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聖
書
ほ
ど
、
多
く
の
言
語
に
訳
さ
れ
て
い
る

書
物
は
他
に
な
い
だ
ろ
う
。
邦
訳
も
数
多
く
あ

る
。
ア
イ
ヌ
語
訳
の
聖
書
も
あ
る
。
東
北
の

気
仙
沼
方
言
で
訳
さ
れ
た
聖
書
も
あ
る
。
し

か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
長
い
歴
史
の
な
か
で
、

中
世
期
末
ま
で
、
聖
書
の
翻
訳
は
一
種
類
だ
け

だ
っ
た
。
ラ
テ
ン
語
訳
の
聖
書
で
あ
る
。「
ウ

ル
ガ
タ
」
と
い
う
。
ラ
テ
ン
語
が
特
権
的
に
聖

な
る
言
語
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ル
タ
ー
は
聖
書
を
ド
イ
ツ
語
で
翻

訳
し
出
版
し
た
。
民
衆
の
言
葉
で
訳
し
た
の

だ
。
以
来
、
聖
書
の
各
国
語
訳
が
始
ま
っ
た
。

聖
書
が
、
私
た
ち
の
書
物
に
な
っ
た
の
だ
。

　

コ
ロ
ナ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
旧
統
一
教
会
問
題
、

気
候
変
動
に
よ
る
災
害
等
々
…
…
。
世
界
の
先

行
き
が
見
え
な
い
。
日
々
の
暮
ら
し
に
、
い
ろ

い
ろ
心
配
が
つ
き
ま
と
う
。
こ
ん
な
時
、
足
元

を
照
ら
す
光
、
私
た
ち
を
包
む
光
が
必
要
だ
。

そ
れ
が
、
聖
書
で
あ
る
。
時
に
や
さ
し
く
、
時

に
厳
粛
に
私
に
語
り
か
け
る
言
葉
。
今
年
は
、

ル
タ
ー
の
聖
書
翻
訳
五
〇
〇
年
で
あ
る
。
も
う

一
度
、
聖
書
の
言
葉
に
耳
を
澄
ま
せ
た
い
。�（
え
）

ル
タ
ー
と
聖
書
の
翻
訳フィンセント・ファン・ゴッホ

『開かれた聖書』（1885 年）
ファン・ゴッホ美術館（アムステルダム）
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ル
タ
ー
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
信
仰
の
人
だ

が
、
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
は
少
し
ち
が
う
か
も

し
れ
な
い
。
信
仰
の
人
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
だ
が
、
更
に
自
分
た
ち
の
代
表
、
つ
ま
り
代

表
的
ド
イ
ツ
人
な
の
だ
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
ル

タ
ー
が
、
今
日
の
標
準
的
な
ド
イ
ツ
語
を
つ

く
っ
た
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
母
国
語
が
、

そ
の
国
民
を
つ
く
る
。
ル
タ
ー
の
当
時
、
ド
イ

ツ
語
は
地
方
地
方
の
方
言
で
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
っ

た
が
、
ル
タ
ー
が
聖
書
の
ド
イ
ツ
語
訳
で
使
っ

た
ド
イ
ツ
語
が
全
国
の
標
準
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
ル
タ
ー
は
、
教
会
史
の
み
な

ら
ず
、
ド
イ
ツ
文
学
史
、
国
語
史
上
で
も
大
き

な
存
在
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
今
年
は
そ
の
ル
タ
ー
の
聖
書
翻
訳

五
〇
〇
年
の
記
念
の
年
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ

の
翻
訳
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　

今
日
で
は
、
聖
書
は
本
屋
で
手
軽
に
手
に
入

る
。
し
か
し
昔
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
聖

書
は
民
衆
に
と
っ
て
疎
遠
な
書
物
で
あ
っ
た
。

一
五
世
紀
の
半
ば
に
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
っ

て
活
字
印
刷
術
が
発
明
さ
れ
る
ま
で
は
、
書
物

と
い
う
も
の
は
一
冊
一
冊
、
手
書
き
で
作
ら
れ

て
い
た
。
写
本
で
あ
る
。
そ
の
上
、
書
物
の
大

半
は
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
て
い
た
。
ラ
テ
ン
語

は
法
律
や
学
問
の
た
め
の
言
語
で
、
特
別
な

訓
練
を
受
け
た
人
た
ち
だ
け
の
言
語
で
あ
る
。

そ
の
上
、
そ
も
そ
も
当
時
の
識
字
率
は
五
～

一
〇
％
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
聖
書

を
読
ん
で
理
解
す
る
ど
こ
ろ
か
、
多
く
の
人
々

は
見
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。
聖
書
は
村
や
町
の

教
会
や
図
書
館
に
、
貴
重
な
宝
と
し
て
盗
ま
れ

ぬ
よ
う
に
鎖
で
厳
重
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た

と
い
う
。
つ
ま
り
聖
書
は
、
一
部
エ
リ
ー
ト
の

人
々
だ
け
の
書
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ル
タ
ー
は
自
ら
の
体
験
を
考
え
た

時
、
聖
書
を
実
際
に
読
み
、
そ
の
読
書
の
中
か

ら
神
の
心
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
感
じ
て
い

た
。
若
き
日
の
修
道
院
の
塔
の
一
室
で
、
ロ
マ

書
一
章
一
七
節
の
言
葉
を
読
ん
だ
時
、
神
の
本

当
の
心
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
聖
書
に
よ
っ

て
開
眼
し
た
の
で
あ
る
（「
塔
の
体
験
」）。

　

さ
て
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
ル
タ
ー
は
人
々

が
実
際
、
自
分
で
聖
書
を
手
に
と
っ
て
、
わ
か

る
言
葉
で
、
つ
ま
り
ラ
テ
ン
語
や
ギ
リ
シ
ア
語

で
な
く
、
ド
イ
ツ
語
で
読
め
る
こ
と
が
大
切
で

あ
る
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
改
革
運
動
の

最
中
、
翻
訳
の
時
間
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
突

然
、
時
間
が
で
き
た
。
諸
般
の
事
情
に
よ
り
、

ル
タ
ー
は
半
ば
強
制
的
に
人
里
離
れ
た
山
奥
の

ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
グ
城
に
保
護
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
と
い
う
わ
け
で
彼
は
さ
っ
そ
く
、
新
約
聖

書
の
ド
イ
ツ
語
訳
に
取
り
掛
か
っ
た
。
ル
タ
ー

は
間
違
い
な
く
語
学
の
天
才
、
ギ
リ
シ
ア
語
で

書
か
れ
て
い
る
新
約
聖
書
全
体
を
一
〇
週
間
で

訳
し
終
え
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
ド
イ

ツ
語
訳
聖
書
は
一
五
二
二
年
九
月
に
発
行
さ
れ

た
（「
九
月
聖
書
」、
更
に
一
二
月
の
第
二
版
は

「
一
二
月
聖
書
」
と
い
わ
れ
て
い
る
）。
一
冊
の

価
格
は
相
当
高
く
牛
一
頭
分
だ
っ
た
が
、
折
か

ら
の
活
字
印
刷
の
普
及
の
追
い
風
の
下
、
よ
く

売
れ
た
（
四
年
間
で
八
万
六
千
部
）。
な
お
、

旧
約
聖
書
を
含
め
た
聖
書
全
体
の
翻
訳
は
盟
友

メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
ら
の
協
力
も
得
て
一
五
三
三
年

に
完
成
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
ル
タ
ー
の
聖
書
ド

イ
ツ
語
訳
が
嚆
矢
と
な
っ
て
聖
書
の
各
国
語
訳

が
す
す
ん
だ
の
で
あ
る
。
今
日
、
私
た
ち
が
わ

か
り
や
す
い
日
本
語
訳
で
聖
書
が
読
め
る
の

も
、
元
を
辿
れ
ば
ル
タ
ー
の
ド
イ
ツ
語
訳
聖
書

の
翻
訳
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
て
、
そ
こ
で
問
題
は
ル
タ
ー
の
翻
訳
が

ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
で
あ
る
。
ど
ん

な
翻
訳
方
針
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
知
る
た

め
に
は
、
彼
の
『
翻
訳
に
つ
い
て
の
手
紙
』

（
一
五
三
〇
年
）
が
参
考
に
な
る
。
こ
の
文
書
に

よ
れ
ば
、
ル
タ
ー
は
翻
訳
に
さ
い
し
て
二
つ
の

方
針
を
建
て
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ま
ず
方

針
の
第
一
は
、
自
然
で
わ
か
り
や
す
い
翻
訳
で

あ
る
こ
と
。
わ
か
り
や
す
さ
の
た
め
に
は
二
つ

の
こ
と
が
肝
要
だ
。
一
つ
は
誰
も
が
使
う
言
葉

で
翻
訳
す
る
こ
と
。
ル
タ
ー
は
こ
う
書
い
て
い

る
。「
家
に
い
る
母
親
、
道
端
の
子
ど
も
、
市

場
の
人
々
を
よ
く
み
て
、
彼
ら
の
口
の
利
き
方

に
注
意
し
、
こ
れ
に
従
っ
て
翻
訳
を
進
め
ね
ば

な
ら
な
い
」。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
大
事
な

箇
所
は
強
調
し
て
訳
す
こ
と
。
た
と
え
ば
、
聖

書
の
ギ
リ
シ
ア
語
原
文
に
は
「
人
は
、
信
仰
に

よ
っ
て
義
と
さ
れ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

ル
タ
ー
は
そ
こ
を
「
人
は
、
信
仰
の
み
に
よ
っ

て
義
と
さ
れ
る
」
と
い
う
具
合
に
、
原
文
に
な

い
「
の
み
（allein

）」
と
い
う
語
を
あ
え
て
挿

入
し
て
強
調
し
て
訳
し
て
い
る
。
意
味
が
強
調

さ
れ
る
と
、
わ
か
り
や
す
く
な
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
で
あ
る
。
方
針
の
第
二
は
、
真

逆
で
あ
る
。
わ
か
り
に
く
く

4

4

4

4

4

4

訳
す
こ
と
。
ど
う

い
う
こ
と
か
。
ル
タ
ー
は
言
う
。「（
訳
し
づ
ら

い
難
解
な
）
箇
所
を
文
字
通
り
保
存
し
て
、（
原

文
の
）
文
字
か
ら
は
み
出
る
こ
と
は
し
な
か
っ

た
。
私
は
こ
の
（
原
文
の
）
言
葉
か
ら
離
れ
る
よ

り
は
む
し
ろ
、
ド
イ
ツ
語
を
破
壊
す
る
方
を
選

ぶ
」。
つ
ま
り
難
解
な
も
と
も
と
わ
か
り
に
く
い

箇
所
を
、
子
ど
も
で
も
わ
か
る
よ
う
に
訳
す
の

で
は
な
く
、
あ
え
て
そ
の
ま
ま
わ
か
り
に
く
い
ま

ま
に
訳
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
ぜ
か
。
考
え

て
み
れ
ば
そ
も
そ
も
神
の
心
は
、
人
の
思
い
を

は
る
か
に
は
る
か
に
超
え
、
そ
し
て
深
い
。
ソ

フ
ト
ク
リ
ー
ム
を
な
め
る
よ
う
に
甘
く
や
さ
し

い
も
の
で
は
な
い
。
神
の
言
葉
、
す
な
わ
ち
神

の
心
は
、
気
高
く
深
い
。
そ
も
そ
も
深
遠
、
難

し
い
の
だ
。
人
は
安
易
な
気
持
ち
で
近
寄
れ
な

い
。
聖
書
の
言
葉
一
つ
一
つ
に
、
全
力
を
ふ
り

し
ぼ
っ
て
ぶ
つ
か
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ

か
ら
ル
タ
ー
は
、
あ
え
て
難
し
く
訳
す
と
い
う
。

　

今
日
、
歯
ご
た
え
の
な
い
食
べ
物
や
言
葉
が

多
い
。
幼
稚
化
し
た
世
界
。
し
か
し
、
私
た
ち

の
人
生
に
は
険
し
い
山
が
あ
り
、
谷
が
あ
る
。

そ
の
中
を
、
聖
書
の
言
葉
を
灯
と
し
て
進
み
ゆ

く
。
不
必
要
に
難
し
い
言
葉
を
使
う
必
要
は
な

い
。
だ
が
、
聖
書
の
言
葉
に
立
ち
ど
ま
り
、
心

の
中
で
何
度
も
何
度
も
反
芻
し
て
、
神
の
心
を

悟
っ
て
い
く
の
が
、
本
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ル
タ
ー
の
聖
書
翻
訳
は
そ
う
な
っ
て
い
る
。

ル
タ
ー
の
聖
書
翻
訳�

所
長　

江 

口　

再 

起
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身
を
潜
め
た
ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
ク
城
で
新
約
聖

書
を
訳
し
た
の
が
一
五
二
二
年
初
め
の
こ
と
。

ル
タ
ー
は
一
〇
週
間
で
ギ
リ
シ
ャ
語
か
ら
ド
イ

ツ
語
へ
の
翻
訳
を
成
し
遂
げ
た
こ
と
は
周
知
の

こ
と
で
あ
る
。
翻
訳
は
機
械
的
な
作
業
で
は
な

い
。
特
に
聖
書
の
翻
訳
と
な
る
と
、
訳
者
の
思

い
や
信
仰
の
情
熱
が
欠
か
せ
な
い
。
ル
タ
ー
も

発
見
し
た
福
音
の
喜
び
を
何
と
か
人
々
に
伝
え

よ
う
と
奮
い
立
ち
、
ド
イ
ツ
人
に
は
ド
イ
ツ
語

の
聖
書
が
必
要
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

福
音
の
喜
び
の
発
見
は
新
し
い
信
仰
の
発
見

だ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
神
の
義
を
獲
得
す
る
た

め
に
修
道
院
で
日
々
精
進
を
重
ね
た
に
も
拘
わ
ら

ず
、
喜
び
か
ら
は
ほ
ど
遠
く
、
神
を
憎
ん
で
さ
え

い
た
。
し
か
し
つ
い
に
福
音
と
出
会
う
。
そ
の
時

の
こ
と
を
晩
年
に
「
神
の
義
と
は
、
義
人
が
神
の

賜
物
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、『
信
仰
に
よ
っ
て
生

き
る
』、
そ
の
よ
う
な
義
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し

は
じ
め
た
」
と
記
し
た
。
こ
れ
が
「
塔
の
体
験
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
修
道
院
の
狭
い
一
室
で
聖

書
を
読
み
ふ
け
っ
て
い
た
時
の
発
見
で
あ
る
。
神

の
義
は
自
分
の
努
力
や
功
績
で
獲
得
す
る
も
の
で

は
な
く
、「
神
の
賜
物
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
受
け

取
る
こ
と
で
義
と
さ
れ
る
「
受
け
身
の
義
」
に
他

な
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
。
苦
し
み
か
ら
解
放

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ル
タ
ー
は
「
信

仰
に
よ
っ
て
生
き
る
」
と
い
う
表
現
を
好
ん
だ

聖書を翻訳するルター

が
、
こ
れ
は
ロ
ー
マ
書
一
・
一
七
の
言
葉
で
あ
り
、

同
時
に
筆
者
の
パ
ウ
ロ
が
旧
約
聖
書
の
ハ
バ
ク
ク

書
二
・
四
か
ら
引
用
し
た
言
葉
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
は
私
た
ち
の
知
識
の
お
さ
ら
い
で
あ

る
。
次
に
新
た
な
問
い
を
設
定
し
よ
う
。「
信
仰

に
よ
っ
て
生
き
る
」
と
い
う
と
き
の
「
信
仰
」
と

は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ル
ー
テ
ル
教
会
に
属
す
る
者

は
「
信
仰
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る
」
と
い
う
教
え

を
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
「
義
認
論
」
と
言
う
。

だ
か
ら
「
私
た
ち
の
信
仰
」
の
こ
と
で
あ
り
「
信

じ
る
こ
と
」
と
言
う
こ
と
に
迷
い
は
な
い
。
で

も
、
果
た
し
て
そ
う
言
い
切
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

四
年
前
に
刊
行
さ
れ
た
『
聖
書
協
会
共
同

訳
』i

は
、
こ
れ
ま
で
「
信
仰
」
と
ほ
ぼ
統
一

し
て
訳
さ
れ
て
来
た
ギ
リ
シ
ャ
語
の
「
ピ
ス

テ
ィ
ス
」
を
一
部
で
あ
る
が
「
真
実
」
と
い
う

言
葉
に
も
訳
し
て
い
る
。
例
え
ば
ロ
ー
マ
書
一
・

一
七
に
は
「
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
信
仰
を
通

し
て
実
現
さ
れ
る
」（
新
共
同
訳
）ii

と
あ
る
。

こ
こ
に
は
ピ
ス
テ
ィ
ス
が
二
回
出
て
来
る
が
、

「
真
実
に
よ
り
信
仰
へ
と
啓
示
さ
れ
て
い
る
」
と

改
訳
し
た
。
同
じ
ピ
ス
テ
ィ
ス
を
「
真
実
」
と

「
信
仰
」
に
訳
し
分
け
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら

に
こ
れ
ま
で
「
た
だ
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
へ
の

信
仰
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る
」（
ガ
ラ
テ
ヤ
二
・

一
六
）
と
訳
さ
れ
、
文
字
通
り
「
信
仰
義
認

論
」
の
根
拠
と
し
て
来
た
と
こ
ろ
も
「（
義
と

さ
れ
る
の
は
）
た
だ
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
真

実
に
よ
る
の
だ
」
と
改
訳
さ
れ
て
い
る
。
義
認

の
根
拠
が
「
私
た
ち
の
信
仰
」
か
ら
「
キ
リ
ス

ト
の
真
実
」
に
移
動
し
た
の
で
あ
る
。
義
認
の

教
理
を
「
ひ
と
つ
の
不
可
欠
な
基
準
」（『
義
認

の
教
理
に
関
す
る
共
同
宣
』）iii

と
す
る
ル
ー
テ

ル
教
会
に
と
っ
て
無
視
で
き
な
い
変
更
で
あ
る
。

　

果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
訳
が
可
能
か
ど
う

か
、
ま
ず
ギ
リ
シ
ャ
語
文
法
上
の
問
題
が
あ
ろ

う
。
そ
の
議
論
は
ギ
リ
シ
ャ
語
や
新
約
聖
書
学

の
専
門
家
に
委
ね
よ
う
。
た
だ
我
々
に
と
っ
て

看
過
で
き
な
い
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
ク
城
で
新
約
聖
書
翻
訳
に
尽
力

し
、
そ
の
中
で
も
パ
ウ
ロ
書
簡
の
訳
に
情
熱
を

込
め
た
で
あ
ろ
う
ル
タ
ー
の
訳
語
が
、
極
め
て

大
き
な
影
響
を
後
代
に
与
え
て
来
た
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
偉
大
な
功
績
で
あ
り
、
我
々
ル
ー

テ
ル
教
会
に
属
す
る
者
は
誇
る
べ
き
で
あ
り
、

継
承
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
当
時
の

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
意
識
す
る
あ
ま
り
、「
功

績
で
は
な
い
、
贖
宥
状
を
買
う
こ
と
で
も
な
い
」

と
考
え
、
私
た
ち
の
「
信
仰
」
こ
そ
が
義
と
さ

れ
る
根
拠
で
あ
る
こ
と
に
力

点
を
置
き
て
訳
し
た
こ
と

が
、
今
日
ま
で
決
定
的
な
影

響
を
与
え
て
来
た
こ
と
を
覚

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

れ
が
信
仰
絶
対
主
義
や
キ
リ

ス
ト
教
優
越
主
義
を
生
み
、

他
宗
教
と
の
対
決
構
造
を
助

長
し
た
側
面
を
否
め
な
い
。

　
「
キ
リ
ス
ト
の
真
実
」、
あ

る
者
は
「
キ
リ
ス
ト
の
ま
こ
と
」
と
訳
す
が
、

こ
の
意
味
は
、
私
た
ち
が
信
じ
る
以
前
に
、

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
生
涯
を
通
し
て
証
し
し
た

こ
と
、
あ
る
い
は
神
の
歴
史
を
超
え
た
出
来
事

が
私
た
ち
の
救
い
を
成
し
遂
げ
て
い
る
こ
と
に
も

な
る
。
こ
れ
こ
そ
が
真
の
福
音
で
あ
る
よ
う
に
筆

者
に
は
思
え
る
。
こ
の
解
釈
は
私
た
ち
の
信
仰
の

意
義
を
軽
視
し
て
い
る
よ
う
な
誤
解
を
時
と
し

て
与
え
る
が
そ
う
で
は
な
い
。「
キ
リ
ス
ト
の
ま

こ
と
」
こ
そ
が
ル
タ
ー
の
言
う
「
神
の
賜
物
」
で

あ
り
、
そ
れ
を
受
け
取
り
感
謝
の
中
に
生
き
る

た
め
に
は
信
仰
が
不
可
欠
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ

れ
ほ
ど
の
重
要
な
改
訳
が
な
さ
れ
た
の
に
、
我
々

の
ル
ー
テ
ル
教
会
内
で
の
『
聖
書
協
会
共
同
訳
』

の
評
価
を
耳
に
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ

れ
こ
そ
が
一
番
の
課
題
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

�

（
所
員　

J
E
L
C
都
南
教
会
牧
師
）

（E
ndnotes

）

i�

『
聖
書
―
聖
書
協
会
共
同
訳
』（
二
〇
一
八

年
発
行
）

ii�

『
聖
書
―
新
共
同
訳
』（
一
九
七
八
年
発
行
）

iii�

『
義
認
の
教
理
に
関
す
る
共
同
宣
言
』（
教
文

館
）

“
ピ
ス
テ
ィ
ス
”
を
ど
う
訳
す
か
？

�

―
『
聖
書
協
会
共
同
訳
』
が
問
い
か
け
る
こ
と

�

立 

山　

忠 

浩

（3）	 ルター研究所ニュース Nr.79	 2022 年 10 月 31 日発行



　

ド
イ
ツ
に
は
「
ル
タ
ー
ビ
ー
ル
」
の
商
標
の

ビ
ー
ル
が
あ
る
。
こ
れ
は
ル
タ
ー
の
名
を
冠
す

る
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
登
録
銘
柄
だ
そ
う
だ
。

　

事
程
左
様
に
ル
タ
ー
が
ビ
ー
ル
を
好
ん
だ
こ

と
は
著
名
で
、
酒
に
ま
つ
わ
る
彼
の
逸
話
や
格

言
も
今
日
ま
で
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
代
表
格

は
「
酒
と
女
と
歌
を
愛
さ
な
い
者
は
生
涯
愚
か

者
の
ま
ま
で
あ
る
。」
と
い
う
評
言
だ
（
真
偽

は
？
）。

　

さ
て
、
生
水
は
、
ド
イ
ツ
に
限
ら
ず
、
西
欧

で
は
一
般
に
飲
む
こ
と
が
で
き
ず
、
チ
フ
ス
等

の
伝
染
病
の
発
生
源
に
も
な
っ
て
い
た
。
そ
れ

故
に
安
全
な
飲
料
と
し
て
ワ
イ
ン
や
ビ
ー
ル
が

食
事
の
際
に
供
さ
れ
る
食
習
慣
が
発
達
し
た
の

だ
。

　

ワ
イ
ン
は
教
会
の
ミ
サ
で
も
用
い
ら
れ
た

が
、
そ
の
際
信
徒
に
配
る
と
誤
っ
て
こ
ぼ
す
と

い
け
な
い
と
い
う
理
由
で
、
司
祭
が
大
き
な
聖

杯
に
な
み
な
み
と
注
が
れ
た
ワ
イ
ン
を
一
人
で

一
滴
残
ら
ず
飲
み
干
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　

ワ
イ
ン
を
一
度
に
大
量
に
飲
ま
ね
ば
な
ら
な

い
司
祭
の
健
康
を
損
ね
な
い
た
め
に
、
修
道
院

で
造
ら
れ
る
ワ
イ
ン
は
、
絶
え
ず
品
質
が
改
良

さ
れ
、
美
味
に
も
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
が
今

日
の
数
多
く
の
有
名
な
修
道
院
関
連
の
ワ
イ
ン

ブ
ラ
ン
ド
誕
生
の
契
機
に
も
な
っ
た
。

　

こ
の
事
情
は
ビ
ー
ル
に
お
い
て
も
同
様
だ
っ

た
。
修
道
院
で
は
、
四
旬
節
の
断
食
期
の
栄
養

補
給
用
の
「
液
体
の
パ
ン
」
と
し
て
用
い
た

り
、
巡
礼
者
を
も
て
な
す
た
め
良
い
ビ
ー
ル
が

求
め
ら
れ
た
の
で
、
醸
造
技
術
が
発
展
し
て

い
っ
た
。

　

ル
タ
ー
が
ビ
ー
ル
を
好
ん
で
飲
ん
で
い
た
も

う
一
つ
の
、
そ
し
て
最
大
の
理
由
は
、
彼
の
宿

痾
と
も
言
う
べ
き
尿
管
結
石
症
に
あ
る
よ
う
だ
。

　

現
代
で
も
尿
管
結
石
に
は
医
学
的
に
利
尿
が

薦
め
ら
れ
て
い
る
が
、
ル
タ
ー
は
一
五
二
六
年

以
降
、
そ
の
生
涯
を
閉
じ
る
ま
で
二
〇
年
間
、

間
欠
的
に
襲
っ
て
く
る
疝
痛
発
作
に
悩
み
続
け

た
。
残
さ
れ
た
彼
の
利
尿
治
療
の
記
録
に
よ
る

と
、
総
計
で
二
〇
個
以
上
の
自
然
排
石
が
あ
っ

た
そ
う
だ
。
ル
タ
ー
に
と
っ
て
、
ビ
ー
ル
は
何

よ
り
の
利
尿
薬
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

�

（
所
員　

J
E
L
C
引
退
牧
師
）

ビールを飲む人ルター
高 井　保 雄

シリーズ「人間ルター」⓱

中川浩之・画

　

一
五
二
二
年
九
月
、
ル
タ
ー
の
新
約
聖
書
ド

イ
ツ
語
翻
訳
が
出
版
さ
れ
た
。
二
一
年
四
月
に

ヴ
ォ
ル
ム
ス
の
国
会
で
皇
帝
カ
ー
ル
五
世
に

よ
っ
て
帝
国
追
放
の
刑
を
宣
告
さ
れ
た
後
、
ザ

ク
セ
ン
選
帝
侯
に
よ
っ
て
ワ
ル
ト
ブ
ル
グ
城
に

匿
わ
れ
た
中
で
な
さ
れ
た
翻
訳
だ
っ
た
。
実
際

に
は
二
一
年
一
二
月
に
着
手
し
て
翌
年
二
月
に

は
完
成
さ
せ
て
い
る
ら
し
い
。
出
版
当
初
か
ら

ド
イ
ツ
で
最
も
広
く
流
布
さ
れ
、
今
で
も
親
し

ま
れ
る
翻
訳
と
な
っ
た
。

　

今
か
ら
ち
ょ
う
ど
五
〇
〇
年
前
の
、
そ
の
出

版
に
あ
た
っ
て
書
か
れ
た
の
が
「
新
約
聖
書
序

文
」
で
あ
る
。
ル
タ
ー
自
身
、
聖
書
に
な
い
文

書
を
付
加
す
る
こ
と
が
正
し
い
こ
と
と
は
考
え

て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
あ
え
て
そ
の
よ
う

に
出
版
し
た
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
当
時
の
聖

書
は
ご
存
知
の
よ
う
に
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
た

も
の
が
教
会
や
修
道
院
に
は
あ
っ
て
も
、
一
般

の
人
々
が
そ
れ
を
手
に
取
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た
。
ル
タ
ー
の
翻
訳
に
よ
っ
て
、
い
わ

ば
初
め
て
聖
書
に
直
接
触
れ
る
人
た
ち
が
、
正

し
く
聖
書
を
理
解
し
、
導
か
れ
る
た
め
に
こ
の

序
文
が
必
要
と
さ
れ
た
と
ル
タ
ー
自
身
が
述
べ

て
い
る
。
当
時
の
教
会
の
教
え
、「
根
拠
の
な

い
解
釈
」
が
、
福
音
を
聞
き
取
る
こ
と
を
困
難

に
し
て
い
た
窮
状
が
、
ル
タ
ー
に
こ
の
序
文
を

あ
え
て
書
か
し
め
た
と
言
っ
て
よ
い
。
改
革
者

と
し
て
、
人
々
に
ど
う
し
て
も
福
音
を
伝
え
た

い
と
い
う
思
い
が
、
こ
の
聖
書
の
翻
訳
・
出
版

と
い
う
事
業
の
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ

か
る
。

　

ル
タ
ー
の
伝
え
た
か
っ
た
福
音
と
は
、
キ
リ

ス
ト
が
、
罪
と
死
と
悪
魔
と
戦
っ
て
、
こ
れ
に

打
ち
勝
ち
、「
罪
に
捕
ら
え
ら
れ
、
死
に
苦
し

め
ら
れ
、
悪
魔
に
征
服
さ
れ
て
い
た
す
べ
て
の

人
々
を
彼
ら
の
功
績
な
し
に
贖
い
、
義
と
し
、

生
か
し
、
救
っ
て
、
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

平
和
へ
と
導
き
、
再
び
神
の
も
と
へ
と
連
れ

帰
っ
て
く
だ
さ
っ
た
」
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
福
音
を
鮮
や
か
に
示
す
こ
と
こ
そ
が

聖
書
の
価
値
で
あ
り
、
そ
の
光
に
照
ら
し
て

ル
タ
ー
は
聖
書
の
あ
る
文
書
を
よ
り
高
貴
な
書

と
呼
ん
だ
り
、
あ
る
も
の
を
藁
の
手
紙
な
ど
と

呼
ん
だ
り
も
し
て
い
る
。
私
た
ち
に
は
少
し
言

い
過
ぎ
の
よ
う
に
聴
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
は
こ
の
序
文
に
お
い
て
直
接
に

は
書
か
な
い
当
時
の
教
会
へ
の
批
判
を
暗
に
表

し
た
言
葉
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
律
法
や
戒

め
を
重
ん
じ
功
績
を
求
め
る
こ
と
で
な
く
、
た

だ
キ
リ
ス
ト
の
恵
み
へ
の
深
い
信
頼
に
生
き
る

よ
う
に
と
、
私
た
ち
を
福
音
へ
と
招
い
て
い
る

の
だ
。

�

（
所
員　

ル
ー
テ
ル
学
院
大
学
学
長
）

*
テ
キ
ス
ト

・「
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
序
文
」（『
ル

タ
ー
著
作
選
集
』、
教
文
館
所
収
）

・「
聖
書
へ
の
序
言
」（『
キ
リ
ス
ト
者
の
自

由
・
聖
書
へ
の
序
言
』、
岩
波
文
庫
）

ル
タ
ー
の
名
著

『
新
約
聖
書
序
文
』（
一
五
二
二
）

�

石
居　

基
夫
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「
免
責
に
つ
い
て
の
説
教
」（
一
五
一
八
年
）
の

ド
イ
ツ
語
出
版
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ラ
テ
ン
語

に
よ
る
聖
職
者
や
学
者
と
い
っ
た
か
ぎ
ら
れ
た

人
々
で
は
な
く
、
広
く
一
般
の
人
々
に
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
直
接
届
け
る
意
図
が
あ
っ
た
。
こ
の

読
者
層
の
転
換
は
成
功
し
、
説
教
は
ま
た
た
く

ま
に
二
二
版
を
重
ね
人
々
に
受
け
容
れ
ら
れ

た
。
そ
れ
か
ら
五
年
の
間
さ
ら
に
一
六
〇
も
の

著
作
を
ル
タ
ー
は
出
版
し
、
そ
の
三
分
の
二
は

ド
イ
ツ
語
で
あ
っ
た
。
総
計
八
二
八
版
、
出
版

累
計
部
数
は
二
〇
〇
万
部
に
達
し
た
。
そ
こ
で

ル
タ
ー
が
こ
だ
わ
っ
た
の
は
言
葉
と
そ
の
内
容

だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
印
刷
す
る
形
態
（
小
冊

子
、
四
つ
折
り
な
ど
）
の
工
夫
や
、
の
ち
に

ル
ー
カ
ス
・
ク
ラ
ナ
ッ
ハ
と
い
っ
た
画
家
と
協

力
し
た
よ
う
に
表
紙
の
装
丁
に
い
た
る
ま
で
高

い
意
識
を
む
け
た
作
品
作
り
も
ま
た
ル
タ
ー
の

仕
事
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
印
刷
・
出
版
の
脈
絡
に
お
い
て

こ
そ
ル
タ
ー
訳
聖
書
の
意
義
深
さ
も
再
確
認
さ

れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
こ
ん
に
ち
の
よ

う
な
文
字
ば
か
り
の
聖
書
で
は
な
い
。
美
し
い

装
丁
と
挿
絵
が
随
所
に
み
ら
れ
る
の
は
、
む
ろ

ん
貴
族
趣
味
に
高
じ
た
結
果
で
も
な
い
。
む
し

ろ
聖
書
と
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
広
く
深
く
、
そ

し
て
直
接
に
人
々
に
紐
解
い
て
届
け
る
思
想
の

具
体
化
で
あ
り
、
そ
の
工
夫
の
結
果
で
も
あ
る
。

こ
う
し
て
ル
タ
ー
生
存
中
に
四
〇
〇
版
を
か
さ

ね
た
聖
書
刊
行
は
、
世
俗
の
印
刷
・
出
版
業
界

の
解
体
と
刷
新
を
介
し
な
が
ら
も
、
福
音
宣
教

の
熱
意
と
そ
の
波
及
力
の
証
言
に
な
っ
て
い
る
。

�（
所
員　

ル
ー
テ
ル
学
院
大
学
・
神
学
校
教
員
）

　

宗
教
改
革
の
発
端
と
な
る
九
五
箇
条
の
論
題

（
一
五
一
七
年
）
は
圧
倒
的
に
「
ル
タ
ー
と
信

仰
」
の
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し

「
ル
タ
ー
と
印
刷
・
出
版
産
業
」
と
い
う
観
点

か
ら
見
直
す
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
旧
態
の
印
刷

市
場
を
解
体
し
て
新
し
い
市
場
の
創
出
者
と
し

て
の
ル
タ
ー
像
が
浮
上
し
て
く
る
。

　

贖
宥
状
の
大
規
模
な
普
及
に
は
サ
ン
・
ピ
エ

ト
ロ
大
聖
堂
の
再
建
や
対
ト
ル
コ
戦
の
戦
費
調

達
と
い
っ
た
当
時
の
複
雑
な
事
情
も
絡
ん
で
い

た
。
教
会
は
印
刷
業
界
の
大
口
顧
客
で
あ
り
、

と
り
わ
け
一
枚
刷
り
の
贖
宥
状
は
一
〇
万
部
単

位
の
大
規
模
な
発
注
品
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
ル
タ
ー
の
贖
宥
状
へ
の
抗
議
は
、
神
学
的
動

機
に
根
差
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
介
し

た
政
治
（
帝
国
）
─
経
済
（
フ
ッ
ガ
ー
家
）─

宗
教
（
教
会
）
の
仕
組
み
全
体
を
ゆ
る
が
す
行

為
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
宗
教
改
革
の
展
開
は

印
刷
産
業
に
と
っ
て
贖
宥
状
ビ
ジ
ネ
ス
の
凋
落

で
あ
り
、
ル
タ
ー
は
そ
の
解
体
者
と
映
っ
た
に

違
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
は
物
語
の
半
面
に

す
ぎ
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
す
ぐ
に
ル
タ
ー
と
い

う
ア
イ
コ
ン
が
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に
な

る
こ
と
を
目
の
当
た
り
に
す
る
か
ら
だ
。
歴
史

学
者
ア
ン
ド
ル
ー
・
ペ
デ
ィ
グ
リ
ー
が
ブ
ラ
ン

ド
“
ル
タ
ー
”
を
見
出
し
た
の
は
こ
の
脈
絡
で

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
こ
と
を
も
っ
と
も
印
象
付
け
た
の
は

これ（福音）を真剣に信じる人は、じっとしてはいられない。
彼は喜んでこのことを歌い、語って、人々に聞かせ、人々を招く。
� 『バプスト賛美歌集』序言（1545 年）　LW53：333� JELC	栄光教会牧師　伊�藤　節�彦

ルターの　　ことば

　ルターは「神の言葉に次いで、音楽を最高にほめたた

える」と語り、音楽を神からの賜物と考えていました。

そして「歌う者は二度祈る」という格言があるように、

礼拝の時だけでなく、いつでもどこでも日常生活の中で

賛美を歌うことで福音を証しすることを勧めたのです。

ルターは賛美歌を「会衆の説教」とさえ語りました。歌

われた福音は、自分自身にみ言葉を語りかけると同時に、

世界に対して語りかける神の言葉となっていくからです。

ルーテル教会が「歌う教会」と呼ばれる由縁です。

　識字率が低かった中世の時代、カトリック教会はステン

ドグラスや荘厳な典礼を通して信仰を「視覚的」に訴えま

した。それに対し、ルターはみ言葉の説教と賛美歌という

「聴覚的」な側面を大切にしました。なぜなら、視覚的な

ものはどちらかといえば外面的で、個人体験に軸足が置か

れます。しかし、聴覚的なものは内面的であり、カイロス

的な一回性をもちつつ他者との共同体性を含んでいます。

　ルターの宗教改革は「礼拝改革」でした。ポイント

は、礼拝とは人間が神に捧げるものではなく、神ご自身

による人間への奉仕であるということです。神ご自身が

私たちを礼拝に招き、み言葉を語りかけ、ゆるしを与

え、聖礼典を授けてくださる。この恵みへの応答として

の感謝と賛美と奉献が大切だというルターの考えは、会

衆は傍観者ではなく参与者であるという自覚を促してき

たのです。ですから自国語による会衆賛美、コラールの

誕生は必然であったと言えましょう。

　詩編は「新しい歌を主に向かって歌え」と告げます。

新しい歌はどこで生まれるか ?　それは試練や宣教の現

場の只中です。誰と共に歌うのか、世界が苦しんでいる

課題を自分たちのものとしていくのか。この問いの中で宣

教の歌・証しの歌・信仰告白の歌としての賛美歌は、教

会を新しくしていく力となっていくのだと思うのです。

 （JELC 栄光教会牧師）

ル
タ
ー
と

印
刷
・
出
版
産
業
に
つ
い
て　

�

宮 

本 　
新
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切手に見るルター ㉟

世界文化遺産（一）
大分・別府・日田教会牧師　野 村　陽 一

　ドイツにあるユネスコ世界文化遺産の中で、ルターに深く関
連する遺産が二つある。共にルター都市と称するアイスレーベ
ンとヴィッテンベルクにあるルター記念建造物群（1996 年指
定）と、ヴァルトブルク城（1999 年指定）である。ヴァルト
ブルク城については、以前取り上げたが、今号のテーマに沿っ
て、また未紹介の切手の紹介を兼ねて、再度取り上げることに
した。
　1521 年 4 月のヴォルムス帝国議会を去ったルターが、ザク
セン選帝侯フリードリヒ賢公の意により、ザクセン選帝侯領西
端アイゼナハの山城、ヴァルトブルク城に入城したのは、同年
5 月 3 日だった。城は宮殿と管理人屋敷で構成され、ルターは
騎士ユンカー・エルクという名で、管理人屋敷の一室に匿われ
た。現在でも、彼が新約聖書翻訳をしていたとされる部屋と隣
接する一畳ばかりの寝室が公開されている。ルターはここで、
1521 年 12 月からわずか 11 週間で、新約聖書全体を翻訳し、
完成後まもなく『9 月聖書』と銘打って出版された。
　横長の切手は 2009 年に国連とドイツが共同発行した同図柄の
切手のうちの国連発行のもので、左側の図柄に城本体と、管理人
屋敷へつながる長い回廊が、右側に管理人屋敷が描かれている。
　縦長の切手は 1966 年、ヴァルトブルク城 900 年を記念し
て旧東独が発行したもので、ゴチック様式の管理人屋敷が描か
れている。

本
講
義
録
は
次
の
三
点
で
希
有
で
あ
る
。

① 

小
川
修
（
一
九
四
〇
-
二
〇
一
一
）
の
学
問

　

氏
は
宗
教
哲
学
者
だ
が
、
そ
の
学
問
は
、
日

本
の
優
れ
た
神
学
者
・
哲
学
者
の
例
に
も
れ

ず
、
深
い
仏
教
的
素
養
に
裏
打
ち
さ
れ
、
キ
リ

ス
ト
教
神
学
・
哲
学
の
領
域
に
至
る
。

　

仏
教
の
真
理
は
「
不
立
文
字
」
と
さ
れ
る

が
、
氏
は
こ
の
境
地
に
留
ま
ら
ず
、「
言
葉
は

神
で
あ
る
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
参

入
し
た
。
そ
こ
で
「
神
の
言
葉
」
の
神
学
者

バ
ル
ト
や
滝
沢
克
己
と
出
会
う
こ
と
に
な
る
。

　

滝
沢
は
、
哲
学
留
学
に
際
し
、
西
田
幾
多
郎

に
「
神
学
者
」
の
バ
ル
ト
を
薦
め
ら
れ
た
。
所

が
驚
い
た
事
に
バ
ル
ト
の
『
ロ
ー
マ
書
』
の
中

に
「
自
己
の
思
想
の
別
の
表
現
を
発
見
（
本
講

義
録
九
-
二
五
七
頁
）」
し
、
そ
れ
を
「
イ
ン

マ
ヌ
エ
ル
（
神
我
ら
と
共
に
あ
り
）
の
原
事

実
」
と
呼
び
、「
ザ
ッ
ヘ
（
中
核
）」
と
し
た
。

そ
し
て
バ
ル
ト
が
『
ロ
ー
マ
書
』
の
中
で
神
の

義
を
や
は
り
「
ザ
ッ
ヘ
」
と
し
、「
イ
エ
ス
は

神
の
子
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
」
を
そ
れ
と
す
る
事

と
同
定
す
る
。

　

氏
は
、
こ
の
両
者
に
多
大
な
影
響
を
被
る
と

同
時
に
、
こ
の
両
者
の
「
ザ
ッ
ヘ
」
の
同
一
性

と
差
異
性
の
解
明
に
取
り
組
む
。
そ
の
後
「
言

語
機
構
分
析
」
に
よ
り
、
氏
自
身
の
ザ
ッ
ヘ

た
る
「
信
仰
（
ピ
ス
テ
ィ
ス
）」
の
考
究
を
、

パ
ウ
ロ
書
簡
（
ロ
ー
マ
書
、
コ
リ
ン
ト
書
、

ガ
ラ
テ
ヤ
書
）
の
逐
次
解
釈
を
通
じ
て
遂
行
し

て
い
っ
た
。
そ
の
結
実
が
本
講
義
録
で
あ
る
。

② 

氏
の
希
有
な
「
ピ
ス
テ
ィ
ス
（
信
仰
）」
論

　

ロ
ー
マ
一
：
一
七
は
『
ロ
ー
マ
書
』
の
主

題
と
さ
れ
る
が
、
語
句
中
の
「
ピ
ス
テ
ィ
ス

（
信
仰
）
か
ら
ピ
ス
テ
ィ
ス
（
信
仰
）
へ
」
の

意
味
理
解
は
昔
か
ら
ロ
ー
マ
書
全
体
に
関
わ

る
大
問
題
で
あ
り
、
ル
タ
ー
や
バ
ル
ト
は
、

そ
の
新
解
釈
に
よ
っ
て
新
た
な
神
学
を
築
き

得
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
氏
も
ま
た
、
こ

の
文
言
の
解
釈
に
お
い
て
、
独
自
の
地
平
を

開
い
た
。
そ
れ
が
「
神
の
〈
ま
こ
と
〉
か
ら

人
間
の
〈
ま
こ
と
〉
へ
」
と
い
う
定
式
で
あ

る
。「
神
の
ピ
ス
テ
ィ
ス
」
を
「
神
の
信
仰
」

と
は
訳
せ
な
い
の
で
「
神
の
ま
こ
と
」
で
あ

る
。「
ま
こ
と
」
が
固
有
の
日
本
語
で
あ
る
こ

と
も
奥
床
し
い
。
尚
、
二
〇
一
八
年
発
行
の

『
聖
書
協
会
共
同
訳
』
で
は
同
箇
所
は
「
真
実

に
よ
り
信
仰
へ
」
と
い
う
訳
で
、
氏
の
解
釈

と
の
共
同
歩
調
が
見
ら
れ
る
の
も
興
味
深
い
。

③ 

氏
は
、
ま
さ
に
、「
ま
こ
と
の
み
」、「
聖
書

の
み
」
に
生
き
た
希
有
な
信
仰
者
で
あ
る
。

日
本
の
ル
ー
テ
ル
教
会
に
こ
の
よ
う
な
人
が

い
た
こ
と
を
私
達
は
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。

�

（
所
員　

J
E
L
C
引
退
牧
師
）

本
の
紹
介

『
小
川
修 

パ
ウ
ロ
書
簡
講
義
録
』

�

（
全
一
〇
巻
）

�

小
川
　
修 

著

�

小
川
修
パ
ウ
ロ
書
簡
講
義
録
刊
行
会
編

�

二
〇
一
一
─
二
〇
二
二
（
リ
ト
ン
）

�

高
井　

保
雄
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ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン

　

私
が
初
め
て
バ
ッ
ハ
の
良
さ
に
気
づ
い
た

の
は
神
学
生
の
と
き
で
し
た
。
ル
タ
ー
の
勉

強
を
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ル
タ
ー
派
の
音

楽
に
つ
い
て
も
学
ん
だ
ら
い
い
と
思
い
、
す

ぐ
に
C
D
を
集
め
始
め
ま
し
た
。
同
時
に
、

バ
ッ
ハ
研
究
者
で
あ
る
ロ
ビ
ン
・
リ
ー
バ
ー

の
講
義
も
受
講
し
ま
し
た
。
バ
ッ
ハ
の
カ
ン

タ
ー
タ
音
楽
と
テ
キ
ス
ト
と
の
間
に
神
学
的

な
対
話
が
存
在
す
る
こ
と
を
説
明
す
る
講
義

に
、
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

　

バ
ッ
ハ
の
教
会
音
楽
は
、
最
高
の
芸

術
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
比
喩
形
象

（figu
re

）
的
な
意
味
を
何
層
に
も
重
ね
て

描
い
て
い
ま
す
。
一
つ
の
曲
、
一
つ
の
リ
ブ

レ
ッ
ト
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
物
語
全
体
へ

の
入
り
口
と
な
る
の
で
す
。

　

例
え
ば
、
B
W
V
一
六
一
「
来
た
れ
、
汝

甘
き
死
の
時
よ
」
は
、
や
も
め
の
息
子
の
復

活
場
面
（
ル
カ
七
：
一
一

-

一
七
）
に
合
わ

せ
て
書
か
れ
た
曲
で
す
。
音
楽
は
子
守
唄

の
よ
う
に
静
か
に
始
ま
り
、
テ
キ
ス
ト
は
ラ

イ
オ
ン
の
死
体
か
ら
蜂
の
巣
が
発
見
さ
れ
た

「
士
師
記
」
一
四
章
を
暗
示
し
ま
す
。
ラ
イ

オ
ン
は
死
の
象
徴
で
す
が
、
キ
リ
ス
ト
に
お

い
て
死
は
甘
美
で
あ
り
、
何
も
恐
れ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
レ
チ
タ
テ
ィ
ー
ヴ
ォ
で
は
、

キ
リ
ス
ト
の
死
の
甘
美
さ
と
世
の
中
の
残
酷

な
茨
が
対
比
さ
れ
ま
す
。
弦
の
は
じ
き
出

し
が
チ
ク
タ
ク
と
い
う
時
計
の
音
の
よ
う
に

「
死
の
時
」
を
描
き
、
ア
ル
ペ
ジ
オ
の
高
ま
り

シリーズ

〝ルターとバッハとわたし〟 切り絵：小嶋三義

が
キ
リ
ス
ト
者
の
復
活
を
伴
い
ま
す
。

　

詩
篇
一
一
九
編
二
〇
節
を
暗
示
す
る

ア
リ
ア
、
そ
し
て
一
種
の
葬
送
の
嘆
き
と
と

も
に
、
ラ
イ
オ
ン
の
口
の
中
の
蜜
の
よ
う
に

「
死
は
勝
利
に
飲
み
込
ま
れ
る
」（
一
コ
リ
ン

ト
一
五
：
五
四
）
の
で
す
。
そ
し
て
レ
チ
タ

テ
ィ
ー
ヴ
ォ
は
世
界
に
別
れ
を
告
げ
ま
す
。

時
計
が
チ
ク
タ
ク
と
最
後
の
時
を
刻
む
中

で
、
墓
と
ラ
イ
オ
ン
、
バ
ラ
と
蜂
蜜
と
い
う

比
喩
形
象
が
並
べ
ら
れ
ま
す
。
合
唱
で
は
、

一
コ
リ
ン
ト
一
五
：
五
三

-

五
四
に
あ
る
「
死

な
な
い
も
の
」
へ
の
さ
ら
な
る
言
及
が
な
さ

れ
ま
す
。
そ
し
て
私
た
ち
は
、
合
唱
の
テ
キ

ス
ト
に
お
い
て
現
実
的
な
死
の
時
の
描
写
に

出
会
い
ま
す
。
埋
葬
さ
れ
た
死
体
は
虫
に

よ
っ
て
食
い
散
ら
か
さ
れ
、
し
か
し
そ
の
流

血
の
上
を
美
し
い
フ
ル
ー
ト
の
音
色
が
飛
び

回
る
蝶
の
よ
う
に
飛
び
回
る
の
で
す
。
誰

も
が
、
こ
れ
が
復
活
の
比
喩
形
象
で
あ
る

と
理
解
し
ま
す
。
獅
子
か
ら
蜂
蜜
が
、
死

か
ら
甘
美
さ
が
と
い
っ
た
具
合
に
で
す
。

　

あ
る
人
が
、
日
本
人
に
と
っ
て
バ
ッ
ハ

は
「
バ
ッ
ハ
教
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま

す
。
こ
の
バ
ッ
ハ
教
は
キ
リ
ス
ト
教
に
な

り
う
る
の
で
し
ょ
う
か
。
バ
ッ
ハ
の
テ
キ

ス
ト
と
音
楽
を
じ
っ
く
り
と
研
究
し
、
感

じ
取
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
私
は
そ
れ
は

可
能
だ
と
思
い
ま
す
。
バ
ッ
ハ
と
の
出
会

い
は
、
聖
書
へ
の
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教

の
信
仰
全
体
へ
の
道
と
な
る
は
ず
で
す
。

�

（
研
究
員　

ル
ー
テ
ル
学
院
大
学
・
神
学

校
教
員
）

�

日
笠
山 

吉
之

　

生
ま
れ
て
す
ぐ
に
ル
ー
テ
ル
鹿
児
島
教

会
で
洗
礼
を
受
け
、
高
校
三
年
の
イ
ー

ス
タ
ー
に
福
山
教
会
で
堅
信
し
た
私
が
、

バ
ッ
ハ
に
初
め
て
出
会
っ
た
の
は
福
岡
に

住
ん
で
い
た
小
学
生
の
頃
だ
っ
た
。
ピ
ア

ノ
が
好
き
で
近
所
の
先
生
か
ら
い
ろ
い
ろ

な
曲
を
教
わ
る
中
で
、
バ
ッ
ハ
の
音
楽
に

も
触
れ
た
。
最
初
は
お
決
ま
り
の
イ
ン
ベ

ン
シ
ョ
ン
や
シ
ン
フ
ォ
ニ
ア
か
ら
、
や
が

て
平
均
律
、
イ
タ
リ
ア
協
奏
曲
、
パ
ル

テ
ィ
ー
タ
…
…
と
挑
戦
し
て
い
っ
た
が
、

正
直
な
と
こ
ろ
バ
ッ
ハ
と
並
ん
で
ド
イ
ツ

の
「
三
大
B
」
と
称
さ
れ
る
ベ
ー
ト
ー

ベ
ン
や
ブ
ラ
ー
ム
ス
ほ
ど
に
は
好
き
に
な

れ
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
当
時
の
私
に

は
、
バ
ッ
ハ
の
音
楽
は
難
し
過
ぎ
た
の
だ

ろ
う
（
今
で
も
十
分
に
難
し
い
が
）。

　

そ
ん
な
私
が
バ
ッ
ハ
に
目
覚
め
た
の
は
、

大
学
の
教
育
学
部
で
音
楽
を
専
攻
し
、
そ

こ
で
バ
ッ
ハ
に
詳
し
い
友
人
と
出
会
っ
て
か

ら
。
彼
は
、
そ
れ
ま
で
私
が
知
ら
な
か
っ

た
バ
ッ
ハ
の
世
界
を
教
え
て
く
れ
た
。
毎

晩
の
よ
う
に
彼
の
下
宿
に
転
が
り
込
ん

で
は
、
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
に
録
音
さ
れ
た

バ
ッ
ハ
の
声
楽
作
品
を
二
人
で
貪
る
よ
う

に
聞
い
た
。
や
が
て
大
学
を
卒
業
し
た
私

は
、
音
楽
の
教
師
と
し
て
教
壇
に
立
ち
つ

つ
、
休
日
に
な
る
と
バ
ッ
ハ
の
教
会
音
楽
を

歌
う
合
唱
団
の
練
習
に
足
繁
く
通
う
よ
う

に
な
っ
た
。
仕
事
に
疲
れ
て
い
た
教
師

時
代
、
礼
拝
で
語
ら
れ
る
御
言
葉
と
バ
ッ
ハ

の
音
楽
が
私
を
慰
め
て
く
れ
た
。

　

そ
れ
か
ら
数
年
後
、
献
身
を
志
し
て

ル
ー
テ
ル
神
学
大
学
に
編
入
し
た
。
そ

こ
で
、
今
は
亡
き
エ
ロ
イ
ス
・
デ
ー
ル
先

生
か
ら
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
の
手
ほ
ど
き
を

受
け
、
湯
口
依
子
先
生
か
ら
最
新
の
オ

ル
ガ
ン
奏
法
を
教
わ
っ
た
。
神
学
校
在
籍

中
は
、
も
ち
ろ
ん
ル
タ
ー
に
つ
い
て
も
そ

れ
な
り
に
学
ん
だ
。
そ
う
し
て
、
ル
タ
ー

の
言
葉
に
触
れ
、
バ
ッ
ハ
の
音
楽
に
身
を

浸
す
中
で
、
両
者
が
分
か
ち
難
く
結
び
つ

い
て
い
る
こ
と
が
少
し
ず
つ
分
か
っ
て
き

た
。
卒
業
論
文
も
徳
善
義
和
先
生
の
ご
指

導
の
下
、
バ
ッ
ハ
の
『
ク
リ
ス
マ
ス
・
オ

ラ
ト
リ
オ
』
の
譜
面
を
た
く
さ
ん
載
せ

て
、
ル
タ
ー
と
の
関
わ
り
の
中
で
執
筆
し

た
。
そ
れ
か
ら
牧
師
と
な
っ
て
は
や
四
半

世
紀
。
ル
タ
ー
の
本
は
さ
ほ
ど
増
え
な
い

代
わ
り
に
、
バ
ッ
ハ
の
ス
コ
ア
と
C
D

は
ま
す
ま
す
増
え
、
チ
ェ
ン
バ
ロ
ま
で

買
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
は
仕
事
の
合
間

に
、
フ
ラ
ウ
ト
・
ト
ラ
ベ
ル
ソ
を
嗜
む

友
人
と
一
緒
に
バ
ッ
ハ
を
演
奏
す
る
の

が
最
高
の
楽
し
み
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら

の
人
生
も
、
ル
タ
ー
の
神
学
を
支
え
に
、

バ
ッ
ハ
の
音
楽
を
奏
で
な
が
ら
、
歩
ん
で

い
き
た
い
。

�

（
J
E
L
C
札
幌
教
会
牧
師
）
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コ
ロ
ナ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
温
暖
化
、
政
治
と

「
宗
教
」
の
関
係
な
ど
な
ど
、
時
代
が
大
き
く

動
い
て
い
る
事
を
感
じ
ま
す
。
こ
う
し
た
時
代

の
変
動
の
中
で
、
ル
タ
ー
を
学
ぶ
こ
と
の
意
味

も
問
わ
れ
て
い
ま
す
。「
ル
タ
ー
が
今
、
こ
の

時
代
に
生
き
て
い
た
ら
！
」
と
、
問
い
な
が
ら

研
究
所
の
活
動
も
す
す
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
今
年
は
ル
タ
ー
の
ド
イ
ツ
語
訳
聖
書

五
〇
〇
年
に
当
た
り
ま
す
。
聖
書
こ
そ
は
、

ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
運
動
の
原
点
で
す
。
し
っ

か
り
心
に
と
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

⃝
牧
師
の
た
め
の
ル
タ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー

　

五
月
三
〇
～
三
一
日
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
主
題
は
“
コ
ロ
ナ
と
ウ
ク
ラ
イ

ナ
の
時
代
”。
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
以
下
の
通
り
。

「
ル
タ
ー『
軍
人
も
ま
た
救
わ
れ
る
か
』
を
読
む
」

（
高
村
敏
浩
）、「
ル
タ
ー
『
ト
ル
コ
人
に
対
す
る

戦
争
』
を
読
む
」（
立
山
忠
浩
）、「
東
方
教
会
と

ウ
ク
ラ
イ
ナ
」（
多
田
哲
）、「
戦
争
を
神
学
す
る

～
ル
タ
ー
と
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
」（
江
口
再
起
）、

「
難
民
支
援
～
L
W
F
の
働
き
」（
宮
本
新
）。

各
発
題
の
後
、
全
員
で
討
論
。
戦
争
、
ル
タ
ー

と
二
王
国
論
、
祈
り
の
大
切
さ
、
原
発
問
題

等
々
、
活
発
な
話
し
合
い
と
な
り
ま
し
た
。
約

四
〇
名
の
教
職
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。
な

お
発
題
要
旨
は
秋
に
刊
行
予
定
の
「
ル
タ
ー

研
究
」
一
八
巻
に
掲
載
予
定
で
す
。

⃝
第
二
回
合
同
研
究
会

　

ル
ー
テ
ル
学
院
大
学
は
、
キ
リ
ス
ト
教
・
臨

床
心
理
・
社
会
福
祉
の
三
つ
の
専
門
分
野
を

も
っ
て
い
ま
す
が
、
ル
タ
ー
研
究
所
の
呼
び
か

け
で
、
八
月
二
五
日
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
合
同
研

究
会
を
も
ち
ま
し
た
。
テ
ー
マ
は
「
今
、
専
門

職
に
お
け
る
人
間
学
の
課
題
」。
神
学
部
門
か

ら
は
宮
本
新
先
生
、
臨
床
心
理
部
門
か
ら
は
石

川
与
志
也
先
生
、
福
祉
部
門
か
ら
は
浅
野
貴
博

先
生
が
発
題
し
ま
し
た
。
分
野
は
ち
が
え
ど
、

常
に
“
人
間
”
を
問
う
て
い
る
こ
と
で
は
共
通

し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
テ
ー
マ
を
め
ぐ

る
専
門
的
な
発
題
を
き
き
つ
つ
、
議
論
を
重

ね
、
刺
激
的
な
研
究
会
と
な
り
ま
し
た
。

⃝
公
開
講
座

　

二
〇
二
二
年
度
後
期
の
講
座
は
「
ル
タ
ー
と

聖
書
」（
担
当
・
江
口
）
で
す
。
コ
ロ
ナ
の
た

め
、
受
講
対
象
者
は
神
学
生
・
学
院
生
で
す
。

⃝
献
金
の
感
謝
と
お
願
い

　

ル
タ
ー
研
究
所
へ
の
、
皆
様
の
ご
支
援
と
献

金
、
心
か
ら
感
謝
し
ま
す
。

　

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
。
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
ま
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
）

　今年は、ルターのドイツ語訳聖書五百年です。ルター研究所では、この年を記念して、12 月
11 日（日）の午後、全国オンラインでクリスマス講演会を開きます。ぜひご参加ください。

＝プログラム内容＝
　◆ 講演「中世後期の聖書の世界」（高村敏浩牧師）
　◆ ルターのクリスマス賛美歌（演奏）
　◆ シンポジウム「聖書、ルター、翻訳、そして現代」
 （立山忠浩牧師、李明生牧師、安田真由子さん）

《ご案内》ルター研究所クリスマス講演会

“ルターの聖書翻訳 五百年”

「ルター研究」第 18巻（ルター研究所紀要、リトン発行）
特集（1）ルター『マグニフィカート講解』500 年

・江口　再起「待つということ─ルター『マグニフィカート』によせて」
・滝田　浩之「ルター『マグニフィカート』紹介」
・多田　　哲「ルターとマリア」
・安田真由子「連帯から生まれる社会変革のことば─マリアの賛歌のフェミニスト批評」
・加藤　拓未「バッハ『マグニフィカート』について」（仮）

特集（2）ルターと戦争　　　　　　　　　　  　
・高村　敏浩「よい市民、よい隣人であれ─『軍隊もまた救われるか』」
・立山　忠浩「『トルコ人に対する戦争について』を読む」
・江口　再起「戦争を神学する─ルターとボンヘッファ─」

・石居　基夫「ルターの聖餐理解と現状の教会」
・宮本　　新「教会は何を信じ伝えるのか ? ─ UMG とその信仰の構造理解を手掛かりに」

近刊予告
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