
 

今
号
の
内
容

コ
ロ
ナ
の
時
代
の
中
で

�

考
え
る

�
新
聞
ル
タ
ー

2
面	

聖
餐
と
は
何
か

	

　
〜
ル
タ
ー
と
共
に
考
え
る

3
面	

聖
餐
に
つ
い
て
の
基
礎
知
識

4
面	

シ
リ
ー
ズ
「
人
間
ル
タ
ー
」
⑮

	

　
〜
楽
器
を
奏
で
る
人
ル
タ
ー

	

新
刊
案
内
　
金
子
晴
勇

	

　『
宗
教
改
革
的
認
識
と
は
何
か
』

5
面	

ル
タ
ー
の
名
著

	

　『
マ
グ
ニ
フ
ィ
カ
ー
ト
』

	

新
刊
案
内
　
江
藤
直
純

	

　『
ル
タ
ー
の
心
を
生
き
る
』

6
面	

シ
リ
ー
ズ

	

　「
ル
タ
ー
と
バ
ッ
ハ
と
わ
た
し
」

7
面	

ル
タ
ー
の
こ
と
ば

	

切
手
に
見
る
ル
タ
ー
㉝

8
面	

牧
師
の
た
め
の
ル
タ
ー
セ
ミ
ナ
ー
報
告

	

研
究
所
ニ
ュ
ー
ス
／

	

　（
案
内
）

	

　
ル
タ
ー
研
究
所
ク
リ
ス
マ
ス
講
演
会

　

ど
う
や
ら
、
残
念
な
が
ら
、
い
き
な
り
ゼ

ロ
・
コ
ロ
ナ
に
は
な
ら
な
い
よ
う
だ
。
ウ
ィ

ズ
・
コ
ロ
ナ
か
ら
ゼ
ロ
・
コ
ロ
ナ
へ
。
ま
だ
ま

だ
も
う
し
ば
ら
く
緊
張
の
時
が
つ
づ
く
…
…
。

　

し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、

こ
う
し
た
身
も
引
き
締
ま
る
緊
張
を
生
き
て
き

た
。
終
末
を
め
ざ
す
生
き
方
で
あ
る
。
す
で
に

キ
リ
ス
ト
よ
り
与
え
ら
れ
て
い
る
「
救
い
の
約

束
」
と
、
そ
の
「
成
就
（
終
末
！
）」
の
中
間

時
を
生
き
る
。

　

さ
て
、
礼
拝
と
は
、
そ
う
し
た
約
束
の
時
で

あ
り
、
そ
れ
故
ま
さ
に
中
間
時
の
業
で
あ
る
。

　

礼
拝
。
身
も
引
き
締
ま
る
時
。
そ
こ
で
改
め

て
考
え
る
べ
き
は
、
礼
拝
の
中
心
で
あ
る
「
説

教
」
と
「
聖
餐
」
で
あ
る
（
説
教
に
つ
い
て

は
、
前
号
（
七
六
号
）
参
照
）。

　

今
号
で
は
、
聖
書
に
学
び
つ
つ
、
ル
タ
ー
と

と
も
に
「
聖
餐
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

�

（
え
）

ル
タ
ー
と
聖
餐

選帝侯にブドウ酒を配餐するルター
（16 世紀の木版画）

（1）	 ルター研究所ニュース Nr.77	 2021 年 10 月 31 日発行
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
及
ぼ
す
影
響

が
計
り
知
れ
な
い
。
多
く
の
教
会
が
主
日
礼
拝

の
様
式
を
変
え
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

聖
餐
式
も
同
様
で
あ
る
。
オ
ン
ラ
イ
ン
の
礼
拝

に
切
り
替
え
た
教
会
で
も
説
教
は
聞
く
こ
と
は

で
き
て
も
、
聖
餐
式
だ
け
は
ど
う
し
て
も
困
難

さ
が
伴
っ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
状
況

だ
か
ら
こ
そ
い
つ
も
の
よ
う
に
礼
拝
を
行
い
、

そ
し
て
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
に
与
る
こ
と
に
拘
っ

て
い
る
教
会
も
多
々
あ
る
と
聞
く
。
確
か
に
そ

の
よ
う
な
聖
餐
の
捉
え
方
が
あ
ろ
う
。

　

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
は
聖
餐
に
つ
い
て
こ

う
述
べ
て
い
る
。「
罪
と
死
の
恐
怖
、
肉
と
悪

魔
と
の
誘
惑
の
た
め
に
苦
し
み
悩
む
者
が
こ

れ
（
聖
餐
）
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
も
し
重
荷

を
負
っ
て
い
て
、
し
か
も
自
分
の
弱
さ
を
感
じ

る
の
で
あ
れ
ば
、
喜
ん
で
礼
典
（
聖
餐
）
に
赴

き
、
元
気
と
慰
め
と
力
を
授
け
ら
れ
よ
」（『
大

教
理
問
答
』
聖
壇
の
聖
礼
典
）
と
。
こ
の
言
葉

は
、
今
の
こ
ん
な
状
況
だ
か
ら
こ
そ
聖
餐
に
与

る
べ
き
だ
と
い
う
励
ま
し
に
聞
こ
え
て
く
る
。

　

で
は
、
聖
餐
が
な
ぜ
元
気
と
慰
め
と
力
を
授

け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
ル
タ
ー
の
聖
餐

理
解
が
意
味
を
持
つ
。
ル
タ
ー
の
聖
餐
論
は

「
現
在
説
」
と
呼
ば
れ
る
。
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒

に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
現
在
を
力
説
す
る
か
ら

で
あ
る
。
英
語
で
は
リ
ア
ル
プ
レ
ゼ
ン
ス
（
ド

イ
ツ
語
で
は
レ
ア
ル
プ
レ
ゼ
ン
ツ
）
と
言
う

が
、
キ
リ
ス
ト
が
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
に
リ
ア
ル

に
現
在
（
臨
在
）
す
る
こ
と
を
適
切
に
表
現
し

た
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
悪
魔
的
な
ウ

イ
ル
ス
が
私
た
ち
の
日
常
を
取
り
囲
ん
で
い
る

時
に
こ
そ
、
聖
餐
に
与
る
こ
と
で
、
キ
リ
ス
ト

が
自
分
の
中
に
リ
ア
ル
に
い
て
く
だ
さ
る
こ
と

を
、
リ
ア
ル
に
体
験
す
る
こ
と
は
極
め
て
意
義

深
い
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
が
元
気
と
慰
め
と
力

を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

た
だ
、
こ
こ
で
私
た
ち
が
確
認
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
現
在
は

聖
餐
に
与
る
と
き
だ
け
に
起
こ
る
の
か
と
い
う

問
い
で
あ
る
。
ル
タ
ー
の
残
し
た
湖
上
の
舟
の

説
教
が
あ
る
。
嵐
の
湖
上
の
舟
で
死
の
恐
怖
に

脅
え
る
弟
子
た
ち
の
話
だ
が
、
そ
の
舟
に
は

イ
エ
ス
が
眠
っ
て
い
る
（
マ
タ
イ
八
・
二
四
）。

ル
タ
ー
は
「
信
仰
と
は
キ
リ
ス
ト
が
お
い
で
に

な
る
舟
で
あ
る
」
と
言
う
。
周
り
を
荒
波
と
暗

黒
が
取
り
囲
ん
で
い
る
舟
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ

に
は
キ
リ
ス
ト
が
現
在
す
る
こ
と
を
信
じ
る

大
切
さ
を
説
い
て
い
る
。
舟
と
は
教
会
で
あ

り
、
私
た
ち
自
身
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
眠
る

イ
エ
ス
を
弟
子
た
ち
が
目
覚
め
さ
せ
た
こ
と
を

ル
タ
ー
が
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
嵐
の
猛

威
に
右
往
左
往
す
る
だ
け
で
、
自
分
た
ち
の
舟

に
は
キ
リ
ス
ト
が
眠
っ
て
い
る
こ
と
に
な
か
な

か
気
づ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
私
た
ち
も
こ

れ
と
似
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
パ
ウ
ロ
の
「
あ

な
た
が
た
は
自
分
自
身
の
こ
と
が
分
か
ら
な
い

の
で
す
か
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
あ
な
た
が

た
の
内
に
お
ら
れ
る
こ
と
が
」（
Ⅱ
コ
リ
ン
ト

一
三
・
五
）
と
い
う
言
葉
は
、
ま
さ
に
嵐
の
中

の
弟
子
た
ち
だ
け
で
な
く
、
今
日
の
私
た
ち
に

語
り
か
け
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

　

キ
リ
ス
ト
の
現
在
は
聖
餐
に
よ
っ
て
の
み

実
現
す
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
他
の
こ
と

に
目
を
奪
わ
れ
て
い
る
と
き
に
、
私
た
ち
は

キ
リ
ス
ト
の
現
在
を
ど
う
し
て
も
見
失
い
が
ち

で
あ
る
。
聖
餐
は
そ
れ
に
気
づ
か
せ
、
目
覚
め

さ
す
働
き
を
担
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
キ
リ
ス

ト
の
現
在
を
気
づ
か
せ
る
の
は
聖
餐
だ
け
で
は

な
い
。
聖
書
の
御
言
葉
そ
の
も
の
が
そ
う
で
あ

り
、
礼
拝
の
説
教
が
そ
の
役
目
を
担
っ
て
い

る
。
も
し
聖
餐
に
与
れ
な
い
と
し
て
も
、
説
教

が
キ
リ
ス
ト
の
リ
ア
ル
な
現
在
に
気
づ
か
せ
る

と
い
う
本
来
の
使
命
を
果
た
す
な
ら
、
そ
れ
で

十
分
で
あ
ろ
う
。

�

（
J
E
L
C
都
南
教
会
牧
師
）

JELC 発行『堅信と小児陪餐』表紙より
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サ
ク
ラ
メ
ン
ト
と
は
？

　

礼
拝
に
お
い
て
最
も
大
切
な
こ
と
は
、「
説

教
」
と
「
聖
餐
」
で
す
。
聖
餐
は
、
神
学
の
世

界
で
は
、
洗
礼
と
と
も
に
「
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
と
は
、
人
の
目
に
は

い
わ
ば
隠
さ
れ
た
神
秘
的
な
神
の
恵
み
（
救

い
）
が
、
見
え
る
形
で
、
つ
ま
り
物
質
と
な
っ

て
も
た
ら
さ
れ
る
儀
式
の
こ
と
で
す
。
カ
ト

リ
ッ
ク
で
は
秘
跡
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
は
聖

礼
典
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

五
世
紀
の
神
学
者
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、

サ
ク
ラ
メ
ン
ト
を
「
目
に
見
え
な
い
恵
み
の
、

見
え
る
様
式
」
と
定
義
し
、
更
に
ル
タ
ー
も

『
大
教
理
問
答
書
』
で
引
用
し
ま
し
た
が
、「
神

の
言
葉
〔
注
・
人
を
救
う
神
の
心
〕
に
物
質
が

加
わ
る
と
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
な
る
」
と
言
い
ま

し
た
。
確
か
に
洗
礼
の
「
水
」
も
聖
餐
の
「
パ

ン
と
ブ
ド
ウ
酒
」
も
、
目
に
見
え
る
物
質
で
す
。

そ
し
て
物
質
と
は
、
神
の
創
造
物
な
の
で
す
。

　

な
お
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
は

七
つ
（
洗
礼
、
聖
餐
、
堅
信
、
告
解
、
婚
姻
、

叙
階
、
死
者
病
者
へ
の
塗
油
）
で
す
が
、
ル

タ
ー
は
聖
書
の
記
述
に
基
づ
い
て
二
つ
（
洗

礼
、
聖
餐
）
に
し
ま
し
た
。

聖
餐
の
由
来
と
意
味

　

聖
餐
は
「
最
後
の
晩
餐
」
に
由
来
す
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
二
カ
所
、
聖
書
か
ら
引
用
し

ま
す
（
新
共
同
訳
）。

　
《
一
同
が
食
事
を
し
て
い
る
と
き
、
イ
エ
ス

は
パ
ン
を
取
り
、
賛
美
の
祈
り
を
唱
え
て
、
そ

れ
を
裂
き
、
弟
子
た
ち
に
与
え
て
言
わ
れ
た
。

「
取
り
な
さ
い
。
こ
れ
は
わ
た
し
の
体
で
あ

る
。」
ま
た
、
杯

さ
か
ず
きを

取
り
、
感
謝
の
祈
り
を
唱

え
て
、
彼
ら
に
お
渡
し
に
な
っ
た
。
彼
ら
は
皆

そ
の
杯
か
ら
飲
ん
だ
。
そ
し
て
、
イ
エ
ス
は

言
わ
れ
た
。「
こ
れ
は
、
多
く
の
人
の
た
め
に

流
さ
れ
る
わ
た
し
の
血
、
契
約
の
血
で
あ
る
。

…
…
》（
マ
ル
コ
福
音
書
一
四
・
二
二
～
二
四
）。

　
《
わ
た
し
〔
注
・
パ
ウ
ロ
〕
が
あ
な
た
が
た

に
伝
え
た
こ
と
は
、
わ
た
し
自
身
、
主
か
ら

受
け
た
も
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
主
イ
エ
ス

は
、
引
き
渡
さ
れ
る
夜
、
パ
ン
を
取
り
、
感

謝
の
祈
り
を
さ
さ
げ
て
そ
れ
を
裂
き
、「
こ
れ

は
、
あ
な
た
が
た
の
た
め
の
わ
た
し
の
体
で
あ

る
。
わ
た
し
の
記
念
と
し
て
こ
の
よ
う
に
行
い

な
さ
い
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
食
事
の

後
で
、
杯
も
同
じ
よ
う
に
し
て
、「
こ
の
杯
は
、

わ
た
し
の
血
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
る
新
し
い
契

約
で
あ
る
。
飲
む
度た

び

に
、
わ
た
し
の
記
念
と
し

て
こ
の
よ
う
に
行
い
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
ま
し

た
。》（
第
一
コ
リ
ン
ト
一
一
・
二
三
～
二
五
）。

　

さ
て
、
こ
れ
ら
の
聖
句
か
ら
、
聖
餐
の
意
味

が
わ
か
り
ま
す
。
五
点
あ
り
ま
す
。

① 

パ
ン
と
ブ
ド
ウ
酒
は
、
キ
リ
ス
ト
の
体
と
血

で
あ
る
。

② 

そ
の
体
と
血
は
、
キ
リ
ス
ト
の
、
人
々
の
罪

の
ゆ
る
し
の
た
め
に
十
字
架
で
砕く

だ

か
れ
た

体
、
流
さ
れ
た
血
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
聖
餐

は
罪
の
ゆ
る
し
の
食
事
で
あ
る
。

③ 

し
か
も
ブ
ド
ウ
酒
は
、
復
活
（
究
極
の
救

い
）
の
「
契
約
の
血
」
で
も
あ
る
。
つ
ま

り
、
聖
餐
は
「
神
の
国
（
天
国
）」
で
の
食

事
の
先
取
り
で
も
あ
る
。

④ 

そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た
食
事
を
キ
リ
ス
ト
を

覚
え
記
念
（
ア
ナ
ム
ネ
ー
シ
ス
）
し
て
行
う
。

⑤ 

し
か
も
一
人
で
な
く
、
み
ん
な
と
共
に
行
う

の
で
あ
る
。
聖
餐
は
人
々
を
一
つ
に
す
る
。

パ
ン
と
ブ
ド
ウ
酒
（
理
解
の
ち
が
い
）

　

パ
ン
と
ブ
ド
ウ
酒
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
つ

い
て
は
、
教
派
に
よ
っ
て
微
妙
な
ち
が
い
が
あ

り
ま
す
（
聖
餐
論
争
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
）。

㋑ 

カ
ト
リ
ッ
ク
は
、
パ
ン
（
ブ
ド
ウ
酒
）
が
キ

リ
ス
ト
の
体
（
血
）
に
実
体
的

4

4

4

に
変
化
し
た

と
理
解
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
聖
餐
の
パ

ン
は
、
も
は
や
パ
ン
で
な
く
、
キ
リ
ス
ト
の

体
そ
の
も
の
な
の
で
す
。（
化
体
説
）。

㋺ 

そ
れ
に
対
し
、
ル
タ
ー
は
、
パ
ン
（
ブ
ド
ウ

酒
）
は
パ
ン
で
あ
る
が
同
時
に

4

4

4

キ
リ
ス
ト
の

体
（
血
）
で
も
あ
る
と
理
解
し
ま
し
た
（
共

在
説
）。

㋩ 

後
に
改
革
派
に
合
流
し
ま
す
が
、
ツ
ビ
ン
グ

リ
は
、「
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
会
談
」
で
ル
タ
ー

と
論
争
し
、
パ
ン
（
ブ
ド
ウ
酒
）
は
キ
リ
ス

ト
の
体
の
「
し
る
し

4

4

4

」
と
主
張
し
ま
し
た

（
象
徴
説
）。

㊁ 

カ
ル
ヴ
ァ
ン
（
改
革
派
）
は
、
聖
餐
の
そ
の

と
き
、
信
徒
は
霊
的
に

4

4

4

天
へ
と
招
か
れ
天
国

で
キ
リ
ス
ト
と
共
に
食
事
を
し
て
い
る
と
理

解
し
ま
し
た
（
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
リ
ズ
ム
）。

　

ル
タ
ー
（
派
）
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
補
足

し
ま
す
。
ル
タ
ー
は
ツ
ビ
ン
グ
リ
と
論
争
し
た

際
に
、
聖
書
に
記
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
に

基
づ
い
て
、
パ
ン
（
ブ
ド
ウ
酒
）
は
文
字
通
り

身
体
的
に

4

4

4

4

キ
リ
ス
ト
の
体
（
血
）
で
あ
る

4

4

4

、
と

主
張
し
ま
し
た
。
聖
餐
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト

の
体
（
血
）
が
リ
ア
ル
に
存
在
し
て
い
る
（
リ

ア
ル
プ
レ
ゼ
ン
ス
）
と
考
え
た
の
で
す
。
そ
れ

ゆ
え
、
ル
タ
ー
の
聖
餐
論
を
「
リ
ア
ル
プ
レ
ゼ

ン
ス
（
現
臨
、
現
在
）
説
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
神
の
言
葉
（
キ
リ
ス
ト
の

言
葉
）
を
心
に
深
く
刻
む
こ
と
が
大
切
で
す
。

そ
の
意
味
で
、
配
餐
の
際
に
唱
え
ら
れ
る
聖
書

の
言
葉
（「
設
定
辞
」）
に
耳
を
澄
ま
す
こ
と
が

大
事
で
す
。
そ
の
時
、
キ
リ
ス
ト
が
「
い
ま
・

こ
こ
で
」
リ
ア
ル
に
私
た
ち
と
共
に
お
ら
れ
る

の
で
す
。

　

最
後
に
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
を
引
用
し
ま
し
ょ

う
。《
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た
。「
わ
た
し
が

命
の
パ
ン
で
あ
る
。
…
…
わ
た
し
の
肉
を
食

べ
、
わ
た
し
の
血
を
飲
む
者
は
、
い
つ
も
わ

た
し
の
内
に
お
り
、
わ
た
し
も
ま
た
い
つ
も

そ
の
人
の
内
に
い
る
」。》（
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
六
・

三
五
、六
・
五
六
）。�

（
え
）

聖
餐
に
つ
い
て
の
基
礎
知
識
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現
在
教
会
で
出
版
準
備
中
の
教
会
讃
美
歌
増

補
で
は
ル
タ
ー
が
作
っ
た
コ
ラ
ー
ル
（
会
衆
讃
美

歌
）
の
全
曲
を
掲
載
す
る
編
集
方
針
だ
そ
う
だ
。

　

ル
タ
ー
は
宗
教
改
革
の
神
学
者
の
中
で
は
特

に
楽
才
に
恵
ま
れ
た
人
だ
っ
た
。
詩
篇
の
作
者

と
さ
れ
る
ダ
ビ
デ
は
竪
琴
の
演
奏
で
サ
ウ
ル
王

の
気
鬱
を
慰
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
ル

タ
ー
も
自
ら
の
幽
愁
を
癒
す
た
め
リ
ュ
ー
ト
を

奏
で
て
美
し
い
声
で
歌
い
、
周
囲
か
ら
「
良
い

音
楽
家
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

　

ヴ
ォ
ル
ム
ス
の
帝
国
議
会
の
異
端
審
問
に
召

喚
さ
れ
た
時
、
対
立
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
学

者
が
、
ル
タ
ー
が
宿
舎
を
始
め
あ
ち
こ
ち
で

リ
ュ
ー
ト
で
歌
を
演
奏
し
、
人
々
の
耳
目
を
集

め
た
、
と
伝
え
て
い
る
。

　

高
名
な
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
ク
の
マ
イ
ス
タ
ー

ジ
ン
ガ
ー
の
ハ
ン
ス
・
ザ
ッ
ク
ス
（
一
四
九
四

-

一
五
七
六
）
は
ル
タ
ー
の
同
時
代
人
だ
が
、
宗

教
改
革
の
創
始
者
た
る
ル
タ
ー
を
、
歌
で
新
し

い
一
日
の
始
ま
り
を
告
げ
る
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
に

喩
え
て
『
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー

ル
』
と
い
う
七
〇
〇
行
も
の
詩
を
書
い
た
。

　

ル
タ
ー
に
と
っ
て
「
音
楽
は
、
美
し
く
優
雅

な
神
の
賜
物
で
、
自
ら
を
元
気
づ
け
、
重
荷
を

取
り
除
い
て
く
れ
る
」
も
の
だ
っ
た
。
ル
タ
ー

は
「
音
楽
」
と
題
す
る
詩
で
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル

の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
歌
っ
て
い
る
。

「
…
…
主
な
る
神
は
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
を

　

神
与
の
歌
い
手
、

　

音
楽
の
名
匠
と
す
べ
く
創
ら
れ
た
。

　

主
の
た
め
に
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
は
歌
い
、
飛
び

　

昼
も
夜
も
、
疲
れ
を
知
ら
ず
、
讃
え
歌
う
。 

　

我
が
歌
も
主
の
栄
光
を
誉
め
讃
え
、

　

永
遠
に
主
な
る
神
へ
の
感
謝
を
歌
う　

…
…
」

　

ま
さ
に
ル
タ
ー
は
、
中
世
の
終
焉
、
近
代
の

黎
明
を
告
げ
る
べ
く
、
ド
イ
ツ
の
大
地
よ
り
飛

翔
し
、
新
し
い
歌
を
世
界
に
響
か
せ
た
ナ
イ
チ

ン
ゲ
ー
ル
だ
っ
た
。�

（
J
E
L
C
引
退
牧
師
）

　

著
者
の
金
子
晴
勇
氏
は
、
戦
後
日
本
の
ル

タ
ー
研
究
を
代
表
す
る
一
人
で
あ
る
。
氏
の
研

究
は
、
ル
タ
ー
を
始
め
か
ら
特
別
視
す
る
の
で

な
く
、
広
く
深
く
思
想
・
学
問
世
界
全
体
の
中

で
研
究
し
、
そ
う
し
た
中
か
ら
ル
タ
ー
の
重
要

性
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
ま
さ
に
人
文
学
の
王

道
を
い
く
。
今
年
九
〇
歳
に
な
ら
れ
た
が
、
本

書
を
六
月
に
出
版
さ
れ
た
。
驚
く
べ
き
こ
と
で

あ
る
。

　

氏
の
研
究
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
大
き
く
二

つ
の
系
列
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ

は
ル
タ
ー
研
究
（『
ル
タ
ー
の
人
間
学
』、『
近

代
自
由
思
想
の
源
流
』、『
ル
タ
ー
と
ド
イ
ツ

神
秘
主
義
』）。
も
う
一
つ
は
人
間
学
（『
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
人
間
学
』、『
ル
タ
ー
の
人
間

学
』、『
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
人
間
学
』）

で
あ
る
。
両
者
に
ま
た
が
る
の
が
、
日
本
の
ル

タ
ー
研
究
の
金
字
塔
と
も
言
え
る
『
ル
タ
ー
の

人
間
学
』（
一
九
七
五
年
）
で
あ
る
が
、
そ
の

内
容
が
本
書
の
土
台
を
な
し
て
い
る
。
つ
ま
り

本
書
に
よ
っ
て
、
氏
の
ル
タ
ー
研
究
の
骨
格
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
よ
う
。

　

さ
て
本
書
の
内
容
。
ル
タ
ー
の
神
学
的
出
発

点
は
、
修
道
院
（
大
学
）
で
の
初
期
聖
書
講

義
で
あ
る
が
、
わ
け
て
も
『
ロ
ー
マ
書
講
義
』

（
一
五
一
五
～
六
）
が
重
要
。
こ
こ
で
明
確
に

な
っ
た
「
宗
教
改
革
的
認
識
」
が
そ
の
後
の
改

革
運
動
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
本
書

で
詳
述
さ
れ
る
が
、
ル
タ
ー
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
に
学
び
つ
つ
、
彼
が
そ
の
中
で
育
っ
た
中

世
神
学
（
オ
ッ
カ
ム
主
義
）
を
克
服
し
、
同
時

に
神
秘
思
想
の
真
髄
を
受
容
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
認
識
に
到
達
し
た
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ

る
「
信
仰
義
認
論
」
で
あ
る
。（
評
者
〔
江
口
〕

な
り
の
注
釈
を
し
て
お
け
ば
、
も
ち
ろ
ん
こ
こ

で
い
う
信
仰
と
は
、
自
ら
義
認
（
救
い
）
を
獲

得
し
に
い
く
自
力
的
信
念
の
ご
と
き
も
の
で
な

く
、
言
う
な
れ
ば
神
の
恩
寵
が
人
に
与
え
ら
れ

る
関
係
の
中
で
の
信
頼
の
こ
と
で
あ
る
）。
か

か
る
信
仰
義
認
論
の
形
成
に
至
る
歩
み
が
、
透

徹
し
た
原
典
読
解
に
基
づ
い
て
、
ル
タ
ー
が
問

題
に
し
た
個
々
具
体
的
な
神
学
テ
ー
マ
に
即
し

て
論
じ
ら
れ
て
い
く
。
神
秘
主
義
の
用
語
「
拉

致
（
ラ
プ
ト
ス
）」、「
良
心
」、「
フ
ミ
リ
タ
ス

（
謙
虚
）」、「
義
人
に
し
て
同
時
に
罪
人
」、「
試

練
」、「
愛
の
秩
序
」
等
々
。
圧
巻
で
あ
る
。

　

今
後
、
ル
タ
ー
や
神
学
を
本
気
で
研
究
し
た

い
者
に
と
っ
て
必
読
書
と
な
る
と
思
う
。

�

（
ル
タ
ー
研
究
所
所
長
）

楽器を奏でる人ルター
高 井 保 雄

シリーズ「人間ルター」⓯

モリッツ・ツュテター
『ルター』（2016）より

新
刊
案
内

金
子
　
晴
勇

『
宗
教
改
革
的
認
識
と
は
何
か

�

―
ル
タ
ー
『
ロ
ー
マ
書
講
義
』
を
読
む
』

�

（
知
泉
書
館
、
二
〇
二
一
年
）

�

江
口　

再
起
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アルブレヒト・デェラー
『受胎告知』（1510 年）

　

日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
教
会
の
牧
師
と
し
て
、

長
ら
く
神
学
校
、
大
学
で
教
鞭
を
取
っ
て
こ
ら

れ
た
江
藤
直
純
先
生
の
新
刊
本
で
す
。
こ
れ
ま

で
の
講
演
や
論
文
を
ま
と
め
た
も
の
や
書
き
下

ろ
し
な
ど
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
内
容
も
多
岐

に
渡
っ
て
い
ま
す
。

　

タ
イ
ト
ル
に
「
ル
タ
ー
の
心
を
生
き
る
」
と

あ
る
よ
う
に
、
単
に
過
去
に
お
い
て
ル
タ
ー
が

何
を
語
っ
た
何
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
ル
タ
ー
が
何
を
考
え
何
を
目
指
し
て
い
た

の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
現
代
を
生
き
る
私
た

ち
に
何
を
も
た
ら
す
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
筆

者
は
豊
か
な
経
験
と
深
い
思
索
に
よ
っ
て
描
き

出
し
て
い
ま
す
。
ル
タ
ー
の
著
作
や
言
葉
か

ら
、
そ
の
人
間
観
、
教
会
論
、
全
信
徒
祭
司
性

に
つ
い
て
、
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
に
つ
い
て
、

礼
拝
論
、
社
会
倫
理
に
関
す
る
こ
と
を
現
代
の

私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、
ま
た
ど
の

よ
う
に
日
々
の
生
活
の
場
へ
適
用
さ
せ
て
い
く

か
が
分
か
り
や
す
く
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

五
〇
〇
年
前
の
ド
イ
ツ
で
生
き
た
ル
タ
ー
と

い
う
人
物
が
、
私
た
ち
の
生
き
方
に
ど
う
い
う

関
わ
り
が
あ
る
の
か
。
そ
れ
が
分
か
ら
な
い
ま

ま
ル
タ
ー
の
言
葉
を
た
だ
読
ん
だ
り
聞
い
た
り

す
る
だ
け
で
は
空
虚
な
お
題
目
に
過
ぎ
ま
せ
ん

が
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
牧
師
と
し
て
歩
ん
で
き

た
中
で
紡
い
で
き
た
血
の
通
っ
た
言
葉
が
ル

タ
ー
の
言
葉
を
い
き
い
き
と
語
り
ま
す
。
そ
れ

だ
け
で
は
な
く
、
宗
教
改
革
五
〇
〇
年
を
経
た

そ
の
先
の
未
来
へ
向
け
て
の
視
座
が
提
示
さ
れ

て
お
り
、
筆
者
の
集
大
成
と
い
っ
て
も
よ
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

さ
ら
に
、
ル
ー
テ
ル
教
会
に
と
っ
て
重
要

な
『
小
教
理
問
答
』
と
『
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
信

仰
告
白
』
の
解
説
も
あ
り
、
今
一
度
ル
タ
ー
や

ル
ー
テ
ル
教
会
の
要
点
を
押
さ
え
て
お
き
た
い

と
欲
す
る
皆
さ
ん
に
も
推
薦
し
た
い
一
冊
で

す
。�

（
J
E
L
C
日
吉
教
会
牧
師
）

　

マ
グ
ニ
フ
ィ
カ
ー
ト
と
は
、
マ
リ
ア
の
讃
歌

（
ル
カ
一
：
四
六
～
五
五
）
の
こ
と
で
あ
る
が
、

ル
タ
ー
が
そ
の
講
解
『
マ
グ
ニ
フ
ィ
カ
ー
ト
』

を
書
い
た
の
は
、
五
〇
〇
年
前
、
一
五
二
一
年

の
こ
と
で
あ
る
。
ウ
ォ
ル
ム
ス
国
会
が
開
か
れ

た
年
で
あ
る
。
主
張
を
撤
回
す
る
よ
う
迫
ら
れ

た
ル
タ
ー
が
、
神
の
助
け
を
求
め
つ
つ
拒
絶
し
、

「
我
こ
こ
に
立
つ
」
と
言
っ
た
の
は
有
名
な
話

だ
。
結
果
、
ル
タ
ー
は
皇
帝
よ
り
帝
国
追
放
を

宣
告
さ
れ
た
が
、
ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
フ
リ
ー
ド

リ
ヒ
に
よ
っ
て
ワ
ル
ト
ブ
ル
ク
城
に
匿
わ
れ
た
。

　

実
は
、
こ
の
前
年
に
選
帝
侯
に
ル
タ
ー
の
保

護
を
願
い
出
て
い
た
の
が
、
ル
タ
ー
に
尊
敬

の
念
を
抱
い
て
い
た
選
帝
侯
の
甥
、
若
き
ヨ

ハ
ン
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
で
あ
っ
た
。『
マ
グ
ニ

フ
ィ
カ
ー
ト
』
は
こ
の
ヨ
ハ

ン
に
献
呈
さ
れ
て
い
る
。
ヨ

ハ
ン
が
、
ル
タ
ー
に
そ
の
講

解
を
書
い
て
ほ
し
い
と
願
っ

て
い
た
の
に
応
え
て
ワ
ル
ト

ブ
ル
ク
城
で
仕
上
げ
ら
れ
た
。

　

こ
の
背
景
を
心
に
留
め
る

と
き
、
ル
タ
ー
が
マ
リ
ア
の

讃
歌
に
、
神
の
恵
み
の
働
き

と
、
そ
の
恵
み
に
生
き
る
マ

リ
ア
の
信
仰
と
を
聞
き
取
り
、

語
っ
て
い
る
こ
と
の
意
味
深
さ
を
思
わ
さ
れ

る
。
ル
タ
ー
は
恩
人
で
あ
り
ま
た
権
力
者
で
あ

る
主
君
ヨ
ハ
ン
に
、「
低
き
者
が
高
く
さ
れ
、

高
き
者
が
低
く
さ
れ
る
」
と
歌
う
マ
リ
ア
の

賛
歌
を
説
く
の
だ
。

　

マ
リ
ア
は
、
伝
統
的
に
キ
リ
ス
ト
の
神
性
に

対
す
る
信
仰
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
「
神
の
母

（
テ
オ
ト
コ
ス
）」
と
告
白
さ
れ
て
き
た
わ
け
だ

が
、
そ
れ
に
伴
い
神
へ
の
救
い
の
と
り
な
し
を

担
う
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
加
え
て
、
中
世
の

教
会
が
キ
リ
ス
ト
を
審
判
者
と
し
て
強
調
す
る

に
つ
れ
、
救
い
の
仲
介
役
を
マ
リ
ア
に
期
待
す

る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
ル
タ
ー
は
、
こ
う
し

た
マ
リ
ア
へ
の
過
度
な
期
待
が
、
キ
リ
ス
ト
か

ら
福
音
的
役
割
を
奪
い
取
る
も
の
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
と
批
判
す
る
。
し
か
し
こ
の
『
マ

グ
ニ
フ
ィ
カ
ー
ト
』
は
、
そ
う
し
た
神
学
的
議

論
が
第
一
の
こ
と
で
は
な
い
。
知
恵
・
力
・
富

で
は
な
く
、
憐
れ
み
・
公
平
な
る
裁
き
・
義
を

求
め
ら
れ
る
神
の
み
旨
の
確
か
な
る
こ
と
が
、

む
し
ろ
慰
め
で
あ
り
、
喜
び
で
あ
る
こ
と
が
、

ル
タ
ー
の
名
著

『
マ
グ
ニ
フ
ィ
カ
ー
ト

�
〔
正
式
名
：
マ
リ
ア
の
賛
歌
　
訳
と
講
解
〕』

�

所
員　

石
居　

基
夫

新
刊
案
内

江
藤
　
直
純

『
ル
タ
ー
の
心
を
生
き
る
』

�

（
リ
ト
ン
、
二
〇
二
一
年
）

�

多
田　
　

哲

貧
し
く
さ
れ
、
低
く
さ
れ
、
捨
て
ら
れ
、
苦
し

み
の
中
に
置
か
れ
た
一
人
の
女
性
、
マ
リ
ア
自

身
の
経
験
の
中
で
賛
美
の
歌
と
な
っ
て
い
る
と

い
う
。
ル
タ
ー
自
身
が
、
破
門
と
追
放
、
貶
め

ら
れ
る
経
験
の
只
中
で
、
聖
霊
の
力
を
受
け
て

神
の
こ
と
ば
に
生
き
る
祝
福
を
受
け
た
こ
と
が

重
ね
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

�

（
ル
ー
テ
ル
学
院
大
学
学
長
）
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退
屈
な
音
楽
の
授
業
中
、
居
眠
り
す

る
不
届
き
者
を
壁
か
ら
見
下
ろ
す
、
奇
妙

な
長
髪
の
厳
め
し
い
肖
像
画
（
こ
れ
が
当

時
の
「
か
つ
ら
」
だ
と
知
る
の
は
大
人
に

な
っ
て
か
ら
）、
そ
れ
が
J
・
S
・
バ
ッ
ハ
と

の
最
初
の
出
会
い
で
し
た
。「
音
楽
の
父
」

と
か
呼
ば
れ
、
堅
苦
し
さ
は
倍
増
で
す

（
因
み
に
ヘ
ン
デ
ル
が
「
音
楽
の
母
」、
子

供
心
に
な
ぜ
彼
が
「
母
」
か
は
疑
問
で
、

こ
ち
ら
は
大
人
に
な
っ
て
も
不
明
?
）。

ま
さ
に
敬
し
て
遠
ざ
け
た
い
バ
ッ
ハ
、
し

か
し
や
が
て
、
自
分
の
今
に
至
る
大
切
な

存
在
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

中
学
三
年
の
あ
る
日
、
勉
強
逃
避
で
音

楽
に
目
覚
め
た
頃
、
F
M
放
送
で
の
、
既

知
の
旋
律
で
す
が
、
な
ん
と
も
荘
厳
な
合

唱
曲
が
耳
に
止
ま
り
ま
し
た
。
受
難
の
賛

美
歌
「
血
潮
に
そ
み
し
」（
教
会
八
一
-
Ⅰ
）

の
メ
ロ
デ
ィ
、
言
葉
も
内
容
も
何
も
分
か

ら
ず
、
番
組
の
終
わ
り
に
「
マ
タ
イ
受
難

曲
」
と
告
知
さ
れ
ま
す
。
牧
師
で
あ
る
父

に
聞
く
と
バ
ッ
ハ
の
作
で
、
し
か
も
ル
ー

テ
ル
教
会
の
音
楽
家
と
い
う
程
度
の
知
識

を
得
て
、
当
時
は
ま
だ
、
信
仰
に
も
教
会

に
も
一
片
の
興
味
も
関
心
も
な
い
も
の
の
、

　

ル
タ
ー
と
バ
ッ
ハ
─
私
の
場
合
、
先

に
出
合
っ
た
の
は
バ
ッ
ハ
で
し
た
。
そ
れ

は
大
学
生
の
こ
ろ
の
話
。
音
楽
好
き
の
知

人
か
ら
「
ペ
ー
タ
ー
・
シ
ュ
ラ
イ
ア
ー
」

と
い
う
テ
ノ
ー
ル
歌
手
を
勧
め
ら
れ
、
聴

い
て
み
よ
う
と
何
気
な
く
購
入
し
た
の

が
、
彼
が
指
揮
と
福
音
史
家
を
兼
任
し
て

い
る
《
マ
タ
イ
受
難
曲
》
の
C
D
だ
っ

た
の
で
す
。

　

そ
れ
ま
で
バ
ッ
ハ
は
お
ろ
か
、
ク
ラ

シ
ッ
ク
音
楽
す
ら
、
学
校
の
音
楽
の
授
業

で
し
か
聴
い
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
有

様
で
し
た
か
ら
、《
マ
タ
イ
》
を
聴
い
て

も
、
最
初
は
ま
っ
た
く
わ
か
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
は
若
者
の
貧
乏
根

性
で
、
高
価
な
国
内
盤
の
C
D
（
三
枚

組
で
一
万
円
）
を
無
駄
に
す
ま
い
と
、
カ

セ
ッ
ト
テ
ー
プ
に
録
音
し
て
ウ
ォ
ー
ク
マ

ン
で
通
学
時
に
毎
日
の
よ
う
に
聴
き
ま
し

た
。
す
る
と
、
不
思
議
な
も
の
で
、
少
し

ず
つ
「
い
い
な
」
と
思
う
と
こ
ろ
が
出
て

き
た
の
で
す
。
今
で
も
覚
え
て
い
ま
す

が
、
最
初
に
魅
力
を
感
じ
た
の
は
冒
頭
合

唱
曲
で
、
二
群
の
合
唱
と
二
群
の
管
弦
楽

が
壮
大
な
対
話
を
く
り
ひ
ろ
げ
る
箇
所
を

シリーズ

〝ルターとバッハとわたし〟 切り絵：小嶋三義

と
り
あ
え
ず
町
の
レ
コ
ー
ド
屋
に
行
き
、

田
舎
の
こ
と
ゆ
え
選
択
肢
は
な
く
、
カ

ラ
ヤ
ン
と
か
い
う
有
名
な
指
揮
者
の
高

価
な
L
P
ア
ル
バ
ム
を
手
に
入
れ
ま

し
た
（
父
に
買
わ
せ
た
の
で
す
が
!
）。

対
訳
を
片
手
に
、
そ
れ
か
ら
聞
き
入
り

ま
し
た
。
内
容
が
す
ぐ
わ
か
っ
た
わ
け

で
は
な
く
、
た
だ
ひ
た
す
ら
美
し
さ
に

魅
せ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
気
が
付
く

と
バ
ッ
ハ
の
他
の
曲
に
も
触
れ
、
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
が
進
み
、
付
録
の
解
説
書
等

を
読
み
進
め
て
、
バ
ッ
ハ
先
生
が
身
近

に
、
親
し
む
も
の
に
な
り
ま
す
。
マ
タ

イ
受
難
曲
の
内
容
が
分
か
る
よ
う
に
な

り
、
聖
書
語
句
、
そ
の
敷
衍
と
し
て

の
自
由
詩
、
そ
の
応
答
と
し
て
の
コ

ラ
ー
ル
（
賛
美
歌
）
の
配
置
、
こ
の
パ

タ
ー
ン
と
発
想
が
、
ま
さ
に
私
の
「
説

教
」
の
手
本
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
最

近
、
は
た
と
気
づ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
た
だ
の
音
楽
好
き
が
、
牧
師
に
ま

で
な
っ
て
し
ま
っ
た
!　

そ
の
一
旦

は
「
バ
ッ
ハ
の
所
為
?
」
い
え
、「
お

か
げ
で
!
」
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。

今
後
の
課
題
は
、
で
は
そ
の
バ
ッ
ハ

が
、
い
か
に
ル
タ
ー
先
生
の
所
為
?

お
か
げ
で
あ
の
作
品
群
に
至
っ
た
の

か
、
そ
れ
を
深
く
学
ぶ
こ
と
で
す
。
併

せ
て
、「
音
楽
家
と
し
て
の
ル
タ
ー
」、

そ
ん
な
研
究
が
な
い
で
し
ょ
う
か
?

�

（
J
E
L
C
東
京
教
会
牧
師
）

聴
き
、
そ
の
迫
力
に
「
こ
れ
は
す
ご
い

音
楽
だ
」
と
、
さ
す
が
に
気
づ
い
た
の

で
す
。

　

そ
れ
か
ら
は
、
毎
日
が
発
見
の
連
続

で
し
た
。
つ
ぎ
に
気
づ
い
た
の
は
、
物

語
の
要
所
で
登
場
す
る
四
声
の
コ
ラ
ー

ル
で
す
。
コ
ラ
ー
ル
が
登
場
す
る
た
び

に
、
そ
の
清
々
し
い
響
き
に
心
癒
さ
れ

る
よ
う
な
思
い
を
覚
え
ま
し
た
。
と

こ
ろ
で
「
コ
ラ
ー
ル
と
は
何
ぞ
や
?
」

と
素
朴
に
思
っ
た
と
き
、
書
店
で
見
つ

け
た
の
が
、
長
与
恵
美
子
と
い
う
音
楽

の
先
生
が
書
い
た
『
コ
ラ
ー
ル
が
あ
ゆ

ん
だ
道　

ル
タ
ー
か
ら
バ
ッ
ハ
へ
の

二
百
年
』（
東
京
音
楽
社
、
一
九
八
七

年
）
と
い
う
本
で
す
。
こ
の
本
に

よ
っ
て
、
バ
ッ
ハ
の
芸
術
の
前
提
に
、

ル
タ
ー
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
り
ま

し
た
。
高
校
の
世
界
史
の
授
業
で
、

ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
の
こ
と
は
習
い

ま
し
た
が
、
私
が
本
格
的
に
ル
タ
ー

に
興
味
を
覚
え
た
の
は
、
彼
の
音
楽
面

で
の
業
績
か
ら
で
し
た
。

　

そ
の
後
、《
マ
タ
イ
》
を
聴
き
こ
む

う
ち
に
、
そ
の
内
容
や
歴
史
的
な
背
景

を
知
り
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
私

は
バ
ッ
ハ
研
究
の
道
を
志
す
よ
う
な
り

ま
す
。
つ
ま
り
《
マ
タ
イ
》
と
出
合
っ

た
こ
と
で
、
私
は
、
バ
ッ
ハ
、
そ
し
て

ル
タ
ー
と
出
合
っ
た
の
で
す
。

�

（
バ
ッ
ハ
研
究
家
、　　
　
　

�

J
E
L
C
大
森
教
会
員
）

“
バ
ッ
ハ
の
所
為
？

�

い
え
、
お
か
げ
様
！
”

（「
ル
タ
ー
と
バ
ッ
ハ
」
研
究
部
門

発
足
の
辞
）

�

松
本　

義
宣

マ
タ
イ
受
難
曲
と
の

�

出
会
い

�

加
藤　

拓
未
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切手に見るルター ㉝

マールブルク
大分・別府・日田教会牧師　野 村　陽 一

　今回はテーマに沿って、連載 21 回目のものを再掲する。
マールブルクは、旧ヘッセン方伯の居住地である。テューリン
ゲンとの継承戦争を経てヘッセン方伯領として承認され帝国諸
侯となった。8 代目フィリップは 1509 年に 13 歳で君主とな
り、宗教改革陣営の教師から教育を受けたこともあり、この都
市は早期に宗教改革陣営に属していた。
　1520 年代半ばからルターはスイスのツヴィングリとの聖餐論
争に追われていた。ヘッセン方伯は宗教改革陣営の一体化を目
論み、1529 年、ルター派スイス派双方をマールブルク城に招き
会談を行う。ルター派からはルターとメランヒトン、スイス派か
らはツヴィングリとエコランパディウスが立ち、3 日にわたる会
談の成果は『マールブルク条項』としてまとめられた。条項は
15 条からなり、14 条までは一致を見るが、第 15 条聖餐につい
ては両者の主張を併記し、「キリストの真のからだと血が、その
ままパンとぶどう酒の中にあるかどうかについては今一致をみな
いが、それぞれの心が常に悩むことのあるかぎり、互いにキリス
ト者の愛を示し、双方とも全能な神に対して、その霊によってわ
れわれのために、正しい意味をお証しくださるようにお願いしな
ければならない。アーメン。」と結ぶ。
　紹介する切手は、1932 年戦前ドイツ発行の慈善切手から
マールブルク城を図柄にしたもの、1969 年スイス発行の
ツヴィングリの肖像切手である。

「信仰とは神の恵みに対する生きた、大胆な信頼であり、
そのためには千度死んでもよいというほどの確信である」
� 『ローマの信徒への手紙序文（1522）』� 所員　宮�本�　�新

ルターの　　ことば

　今回の感染症で多くの人が経験した不自由をたどると

「移動の自由」に行きつくことが指摘されている。感染症

対策なのだから仕方がないとも思えるが立ち止まり考え

た方がよいこともありそうだ。移動の自由こそが「原―

自由」でありあらゆる自由の拠り所と考えられているか

らだ（大澤真幸）。移動が制限されるところ、集まること

（集会の自由）もままならず、人間らしい交わりもまた制

限を余儀なくされる。社会通念からみれば、人々がそれ

でも移動し、集い、声を上げる行為が気ままで自分勝手

なこととみなされたとしても、なお注意深くあるべき理由

は人間の自由の問題がここに潜んでいるからである。

　ルターもまた移動の自由を著しく制限された体験があ

る。1521 年 4 月、ウォルムスの帝国議会で「帝国アハ

ト刑」に処せられ一切の法的保護の外に置かれることに

なった。究極の行動制限である。それから 9 カ月の間

ワルトブルク城にかくまわれ、世間からは生死不明の扱

いとなった。当然移動する自由などない幽閉生活である

が、そこでルターが何をしたかは注目に値する。新約聖

書をドイツ語に翻訳、『九月聖書』の出版である。ここ

でもみ言葉への集中が果たされている。言うまでもな

く、暇をつぶしたのでもなければ、たまった仕事を片付

けたわけでもない。ルターにとってそれは不自由を突破

する自由な行為であり、現にルターはそこで魂の自由を

得ている。それが冒頭の引用にみられる神の恵みに対す

る大胆な信頼と確信である。移動の自由、言論の自由、

そして集会の自由が制限されてもその人を支えなお自由

にむかわせる魂の自由の在り処を物語っている。

　ところでこの幽閉生活はヴィッテンベルクの騒乱に

よって突如終息する。周囲の反対を押し切りルター自ら

が騒乱の現場へ飛び込み 8 日間の連続説教で事態を鎮

静化させるためであった。ルターの魂の自由とは神のこ

とばにつながれた異次元の自由であったが別世界のもの

ではなかった証左となる。

 （ルーテル学院大学・神学校 専任講師）
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研
究
所
ニ
ュ
ー
ス

　

コ
ロ
ナ
感
染
が
、
ま
だ
ま
だ
収
ま
り
ま
せ

ん
。
一
日
も
早
く
平
安
な
日
々
が
く
る
こ
と

を
、
祈
り
ま
す
。

⃝
牧
師
の
た
め
の
ル
タ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー

（
五
月
三
一
日
～
六
月
一
日
）

　

テ
ー
マ
は
「
コ
ロ
ナ
時
代
の
説
教
と
聖
餐
」。

八
面
上
段
の
報
告
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

⃝
ル
タ
ー
研
究
所
ク
リ
ス
マ
ス
講
演
会

　
「
ル
タ
ー
『
マ
グ
ニ
フ
ィ
カ
ー
ト
』
五
百
年
」

本
紙
八
面
の
下
段
の
案
内
を
ご
ら
ん
く
だ
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
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
）

　

毎
年
初
夏
に
開
催
さ
れ
て
き
た
ル
タ
ー
・

セ
ミ
ナ
ー
。
昨
年
（
二
〇
二
〇
年
）
は
、

コ
ロ
ナ
の
世
界
的
蔓
延
の
影
響
を
受
け
、

春
と
秋
に
Z
o
o
m
を
用
い
、
数
度
に
わ

た
る
講
演
や
発
題
と
い
う
か
た
ち
で
変
則

的
に
行
わ
れ
た
。
コ
ロ
ナ
禍
の
続
く
今
年

は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
あ
っ
た
も
の
の
、
時

期
は
初
夏
（
五
月
三
一
日
～
六
月
一
日
）
に

戻
り
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
例
年
と
近
い
か
た
ち

で
行
わ
れ
た
。
コ
ロ
ナ
禍
で
、
対
面
で
の
礼

拝
や
自
由
に
歌
う
こ
と
、
聖
餐
に
あ
ず
か
る

こ
と
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
当
た
り
前
が
こ
と

ご
と
く
覆
さ
れ
る
中
、
悩
み
な
が
ら
、
と
き

に
手
探
り
で
伝
道
・
牧
会
を
行
っ
て
い
る
牧

師
の
た
め
の
セ
ミ
ナ
ー
に
し
よ
う
と
い
う
意

図
か
ら
、
特
に
葛
藤
の
大
き
い
説
教
と
聖
餐

を
テ
ー
マ
と
し
、
J
E
L
C
と
N
R
K
の

現
職
と
引
退
教
師
全
員
に
参
加
を
呼
び
か
け

た
。
一
日
目
は
約
六
〇
名
、
二
日
目
も
約

五
〇
名
と
、
多
く
の
参
加
が
あ
っ
た
。

　

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
構
成
は
、
一
日
目
に
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
と
講
義
①
、
二
日
目
に
講
義
②
と

全
体
討
議
。
最
初
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、「
コ

ロ
ナ
の
時
代
の
説
教
」
と
題
し
、
小
泉
基

師
、
後
藤
由
起
師
、
神
﨑
伸
師
が
そ
れ
ぞ
れ

の
現
場
か
ら
報
告
と
課
題
を
提
示
し
た
。
続

い
て
行
わ
れ
た
立
山
忠
浩
師
に
よ
る
講
義

①
で
は
、
聖
書
と
ル
タ
ー
か
ら
「
説
教
と
聖

餐
」
に
つ
い
て
学
び
、
コ
ロ
ナ
禍
の
コ
ン
テ

ク
ス
ト
の
中
で
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止

め
て
行
く
べ
き
か
を
考
え
た
。
翌
日
に
行
わ

れ
た
講
義
②
で
は
、
宮
本
新
師
が
、
コ
ロ
ナ

禍
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
福
音
ル
ー
テ
ル
教
会

が
ど
の
よ
う
に
教
会
と
し
て
の
方
針
を
出
し

た
か
を
紹
介
し
、
日
本
の
ル
ー
テ
ル
教
会
の

あ
り
方
に
つ
い
て
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
提
起
し

た
。
最
後
に
、
三
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
提
示

さ
れ
た
課
題
な
ど
を
共
に
話
し
合
い
、
深
め

る
機
会
と
し
て
全
体
討
議
の
時
間
を
設
け

た
。

　

時
宜
に
か
な
っ
た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
同
僚

同
士
で
集
ま
り
話
し
合
え
た
こ
と
に
加
え
、

例
年
に
近
い
内
容
で
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
で
き

た
こ
と
、
オ
ン
ラ
イ
ン
の
た
め
初
め
て
の
参

加
者
が
多
く
あ
っ
た
こ
と
は
収
穫
で
あ
っ

た
。

�

（
J
E
L
C
三
鷹
教
会
牧
師
）

牧
師
の
た
め
の
ル
タ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー

�
（
主
題
「
コ
ロ
ナ
時
代
の
説
教
と
聖
餐
」）
報
告

�

所
員
　
高 

村　

敏 

浩

　今年は、ルターの珠玉の名品『マグニフィカート』五百年です。本紙五面をごらんください。
　例年、秋に開催してきましたルター研究所の講演会を、今年はオンラインでクリスマスの季
節 12 月 12 日（日）の午後に開きます。ぜひ、ご参加ください。

＝プログラム内容＝
　◆ 講演「待つということ―現代世界とマリア」（江口再起）
　◆ シンポジウム（司会 石居基夫）

パネリスト
　◦滝田浩之「『マグニフィカート』の紹介」
　◦多田哲「ルターとマリア」
　◦安田真由子「聖書・女性・マリア」 ＊参加方法等は、各教会にお知らせします。

《ご案内》ルター研究所クリスマス講演会

“ルター『マグニフィカート』五百年”
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