
予
定
で
す
。
ど
う
ぞ
ご
参
加
下

さ
い
。

　

①
公
開
講
座
。
前
期
は
「
ル
タ
ー
概
論
」

（
江
口
所
長
担
当
）、
後
期
は
「
ル
タ
ー
と
ル
ー

テ
ル
教
会
」（
石
居
所
員
、
宮
本
所
員
担
当
）。

　

②
「
牧
師
の
た
め
の
ル
タ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
」

　

六
月
四
〜
六
日
、
御
殿
場
の
東
山
荘
で
。

テ
ー
マ
「
五
〇
〇
年
か
ら
の
出
発
」。
内
容
は
、

五
〇
〇
年
の
総
括
、
研
究
発
表
、
ル
タ
ー
と
説

教
、
教
会
を
め
ぐ
る
徹
底
討
論
等
。

　

③
「
秋
の
講
演
会
」
一
一
月
一
八
日
（
日
）

午
後
二
時
、
大
森
教
会
で
。
講
師
は
小
田
部
進

一
（
玉
川
大
学
教
授
、『
ル
タ
ー
か
ら
今
を
考

え
る
』
著
者
）。

⃝

故
佐
藤
繁
彦
博
士
の
遺
品
の
寄
贈

　

佐
藤
繁
彦
博
士
（
一
八
八
七
〜
一
九
三
五
）

は
日
本
に
お
け
る
ル
タ
ー
研
究
の
先
駆
者
で

す
。
戦
前
、
日
本
ル
ー
テ
ル
神
学
校
の
教
授
を

務
め
ら
れ
、
そ
の
著
書
『
ロ
マ
書
講
解
に
現
れ

た
る
ル
ッ
タ
ー
の
根
本
思
想
』
は
記
念
碑
的
労

作
で
す
。
ご
遺
族
よ
り
教
授
の
研
究
ノ
ー
ト
等

を
寄
贈
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
機
会
を
み
つ

け
て
展
示
等
を
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

研
究
所
ニ
ュ
ー
ス

⃝

ル
タ
ー『
詩
編
第
百
一
篇
詳
解
』初
版
本

　

ル
ー
テ
ル
学
院
大
学
図
書
館
で
は
、
五
〇
〇

年
を
記
念
し
て
、
ル
タ
ー
の
貴
重
な
初
版
本
を

購
入
し
ま
し
た
。『
詩
編
第
百
一
編
詳
解
』
の

一
五
三
四
年
の
初
版
本
で
す
（Der CI.Psalm

, 

durch D.M
ar.Luth.Augelegt.

）。
ル
タ
ー
は
聖

書
の
中
で
も
こ
と
の
ほ
か
詩
編
を
愛
読
し
て
い

き
ま
し
た
が
、
詩
編
第
百
一
編
を
彼
は
「
ダ
ビ

デ
に
よ
る
王
の
鑑

か
が
み」

と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

⃝

ル
タ
ー
研
究
所
の
構
成
メ
ン
バ
ー

　

ル
タ
ー
研
究
所
の
所
長
が
、
こ
の
四
月
に
、

鈴
木
浩
先
生
よ
り
江
口
再
起
（
ル
学
大
）
に

交
代
し
ま
し
た
。
な
お
所
員
は
次
の
方
々
で

す
。
鈴
木
浩
（
ル
学
大
名
誉
教
授
）、
高
井
保

雄
（
羽
村
教
会
）、
立
山
忠
浩
（
都
南
教
会
）、

石
居
基
夫
（
ル
学
大
）、
宮
本
新
（
ル
学
大
）。

徳
善
義
和
先
生
は
名
誉
所
員
で
す
。
ま
た
今
年

度
の
ル
タ
ー
研
助
手
は
筑
田
仁
神
学
生
で
す
。

　

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
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
（
お
よ
そ
一
五
〇
万
円
）
で
成
り

　

そ
の
再
検
証
の
過
程
で
、
教
会
の
改
革
が
ど

う
し
て
も
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

こ
う
し
て
「
教
え
る
人
、
ル
タ
ー
」
が
、「
宗

教
改
革
者
、
ル
タ
ー
」
と
な
っ
て
い
く
。
し
か

し
、
ル
タ
ー
は
「
教
会
の
改
革
は
わ
た
し
の
意

志
で
も
意
図
で
も
な
か
っ
た
」
と
語
っ
て
い
た

よ
う
に
、
自
ら
望
ん
で
改
革
者
に
な
っ
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
。
後
の
世
代
の
人
々
は
し
か

し
、
そ
こ
に
「
神
に
よ
る
ル
タ
ー
の
召
命
」
を

見
た
の
で
あ
っ
た
。

四
面
か
ら
続
く

立
っ
て
い
ま
す
。
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
い
た
し
ま
す
。

 

　
所
長　
江 

口　

再 

起


