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の
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え
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研
究
所
ニ
ュ
ー
ス

　
コ
ロ
ナ
感
染
が
止
ま
ら
な
い
。
去
年
の
春
、

ま
さ
か
こ
の
事
態
が
一
年
以
上
続
く
と
は
、
誰

も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
今
、
い
ろ
い
ろ
不
自

由
で
も
、
や
が
て
元
に
も
ど
る
と
思
っ
て
い

た
。
甘
い
見
通
し
だ
っ
た
。
礼
拝
も
今
は
何
か

と
不
自
由
で
も
、
や
が
て
元
に
も
ど
る
と
期
待

し
て
い
た
。
し
か
し
、
甘
い
見
通
し
だ
っ
た
。

　
さ
て
、
そ
う
し
た
中
、
だ
か
ら
こ
そ
、
信
仰

の
原
点
を
改
め
て
し
っ
か
り
見
つ
め
た
い
。
落

ち
つ
い
て
自
ら
を
省
み
た
い
。
神
が
そ
の
た
め

の
時
間
を
与
え
て
下
さ
っ
て
い
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　
信
仰
の
原
点
は
、
神
様
か
ら
の
語
り
か
け

（
神
の
言
葉
）
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
、
そ
の
神

の
言
葉
が
、
毎
日
曜
日
の
礼
拝
の
只
中
で
届
け

ら
れ
る
と
語
っ
て
い
る
。「
説
教
」
で
あ
る
。

毎
日
曜
日
、
牧
師
が
語
る
「
説
教
」
で
あ
る
。

会
衆
が
聞
い
て
い
る
「
説
教
」
で
あ
る
。

　「
説
教
」
と
は
何
か
。
コ
ロ
ナ
禍
だ
か
ら
こ

そ
、
改
め
て
本
気
で
「
説
教
」
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
。

�

（
え
）

ル
タ
ー
と
説
教
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コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
こ
の

一
年
の
生
活
を
振
り
返
っ
て
み
ま
し
た
。
私
が

遣
わ
さ
れ
て
い
る
北
海
道
の
道
東
地
区
は
こ
の

数
年
の
間
に
二
つ
の
教
会
を
閉
じ
、
現
在
は
礼

拝
堂
と
牧
師
館
の
あ
る
帯
広
で
主
日
毎ご
と

に
礼
拝

が
行
わ
れ
、
釧
路
と
浦
幌
で
は
そ
れ
ぞ
れ
月
に

一
度
の
ペ
ー
ス
で
家
庭
集
会
と
会
場
を
借
り
て

の
礼
拝
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

当
初
、
感
染
症
の
影
響
は
都
会
ほ
ど
顕
著

に
み
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
昨
年
の
二
月
末
に
知
事
か
ら
の
要
請
と
い

う
形
で
、
道
内
で
は
い
ち
早
く
札
幌
な
ど
に
大

都
市
圏
へ
の
移
動
の
制
限
や
自
粛
が
求
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
人
々
の
間
に
は
漠
然
と
し
た

不
安
が
浸
透
し
て
ゆ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
高
齢

者
施
設
や
介
護
関
係
の
職
に
あ
る
信
徒
の
中
に

は
礼
拝
出
席
が
実
質
禁
止
に
な
る
方
が
で
て
き

た
り
、
更
に
施
設
に
入
居
さ
れ
て
い
る
方
の
行

動
の
自
由
も
奪
わ
れ
る
事
態
と
な
り
ま
し
た
。

三
月
初
め
の
臨
時

役
員
会
で
は
で
き
う

る
限
り
の
感
染
症
対

策
を
行
い
つ
つ
〝
い

つ
も
通
り
の
礼
拝
を

継
続
す
る
〟
こ
と
を

確
認
し
、
同
時
に
さ

ま
ざ
ま
な
制
限
を
受
け
て
お
ら
れ
る
方
や
不
安

を
感
じ
て
お
ら
れ
る
方
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
場
に

あ
っ
て
も
礼
拝
（
祈
り
）
が
行
え
る
よ
う
に
資

料
を
作
成
し
お
届
け
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
現
在
も
継
続
し
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
話
し
合
い
の
中
で
、
あ
る
方
が
「
道
東

地
区
で
は
帯
広
以
外
の
方
は
、
今
ま
で
も
毎
週

礼
拝
が
で
き
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
」
と

つ
ぶ
や
い
た
こ
と
が
、
今
で
も
忘
れ
ら
れ
ま
せ

ん
。
と
い
う
の
も
、
私
た
ち
は
ど
こ
か
で
主
日

毎ご
と

に
礼
拝
の
恵
み
に
与
る
こ
と
が
当
た
り
前
だ

と
考
え
て
い
た
の
で
す
が
、
実
態
が
そ
う
で
は

な
く
、
そ
う
し
た
こ
と
が
あ
ち
こ
ち
で
起
こ
っ

て
い
た
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
気
づ
き
、
改
め
て

他
人
事
で
は
な
く
自
分
事
と
し
て
考
え
る
よ
う

に
な
っ
た
か
ら
で
す
。〝
一
堂
に
会
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
難
し
い
状
況
は
、
コ
ロ
ナ
禍
以
前

か
ら
北
海
道
の
私
た
ち
の
日
常
だ
っ
た
〟
の
で

す
。
そ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
説
教
者
と
し
て

心
が
け
て
い
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
状
況
の

中
に
あ
っ
て
も
、
私
た
ち
は
共
に
主
の
御
名
を

呼
び
求
め
、
祈
り
、
賛
美
し
感
謝
す
る
群
れ
で

あ
り
、
今
こ
こ
に
あ
る
恵
み
、
主
が
私
た
ち
と

共
に
お
ら
れ
る
と
い
う
幸
い
を
わ
か
ち
あ
い
伝

え
る
者
で
あ
り
た
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

�

（
J
E
L
C
　
帯
広
教
会
　
牧
師
）

緊
急
事
態
宣
言
が
発
令
さ
れ
、
不
要
不
急

な
外
出
の
自
粛
要
請
が
あ
っ
た
と
き
、
教
会
と

し
て
礼
拝
は
不
要
不
急
で
は
な
い
こ
と
を
確
認

し
、
し
か
し
隣
人
へ
の
責
任
と
配
慮
か
ら
礼
拝

を
休
止
す
る
こ
と
と
し
た
。
家
庭
で
礼
拝
や
祈

り
の
と
き
を
持
て
る
よ
う
に
と
、
礼
拝
式
文
や

説
教
原
稿
の
郵
送
や
配
信
を
行
う
と
同
時
に
、

以
前
か
ら
考
え
て
い
た
説
教
音
声
の
配
信
も
、

礼
拝
休
止
後
す
ぐ
に
、
教
会
員
の
お
か
げ
で
前

倒
し
で
実
行
に
移
す
こ
と
が
で
き
た
。

説
教
の
音
声
配
信
は
、
も
と
も
と
は
日
曜

日
に
仕
事
な
ど
の
た
め
に
礼
拝
に
来
ら
れ
な
い

教
会
員
が
、
そ
の
週
の
ど
こ
か
で
説
教
を
聞
き

主
日
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
意
図
し

て
い
た
も
の
で
あ
り
、
礼
拝
の
中
で
録
音
し
た

も
の
を
用
い
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
。
し
か

し
コ
ロ
ナ
禍
で
は
、
郵
送
や
添
付
フ
ァ
イ
ル
で

の
配
信
、
H
P
か
ら
の
音
声
配
信
は
ど
れ
も
、

感
染
拡
大
防
止
や
感
染
か
ら
身
を
守
る
た
め
日

曜
日
を
家
で
過
ご
す
人
た
ち
を
念
頭
に
置
き
、

そ
の
前
に
届
く
よ
う
に
準
備
す
る
よ
う
に
し
、

今
も
続
け
て
い
る
。

日
曜
日
に
間
に
合
う
よ
う
に
説
教
を
準
備

す
る
た
め
に
は
、
遅
く
て
も
木
曜
日
ま
で
に
説

教
原
稿
を
仕
上
げ
、
土
曜
日
ま
で
に
録
音
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
毎
週
、
誰
も
い
な
い
礼

拝
堂
の
説
教
台
で
、

日
曜
日
前
に
説
教

を
吹
き
込
む
。
礼

拝
が
あ
れ
ば
会
衆

の
前
で
説
教
を
す

る
が
、
礼
拝
が
休

止
の
と
き
は
会
衆

不
在
で
語
ら
れ
た
音
源
が
説
教
と
な
る
。
神
学

校
で
説
教
は
礼
拝
の
中
、
会
衆
に
聞
か
れ
て
完

成
す
る
と
学
び
、
按
手
後
も
そ
う
信
じ
て
続
け

て
き
た
が
、
説
教
の
、
ま
た
説
教
者
と
し
て
の

「
当
た
り
前
」
は
コ
ロ
ナ
禍
で
崩
れ
て
行
く
よ

う
に
感
じ
る
。

日
曜
日
に
礼
拝
を
守
れ
る
よ
う
に
と
事
前

に
準
備
し
て
届
け
る
説
教
は
、
会
衆
の
た
め
の

牧
会
的
決
断
で
あ
り
、
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
特
殊

な
状
況
の
中
で
正
し
い
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。

そ
し
て
確
か
に
、
た
と
え
目
の
前
に
い
な
く
て

も
会
衆
は
い
て
、
説
教
を
聞
い
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
し
か
し
そ
の
事
実
と
、
自
分
が
学
ん
で
き

た
こ
と
、
ま
た
経
験
し
て
い
る
こ
と
が
う
ま
く

結
び
つ
か
な
い
と
こ
ろ
に
、
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ

て
説
教
を
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
感
じ
て
い

る
。

�

（
J
E
L
C
三
鷹
教
会
　
牧
師
）

コ
ロ
ナ
禍
で
の
礼
拝�

岡 

田　
　

薫

コ
ロ
ナ
禍
で
の
説
教
の
難
し
さ�

所
員　

高 

村　

敏 

浩

コ
ロ
ナ
禍
の「
説
教
」の
課
題
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礼
拝
で
牧
師
が
説
教
を
語
る
。
そ
れ
を
私
た

ち
会
衆
が
聞
く
。
あ
り
ふ
れ
た
説
教
風
景
だ

が
、
こ
こ
に
全
て
が
あ
る
。
ル
タ
ー
は
こ
う
語

る
。《
私
は
説
教
を
聞
く
。
一
体
誰
が
語
っ
て

い
る
の
か
。
牧
師
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
な
る

ほ
ど
声
は
、
牧
師
の
声
で
あ
る
。
が
、
神
こ

そ
が
そ
こ
で
説
教
を
し
、
み
言
葉
を
語
ら
れ

る
の
で
あ
る
》（
一
五
四
〇
年
の
説
教
、 

W
A

四
七
）。

　
神
が
語
る
。
そ
れ
が
「
神
の
言
葉
」
で
あ

る
。
神
の
言
葉
、
も
う
耳
に
タ
コ
が
で
き
る

ほ
ど
聞
き
慣
れ
た
言
葉
だ
。
だ
が
改
め
て
問

う
、
神
の
言
葉
と
は
何
か
。
ま
ず
「
言
葉
」
と

は
何
か
。
言
葉
を
最
初
に
口
に
し
た
の
は
神
で

あ
る
。「
光
あ
れ
」。
こ
う
し
て
天
地
創
造
が
行

わ
れ
た
。
言
葉
の
こ
と
を
旧
約
の
ヘ
ブ
ラ
イ

語
で
ダ
ー
バ
ー
ル
と
い
う
。
ふ
つ
う
言
葉
は

伝コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

達
の
道
具
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ダ
ー

バ
ー
ル
は
そ
れ
以
上
で
あ
る
。
伝
達
だ
け
で
な

く
、
伝
達
し
た
事
が
実
際
現
実
化
す
る
の
で
あ

る
。
神
が
「
光
あ
れ
」
と
言
え
ば
、
光
が
出
現

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ダ
ー
バ
ー
ル
を
新
約
の

ギ
リ
シ
ア
語
で
は
ロ
ゴ
ス
と
翻
訳
し
た
。
こ
う

書
い
て
あ
る
。《
初
め
に
言ロ
ゴ
ス葉
が
あ
っ
た
。
…

言ロ
ゴ
ス葉
は
肉
と
な
っ
て
私
た
ち
の
間
に
宿
ら
れ

た
》（
ヨ
ハ
ネ
一
・
一
～
一
四
）。
ロ
ゴ
ス
に
は

理
性
と
い
う
語
感
も
あ
り
、
ダ
ー
バ
ー
ル
の
全

て
を
含
み
き
れ
な
い
が
、
と
も
か
く
神
の
言ロ
ゴ
ス葉

と
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
の
キ
リ
ス
ト
と
は
、
神
の
心
を
伝
達
す

る
の
み
な
ら
ず
、
ま
さ
に
神
を
体
現
し
た
の
で

あ
る
（
受
肉
!
）。
つ
ま
り
神
の
言
葉
は
伝
達

し
た
事
を
本
当
に
実
現
す
る
。
人
の
言
葉
と
は

ち
が
う
。
ル
タ
ー
は
言
う
。《
人
の
言
葉
は
た

だ
指
し
示
す
も
の
、
し
る
し
で
あ
る
。
だ
が
神

の
言
葉
は
し
る
し
で
な
く
、
神
の
存
在
そ
の

も
の
で
あ
る
》（
一
五
二
三
年
の
説
教
、 

W
A

一
〇 I/1

）。
す
な
わ
ち
神
の
言
葉
と
は
、
そ

こ
に
神
キ
リ
ス
トが
私
た
ち
会
衆
の
前
に
立
ち
現
わ
れ
、

語
り
か
け
て
い
る
、
そ
の
言
葉
だ
。
つ
ま
り

「
説
教
」
と
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
時
な
の
で

あ
る
。
居
眠
り
な
ど
し
て
い
る
場
合
で
は
な

い
。《
聞
く
耳
の
あ
る
者
は
聞
く
が
よ
い
》（
マ

ル
コ
四
・
九
）。

　
礼
拝
の
説
教
の
只
中
で
、
神
ご
自
身
が
牧

師
の
口
を
通
し
て
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え

一
六
世
紀
の
改
革
派
神
学
者
ブ
リ
ン
ガ
ー
は

こ
う
語
る
。《
神
の
言
葉
の
説
教
が
、
神
の
言

葉
で
あ
る
》（「
第
二
ス
イ
ス
信
条
」）。
神
の
言

葉
を
聞
く
た
め
に
瞑
想
な
ど
特
別
な
こ
と
を
し

な
く
て
も
よ
い
。
説
教
を
聞
け
ば
よ
い
の
で
あ

る
。
あ
る
い
は
パ
ウ
ロ
の
場
合
。
意
外
に
も
実

は
パ
ウ
ロ
は
口
べ
た
だ
っ
た
。《
実
際
に
会
っ

て
み
る
と
話
は
つ
ま
ら
な
い
》（
第
二
コ
リ

一
〇
・
一
〇
）。
し
か
し
そ
の
パ
ウ
ロ
が
こ
う

語
る
。《
私
た
ち
か
ら
神
の
言
葉
を
聞
い
た
時
、

あ
な
た
方
は
そ
れ
を
人
の
言
葉
と
し
て
で
は
な

く
、
神
の
言
葉
と
し
て
受
け
入
れ
て
く
れ
た
。

事
実
そ
れ
は
神
の
言
葉
で
あ
り
、
信
じ
て
い
る

あ
な
た
方
の
中
に
現
に
働
い
て
い
る
》（
第
一

テ
サ
二
・
一
三
）。

　
も
う
一
度
、
確
認
し
よ
う
。
説
教
と
は
神
の

言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
に
尽
き
る
。
さ
て
、
そ
う

な
る
と
語
る
牧
師
も
、
聞
く
会
衆
も
覚
悟
が
必

要
。
い
い
加
減
な
こ
と
で
は
な
い
。
私
は
説
教

を
語
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
会
衆
と
し
て
聞
く
こ

と
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
自
戒
を
こ
め
て
言
う

が
、
ま
ず
説
教
者
。
説
教
に
、
街
角
や
テ
レ
ビ

な
ど
で
耳
に
す
る
よ
う
な
笑
い
を
誘
う
気
の
き

い
た
話
題
や
、
相
田
み
つ
を
で
も
言
い
そ
う
な

ち
ょ
っ
と
イ
イ
話
や
ほ
っ
こ
り
す
る
話
な
ど
い

ら
な
い
。
イ
エ
ス
が
そ
ん
な
ト
ン
チ
話
や
小
細

工
な
ど
す
る
わ
け
が
な
い
。
ま
し
て
や
自
分
の

体
験
談
や
信
念
や
自
慢
話
な
ど
、
説
教
に
は
全

く
不
要
で
あ
る
。
一
に
も
二
に
も
、
聖
書
、
聖

書
、
聖
書
。
聖
書
の
内
容
を
語
る
べ
き
で
あ

る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
こ
と
に
集
中
し
、

聖
書
の
説
き
明
か
し
（
再
話
）
を
す
べ
き
で
あ

ろ
う
（
そ
の
た
め
に
時
に
は
自
ら
の
貧
し
い
体

験
談
も
少
し
は
ゆ
る
さ
れ
よ
う
が
…
）。
と
は

言
え
、
な
か
な
か
そ
う
は
で
き
な
い
と
い
う
声

が
説
教
者
か
ら
聞
こ
え
て
き
そ
う
だ
。
だ
が
、

ル
タ
ー
は
結
構
き
び
し
い
。《
説
教
は
神
の
言

葉
で
あ
っ
て
、
私
の
言
葉
で
は
な
い
。〔
説
教

後
〕
神
が
私
に
言
わ
れ
る
、「
汝
よ
く
教
え
た

り
、
そ
れ
は
汝
に
よ
り
て
我
語
り
た
る
が
故
な

り
」。
自
ら
語
っ
た
説
教
に
つ
い
て
こ
の
よ
う

に
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
説
教
な
ど
し

な
い
方
が
よ
い
》（「
ハ
ン
ス
・
ヴ
ォ
ル
ス
ト
に

抗
し
て
」、 

W
A
五
一
）。

　
次
に
聞
く
会
衆
の
心
構
え
。
説
教
が
神
の
言

葉
で
あ
る
な
ら
、
実
は
そ
れ
を
ア
レ
コ
レ
批
評

な
ど
で
き
る
わ
け
が
な
い
。
今
日
の
説
教
は
な

か
な
か
面
白
い
と
か
、
退
屈
だ
な
ど
と
、
そ
ん

な
こ
と
を
イ
エ
ス
様
に
む
か
っ
て
言
い
う
る
だ

ろ
う
か
。
そ
う
い
う
こ
と
で
な
く
、
一
生
懸
命

聞
く
こ
と
で
あ
る
。
心
の
耳
を
澄
ま
し
て
聞
く

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
聞
き
終
わ
っ
て
、
た
だ

一
言
「
ア
ー
メ
ン
」
あ
る
の
み
。
そ
の
た
め
に

こ
そ
耳
が
あ
る
。
ル
タ
ー
は
言
う
、《
神
が
そ

の
言
葉
を
よ
く
聞
か
せ
る
た
め
に
、
耳
を
与
え

て
下
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
神
の
最
大
の
す

ば
ら
し
き
業
で
あ
る
》（
一
五
四
四
年
の
説
教
、

W
A
L
C
H
第
二
版
一
三
）。

　
ま
と
め
。
説
教
、
そ
れ
は
神
の
言
葉
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
説
教
の
と
き
、
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
が
私
の
目
の
前
で
語
っ
て
お
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

モリッツ・シュテター
『ルター』（2016）より

説
教
と
は
何
か
　
～
ル
タ
ー
と
共
に
考
え
る

所
長　

江 

口　

再 

起

（3）	 ルター研究所ニュース Nr.76	 2021 年 5 月 1 日発行



　「
宗
教
改
革
者
」
ル
タ
ー
は
、
事
柄
に
即
し

て
い
え
ば
、
ま
ず
も
っ
て
「
礼
拝
改
革
者
」
で

あ
っ
た
。
し
か
し
礼
拝
は
ど
う
変
わ
っ
た
の

か
。
そ
れ
ま
で
の
教
え
（
実
体
変
化
の
教
理
）

に
よ
れ
ば
、
礼
拝
の
中
心
で
あ
っ
た
聖
体
拝
領

（
聖
餐
式
）
で
は
、
パ
ン
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
の
「
体
」
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
（
聖
変

化
）。
パ
ン
は
も
は
や
パ
ン
で
は
な
く
、
文
字

ど
お
り
、
マ
リ
ア
か
ら
生
ま
れ
た
「
あ
の
体
」

に
な
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。「
説
教
」
は

言
っ
て
み
れ
ば
そ
の
付
け
足
し
で
あ
っ
た
。

　
無
論
、
教
会
の
伝
統
の
中
で
、
説
教
が
軽
視

さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
教
会
の
歴
史
の

中
で
は
、
繰
り
返
し
、「
神
の
言
葉
」
を
聞
く

こ
と
の
重
要
性
が
説
か
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

「
実
体
変
化
」
の
教
理
が
教
会
の
公
式
の
教
え

と
な
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
の
教
え
の
圧
力
が
圧

倒
的
に
大
き
く
な
り
、
そ
の
分
、
説
教
の
比

重
は
ず
っ
と
小
さ
く
な
っ
た
。「
イ
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
の
体
そ
の
も
の
を
受
け
る
」
こ
と
と
、

「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
語
る
」
こ
と

と
で
は
、
体
そ
の
も
の
を
受
け
る
こ
と
の
方

が
、
は
る
か
に
尊
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
た

か
ら
で
あ
る
。
極
端
な
場
合
に
は
、
か
つ
て
預

言
者
が
警
告
し
た
よ
う
に
、「
神
の
言
葉
を
聞

く
こ
と
の
飢
饉
」
が
起
こ
っ
て
し
ま
う
危
険
が

あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
ル
タ
ー
は
「
神
の
言
葉
の
力
」
を

何
よ
り
も
強
調
し
た
い
と
思
っ
た
。
神
の
言
葉

が
、「
今
・
こ
こ
で
・
あ
な
た
に
向
か
っ
て
」

語
り
か
け
て
い
る
の
だ
、
そ
れ
も
、「
な
き
も

の
を
あ
る
が
ご
と
く
に
」
引
き
起
こ
す
「
福

音
」（
喜
ば
し
い
ニ
ュ
ー
ス
）
を
力
に
満
ち
て

告
げ
知
ら
せ
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
、
説
教

は
、
礼
拝
の
中
で
、
と
り
わ
け
大
切
な
の
だ
。

　D
eu
s d

ixt

（
デ
ウ
ス
・
デ
ィ
ク
シ
ッ
ト
、

神
が
語
り
た
も
う
た
）
が
二
〇
世
紀
の
説
教
を

変
え
た
、
と
言
わ
れ
た
。N

u
n
c D

eu
s d

icit

（
ヌ
ン
ク
・
デ
ウ
ス
・
デ
ィ
キ
ッ
ト
、
神
が
今

語
っ
て
お
ら
れ
る
）
が
、
い
ま
ル
タ
ー
に
な
ら

う
説
教
者
の
課
題
だ
。

�

（
研
究
所
顧
問
、
J
E
L
C
引
退
教
師
）

　
宗
教
改
革
の
発
端
と
な
っ
た
ヴ
ィ
ッ
テ
ン

ベ
ル
ク
に
二
つ
の
教
会
が
あ
る
。
ル
タ
ー
が

一
五
一
七
年
に
「
九
五
箇
条
の
提
題
」
を
扉
に

貼
り
付
け
た
と
さ
れ
る
城
教
会
、
そ
し
て
そ
こ

か
ら
歩
い
て
も
近
い
市
教
会
（
シ
ュ
タ
ッ
ト
キ

ル
へ
）
で
あ
る
。
主
任
牧
師
は
ブ
ー
ゲ
ン
ハ
ー

ゲ
ン
で
あ
っ
た
。
ル
タ
ー
の
同
僚
で
あ
り
牧
会

者
で
も
あ
っ
た
人
物
で
、
ル
タ
ー
の
葬
儀
の
説

教
者
と
な
っ
た
。
し
か
し
彼
は
、
宗
教
改
革
の

拡
大
と
定
着
を
願
う
領
主
た
ち
か
ら
の
要
請
に

応
え
て
、
市
教
会
を
留
守
に
す
る
こ
と
が
し
ば

し
ば
あ
っ
た
。
一
年
半
続
く
こ
と
も
あ
り
、
留

守
中
の
説
教
を
ル
タ
ー
が
担
う
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
の
時
に
行
わ
れ
た
連
続
説
教
が
『「
山

上
の
教
え
」
に
よ
る
説
教
』（
マ
タ
イ
五
～
七

章
）
で
あ
る
。
会
衆
で
あ
る
民
衆
の
た
め
に
平

易
に
語
ら
れ
、
実
際
的
且
つ
現
実
的
な
内
容
と

な
っ
て
い
る
。

　
一
例
を
挙
げ
よ
う
。「
平
和
を
造
る
人
々
は
、

幸
い
で
あ
る
」（
マ
タ
イ
五
・
九
：
聖
書
協
会
共

同
訳
）
に
つ
い
て
、「
こ
こ
で
は
、
戦
争
を
し

て
は
い
け
な
い
と
い
う
具
合
に
、
禁
じ
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
」
と
語
っ
て
い
る
。「
た
と

え
戦
争
を
す
る
に
足
る
十
分
の
正
当
性
や
根
拠

が
あ
っ
て
も
、
で
き
る
か
ぎ
り
平
和
に
向
け
て

助
け
を
し
、
勧
め
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
」
と

説
き
つ
つ
、
万
策
を
講
じ
て
も
駄
目
な
場
合
に

は
「
領
土
と
人
民
を
守
る
た
め
に
、
防
衛
を
し

説教する人ルター
鈴 木　 浩

シリーズ「人間ルター」⓮

な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
」
こ
と
を
認
め
て
い

る
。
消
極
的
に
せ
よ
防
衛
権
の
行
使
の
容
認
で

あ
る
。
日
本
の
キ
リ
ス
ト
者
の
多
く
は
こ
の
言

葉
に
戸
惑
う
に
違
い
な
い
。

　
で
は
も
う
一
つ
の
「
悪
人
に
手
向
か
っ
て

は
な
ら
な
い
。
だ
れ
か
が
あ
な
た
の
右
の
頬

を
打
つ
な
ら
、
左
の
頬
も
向
け
な
さ
い
」（
五
・

三
九
）
は
ど
う
か
。
隣
人
に
暴
力
と
損
害
が
及

ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
防
ぎ
助
け
る
べ
き
で

あ
る
と
語
る
が
、
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
自
分
自

身
は
あ
ら
ゆ
る
打
撃
を
覚
悟
す
べ
き
で
あ
る
と

説
い
て
い
る
。「
私
た
ち
に
罪
を
犯
し
た
者
を

赦
し
ま
し
た
か
ら
」
と
、
主
の
祈
り
を
繰
り
返

し
唱
え
て
い
る
キ
リ
ス
ト
者
の
覚
悟
を
求
め
る

の
で
あ
る
。

　
激
動
の
時
代
の
説
教
は
実
に
刺
激
的
で
あ
る

が
、
誤
魔
化
し
が
な
い
。
我
々
の
説
教
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。

　
＊
『「
山
上
の
教
え
」
に
よ
る
説
教
』
の
邦
訳

は
、『
ル
タ
ー
著
作
集
』
第
二
集
五
巻
（
リ
ト

ン
、
二
〇
〇
七
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
J
E
L
C
都
南
教
会
牧
師
、

�

日
本
ル
ー
テ
ル
神
学
校
長
）

ル
タ
ー
の
名
著

『「
山
上
の
教
え
」に
よ
る
説
教
』

�

所
員　

立
山　

忠
浩

中川浩之・画

ドレ『山上の説教』（部分）1866

2021 年 5 月 1 日発行	 ルター研究所ニュース Nr.76	 （4）



ル
タ
ー
研
で
は
毎
月
一
度
所
員
会
を
開
催

し
、
そ
こ
で
所
員
の
発
表
を
中
心
と
し
た
勉
強

会
を
行
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
所
員
会
も
ま
た

コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
下
で
オ
ン
ラ
イ
ン
に
移
行
、

勉
強
会
も
ま
ま
な
ら
ぬ
状
態
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
悪
い
こ
と
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
か
え
っ
て
新
し
い
企
画
を
実
行
す
る
機
運

が
生
ま
れ
、
一
二
月
三
日
に
ル
ー
テ
ル
学
院
大

学
教
員
有
志
と
ル
タ
ー
研
究
所
の
合
同
勉
強
会

を
開
催
す
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
福
祉
・
臨

床
心
理
・
神
学
と
専
門
分
野
は
異
な
る
も
の
の
、

い
ず
れ
も
人
間
を
見
つ
め
寄
り
添
う
観
点
は
共

通
し
て
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
の
も
と
、
そ
れ
ぞ

れ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
何
が
起
こ
っ
て
い
て
、
何

を
考
え
、
ど
ん
な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
る

の
か
。
共
通
の
関
心
か
ら
互
い
の
発
表
に
耳
を

傾
け
る
機
会
と
し
ま
し
た
。

当
日
は
始
め
に
江
口
所
長
か
ら
コ
ロ
ナ
禍
に

お
け
る
学
際
研
究
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
イ
ン

ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
つ
づ
い
て
福
祉
、
臨

床
心
理
、
そ
し
て
神
学
か
ら
一
人
ず
つ
発
表
と

そ
れ
に
対
す
る
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。
こ
れ
と

い
っ
た
条
件
を
設
け
ず
、
各
発
表
者
が
自
由
に

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
現
況
と
そ
こ
で
の
研
究
報

告
を
発
表
し
、
終
始
和
や
か
な
雰
囲
気
で
活
発

な
意
見
交
換
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
誌
面
の
都
合

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

上
、
詳
細
な
内
容
を
報
告
で
き
ま
せ
ん
が
、
は

じ
め
て
所
員
会
に
参
加
し
発
表
い
た
だ
い
た
浅

野
貴
博
先
生
と
石
川
与
志
也
先
生
か
ら
当
日
の

勉
強
会
の
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

ま
た
お
二
人
の
先
生
方
と
並
ん
で
ル
タ
ー

研
か
ら
は
多
田
哲
研
究
員
が
「
コ
ロ
ナ
禍
に
お

け
る
教
会
」
と
題
し
、
礼
拝
や
諸
活
動
の
休
止

や
オ
ン
ラ
イ
ン
礼
拝
の
取
り
組
み
を
め
ぐ
る
考

察
を
発
表
し
ま
し
た
。
神
学
と
は
本
来
、
コ
ロ

ナ
禍
に
お
い
て
直
面
し
た
世
界
観
や
人
間
観

の
変
貌
に
か
か
わ
る
学
で
あ
る
と
の
問
題
提

起
が
あ
り
、
さ
ら
に
本
学
の
総
合
人
間
学
＝

Integrated H
um

an Studies
が
標
ぼ
う
す
る

と
こ
ろ
と
そ
の
点
で
合
致
す
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
総
合
人
間
学
を
標
ぼ
う
す
る

大
学
は
国
内
で
い
ま
だ
稀
少
で
あ
る
も
の
の
、

そ
の
総
合
と
は
単
に
専
門
知
識
の
寄
せ
集
め

や
、
寄
り
合
い
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
挑
戦
的
課
題
で
あ
り
、
同
時
に
人
間
の

福
祉
に
仕
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
、
大

い
に
刺
激
的
な
発
表
と
な
り
ま
し
た
。

以
下
、
浅
野
先
生
と
石
川
先
生
か
ら
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
掲
載
し
ま
す
。

浅
野 

貴
博
先
生
（
福
祉
／
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
）
よ
り

「
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
福
祉
」
に
つ
い
て
話

題
提
供
し
ま
し
た
。
ま
ず
、
高
齢
者
や
障
が
い

者
、
児
童
等
の
幅
広
い
対
象
を
支
援
す
る
社
会

福
祉
の
現
場
で
は
、
対
面
で
の
支
援
が
基
本
で

す
が
、
慢
性
的
な
人
手
不
足
の
中
、
三
密
を
避

け
る
こ
と
が
難
し
い
環
境
で
の
感
染
予
防
対
策

が
重
な
り
、
必
要
な
支
援
が
提
供
で
き
な
い
と

い
う
深
刻
な
影
響
が
及
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、

コ
ロ
ナ
禍
は
、
社
会
的
弱
者
と
呼
ば
れ
る
、
社

会
の
構
造
上
、
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
て
い
る

人
々
（
例
え
ば
、
非
正
規
労
働
者
や
技
能
実
習

生
…
等
）
に
対
し
て
、
よ
り
深
刻
な
ダ
メ
ー
ジ

を
与
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
大
学
の
教
育
、
特
に
実
習
教
育
へ

の
影
響
と
し
て
、
文
科
省
お
よ
び
厚
労
省
か
ら

の
通
達
に
よ
り
、
実
習
施
設
等
の
代
替
が
困
難

な
場
合
は
、
現
場
実
習
に
代
え
て
演
習
又
は
学

内
実
習
等
を
認
め
る
方
針
が
示
さ
れ
た
た
め
、

多
く
の
大
学
で
は
、
従
来
の
現
場
実
習
を
学
内

で
の
実
習
に
切
り
替
え
る
措
置
が
取
ら
れ
ま
し

た
。
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に
対
応
す
る

た
め
に
、
支
援
現
場
と
教
育
・
研
究
の
現
場
に

お
け
る
協
働
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

石
川
与
志
也
先
生
（
臨
床
心
理
学
）
よ
り

コ
ロ
ナ
禍
で
、
私
の
臨
床
は
、
一
時
期
、

す
べ
て
が
ス
カ
イ
プ
か
電
話
に
よ
る
面
接
に
な

り
ま
し
た
。
物
理
的
な
場
を
共
有
で
き
な
い
相

手
と
い
か
に
し
て
心
の
交
流
が
可
能
と
な
る
の

か
、
試
行
錯
誤
す
る
中
で
私
が
体
験
し
、
考
え

た
こ
と
を
、
精
神
分
析
家
ド
ナ
ル
ド
・
ウ
ィ
ニ

コ
ッ
ト
の
錯
覚
と
脱
錯
覚
と
い
う
概
念
の
視
点

か
ら
話
を
し
、
わ
れ
わ
れ
が
他
者
と
出
会
い
、

心
の
交
流
が
で
き
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を

考
え
ま
し
た
。
ま
た
、
届
く
保
証
が
な
い
中
で

届
く
こ
と
を
信
じ
て
語
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い

て
も
言
及
し
ま
し
た
。
今
回
の
ル
タ
ー
研
究
所

の
勉
強
会
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と

は
、
私
に
と
っ
て
、
大
き
な
転
換
期
に
あ
る
私

た
ち
の
社
会
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
、
臨
床
心

理
、
キ
リ
ス
ト
教
（
神
学
／
教
会
）
の
三
つ
の

領
域
が
集
ま
り
語
り
合
う
こ
と
で
共
に
創
造
し

て
ゆ
け
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

希
望
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
経
験
で
し
た
。

今
回
の
取
り
組
み
は
コ
ロ
ナ
時
代
の
ル

タ
ー
研
の
新
し
い
試
み
と
な
り
、
次
回
の
取
り

組
み
が
期
待
さ
れ
る
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

 （
ル
ー
テ
ル
学
院
大
学
・
神
学
校
　
専
任
講
師
）

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
福
祉
、臨
床
心
理
、教
会 

　
　 

～ 

合
同
勉
強
会
（
第
一
回
）
報
告

�

所
員　

宮 

本　
　

新

ルター研究所棟
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ル
タ
ー
研
究
所
の
紀
要
『
ル
タ
ー
研
究
』
第

一
七
巻
が
出
版
さ
れ
ま
し
た
。「
宗
教
改
革
と

疫
病
」
特
集
号
で
す
。
中
世
末
の
ペ
ス
ト
流
行

期
を
生
き
た
ル
タ
ー
の
信
仰
と
神
学
か
ら
、
コ

ロ
ナ
禍
の
私
た
ち
は
何
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る

で
し
ょ
う
か
。
次
の
五
つ
の
論
文
が
収
録
さ
れ

て
い
ま
す
。

・ 《
翻
訳
》
ル
タ
ー
「
人
は
死
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
」 

（
多
田
哲
訳
）

・ 

宮
本
新「
ル
タ
ー
の「
ペ
ス
ト
書
簡
」を
読
む
」

・ 

立
山
忠
浩
「「
ま
こ
と
の
礼
拝
」
を
考
え
る

─
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
の
産
物
」

・ 

江
口
再
起「
コ
ロ
ナ
─
人
類
・
ル
タ
ー
・
教
会
」

・ 

石
居
基
夫
「
ル
タ
ー
の
「
三
重
の
秩
序
と
立

場
の
教
え
（drei-Stände-Lehre

）」
と
教

会
の
宣
教
」

　
ま
ず
特
筆
す
べ
き
は
、
ル
タ
ー
の
い
わ
ゆ
る

「
ペ
ス
ト
書
簡
」（
一
五
二
七
年
）
の
ド
イ
ツ
語

原
典
か
ら
の
完
全
訳
で
す
（
以
前
は
故
内
海
望

先
生
の
英
訳
か
ら
の
部
分
訳
し
か
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
）。
ペ
ス
ト
蔓
延
の
中
、
キ
リ
ス
ト
者

は
い
か
に
生
く
べ
き
か
を
説
い
た
手
紙
で
す
。

疫
病
に
つ
い
て
の
、
最
も
重
要
な
神
学
文
献
で

し
ょ
う
。五
〇
〇
年
前
の
文
書
の
翻
訳
で
す
が
、

正
確
で
大
変
わ
か
り
や
す
い
訳
文
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　
宮
本
論
文
は
、
そ
の
「
ペ
ス
ト
書
簡
」
を
論

　
ル
タ
ー
に
は
「
字
句
は
死
ん
だ
言
葉
で
あ

り
、
発
話
は
生
き
た
言
葉
で
あ
る
」
と
い
う

言
語
観
が
あ
る
が
、
こ
の
思
想
を
引
き
継
い

だ
思
想
家
の
一
人
が
ヘ
ル
ダ
ー
（
一
七
四
四
～

一
八
〇
三
）
だ
。
実
は
先
日
、
ル
タ
ー
研
究
所

で
の
研
究
会
で
、
ヘ
ル
ダ
ー
の
名
前
が
で
た
。

若
い
こ
ろ
か
ら
注
目
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
。

そ
こ
で
改
め
て
学
び
直
し
た
い
と
思
っ
た
。

　
彼
は
、
若
く
し
て
説
教
家
、
文
芸
批
評
家
、

神
学
者
、
そ
し
て
言
語
学
者
だ
っ
た
。
そ
の
名

声
を
慕
っ
て
訪
れ
て
来
た
若
き
ゲ
ー
テ
に
「
疾

風
怒
濤
」
の
革
新
的
文
学
精
神
を
吹
き
込
ん
だ

話
は
有
名
だ
。
後
に
ゲ
ー
テ
は
ワ
イ
マ
ー
ル
公

国
の
宰
相
と
な
る
が
、
そ
の
地
の
教
会
総
監
督

と
し
て
彼
を
迎
え
た
。
　

　
一
七
七
一
年
、
ヘ
ル
ダ
ー
は
時
の
ベ
ル
リ
ン

ア
カ
デ
ミ
ー
の
懸
賞
論
文
（
テ
ー
マ
「
人
間
は

自
ら
言
語
を
発
明
で
き
た
か
、
ま
た
、
ど
の
よ

う
に
人
間
は
そ
の
発
明
に
到
達
す
る
か
」）
に

『
言
語
起
源
論
』
を
著
し
て
応
募
し
、
見
事
に

賞
を
得
た
。

　
ヘ
ル
ダ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
神
の
被
造
物

だ
が
、
言
語
は
神
か
ら
完
成
さ
れ
た
状
態
で
与

え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
人
間
が
そ
の
魂
に

備
わ
る
「
思
慮
深
さ
」
を
も
っ
て
、ま
ず
聴
覚
、

続
い
て
視
覚
等
を
用
い
て
継
続
的
、
歴
史
的
に

形
成
し
た
「
人
間
の
発
明
」
で
あ
る
。
そ
れ
故

じ
て
い
ま
す
。
教
会
の
指
導
者
そ
し
て
牧
師
と

し
て
の
ル
タ
ー
が
、
疫
病
の
不
安
の
中
を
生
き

る
人
々
に
、
改
め
て
「
信
仰
と
愛
」
に
生
き
る

こ
と
の
意
義
を
力
強
く
ま
た
深
々
と
説
く
。
そ

こ
に
は
神
が
一
人
一
人
、
全
て
の
人
に
与
え
た

務
め
（
召
命
）
が
あ
る
、
と
論
じ
て
い
ま
す
。

　
立
山
論
文
は
、
今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
、

教
会
に
と
っ
て
大
問
題
と
な
っ
た
、
今
ま
で
の

よ
う
に
は
ふ
つ
う
に
礼
拝
に
出
席
が
で
き
な
く

な
っ
た
と
い
う
事
態
を
背
景
に
、
改
め
て
礼
拝

の
本
質
・
あ
り
方
を
論
じ
て
い
ま
す
。そ
の
中
で
、

イ
エ
ス
が
語
る
「
ま
こ
と
の
礼
拝
」（
ヨ
ハ
ネ
福

音
書
四
・
二
三
）
の
真
意
に
注
目
し
て
い
ま
す
。

　
江
口
論
文
は
、
今
回
の
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ

ミ
ッ
ク
の
人
類
史
的
意
味
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教

の
歴
史
や
ル
タ
ー
か
ら
何
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き

る
か
、
そ
し
て
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ナ
の
時
代
の
教

会
の
姿
（「
世
の
光
・
地
の
塩
」）
に
つ
い
て
論

じ
て
い
ま
す
。

　
最
後
の
石
居
論
文
は
、
コ
ロ
ナ
特
集
と
は
別

で
す
が
、「
二
王
国
論
」
と
並
ぶ
ル
タ
ー
の
社

会
理
論
の
二
本
柱
の
一
つ
で
あ
る
い
わ
ゆ
る

「
三
機
関
説
」
を
論
じ
て
い
ま
す
。
従
来
、
わ

が
国
で
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た

テ
ー
マ
で
す
が
、
そ
の
基
本
的
考
え
方
を
論
じ

て
い
ま
す
。

　
い
ず
れ
も
力
の
こ
も
っ
た
論
文
で
す
。ぜ
ひ
、

お
読
み
く
だ
さ
い
（
な
お
、
ご
希
望
の
方
は
、

ル
ー
テ
ル
学
院
大
学
・
神
学
校
　
後
援
会
事
務

局〔
Tel. 

〇
四
二
二
─
三
一
─
四
六
一
一
〕ま
で
、

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
定
価
二
二
〇
〇
円
＋
送
料

で
す
）。 

（
え
）

さ
ま
ざ
ま
な
時
代
の
民
族
の
言
語
も
ま
た
歴
史

的
に
形
成
さ
れ
る
。

　
ヘ
ル
ダ
ー
に
お
い
て
は
、
歴
史
的
な
「
言
語

の
生
成
」
は
、
歴
史
的
な
「
人
間
の
生
成
」
を

意
味
す
る
。
こ
の
人
間
学
は
、
神
学
に
お
け
る

古
来
か
ら
の
「
人
間
の
神
的
似
像
性
」
の
問
題

に
対
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
理

解
で
も
な
く
、
ま
た
宗
教
改
革
の
理
解
と
も
異

な
る
、
全
く
新
た
な
「
人
間
の
生
成
し
発
展
す

る
神
的
似
像
性
」
と
い
う
問
題
を
提
示
す
る
。

こ
の
よ
う
な
ヘ
ル
ダ
ー
の
思
想
は
、「
現
代
の

神
学
的
人
間
学
の
論
議
に
と
っ
て
驚
く
べ
き
意

義
を
持
っ
て
い
る
」（
パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
）。

　
と
こ
ろ
で
、
ヘ
ル
ダ
ー
の
『
言
語
起
源
論
』
の

邦
訳
書
は
、
一
九
七
二
年
原
著
出
版
二
百
年
記

念
の
時
に
二
書
、
二
〇
一
七
年
更
に
一
書
上
梓
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
出
版
事
実
は
、
日
本
語
の
起

源
に
つ
い
て
の
論
議
に
も
、
本
書
の
有
す
る
価

値
が
今
尚
大
き
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に

物
語
っ
て
い
る
。�

（
J
E
L
C
　
引
退
教
師
）

新
　
刊

『
ル
タ
ー
研
究
』
第
一
七
巻

（
特
集
・
宗
教
改
革
と
疫
病
）
の
紹
介

ヘ
ル
ダ
ー
の
言
語
思
想

�

所
員
　
高 

井　

保 

雄

私
の
研
究
ノ
ー
ト

ヘルダーの影絵
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切手に見るルター ㉜

目で見る説教
大分・別府・日田教会牧師　野 村　陽 一

　ルターの協力者のひとりに、画家ルーカス・クラナッハ（父）
（1472 〜 1553）がいた。ザクセン選帝侯の宮廷絵師として
ヴィッテンベルクに招かれ、ほどなくルターの宗教改革運動の
賛同者・協力者となり、ルターと親密な関係をもった。作品に
多くのルターの肖像画があり、ルターの両親、ルター夫婦の肖
像画もある。さらにルター訳聖書の挿絵も担当した。いくつか
は過去に紹介した。
　今回は、本紙のテーマに従い、2 枚の聖壇画の切手を取り上げ
たい。目で見る説教である。いずれも父親が手がけ、同名である
ゆえ複雑だが、息子ルーカス・クラナッハ（子）（1515 〜 1586）
が完成させた共同制作と考えられる。
　小さいほうの切手は、2015 年、クラナッハ（子）生誕五百年を
記念しドイツで発行され、ヴィッテンベルク市教会の祭壇画の中
央部にある最後の晩餐（聖餐）が図柄となっている。拡大鏡を要
するが、左側ではイエスがイスカリオテのユダにパンを渡してお
り、右側では騎士姿のルターに画家自身（子）が盃を渡している。
　二枚目は、第 26 回で紹介したものだが、宗教改革五百年を
記念し 2017 年イタリアで発行された。図柄は、ワイマールの
聖ペトロ・聖パウロ教会（通称ヘルダー教会）の祭壇画中央部
である。十字架のたもとに、洗礼者ヨハネと聖書を持つルター
に挟まれてクラナッハ（父）が描かれる。頭に、キリストのわ
き腹から飛び散った血が注がれている。

「あらゆる尊い善きわざのなかで第一の最高のわざは、�
キリストを信ずる信仰である」
� （『善きわざについて』）� JELC	事務局長　滝�田　浩�之

ルターの　　ことば

　神学生の頃、「キリスト者としてどう生きるべきか」、

「何をなすべきか」について悩んでいた。先輩の神学生

たちは聖書を深く読み、神学を掘り下げ、さまざまな問

題意識を持ち、そしてその問題意識に基づいた実践に生

きておられたからである。そんな彼らに比べて「自分に

は何にもない」と打ちひしがれていた。

そんな時、ルターの『善きわざについて』という書物

を手にとった。その中の言葉が、先の言葉である。ルター

は「神が命じたわざ以外には、いかなる善きわざも存在

しない。……善きわざは、わざの外観、慣習、人間の判

断によって行ってはならない」と語った上で、「自分の

行うところは神のみこころにかなうという確信が心にあ

れば、たとえそれが、わらくず一本を拾いあげるような

些細な事柄であっても、そのわざは善である」とも語る。

この言葉に出会い、神学生として今課せられている課

題をイエスさまから与えられている使命と思い、一つ一

つ、丁寧に心を込めて生きることしかできないけれど、

それをイエスさまは「善きわざ」として受け取ってくだ

さるということを、実際の生活の中で自身の劣等感が解

消されることはなくとも、一つの光として、神学校卒業、

教職按手という目標を歩み切る力となった。

ルターが「キリストを信じる信仰」こそ、「最高のわざ」

であると語る時、「わざ」としての「信仰」とは何であ

ろうか。「わざ」とは「行い」である。「行い」としての

「信仰」、それはルターが「小教理問答書」で繰り返し語

るように「神を畏れ、愛し、信頼する」ことである。そ

れこそルターは「最高のわざ」だと定義するのである。

「神を畏れ、愛し、信頼する」、牧師になってからも、

この「わざ」は私にとって最も難しく、最も恵みに満ち

た「わざ」であり続けている。
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研
究
所
ニ
ュ
ー
ス

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
が
、
な
か
な
か

収
ま
ら
な
い
様
子
で
す
。
し
か
し
、
研
究
所
の

活
動
は
む
し
ろ
例
年
に
も
増
し
て
着
実
に
続
け

て
ま
い
り
ま
す
。

⃝
牧
師
の
た
め
の
ル
タ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー

　
牧
師
を
対
象
に
ル
タ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
が
ウ
ェ

ブ
会
議
方
式
で
開
か
れ
ま
す
。
五
月
三
一
日
～

六
月
一
日
。
テ
ー
マ
「
コ
ロ
ナ
時
代
の
説
教
と

聖
餐
」
で
す
。

⃝
公
開
講
座

　
二
〇
二
一
年
度
は
、
前
期
「
ル
タ
ー
の
生

涯
」（
担
当
・
江
口
）、
後
期
「
ル
タ
ー
の
神

学
」（
担
当
・
江
口
）
で
す
。
コ
ロ
ナ
の
た
め

残
念
で
す
が
、
今
年
の
対
象
者
は
神
学
校
・
学

院
生
に
限
定
で
す
。

⃝
研
究
部
門
「
ル
タ
ー
と
バ
ッ
ハ
」

　
研
究
所
の
研
究
対
象
と
し
て
、「
ル
タ
ー
と

バ
ッ
ハ
」
研
究
が
は
じ
ま
り
ま
す
。
上
段
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

⃝
「
ル
タ
ー
研
究
」
一
七
巻
発
刊

　「
ル
タ
ー
研
究
」
一
七
巻
を
四
月
に
刊
行
し
ま

し
た
。
本
紙
六
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
ル
タ
ー
研
究
所
で
、「
ル
タ
ー
と
バ
ッ
ハ
」
の
研
究
を
は
じ
め
ま
す
。

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ル
タ
ー
は
音
楽
と
深
い
関
わ
り
が
あ
り
ま

す
。
ル
タ
ー
が
生
き
た
の
は
、
五
〇
〇
年
前
の
中
世
末
期
で
す
が
、
当
時
の

人
々
は
礼
拝
堂
に
響
く
清
い
聖
歌
隊
の
歌
声
に
、
神
の
祝
福
の
調
べ
を
感
じ

て
い
ま
し
た
。
ル
タ
ー
は
そ
の
礼
拝
の
中
に
、
会
衆
が
み
ん
な
で
歌
う
賛
美

歌
を
導
入
し
ま
し
た
。
実
際
、
ル
タ
ー
の
作
詞
作
曲
の
賛
美
歌
が
い
く
つ
も

あ
り
、
今
で
も
歌
わ
れ
て
い
ま
す
。
ル
タ
ー
の
礼
拝
改
革
の
ひ
と
つ
で
す
。

　
こ
う
し
た
ル
タ
ー
の
精
神
を
受
け
継
い
だ
の
が
、
ヨ
ハ
ン
・
セ
バ
ス

テ
ィ
ア
ン
・
バ
ッ
ハ
（
一
六
八
五
～
一
七
五
〇
年
）
で
す
。
今
さ
ら
言
う

ま
で
も
な
く
、
バ
ッ
ハ
こ
そ
西
洋
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
父
で
す
が
、
彼
が

と
て
も
熱
心
な
ル
ー
テ
ル
教
会
の
会
員
で
あ
っ
た
こ
と
は
有
名
で
す
。
ラ

イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
聖
ト
マ
ス
教
会
の
音
楽
監
督
を
つ
と
め
、
誠
実
な
信
仰
生

活
を
送
り
ま
し
た
。
ま
た
当
時
と
し
て
は
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
す
が
、
自

宅
に
は
ル
タ
ー
の
著
作
集
も
揃
え
ら
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
音
楽
の
土
台

に
、
神
信
仰
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
と
言
う
わ
け
で
、
神
学
的
に
も
音
楽
学
的
に
も
、「
ル
タ
ー
と
バ
ッ
ハ
」

は
、
と
て
も
重
要
な
研
究
テ
ー
マ
で
す
。
ル
タ
ー
研
究
所
で
も
、
そ
の
研

究
に
力
を
入
れ
た
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
実
際
、
初
代
の
所
長
で
あ
る

徳
善
義
和
先
生
は
、
ル
タ
ー
と
バ
ッ
ハ
に
つ
い
て
、
い
く
つ
も
の
論
考
を
残

し
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
機
が
熟
し
、
二
〇
二
一
年
度
よ

り
研
究
所
内
に
研
究
部
門
「
ル
タ
ー
と
バ
ッ
ハ
」
を
発
足
さ
せ
、
研
究
を

す
す
め
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
松
本
義
宣
先
生
（
J
E
L
C
東
京

教
会
牧
師
、
式
文
委
員
会
長
）、
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（
ル
ー
テ

ル
神
学
校
講
師
、
歴
史
神
学
）、
加
藤
拓
未
（
バ
ッ
ハ
研
究
家
、
J
E
L
C

大
森
教
会
員
）
の
三
人
に
研
究
員
に
な
っ
て
い
た
だ
き
す
す
め
ま
す
。

　
ま
た
、
わ
が
国
の
教
会
音
楽
の
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
っ
た
故
池
宮
英
才
先

生
の
諸
資
料
が
、
こ
の
た
び
ル
タ
ー
研
究
所
に
ご
遺
族
よ
り
寄
贈
さ
れ
ま

し
た
が
（
研
究
所
ニ
ュ
ー
ス
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）、
信
仰
と
音
楽
と
の
関

わ
り
の
中
で
、
合
わ
せ
て
研
究
を
す
す
め
て
い
き
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
期
待

く
だ
さ
い
。�

（
え
）

⃝
故
池
宮
英
才
資
料
の
寄
贈

　
故
池
宮
英
才
先
生
の
ご
遺
族
よ
り
、
資
料
・

文
書
が
研
究
所
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。
池
宮
先

生
は
わ
が
国
に
お
け
る
教
会
音
楽
の
最
大
の

功
労
者
の
お
一
人
で
し
た
（
J
E
L
C
む
さ

し
の
教
会
員
、
東
京
女
子
短
期
大
学
長
）。
ル

タ
ー
と
音
楽
は
深
い
関
わ
り
が
あ
り
ま
す
が
、

今
後
貴
重
な
資
料
を
用
い
て
研
究
を
す
す
め
て

い
く
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
（
J
E
L
C
）
か
ら
の
支
援
金
（
一
〇
〇
万

円
）
と
皆
さ
ん
の
ご
支
援
（
目
標
一
五
〇
万
円
）

で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。（
二
〇
二
〇
年
四
月
～

二
〇
二
一
年
三
月
の
ル
タ
ー
研
究
所
へ
の
指
定

献
金
は
約
九
〇
万
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
究
所
）」
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
）

〈研 究 部 門〉 

〝ルターとバッハ〟 を
　　　はじめるにあたって 切り絵：小嶋三義
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