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The World of the Bible “lukewarm Laodicea church” / Photo & Essay by Yokoyama  Tadashi 

　
現
在
の
ト
ル
コ
西
部
、
フ
リ
ギ
ア
地
方
に
ラ

オ
デ
ィ
キ
ア
の
町
は
あ
り
ま
し
た
。
近
く
に
は

コ
ロ
サ
イ
と
ヒ
エ
ラ
ポ
リ
ス
の
町
が
あ
り
、
こ

れ
ら
三
つ
の
教
会
の
人
々
は
互
い
に
行
き
来
し

て
い
た
よ
う
で
す
。
パ
ウ
ロ
が
獄
中
か
ら
書
き

送
っ
た
コ
ロ
サ
イ
の
信
徒
へ
の
手
紙
も
、
三
教

会
で
回
し
読
み
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
エ
ー
ゲ
海
の
孤
島
パ
ト
モ
ス
の
洞
窟
で
キ
リ

ス
ト
の
黙
示
を
受
け
て
書
か
れ
た
ヨ
ハ
ネ
の
黙

示
録
の
中
に
、
ラ
オ
デ
ィ
キ
ア
の
教
会
に
宛
て

て
書
か
れ
た
手
紙
が
あ
り
ま
す
。

　「
熱
く
も
冷
た
く
も
な
く
、
生
温
い
の
で
、
私

は
あ
な
た
を
口
か
ら
吐
き
出
そ
う
」（
黙
三・一
六
）。

こ
の
町
の
競
技
場
近
く
に
造
ら
れ
た
浴
場
ま
で
、

山
か
ら
温
泉
を
引
い
て
き
た
石
の
導
水
管
が
残

さ
れ
て
い
ま
す
。
浴
場
に
届
い
た
こ
ろ
に
は
生

温
か
っ
た
こ
と
か
ら
信
仰
に
例
え
ら
れ
た
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

　
ラ
オ
デ
ィ
キ
ア
は
商
業
都
市
と
し
て
繁
栄
を

極
め
ま
し
た
。「
あ
な
た
は
、『
私
は
裕
福
で
、

満
ち
足
り
て
お
り
、
何
一
つ
必
要
な
物
は
な
い
』

と
言
っ
て
い
る
が
…
…
」（
同
一
七
節
）。
紀
元
六
〇

年
の
大
地
震
で
町
は
壊
滅
し
ま
す
が
、
国
の
援

助
を
断
り
、
独
力
で
復
興
し
た
こ
と
か
ら
こ
の

よ
う
な
言
葉
が
出
た
の
で
し
ょ
う
。
地
元
の
産

物
だ
っ
た
白
い
衣
を
買
っ
て
裸
の
恥
を
隠
し
、

目
薬
を
買
っ
て
見
え
る
よ
う
に
な
り
な
さ
い
と
、

悔
い
改
め
を
迫
る
言
葉
が
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。

新聖
書
の

世
界 50

写
真
／
文  

横
山
匡

生
温
い
ラ
オ
デ
ィ
キ
ア
教
会



Bible Verse & Essay by Kanda Kenji

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
世
界
教
会
協
議
会
（
Ｗ
Ｃ
Ｃ
）
本
部
の
中
央
講
堂
正
面
に
、
キ
リ
ス
ト

を
中
心
と
し
て
世
界
各
地
に
諸
教
会
が
存
在
し
て
い
る
場
面
を
描
い
た
大
き
な
壁
画
が

あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
一
七
章
二
二
節
の
聖
句
「
彼
ら
も
一

つ
と
な
る
た
め
」
と
い
う
主
イ
エ
ス
の
祈
り
が
ギ
リ
シ
ア
語
で
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
主
イ
エ
ス
の
祈
り
に
対
し
て
、
分
裂
の
歴
史
を
繰
り
返
し
て
き
た
世
界
の
諸
教
派
が

一
致
と
協
力
を
め
ざ
し
て
応
答
し
て
き
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
聖
書
の
証
し
と
エ

キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
を
基
軸
に
掲
げ
て
き
た
神
戸
バ
イ
ブ
ル
ハ
ウ
ス
も
今
春
二
〇
周
年
を
迎

え
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
主
イ
エ
ス
の
祈
り
に
誠
実
に
応
答
し
て
い
き
た
い
と
願
っ
て

い
ま
す
。
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神
田
健
次

か
ん
だ  

け
ん
じ

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
セ
ン
タ
ー
神
戸
バ
イ
ブ
ル
・
ハ
ウ
ス
理
事
長

表紙の言葉
今回は広島県広島市中区にあるカ
トリック幟町教会 世界平和記念
聖堂です。広島の川砂を使用して
作られたモダンなコンクリート壁
の教会ですが、大戦後焦土となっ
た広島でその姿は、力強く立ち上
がる希望の象徴として愛されてき
た姿でもあります。（絵・文＝佐
藤百合子）

巻
　 

頭
　 

聖
　 

句 
あ
な
た
が
く
だ
さ
っ
た
栄
光
を
、	

私
は
彼
ら
に
与
え
ま
し
た
。	

私
た
ち
が
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
、	

彼
ら
も
一
つ
に
な
る
た
め
で
す
。

（
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
17
章
22
節　
聖
書
協
会
共
同
訳
）
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農
耕
と
牧
畜

　

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
が
成
立
す
る
以
前
、
今
か
ら

一
万
年
ほ
ど
前
に
、
人
類
は
農
耕
を
始
め
ま
し
た
。
そ

れ
を
境
に
、
道
具
も
新
た
な
発
展
を
み
せ
、
石
器
は
そ

れ
ま
で
の
打
製
石
器
な
ど
の
素
朴
な
も
の
か
ら
、
磨
製

石
器
や
小
さ
な
精
巧
な
石
器
も
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
き
ま
し
た
。
農
耕
の
始
ま
り
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、

牧
羊
も
始
ま
り
ま
し
た
。
狩
猟
採
集
の
段
階
の
イ
メ
ー

ジ
が
あ
る
せ
い
か
、
牧
羊
は
農
耕
に
先
行
す
る
と
考
え

ら
れ
が
ち
で
す
が
、
ほ
と
ん
ど
同
時
期
に
始
ま
っ
た
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
創
世
記
で
ア
ダ
ム
と
エ
バ
の
エ
デ
ン

の
園
の
物
語
に
続
く
の
は
、
農
耕
を
す
る
カ
イ
ン
と
牧

羊
を
す
る
ア
ベ
ル
の
物
語
で
す
。

文
字
の
発
明

　

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
は
文
字
の
使
用
に
よ
っ
て
、
本

格
的
な
発
展
を
始
め
ま
す
が
、
農
耕
が
も
た
ら
し
た
経

済
的
な
発
展
が
文
字
の
発
明
を
促
し
た
と
い
っ
た
ほ
う

が
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
最
初
に
文
字
が
書
か
れ
た

の
は
当
然
、
紙
で
は
な
く
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
場
合
、

粘
土
で
作
っ
た
板
で
し
た
。
そ
こ
に
葦
の
茎
で
作
っ
た

ペ
ン
状
の
も
の
を
押
し
付
け
て
書
い
た
の
が
楔
形
文
字

で
す
。
物
品
の
数
を
書
き
留
め
る
な
ど
、
い
わ
ば
帳
簿

聖書の世界
考古学から見る

19世紀後半以来、聖書と考古学の関係は
150年近い歴史があります。
考古学研究がもたらす古代についての情報は
聖書の世界への理解をより深いものにしてくれます。
昨年、月本昭男先生（古代オリエント博物館館長）に
聖書の世界を含め古代オリエント世界の
さまざまな展示を幅広く解説いただき、
「聖書の世界と考古学」として動画を公開しました。
今号ではその一部を誌面で紹介いたします。

西アジア、エジプト地域
を中心として、旧石器時
代からサーサーン朝時代
までの資料約5,000点、お
よびシリア出土品を多数
収蔵する国内初の専門博
物館として1978年に開館。

東京都豊島区東池袋3-1-4
池袋サンシャインシティ文化会館ビル7階
電話：	 03-3989-3491
開館時間：	 10:00～17:00（入館は16:30まで）
休館日：	 展示入替日および年末年始
https://aom-tokyo.com

特集

広報部

古代オリエント博物館



3 Scenes of the Bible in the Light of Archeology

市
で
し
た
。

バ
ベ
ル
の
塔
と
バ
ビ
ロ
ン

　

古
代
西
ア
ジ
ア
の
建
材
は
粘
土
に
藁
な
ど
を
混
ぜ
て

固
め
た
も
の
を
天
日
で
干
し
て
作
る
「
日
干
し
レ
ン

ガ
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
中
心
で
す
が
、
バ
ベ
ル
の
塔

の
物
語
（
創
世
記
十
一
章
）
で
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

焼
い
た
煉
瓦
も
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
バ
ビ
ロ
ン
で
行

わ
れ
た
発
掘
で
は
、
バ
ベ
ル
の
塔
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
る

ジ
ッ
ク
ラ
ト
ゥ
（
ジ
グ
ラ
ッ
ト
）
や
青
い
彩
釉
煉
瓦
を

用
い
た
イ
シ
ュ
タ
ル
門
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
ユ
ダ
王

国
を
滅
ぼ
し
、
王
国
の
指
導
者
層
を
捕
囚
と
し
て
連
れ

去
っ
た
ネ
ブ
カ
ド
ネ
ツ
ァ
ル
二
世
の
時
代
に
、
バ
ビ
ロ

ン
の
町
は
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
の
両
岸
に
ま
で
拡
大
さ

れ
、
町
全
体
を
囲
む
城
壁
は
全
長
18
キ
ロ
に
達
し
た
と

い
い
ま
す
。
預
言
者
ヨ
ナ
が
訪
れ
た
ア
ッ
シ
リ
ア
の
都

ニ
ネ
ベ
は
一
回
り
す
る
の
に
三
日
か
か
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
が
（
ヨ
ナ
書
三
・
三
）、
城
壁
の
全
長
は
10
キ

ロ
ほ
ど
で
し
た
。
エ
ル
サ
レ
ム
の
城
壁
は
陥
落
し
た
頃

に
は
全
長
３
キ
ロ
ほ
ど
と
推
定
さ
れ
（
現
在
の
城
壁
は
約

4
キ
ロ
）、
バ
ビ
ロ
ン
に
連
行
さ
れ
た
ユ
ダ
の
人
々
が
そ

の
規
模
に
圧
倒
さ
れ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
ま
す
。

「
ラ
ピ
ス
ラ
ズ
リ
の
道
」

　

青
く
輝
く
ラ
ピ
ス
ラ
ズ
リ
は
現
代
の
分
類
で
は
準
宝

石
で
す
が
、
古
代
西
ア
ジ
ア
で
は
非
常
に
人
気
の
あ
る

装
飾
の
素
材
で
し
た
。
今
日
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
し

か
採
れ
な
か
っ
た
た
め
、
遠
く
エ
ジ
プ
ト
に
ま
で
及
ぶ

古
代
の
交
易
路
が
発
達
し
ま
し
た
。
旺
盛
な
需
要
に
応

え
る
た
め
、
ラ
ピ
ス
ラ
ズ
リ
を
人
工
的
に
作
る
試
み
も

ポエニ語碑文（寄託）
チュニジア　前4〜前2世紀

グデア王銘入り粘土釘
南メソポタミア　前2100年頃

（右）ロゼッタストーン（複製）
（左）ハンムラビ法典（複製）

2019年イスラエル北部の遺跡テル・レヘシュで
発掘されたシナゴーグ（ユダヤ教の会堂）跡

アマル・スエン王銘入り煉瓦
南メソポタミア　前2040年頃

の
よ
う
な
も
の
が
最
初
の
「
文
書
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

エ
ジ
プ
ト
で
は
パ
ピ
ル
ス
の
髄
で
作
っ
た
パ
ピ
ル
ス
紙

が
使
わ
れ
ま
し
た
。

　

古
代
オ
リ
エ
ン
ト
博
物
館
に
は
「
ハ
ン
ム
ラ
ビ
法

典
」
と
「
ロ
ゼ
ッ
タ
ス
ト
ー
ン
」
の
原
寸
大
の
レ
プ
リ

カ
も
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
前
十
八
世
紀
の
も
の
と
さ

れ
る
ハ
ン
ム
ラ
ビ
法
典
（
ル
ー
ブ
ル
美
術
館
所
蔵
）
に
は
、

出
エ
ジ
プ
ト
記
な
ど
に
記
さ
れ
た
律
法
と
共
通
す
る
法

律
条
項
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ナ

ポ
レ
オ
ン
が
フ
ラ
ン
ス
に
持
ち
帰
っ
た
ロ
ゼ
ッ
タ
ス

ト
ー
ン
（
現
在
は
大
英
博
物
館
所
蔵
）
は
エ
ジ
プ
ト
の
ヒ

エ
ロ
グ
リ
フ
解
読
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。

　

文
化
の
発
展
と
と
も
に
言
語
や
文
字
は
さ
ま
ざ
ま
に

発
展
し
て
き
ま
し
た
。
旧
約
聖
書
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
書

か
れ
ま
し
た
が
、
今
日
の
レ
バ
ノ
ン
海
岸
地
域
を
拠
点

に
広
く
地
中
海
沿
岸
で
活
動
し
て
い
た
フ
ェ
ニ
キ
ア
人

の
言
語
と
非
常
に
近
い
関
係
に
あ
り
、
当
時
は
文
字
も

共
通
し
て
い
ま
し
た
。
古
代
の
イ
ス
ラ
エ
ル
人
と
フ
ェ

ニ
キ
ア
人
は
通
訳
な
し
で
会
話
で
き
た
と
い
い
ま
す
。

今
日
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
は
ア
ラ
ム
文
字
に
由
来
す
る

方
形
の
文
字
で
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
古
い
時
代
に
は

フ
ェ
ニ
キ
ア
文
字
の
伝
統
に
あ
る
文
字
が
用
い
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
フ
ェ
ニ
キ
ア
語
は
そ
の
後
、
ポ
エ
ニ
語
と

も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ポ
エ
ニ
と
い
え
ば
、

ハ
ン
ニ
バ
ル
が
ア
ル
プ
ス
を
越
え
て
ロ
ー
マ
に
ま
で
攻

め
込
も
う
と
し
た
ポ
エ
ニ
戦
争
の
こ
と
が
思
い
浮
か
び

ま
す
が
、
ロ
ー
マ
と
戦
っ
た
カ
ル
タ
ゴ
は
フ
ェ
ニ
キ
ア

人
が
地
中
海
貿
易
の
拠
点
と
し
て
新
た
に
建
設
し
た
都
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古
く
か
ら
行
わ
れ
、
前
一
五
〇
〇
年
頃
に
は
フ
ァ
イ
ア

ン
ス
と
呼
ば
れ
る
青
な
い
し
緑
の
焼
物
を
作
る
こ
と
に

成
功
し
ま
し
た
。
こ
の
技
術
が
ガ
ラ
ス
の
発
明
に
つ
な

が
り
ま
す
。
当
初
の
ガ
ラ
ス
は
ラ
ピ
ス
ラ
ズ
リ
の
よ
う

な
深
い
青
で
し
た
が
、
ロ
ー
マ
時
代
に
は
透
明
で
薄
い

「
ロ
ー
マ
ン
・
グ
ラ
ス
」
が
普
及
し
ま
す
。

パ
ル
ミ
ラ

　

現
在
の
シ
リ
ア
・
ア
ラ
ブ
共
和
国
中
部
の
都
市
遺
跡

パ
ル
ミ
ラ
は
、
聖
書
で
は
タ
ド
モ
ル
と
い
う
名
で
知
ら

れ
、
ソ
ロ
モ
ン
王
が
建
て
た
と
い
う
伝
説
も
残
さ
れ
て

い
ま
す
。
三
世
紀
の
女
王
ゼ
ノ
ビ
ア
は
ロ
ー
マ
帝
国
と

対
等
に
渡
り
合
い
、
一
時
は
シ
リ
ア
・
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ

だ
け
で
な
く
、
今
日
の
ト
ル
コ
東
部
、
エ
ジ
プ
ト
の
支

配
権
を
ロ
ー
マ
か
ら
奪
取
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
パ
ル
ミ
ラ
の
発
掘
調
査
に
は
奈
良
県
立
橿
原
考
古

学
研
究
所
を
中
心
と
す
る
日
本
の
調
査
隊
が
一
九
九
〇

年
以
来
、
墓
所
の
発
掘
な
ど
で
大
き
な
貢
献
を
し
て
き

ま
し
た
。
壮
麗
な
遺
跡
は
い
ち
早
く
世
界
遺
産
に
指
定

さ
れ
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
二
〇
一
五
年
、
Ｉ
Ｓ
Ｉ

Ｌ
（
イ
ス
ラ
ム
国
）
に
よ
り
大
き
く
破
壊
さ
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

ヘ
ラ
ク
レ
ス
と
ラ
イ
オ
ン

　

ギ
リ
シ
ア
神
話
の
英
雄
ヘ
ラ
ク
レ
ス
の
胸
像
は
ラ
イ

オ
ン
の
皮
を
マ
ン
ト
の
よ
う
に
し
て
ま
と
っ
て
い
ま

す
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
が
銀
貨
の
図
案
で
ラ
イ

オ
ン
の
皮
を
か
ぶ
っ
て
い
る
の
は
ヘ
ラ
ク
レ
ス
に
あ
や

か
っ
て
、
力
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い

る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
聖
書
で
サ
ム
ソ
ン
（
士
師
記

十
三
〜
十
六
章
）
が
今
日
「
旧
約
聖
書
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
」

と
称
さ
れ
る
の
も
た
だ
単
に
力
持
ち
と
い
う
共
通
性
だ

け
で
な
く
、
ラ
イ
オ
ン
に
ま
つ
わ
る
挿
話
が
あ
る
か
ら

で
し
ょ
う
。
古
代
の
像
に
限
り
ま
せ
ん
が
、
些
細
な
こ

と
に
も
、
何
ら
か
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
そ
う
い
う
ポ
イ
ン
ト
を
見
つ
け
る
こ
と
も
博

物
館
な
ど
で
現
物
（
あ
る
い
は
レ
プ
リ
カ
）
を
見
る
と
き

神殿模型

パルミラ遺跡模型
中央がベル神殿。
ほぼ破壊された。

ラピスラズリの道

カエル形分銅

「神殿模型」
家の形をした土製の遺物は「神殿模型」と
通称されていますが、日本の神棚と似た役
割をもっていたようです。創世記のヤコブ
の物語では、ラバンの家から逃れるとき、
ラケルが家からテラフィム（守り神の像）を
盗み、ラクダの鞍の下に隠していました（創
世記31:34）。このテラフィムは神殿模型の中
に安置されていたと考えられています。同
じような神殿模型はイスラエルでもいくつ
か発見されています。

0 1km

エルサレム

王国時代の城壁

現在の城壁

神殿の丘

ニネベ

クユンジクの丘
（城塞・宮殿）

ネビ・ユヌスの丘
（城塞・宮殿）

ホスル川

　　  ←
至チグリス川

◆

バビロン

ジグラット

マルドゥク神殿

ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川

北の城塞

イシュタル門

運河

運河

ラピスラズリの原石
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の
楽
し
み
の
ひ
と
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
古
代
の
西
ア

ジ
ア
に
は
広
く
ラ
イ
オ
ン
が
生
息
し
て
い
た
こ
と
は
メ

ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
レ
リ
ー
フ
な
ど
か
ら
も
知
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
気
候
の
変
化
や
人
間
の
自
然
利
用
な
ど
に
よ

り
、
象
な
ど
の
大
型
の
動
物
だ
け
で
な
く
、
か
つ
て
生

息
、
繁
茂
し
て
い
た
動
物
や
植
物
が
こ
の
地
域
か
ら
消

え
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
古
代
の
遺
物
は
教
え
て
く
れ
ま

す
。

エ
デ
ン
の
園
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
？

　

五

—
六
世
紀
の
中
央
ア
ジ
ア
の
も
の
と
さ
れ
る
銀
器

に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
ホ
メ
ロ
ス
の

『
イ
ー
リ
ア
ス
』
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
し
た
が
、
最
近
の
研
究
で
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ

ス
が
エ
デ
ン
の
園
に
行
き
、
命
の
水
を
飲
み
、
生
命
の

木
の
実
を
食
べ
た
と
い
う
ユ
ダ
ヤ
の
伝
説
を
描
い
た
も

の
と
い
う
説
が
提
案
さ
れ
、
大
い
に
注
目
を
集
め
て
い

ま
す
。

金
と
銀

　

金
属
の
中
で
金
と
銀
が
重
視
さ
れ
る
の
は
古
代
も
現

代
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。
金
は
そ
の
輝
き
か
ら
装
飾
品
と

し
て
珍
重
さ
れ
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
南
部
の
シ
ュ
メ
ー
ル

の
都
市
ウ
ル
の
王
墓
で
発
見
さ
れ
た
女
王
の
冠
な
ど
が

知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ウ
ル
は
約
束
の
地
へ
と
向
か
う
ア

ブ
ラ
ハ
ム
の
故
郷
と
さ
れ
ま
す
（
創
世
記
十
一
章
）。

　

一
方
で
銀
は
実
用
的
な
機
能
を
果
た
し
て
い
ま
し

た
。
貨
幣
経
済
が
始
ま
る
以
前
に
は
、
銀
の
重
さ
に

よ
っ
て
モ
ノ
の
価
値
が
は
か
ら
れ
、
取
引
な
ど
に
も
用

い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ア
ッ
カ
ド
語
の
「
シ
ク
ル
」
と

い
う
重
さ
の
単
位
が
聖
書
で
は
「
シ
ェ
ケ
ル
」
と
い
う

語
に
な
り
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
重
さ
の
石
製
分
銅
が

ま
と
ま
っ
て
出
土
し
た
例
が
あ
り
、
１
シ
ェ
ケ
ル
は
約

11
・
4
グ
ラ
ム
と
す
る
説
が
最
近
で
は
有
力
で
す
。
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
ヨ
セ
フ
が
イ
シ
ュ
マ
エ
ル
人
に
売
ら
れ

た
と
き
の
対
価
、
銀
20
シ
ェ
ケ
ル
は
銀
約
２
３
０
グ
ラ

ム
だ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
（
創
世
記
三
七
・
二
八
）。

　

重
さ
の
統
一
に
は
分
銅
が
用
い
ら
れ
ま
し
た
が
、
分

銅
の
重
さ
は
自
由
に
変
え
ら
れ
ま
す
。
旧
約
聖
書
に

は
、
分
銅
や
枡
を
ご
ま
か
し
て
、
暴
利
を
得
よ
う
と
す

る
商
人
た
ち
の
密
談
が
暴
露
さ
れ
て
い
ま
す
（
ア
モ
ス

八
・
五
）。
度
量
衡
の
確
立
に
は
公
正
な
権
威
の
安
定
的

ヘラクレスの胸像
シリア　1-3世紀

アレクサンドロスの（？）銀器（寄託）
中央アジア　5-6世紀

アレクサンドロスの銀貨

こぶ牛形土器
イラン　前1200-800年
博物館で見ることのでき
る古代からの遺物の中に
は、理解が難しいものもあります。古代オリエン
ト博物館の「こぶ牛形土器」はそうした遺物のひ
とつでしょう。液体を注ぐという機能からすれ
ば、牛の形をしている必要はありませんし、むし
ろ機能的ではありません。しかし、想像力を掻き
立てられ、古代の人々の発想に近づくきっかけに
なるかもしれません。

三面神石彫
北シリア　前1800-1700年
冠の右側に角があることで神
であることを示している。3つ
の顔をもつ神の像は非常に珍
しい。右は旧約聖書に登場する
異教の神バアル（シリア・ウガ
リット出土、後期青銅器時代）
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（
サ
ム
上
十
三
章
）。
鉄
と
は
明
言
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

加
工
技
術
の
普
及
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ラ
ン
プ

　

旧
約
聖
書
時
代
の
ラ
ン
プ
は
皿
の
縁
を
一
部
つ
ま
ん

で
狭
く
成
形
し
た
も
の
で
し
た
。
そ
こ
に
灯
心
を
置

き
、
皿
の
部
分
に
オ
リ
ー
ブ
油
を
入
れ
て
灯
り
を
灯
し

ま
し
た
。
預
言
者
サ
ム
エ
ル
が
深
夜
に
神
に
呼
ば
れ
、

三
度
、
契
約
の
箱
の
あ
た
り
を
歩
く
シ
ー
ン
を
照
ら
し

て
い
た
の
も
こ
う
し
た
ラ
ン
プ
の
火
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
（
サ
ム
上
三
章
）。
ロ
ー
マ
時
代
に
は
型
を

使
っ
て
成
形
し
た
ラ
ン
プ
が
多
く
作
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
き
ま
す
。
中
央
の
孔
か
ら
油
を
入
れ
、
把
手

と
は
反
対
側
の
孔
に
灯
心
を
立
て
ま
す
。
イ
エ
ス
の
譬

え
で
、
隠
さ
ず
に
燭
台
の
上
に
置
く
よ
う
に
と
言
わ
れ

て
い
る
の
は
こ
の
ラ
ン
プ
の
灯
り
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
（
マ
ル
コ
四
・
二
一
）。
ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ
ト
の
魔
法
の

ラ
ン
プ
の
形
は
こ
こ
か
ら
発
展
し
た
も
の
で
す
。

古
代
の
食
生
活

　

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
文
献
は
聖
書
以
上
に
当
時
の
日
常

的
な
食
生
活
を
垣
間
見
せ
て
く
れ
ま
す
。
麦
類
や
各
種

の
野
菜
、
川
魚
、
羊
な
ど
の
肉
を
食
べ
て
い
た
こ
と
は

容
易
に
想
像
で
き
ま
す
が
、
今
日
の
西
ア
ジ
ア
の
食
卓

で
よ
く
見
ら
れ
る
レ
ン
ズ
豆
や
ひ
よ
こ
豆
な
ど
の
豆
料

理
も
多
く
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ヤ
コ
ブ
が
エ
サ
ウ
に

食
べ
さ
せ
た
の
は
レ
ン
ズ
豆
の
煮
物
で
し
た
（
創
世
記

二
五
・
三
四
）。
ま
た
、
古
代
文
書
は
ネ
ギ
類
を
細
か
く

分
類
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
楔
形
文
字

に
は
漢
字
に
お
け
る
部
首
の
よ
う
な
役
割
を
も
つ
決
定

詞
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
い
わ
ば
「
ネ
ギ

な
存
続
が
必
要
と
さ
れ
ま
す
。

金
属
の
話

　

発
掘
か
ら
の
出
土
物
の
大
半
は
土
器
の
破
片
で
す

が
、
金
属
で
は
青
銅
製
の
剣
な
ど
が
見
つ
か
り
ま
す
。

金
や
銀
な
ど
は
そ
の
価
値
を
重
視
し
た
用
い
ら
れ
方
を

す
る
の
に
対
し
て
、
青
銅
な
ど
の
製
品
は
実
用
的
な
用

途
が
考
え
ら
れ
が
ち
で
す
が
、
装
身
具
と
し
て
お
守
り

や
奉
納
品
で
あ
る
場
合
も
多
い
よ
う
で
す
。

　

鉄
は
腐
食
し
や
す
い
た
め
、
原
形
を
よ
く
留
め
た
も

の
が
発
掘
で
見
つ
か
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ

ん
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
が
聖
書
の
地
、
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ

に
登
場
し
た
の
は
前
一
二
〇
〇
年
頃
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
西
ア
ジ
ア
の
考
古
学
で
は
こ
の
前
一
二
〇
〇
年
を

「
鉄
器
時
代
」
の
始
ま
り
と
し
て
い
ま
す
。
道
具
の
素

材
と
し
て
の
鉄
が
普
及
し
始
め
る
時
代
と
い
う
こ
と
で

す
が
、
当
初
、
鉄
の
生
産
は
技
術
的
な
理
由
か
ら
か
、

す
ぐ
に
は
盛
ん
に
な
ら
ず
、
見
た
目
と
実
用
性
に
反
し

て
、
貴
重
品
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

聖
書
に
よ
れ
ば
、
山
地
に
住
む
イ
ス
ラ
エ
ル
人
は
農
具

な
ど
の
金
属
製
品
の
修
理
を
ギ
リ
シ
ア
系
の
民
と
さ
れ

る
海
岸
平
野
の
ペ
リ
シ
テ
人
に
依
存
し
て
い
ま
し
た

（上）鉄器時代のランプと
（下）ローマ時代のランプ（寄託）

青銅製の長剣・短剣

レンズ豆ひよこ豆
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偏
」
が
つ
い
た
言
葉
が
思
い
の
外
、
多
い
と
い
い
ま
す
。

飲
み
物
で
は
ビ
ー
ル
と
ワ
イ
ン
が
知
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
特
に
ビ
ー
ル
は
多
く
の
種
類
が
あ
り
ま
し
た
。
た

だ
麦
殻
な
ど
の
カ
ス
を
濾
す
布
が
う
ま
く
作
れ
な
か
っ

た
た
め
、
ビ
ー
ル
を
大
き
な
壺
に
入
れ
浮
い
て
い
る
カ

ス
を
避
け
る
よ
う
に
し
て
ス
ト
ロ
ー
で
飲
ん
で
い
た
こ

と
が
円
筒
印
章
の
図
柄
な
ど
か
ら
も
知
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

イ
エ
ス
の
弟
子
た
ち
に
ガ
リ
ラ
ヤ
湖
の
漁
師
が
い
た

よ
う
に
、
ガ
リ
ラ
ヤ
湖
で
は
漁
業
が
盛
ん
で
し
た
。
獲

れ
た
魚
は
塩
漬
け
に
し
て
魚
醤
（
ガ
ル
ム
）
を
作
り
、

ロ
ー
マ
に
輸
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
日
本
の
発
掘
調
査

　

イ
ス
ラ
エ
ル
で
の
考
古
学
調
査
に
は
日
本
の
発
掘
調

査
団
も
長
く
関
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
一
九
六
〇
年
代
に

行
わ
れ
た
海
岸
平
野
に
位
置
す
る
遺
跡
テ
ル
・
ゼ
ロ
ー

ル
で
の
発
掘
が
そ
の
最
初
で
す
。
テ
ル
・
ゼ
ロ
ー
ル
か

ら
は
石
棺
墓
や
甕
棺
墓
か
ら
な
る
鉄
器
時
代
の
墓
地
な

ど
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
一
九
九
〇
年
代
か
ら

二
〇
〇
〇
年
代
に
は
ガ
リ
ラ
ヤ
湖
東
岸
の
エ
ン
・
ゲ
ヴ

遺
跡
の
発
掘
が
行
わ
れ
、
石
柱
を
多
く
用
い
た
列
柱
式

の
建
物
と
巨
大
な
ケ
ー
ス
メ
イ
ト
城
壁
が
出
土
し
て
い

ま
す
。

　

現
在
は
「
イ
エ
ス
が
変
貌
し
た
山
」
と
さ
れ
る
タ
ボ

ル
山
を
臨
む
テ
ル
・
レ
ヘ
シ
ュ
で
の
発
掘
調
査
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
後
期
青
銅
器
時
代
末
（
前
13
世
紀
末
）

の
オ
リ
ー
ブ
油
の
圧
搾
施
設
の
存
在
は
周
辺
で
オ
リ
ー

ブ
が
多
く
採
れ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
ま
す
。
ロ
ー
マ

時
代
の
シ
ナ
ゴ
ー
グ
（
ユ
ダ
ヤ
教
会
堂
）
の
跡
は
最
初
期

の
も
の
で
、
他
に
は
数
例
し
か
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

ほ
ぼ
同
じ
時
代
の
例
は
ガ
リ
ラ
ヤ
湖
畔
の
マ
グ
ダ
ラ
か

ら
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
遺
跡
に
住
ん
で
い
た
の
が

ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
出
土
物
と
し
て
は
石

灰
岩
で
作
っ
た
石
器
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
土
製
の
器
で

は
水
分
が
浸
み
込
む
な
ど
の
理
由
か
ら
、
ユ
ダ
ヤ
の
律

法
で
決
め
ら
れ
た
食
物
規
定
を
守
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
が
あ
る
の
で
、
石
製
の
器
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
レ
ヘ
シ
ュ
の
遺
跡
か
ら
さ
ほ
ど
離
れ
て
い
な

い
と
こ
ろ
に
は
、
イ
エ
ス
が
や
も
め
の
息
子
を
生
き
返

ら
せ
た
と
い
う
奇
跡
の
話
が
伝
わ
る
ナ
イ
ン
の
村
も
あ

り
ま
す
（
ル
カ
七
・
一
一
︱
一
七
）。

　　

以
上
、
月
本
先
生
に
よ
る
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
博
物
館

展
示
物
の
ご
紹
介
動
画
を
基
に
、
い
く
つ
か
の
関
連
す

る
事
物
を
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。
考
古
学
の
視
点
を
加

え
て
読
む
こ
と
で
、
聖
書
の
世
界
は
よ
り
具
体
的
に

迫
っ
て
き
ま
す
。
皆
様
も
一
度
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
博
物

館
を
訪
れ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

テル・レヘシュ
の遺跡全景

オリーブ油の圧搾施設 レヘシュ遺跡のシナゴーグ模型

月
本
先
生
に
ご
案
内
い
た
だ
い
た
解
説
の
様
子

と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
、
聖
書
協
会
のYouTube

チ
ャ
ン
ネ
ル
「
こ
こ
が
知
り
た
い
聖
書
の
ツ
ボ
」

で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。https://youtu.be/

uxCW
Rm
rynDU

協
力
・
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
博
物
館

ビールをストローで飲む（円筒印章の印影）

エン・ゲヴ遺跡で発見
された列柱式建造物
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雲
に
鞭
う
つ
空
の
日
は

　
　

語
ら
ず
言
は
ず
声
な
き
も

　
　

人
を
励
ま
す
其
音
は

　
　

野
山
に
谷
に
あ
ふ
れ
た
り　

　

こ
の
詩
句
が
、
旧
約
聖
書
詩
篇
一
九
篇
の
「
語

ら
ず
い
は
ず
そ
の
声
き
こ
え
ざ
る
に　

そ
の
響
き

は
全
地
に
あ
ま
ね
く
…
…
」
に
よ
っ
て
い
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

ま
た
、
す
で
に
笹
淵
友
一
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

た
よ
う
に
、「
労
働
を
神
聖
視
し
、
或
は
勤
労
そ
の

も
の
に
意
義
を
認
め
る
と
い
ふ
思
想
は
、
近
代
以

前
に
は
見
出
し
難
い
」
聖
書
の
影
響
と
み
な
さ
れ

る
。（『
文
学
界
と
そ
の
時
代　

下
』明
治
書
院
、一
九
六
〇
）。

　

木
曽
の
馬
籠
に
生
ま
れ
た
藤
村
は
、
一
〇
歳
で

　

藤
村
は
、『
藤
村
詩
集
』（
一
九
〇
四
）
を
公
刊

す
る
に
あ
た
り
、
序
文
の
冒
頭
で
高
ら
か
に
宣
言

し
た
。

　
　

遂
に
新
し
き
詩
歌
の
時
は
来
り
ぬ
。

　

こ
こ
に
は
、
新
し
い
思
想
と
感
情
と
に
新
し
い

表
現
形
態
を
与
え
ら
れ
た
青
年
の
魂
の
喜
び
と
意

気
込
み
と
が
ほ
と
ば
し
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
ま
で
は
、
短
歌
、
俳
句
の
ほ
か
は
、
詩
文

と
い
え
ば
漢
詩
の
世
界
し
か
な
か
っ
た
。
そ
こ
で

は
形
式
は
も
と
よ
り
内
容
に
も
制
限
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
。

　

た
と
え
ば
『
落
梅
集
』
の
な
か
の
「
労
働
雑
詠
」

に
は
次
の
詩
句
が
あ
る
。

再
生
の
祈
り

島
崎
藤
村
と
聖
書

鈴
木
範
久  

す
ず
き  

の
り
ひ
さ  

立
教
大
学
名
誉
教
授

人物と聖書

藤村所蔵の聖書
藤村記念館所蔵

新
し
き
詩
歌

白
金
の
学
び
舎
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9 Human and the Bible “Shimazaki Tōson” / Suzuki Norihisa

　

明
治
学
院
を
卒
業
し
て
一
〇
数
年
後
の
一
九
〇

六
年
、
藤
村
は
母
校
の
た
め
に
校
歌
を
書
き
上
げ

た
。
そ
れ
は
、
一
見
、
キ
リ
ス
ト
教
と
は
関
係
の

な
い
よ
う
な
歌
詞
で
あ
っ
た
が
、
最
後
の
「
雄
々

し
か
れ　

目
さ
め
よ　

起
て
よ　

畏
る
々
な
か

れ
」
の
語
句
な
ど
に
旧
約
聖
書
イ
ザ
ヤ
書
三
五
章

四
節
の
「
な
ん
ぢ
ら
雄
々
し
か
れ
懼
る
ゝ
な
か

れ
」（
一
八
八
八
年
）
の
言
葉
の
反
映
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

一
方
、
藤
村
の
人
生
は
多
難
だ
っ
た
。
次
々
と

幼
い
子
供
た
ち
の
死
を
体
験
す
る
と
と
も
に
、
一

九
一
〇
年
、
三
九
歳
に
し
て
妻
を
も
失
っ
た
。
こ

の
後
、
藤
村
の
身
に
起
っ
た
事
件
は
、
そ
の
告
白

小
説
と
も
い
え
る
「
新
生
」（
一
九
一
八
年
、『
朝
日

新
聞
』
に
連
載
）
で
知
ら
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
非
難

も
浴
び
た
。
一
九
二
八
年
、
加
藤
静
子
と
再
婚
。

静
子
は
、
も
と
も
と
キ
リ
ス
ト
教
信
徒
で
あ
り
、

や
が
て
共
に
聖
書
を
読
み
始
め
る
。
藤
村
の
用
い

た
と
さ
れ
る
聖
書
に
は
書
き
込
み
が
認
め
ら
れ
、

そ
の
ひ
と
つ
に
「
義
人
は
信
仰
に
よ
り
て
生
く
べ

し
」（
ロ
マ
書
一
・
一
七
）
が
あ
っ
た
（
伊
東
一
夫
『
島

崎
藤
村
研
究
』
明
治
書
院
、
一
九
六
九
）。
藤
村
は
最

期
ま
で
信
仰
に
よ
る
「
新
生
」
を
熱
望
し
た
と
み

て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

上
京
、
一
八
八
七
年
、
開
校
し
た
ば
か
り
の
明
治

学
院
に
入
学
す
る
。
翌
年
、
高
輪
台
町
教
会
で
木

村
熊
二
牧
師
か
ら
受
洗
。
一
八
九
〇
年
夏
、
第
二

回
キ
リ
ス
ト
教
青
年
会
夏
期
学
校
が
明
治
学
院
で

開
催
さ
れ
た
。
壇
上
に
次
々
と
登
場
す
る
名
高
い

講
師
た
ち
の
姿
に
興
奮
し
て
い
る
藤
村
の
姿
は
、

作
品
『
桜
の
実
の
熟
す
る
時
』（
一
九
一
八
）
に
生

き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
藤
村
は
、
一
八
九
三
年
、
明
治
女
学

校
の
教
師
を
辞
任
す
る
と
と
も
に
、
教
会
か
ら
も

離
脱
し
て
旅
立
つ
。
作
品
『
春
』（
一
九
〇
八
）
に

は
、
そ
の
最
後
に
「
あ
ゝ
、
自
分
の
や
う
な
も
の

で
も
、
ど
う
か
し
て
生
き
た
い
」
と
の
言
葉
が
記

さ
れ
て
い
る
。

明治学院普通学部本科時代の藤村（左端）と学友たち
明治学院歴史資料館所蔵

明治学院校歌記念碑

新
生
の
祈
り
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「
ア
ダ
ム
の
肌
は
何
色
だ
っ
た
か
」、
こ
れ
は
あ
る
映
画
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
高
校
生
の
討
論
会
に

出
さ
れ
た
論
題
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
に
住
む
白
人
と
エ
チ
オ
ピ
ア
か
ら
移
民
と
し
て
入
国
し
た
黒

人
が
対
決
す
る
場
面
だ
。
ア
ダ
ム
は
神
が
一
番
初
め
に
創
造
さ
れ
た
人
間
。
肌
の
色
が
何
色
で
あ
っ

た
か
は
、
神
が
ど
の
肌
を
愛
し
て
い
る
か
に
も
つ
な
が
る
大
き
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
討
論
会

で
、
し
か
も
ま
だ
高
校
生
が
激
し
く
語
り
合
う
場
面
を
、
そ
れ
ま
で
考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
私
は

息
を
の
ん
で
見
守
っ
た
。
二
〇
〇
五
年
に
製
作
さ
れ
た
ラ
デ
ュ
・
ミ
ヘ
イ
レ
ア
ニ
ュ
監
督
の
フ
ラ
ン

ス
映
画
「
約
束
の
旅
路
」。
映
画
の
冒
頭
、
そ
び
え
立
つ
岩
山
の
上
を
ゆ
っ
く
り
と
一
羽
の
大
鷲
が

舞
い
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
の
一
節
が
字
幕
に
映
し
出
さ
れ
る
。

　“
あ
な
た
方
を
ワ
シ
の
翼
に
乗
せ
て
私
の
所
へ
来
さ
せ
た
＂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
エ
ジ
プ
ト
記　
19
章
4
節

エ
ジ
プ
ト
を
出
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
が
シ
ナ
イ
の
荒
れ
野
に
宿
営
中
、
神
が
モ
ー
セ
に
語
り
掛

け
た
言
葉
で
あ
る
。
一
九
八
四
年
末
か
ら
八
五
年
は
じ
め
に
か
け
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
ア
メ
リ
カ
が

秘
密
裏
に
行
っ
た
「
モ
ー
セ
作
戦
」
の
史
実
の
上
に
物
語
は
展
開
す
る
。
エ
チ
オ
ピ
ア
に
は
ソ
ロ
モ

ン
と
シ
バ
の
女
王
の
末
裔
で
あ
る
こ
と
を
誇
り
と
す
る
フ
ァ
ラ
シ
ャ
と
呼
ば
れ
て
い
る
ユ
ダ
ヤ
人
が

古
代
か
ら
い
る
。
数
千
年
に
わ
た
り
聖
書
の
こ
の
言
葉
を
信
じ
、
彼
ら
は
聖
地
エ
ル
サ
レ
ム
へ
の
帰

還
を
夢
見
て
い
た
と
い
う
。
聖
書
の
言
葉
が
、
脈
々
と
力
を
も
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
く

ば
か
り
だ
が
、「
詩
編
」
に
は
出
エ
ジ
プ
ト
の
出
来
事
を
子
々
孫
々
ま
で
伝
え
よ
と
い
う
詩
句
が
度
々

語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
思
い
起
こ
し
た
。
エ
チ
オ
ピ
ア
は
飢
饉
に
見
舞
わ
れ
、
餓
死
す
る
者
が
後
を

エ
ッ
セ
ー
47

「約束の旅路」
原題：Va, vis et deviens
監督ラデュ・ミヘイレアニュ

春
日
い
づ
み

鷲
の
翼
に
の
っ
て



11 Essay “Eagle’s Wings” / Kasuga Izumi

絶
た
な
い
混
乱
し
た
状
況
の
中
、
主
人
公
の
九
歳
の
少
年
シ
ュ
ロ
モ
は
エ
チ
オ
ピ
ア
か
ら
ス
ー
ダ
ン

の
難
民
キ
ャ
ン
プ
を
目
指
し
徒
歩
で
行
く
が
、
途
中
、
略
奪
や
争
い
、
飢
え
の
た
め
、
母
以
外
の
家

族
を
失
っ
て
し
ま
う
。
ス
ー
ダ
ン
の
難
民
キ
ャ
ン
プ
か
ら
ユ
ダ
ヤ
教
徒
だ
け
が
イ
ス
ラ
エ
ル
に
輸
送

さ
れ
る
。
シ
ュ
ロ
モ
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
が
、
母
の
機
転
で
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
な
り
す
ま
し
母

と
別
れ
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
へ
の
飛
行
機
に
乗
り
込
む
こ
と
が
で
き
た
。
夜
空
を
飛
び
立
つ
シ
ー
ン
に
、

飛
行
機
の
羽
は
彼
ら
に
と
っ
て
「
ワ
シ
の
翼
」
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
っ
た
。
シ
ュ
ロ
モ
は
ユ
ダ
ヤ
教

徒
で
は
あ
る
が
シ
ナ
ゴ
ー
グ
に
は
通
わ
な
い
リ
ベ
ラ
ル
な
思
想
を
持
つ
家
族
の
養
子
に
な
り
、
わ
が

子
同
然
に
可
愛
が
ら
れ
る
。
だ
が
学
校
な
ど
で
肌
の
色
や
言
語
、
文
化
の
違
い
に
よ
る
差
別
を
受
け

る
。
高
校
生
に
な
り
、
恋
人
の
誕
生
パ
ー
テ
ィ
に
行
っ
て
も
正
統
派
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
彼
女
の
父
親
か

ら
黒
人
ゆ
え
に
拒
絶
さ
れ
て
し
ま
う
。
シ
ュ
ロ
モ
は
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
偽
っ
て
き
た
こ
と
に
良
心
の
呵

責
を
覚
え
て
い
た
。

さ
て
、
弁
論
大
会
、
シ
ュ
ロ
モ
の
対
戦
相
手
で
あ
る
白
人
は
「
神
が
選
ん
だ
肌
の
色
は
美
し
い
白
」

と
語
り
、「
ハ
ム
の
子
孫
は
黒
人
に
な
っ
た
」
と
「
創
世
記
」
九
章
二
五
節
を
引
用
す
る
。
ノ
ア
が

ハ
ム
の
子
カ
ナ
ン
を
呪
っ
た
箇
所
、
ハ
ム
が
ぶ
ど
う
酒
に
酔
っ
た
ノ
ア
を
見
て
兄
弟
に
告
げ
た
か
ら

だ
。
対
す
る
シ
ュ
ロ
モ
は
、「
神
は
ア
ダ
ム
を
粘
土
と
水
か
ら
造
り
、
命
を
吹
き
込
ん
だ
。
ア
ダ
ム

の
肌
は
粘
土
の
色
の
赤
だ
」
と
主
張
し
、
す
べ
て
は
神
の
み
心
で
、
肌
の
色
に
関
わ
ら
ず
人
々
が
何

か
に
な
る
こ
と
を
望
み
見
守
っ
て
い
る
と
話
し
た
。
大
き
な
拍
手
が
湧
き
、
シ
ュ
ロ
モ
が
優
勝
し
た
。

自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
苦
し
ん
で
い
た
シ
ュ
ロ
モ
は
医
師
に
な
り
、
国
境
な
き
医
師
団
に
加

わ
り
、
ス
ー
ダ
ン
の
難
民
キ
ャ
ン
プ
で
実
母
と
再
会
す
る
。
こ
の
作
品
の
原
題
は
「V

a, vis et 

deviens

（
行
け
、
生
き
よ
、
何
者
か
に
な
れ
）」。
ど
ん
な
環
境
に
あ
っ
て
も
、
行
動
す
る
こ
と
、
生
き

る
こ
と
、
何
者
か
に
な
る
こ
と
。
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
か
ら
一
年
、
混
迷
を
深
め
多
く

の
難
民
を
抱
え
る
地
球
に
再
生
の
た
め
の
大
き
な
問
い
が
渦
巻
い
て
い
る
。
神
の
御
言
葉
こ
そ
鷲
の

翼
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
作
品
は
昨
年
惜
し
ま
れ
つ
つ
閉
館
し
た
岩
波
ホ
ー
ル
に
て
上
映
さ
れ
た
。

春日いづみ（かすが・いづみ）　
現代歌人協会理事
聖書協会共同訳日本語担当翻訳者兼
編集委員、聖書協会共同訳諮問委員会委員
岩波ホール上映作品のシナリオ採録を
30年にわたり担当
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る
ミ
シ
ュ
ナ
（
口
伝
律
法
集
成
）
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
と

同
じ
も
の
だ
っ
た
。
し
か
も
、
話
し
言
葉
に
由
来

す
る
と
思
し
き
音
省
略
や
音
融
合
が
そ
の
ま
ま
書

き
記
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
三
世
紀
以
降
に
は

古
典
語
・
学
術
語
と
な
る
ミ
シ
ュ
ナ
の
ヘ
ブ
ラ
イ

語
も
、
イ
エ
ス
の
時
代
に
は
日
常
的
な
話
し
言
葉

だ
っ
た
可
能
性
が
大
き
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
直
ち
に
「
イ
エ
ス
の

時
代
に
ヘ
ブ
ラ
イ
語
を
母
語
と
す
る
人
々
が
存
在

し
た
」
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
聖
書

の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
と
同
様
、
イ
エ
ス
の
時
代
に
お
け

る
ミ
シ
ュ
ナ
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
も
母
語
話
者
の
い
な

い
「
死
ん
だ
言
語
」
で
、
教
育
に
よ
る
習
得
が
必

要
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
通

説
と
は
異
な
り
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
が
書
き
言
葉
と
話

し
言
葉
の
両
面
に
わ
た
っ
て
、
商
業
活
動
や
私
的

交
流
を
支
え
た
「
活
力
あ
る
日
常
語
」
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
た
。

　

一
方
、
イ
エ
ス
の
時
代
の
ア
ラ
ム
語
も
「
活
力

あ
る
日
常
語
」
で
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
が
、

そ
の
実
態
の
解
明
は
進
ん
で
い
な
い
。
当
時
の
ア

ラ
ム
語
の
碑
文
は
多
数
発
見
さ
れ
て
は
い
る
が
、

語
や
文
の
種
類
が
少
な
す
ぎ
る
。
ま
た
、
ユ
ダ
砂

漠
の
ア
ラ
ム
語
の
文
書
の
多
く
は
外
国
で
記
さ
れ

た
も
の
の
書
き
写
し
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
く
、

パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
の
ア
ラ
ム
語
を
反
映
し
た
も
の
と

は
言
い
難
い
。
さ
ら
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
タ
ル
グ
ム

（
ア
ラ
ム
語
訳
聖
書
）
の
ア
ラ
ム
語
は
、
近
年
の
研

　

新
約
聖
書
の
最
古
の
形
態
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
写

本
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
エ
ス
が
使
用
し
て
い
た

言
語
は
ア
ラ
ム
語
だ
っ
た
︱
︱
と
い
う
の
が
通
説

と
な
っ
て
い
る
。
前
六
世
紀
の
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
以

降
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
日
常
語
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
か
ら
ア

ラ
ム
語
へ
と
移
行
し
た
。
旧
約
聖
書
の
ヘ
ブ
ラ
イ

語
は
古
典
語
と
し
て
教
養
層
に
の
み
理
解
さ
れ
て

お
り
、
教
養
層
と
対
立
し
た
イ
エ
ス
は
日
常
語
の

ア
ラ
ム
語
で
民
衆
に
語
り
か
け
た
︱
︱
研
究
者
に

よ
っ
て
細
部
は
異
な
る
が
、
概
ね
以
上
の
よ
う
な

ス
ト
ー
リ
ー
が
描
か
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
で
あ
る
。
二
十
世
紀
半
ば
に
ユ
ダ

砂
漠
（
死
海
周
辺
）
か
ら
大
量
の
文
書
が
発
見
さ

れ
、
お
お
よ
そ
前
三
世
紀
か
ら
後
二
世
紀
の
間
に

書
か
れ
た
も
の
と
同
定
さ
れ
た
。
つ
ま
り
イ
エ
ス

と
同
時
代
の
文
書
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
多
く
は

ヘ
ブ
ラ
イ
語
、
ア
ラ
ム
語
（
ナ
バ
テ
ア
語
を
含
む
）、

ギ
リ
シ
ア
語
で
書
か
れ
て
お
り
、
少
数
な
が
ら
ラ

テ
ン
語
、
ア
ラ
ビ
ア
語
の
文
書
も
存
在
す
る
。

　

こ
の
う
ち
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
文
書
に
着
目
す
る

と
、
こ
の
時
代
に
は
大
き
く
二
種
類
の
書
き
言
葉

が
併
存
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
一
つ
は
主

に
ク
ム
ラ
ン
宗
団
が
使
用
し
て
い
た
も
の
で
、
聖

書
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
を
模
倣
し
つ
つ
、
日
常
生
活
の

表
現
を
取
り
込
ん
だ
よ
う
な
書
き
言
葉
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
土
地
の
売
買
契
約
や
私
的
な
書
簡

な
ど
の
非
宗
教
的
な
文
脈
で
使
用
さ
れ
た
書
き
言

葉
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
二
世
紀
末
に
編
纂
さ
れ

髙橋洋成

東京外国語大学フィールドサイエンスコモンズ特任研究員

聖書セミナー 

たかはし  よな
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イエスの時代の
言語と「なまり」
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究
に
よ
る
と
三
世
紀
前
後
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
イ
エ
ス
の
時
代
の
ア
ラ
ム

語
の
デ
ー
タ
は
案
外
乏
し
い
の
が
現
状
な
の
だ
。

　

こ
う
し
た
資
料
状
況
の
た
め
、
ギ
リ
シ
ア
語
の

文
書
の
中
に
見
ら
れ
る
わ
ず
か
な
「
セ
ム
語
形
」

も
、
イ
エ
ス
の
時
代
に
お
け
る
言
語
実
態
の
一
端

を
垣
間
見
る
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
の
「
タ
リ
タ
、
ク
ム
」

（
五
・
四
一
）、「
エ
ッ
フ
ァ
タ
」（
七
・
三
四
）、「
エ

ロ
イ
、
エ
ロ
イ
、
レ
マ
、
サ
バ
ク
タ
ニ
」（
一
五
・

三
四
）
は
、
私
た
ち
の
言
語
知
識
で
は
ア
ラ
ム
語

と
も
ヘ
ブ
ラ
イ
語
と
も
断
定
し
難
い
。
む
し
ろ
、

マ
ル
コ
は
意
図
的
に
非
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
表
現
、

つ
ま
り
「
な
ま
り
」
を
散
り
ば
め
て
い
る
よ
う
に

も
見
え
る
。
事
実
、
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
は

「
お
前
も
あ
の
連
中
の
仲
間
だ
。
言
葉
の
な
ま
り

で
分
か
る
」（
二
六
・
七
三
）
の
よ
う
に
、
イ
エ
ス

や
使
徒
ら
に
「
ガ
リ
ラ
ヤ
な
ま
り
」
が
あ
っ
た
と

ス
ト
レ
ー
ト
に
記
す
。

　

ま
た
、
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
の
「
ラ
ボ
ニ
」

（
二
〇
・
一
六
、
な
お
マ
コ
一
〇
・
五
一
に
も
）
は
、
語

形
的
に
「
サ
マ
リ
ア
な
ま
り
」
の
可
能
性
が
あ
る
。

イ
エ
ス
の
故
郷
で
あ
る
ナ
ザ
レ
は
ガ
リ
ラ
ヤ
と
サ

マ
リ
ア
と
の
境
界
付
近
に
あ
っ
た
た
め
、
イ
エ
ス

が
「
サ
マ
リ
ア
な
ま
り
」
を
理
解
で
き
た
と
い
う

想
像
は
許
さ
れ
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
イ
エ
ス
は
ヤ
コ
ブ
と
ヨ
ハ
ネ
の
兄
弟

に
「
ボ
ア
ネ
ル
ゲ
ス
」
と
い
う
あ
だ
名
を
付
け
た

が
（
マ
コ
三
・
一
七
）、
一
説
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は

ギ
リ
シ
ア
語
の
ボ
ア
ン
「
叫
ぶ
こ
と
」
と
ヘ
ブ
ラ

イ
語
の
ブ
ネ
・
レ
ゲ
シ
ュ
「
喧
騒
の
子
ら
」
と
の

混
成
語
だ
と
い
う
。
も
し
そ
う
な
ら
、
イ
エ
ス
は

ギ
リ
シ
ア
語
の
言
葉
遊
び
を
し
た
こ
と
に
な
る
。

イ
エ
ス
の
活
動
の
場
だ
っ
た
ガ
リ
ラ
ヤ
は
、
碑
文

の
分
布
か
ら
推
測
す
る
に
、
ア
ラ
ム
語
を
基
層
と

し
つ
つ
、
ユ
ダ
ヤ
か
ら
流
入
し
た
ヘ
ブ
ラ
イ
語
、

そ
し
て
ギ
リ
シ
ア
語
、
ラ
テ
ン
語
が
織
り
重
な
る

一
帯
だ
っ
た
。
中
で
も
優
勢
だ
っ
た
ギ
リ
シ
ア
語

を
、
イ
エ
ス
が
理
解
で
き
た
と
し
て
も
不
思
議
で

は
な
い
。

　

パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
で
は
多
く
の
言
語
が
飛
び
交
い

（
使
二
・
五
︱
一
一
）、
多
く
の
「
な
ま
り
」
が
あ
っ

た
。
イ
エ
ス
は
ア
ラ
ム
語
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
、
ギ
リ

シ
ア
語
を
状
況
に
応
じ
て
使
い
分
け
た
か
も
し
れ

な
い
し
、
ど
の
言
語
を
話
し
た
と
し
て
も
「
な
ま

り
」
を
持
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
福

音
書
の
記
者
ら
も
、
あ
え
て
「
な
ま
り
」
を
持
つ

イ
エ
ス
を
描
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

2022年11月6日に開催された「聖書
セミナー・広島」での髙橋氏と佐
藤裕子氏（フェリス女学院大学教
授）対談「聖書のことば　聖書と
ことば―原語、翻訳、文学から見
た聖書の魅力」並びに髙橋氏リモー
トインタビュー「聖書に聞く―神
の恵みによって、今の私があるの
です。」の動画を、日本聖書協会
YouTubeチャンネルにてご覧いた
だけます。

ベン・コシバ（バル・コクバ）
の書簡（2世紀前半）。ミシュ
ナのヘブライ語と同じ書き言
葉で、ところどころ話し言葉
に由来すると思しき音省略が
見られる。

出典：P. Benoit et al. (eds.) 
(1961) Discoveries in the 
Judaean Desert , II: Les grottes 
de Murabba’ât , Oxford: 
Clarendon Press. PL. 43.

日本聖書協会
YouTubeチャンネル
https://www.youtube
.com/c/JapanBibleSociety
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大賞
父
の
遺
言

見
澤
富
子

聖
書
エ
ッ
セ
イ

聖
書
エ
ッ
セ
イ
コ
ン
テ
ス
ト

コ
ン
テ
ス
ト
入
選
作
品

第1回
　

読
書
が
好
き
だ
。
読
書
と
言
っ
て
も
小
説
と
か
漫
画

と
か
じ
ゃ
な
く
て
、
聖
書
を
読
む
の
が
好
き
だ
。
朝
か

ら
聖
書
を
読
ん
で
い
る
と
「
な
ん
だ
。
試
験
勉
強
じ
ゃ

な
い
の
か
」
と
ガ
ッ
ク
リ
肩
を
落
と
す
母
の
残
念
そ
う

な
顔
が
好
き
だ
。
途
中
ト
イ
レ
に
行
け
ば
「
門
を
た
た

き
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
開
か
れ
る
」
と
兄
が
マ
タ
イ

に
よ
る
福
音
章
の
一
節
を
引
用
す
る
。
そ
ん
な
お
茶
目

な
と
こ
ろ
も
好
き
だ
。
メ
イ
ク
中
の
姉
に
「
今
日
も
目

が
キ
レ
イ
だ
ね
」
と
言
う
と
「
人
の
長
所
ば
か
り
を
見

て
る
か
ら
ね
。
目
が
澄
ん
で
い
れ
ば
全
身
が
明
る
い
ん

だ
よ
」
と
聖
書
の
一
節
を
引
用
し
つ
つ
、
ア
イ
ラ
イ
ン

を
グ
ッ
と
引
く
。
あ
の
得
意
顔
も
好
き
だ
。

　

そ
ん
な
わ
が
家
も
十
一
年
前
。
震
災
で
す
べ
て
を

失
っ
た
。
家
は
津
波
で
流
さ
れ
、
大
切
な
父
も
流
さ
れ

た
。
い
く
ら
探
し
た
か
も
わ
か
ら
な
い
。
い
く
ら
泣
き

叫
ん
だ
か
も
。
あ
の
時
の
津
波
の
し
ょ
っ
ぱ
さ
は
、

き
っ
と
、
涙
の
味
だ
っ
た
。

　

だ
け
ど
奇
跡
は
起
き
た
。
震
災
か
ら
二
週
間
後
。
瓦

礫
の
中
か
ら
父
の
聖
書
が
見
つ
か
っ
た
。
こ
れ
は
父
が

生
前
よ
く
読
ん
で
い
た
も
の
。
何
だ
か
父
の
里
帰
り
み

た
い
で
胸
が
熱
く
な
っ
た
。

　
「
ノ
ア
の
大
洪
水
の
後
、
も
う
し
な
い
よ
っ
て
約
束

の
証
に
主
が
虹
を
か
け
た
ん
だ
よ
」

父
は
私
に
よ
く
聖
書
の
話
を
し
た
。
私
が
「
じ
ゃ
あ
、

虹
は
笑
顔
の
証
拠
な
ん
だ
ね
」
と
言
う
と
、
や
さ
し
く

微
笑
ん
だ
。

　

い
ま
懐
か
し
い
思
い
出
を
胸
に
、
ど
う
し
て
も
父
を

奪
っ
た
津
波
が
「
ノ
ア
の
洪
水
」
と
重
な
っ
て
し
ま
う
。

怒
り
や
哀
し
み
。
ど
う
し
よ
う
も
な
い
気
持
ち
。
も
ち

ろ
ん
、
あ
る
。
そ
れ
で
も
こ
こ
に
父
の
聖
書
が
残
る
意

味
は
、
き
っ
と
、
あ
る
。
こ
れ
は
父
の
遺
言
で
あ
り
、

愛
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
。

　
「
何
か
あ
っ
た
ら
聖
書
を
読
ん
で
ご
ら
ん
。
き
っ
と

チ
カ
ラ
が
湧
い
て
く
る
よ
」

天
国
か
ら
さ
さ
や
く
父
の
声
が
聴
こ
え
た
気
が
し
た
。

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
皆
で
聖
書
を
読
む
よ
う
に

な
っ
た
。
避
難
所
の
生
活
に
疲
れ
た
日
。
電
気
を
止
め

ら
れ
た
日
。
進
学
の
夢
を
断
た
れ
た
日
。
い
つ
で
も
聖

書
は
私
た
ち
と
共
に
あ
っ
た
。
苦
し
い
時
で
も
聖
書
を

読
む
と
勇
気
が
湧
い
て
く
る
。
虹
の
前
に
は
必
ず
雨
が

あ
る
よ
う
に
、
雨
の
よ
う
な
涙
を
流
し
た
っ
て
、
い
つ

か
虹
の
よ
う
な
未
来
が
待
っ
て
る
気
が
し
た
。

　

先
日
の
お
墓
参
り
は
雨
だ
っ
た
。
帰
り
道
、
空
に
上

が
る
虹
を
見
て
「
き
っ
と
パ
パ
が
喜
ん
で
る
の
ね
」
と

母
が
笑
う
。
こ
の
時
の
笑
顔
が
も
の
す
ご
く
好
き
だ
。

　

読
書
も
、
聖
書
も
、
家
族
こ
そ
好
き
だ
。
こ
れ
か
ら

も
私
た
ち
家
族
は
「
聖
書
」
と
共
に
あ
る
。
聖
書
を
通

じ
て
父
を
傍
に
感
じ
ら
れ
た
ら
い
い
し
、
笑
顔
に
な
れ

た
ら
、
も
っ
と
、
い
い
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
の
が

今
は
一
番
好
き
だ
。

●
選
評
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

　
見
澤
富
子
さ
ん
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
東
日
本
大
震
災
の
津
波
で
、
大
切
な
ご
家
族
や
ご
友
人
を
亡
く
し

た
方
々
の
悲
し
み
は
癒
え
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
は
被
災
し
て
い
な

い
私
な
ど
に
は
わ
か
ら
な
い
重
さ
で
す
。
あ
れ
か
ら
私
は
、
特
に
洪

水
の
箇
所
は
読
み
に
く
く
な
り
、
教
会
学
校
で
の
お
話
も
躊
躇
し
て

し
ま
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
今
回
ハ
ッ
と
し
ま
し
た
。

　
お
父
様
を
亡
く
さ
れ
た
見
澤
さ
ま
ご
自
身
が
、
こ
の
よ
う
な
力
強

い
証
を
書
い
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。
神
さ
ま
の
約
束
の
虹
、
そ
れ

を
私
も
も
っ
と
大
事
に
し
な
け
れ
ば
。

　
本
当
に
素
晴
ら
し
い
こ
の
エ
ッ
セ
イ
を
、
た
く
さ
ん
の
方
に
読
ん

で
い
た
だ
き
た
い
で
す
。                                 （
林
あ
ま
り
）

　
仲
の
良
い
ご
家
族
が
聖
書
を
通
じ
て
交
流
す
る
導
入
部
の
光
景
が

ハ
ー
ト
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
な
の
で
、
そ
こ
か
ら
一
転
し
、
東
日
本
大
震

災
で
お
父
様
と
ご
自
宅
を
喪
失
さ
れ
た
巨
大
な
悲
劇
が
、
読
ん
で
い

て
胸
に
ず
し
り
と
重
く
響
き
ま
す
。
残
酷
な
津
波
か
ら
「
ノ
ア
の
大

洪
水
」
を
連
想
し
て
し
ま
う
の
は
、
被
災
さ
れ
た
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の

多
く
が
深
刻
に
葛
藤
さ
れ
た
問
題
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら

こ
そ
、
瓦
礫
の
中
か
ら
お
父
様
の
聖
書
が
奇
跡
的
に
見
つ
か
っ
た
こ

と
は
、
ま
さ
に
天
国
の
お
父
様
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
よ
う
で
す
。

雨
上
が
り
の
虹
の
中
で
微
笑
む
お
父
様
の
笑
顔
が
、
読
ん
で
い
て
、

あ
り
あ
り
と
目
に
浮
か
び
ま
し
た
。
選
評
委
員
の
ふ
た
り
だ
け
で
な

く
第
１
回
聖
書
エ
ッ
セ
イ
コ
ン
テ
ス
ト
の
関
係
者
全
員
か
ら
満
場
一

致
で
支
持
さ
れ
た
、
ま
さ
に
大
賞
に
ふ
さ
わ
し
い
、
素
晴
ら
し
い

エ
ッ
セ
イ
で
す
。                                      （
清
涼
院
流
水
）
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準大賞
私
に
つ
な
が
っ
て
い
な
さ
い

吉
國
選
也

　

私
が
小
学
四
年
生
の
と
き
、
母
が
病
に
倒
れ
た
。
父

は
早
く
に
天
に
召
さ
れ
、
母
は
女
手
ひ
と
つ
で
私
た
ち

兄
妹
四
人
を
育
て
て
い
た
。「
母
子
家
庭
だ
か
ら
」
と

後
ろ
指
を
指
さ
れ
た
く
な
い
、
そ
う
思
っ
て
無
理
を
重

ね
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
母
の
顔
は
日
に
日
に
土
気
色
に

な
っ
て
い
く
。
や
っ
と
医
者
に
診
て
も
ら
っ
た
時
に

は
、
一
刻
も
早
く
胆
の
う
摘
出
手
術
を
し
な
け
れ
ば
命

の
危
険
さ
え
あ
る
と
言
わ
れ
た
。
身
寄
り
の
少
な
か
っ

た
私
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
、
親
戚
や
篤
信
な
ク
リ
ス
チ
ャ

ン
の
友
人
に
別
々
に
預
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

私
は
同
じ
教
会
に
通
う
教
会
員
の
家
庭
に
預
け
ら
れ

た
。
年
の
近
い
子
ど
も
た
ち
が
住
ん
で
い
た
こ
と
も
あ

り
、
最
初
の
数
日
こ
そ
楽
し
く
過
ご
し
た
が
、
し
ょ
せ

ん
は
肩
身
の
狭
い
居
候
生
活
で
あ
る
。
他
人
の
善
意
に

甘
え
て
い
る
こ
と
は
幼
心
に
も
理
解
し
て
い
た
の
で
、

や
が
て
す
べ
て
に
遠
慮
が
ち
に
な
っ
た
。
ひ
と
月
、
ふ

た
月
が
過
ぎ
て
も
母
は
退
院
す
る
気
配
が
な
い
。
こ
の

ま
ま
家
族
が
離
れ
離
れ
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

漠
然
と
し
た
不
安
が
重
く
心
を
覆
っ
て
い
っ
た
。

　

そ
ん
な
私
を
見
か
ね
て
か
、
あ
る
時
お
ば
さ
ん
が
自

分
の
好
き
な
聖
書
の
箇
所
を
教
え
て
く
れ
た
。

　
「
私
は
ま
こ
と
の
ぶ
ど
う
の
木
、
あ
な
た
が
た
は
そ

の
枝
で
あ
る
」「
私
に
つ
な
が
っ
て
い
な
さ
い
」「
そ
の

人
は
実
を
豊
か
に
結
ぶ
よ
う
に
な
る
」

　

現
実
は
家
族
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
り
、
明
日
ど
う
な
る

か
も
わ
か
ら
な
い
境
遇
だ
っ
た
。
そ
ん
な
自
分
に
「
私

に
つ
な
が
っ
て
い
な
さ
い
」
と
語
り
か
け
る
そ
の
言

葉
。
心
地
よ
い
旋
律
の
よ
う
な
響
き
は
私
の
脳
裏
に
刻

み
付
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
聖
書
の
ど
こ
に
書

い
て
あ
る
の
か
、
そ
の
時
は
お
ば
さ
ん
に
遠
慮
し
て
、

つ
い
に
聞
く
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
か
ら
程
な
く
し
て
母
は
退
院
し
、
幸
い
な
こ
と

に
私
た
ち
家
族
は
ま
た
一
緒
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
。
血
色
の
戻
っ
た
美
し
い
母
の
頬
っ
ぺ

が
嬉
し
か
っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。

　

わ
が
家
に
帰
っ
た
私
は
、
学
習
机
に
立
て
掛
け
て

あ
っ
た
自
分
の
聖
書
を
、
ほ
と
ん
ど
初
め
て
自
分
の
意

思
で
開
い
た
。
あ
の
言
葉
は
ど
こ
に
書
い
て
あ
る
の

か
。
パ
ラ
パ
ラ
漫
画
の
落
書
き
が
端
に
描
い
て
あ
る
聖

書
の
ペ
ー
ジ
を
、
漫
画
に
は
目
も
く
れ
ず
に
め
く
っ
て

い
っ
た
。

　

学
校
帰
り
の
午
後
、
数
日
を
要
し
た
と
思
う
。
族
長

ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
物
語
が
終
わ
り
、
私
と
同
じ
名
前
の
預

言
者
エ
リ
ヤ
の
物
語
も
過
ぎ
た
。
イ
ザ
ヤ
書
の
預
言
の

言
葉
が
な
ん
と
な
く
似
て
い
て
、
読
み
落
と
し
た
か
と

も
う
一
度
読
み
返
し
た
が
あ
の
言
葉
は
書
い
て
い
な

か
っ
た
。

　

そ
し
て
つ
い
に
イ
エ
ス
様
の
物
語
で
あ
る
「
ヨ
ハ
ネ

に
よ
る
福
音
書
」
の
中
に
、
そ
の
言
葉
を
見
つ
け
た
。

小
声
で
声
に
出
し
て
そ
の
箇
所
を
読
み
、
そ
れ
か
ら
声

を
押
し
殺
し
て
泣
い
た
。
そ
の
言
葉
を
言
っ
た
の
は

…
…
十
字
架
刑
で
殺
さ
れ
る
直
前
の
イ
エ
ス
様
だ
っ
た

の
だ
。「
私
に
つ
な
が
っ
て
い
な
さ
い
」。
こ
の
聖
な
る

御
言
葉
は
そ
の
時
、
私
の
一
部
に
な
っ
た
。

　

あ
れ
か
ら
時
を
経
て
、
言
葉
の
力
を
信
じ
る
者
に

な
っ
た
私
は
本
屋
の
オ
ヤ
ジ
に
な
っ
た
。
そ
れ
も
聖
書

を
売
っ
て
い
る
特
別
な
本
屋
だ
。
私
は
今
日
も
お
客
様

を
心
か
ら
お
迎
え
し
て
い
る
。
あ
の
時
の
可
哀
想
だ
っ

た
自
分
を
救
っ
て
く
れ
た
「
聖
書
」
の
言
葉
を
、
今
は

手
渡
す
人
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

●
選
評

　
吉
國
選
也
さ
ん
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
辛
い
境
遇
に
あ
る
一
人
の
少
年
が
、
聖
句
を
教
わ
り
ま
す
。
心
に

残
っ
た
そ
の
聖
句
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
知
ら
な
か
っ
た
彼
は
、
創
世

記
か
ら
順
々
に
読
ん
で
い
き
ま
す
。

　

で
も
そ
の
聖
句
は
、
聖
書
の
終
わ
り
の
ほ
う
に
あ
っ
た
の
で
す
。

長
い
時
間
を
か
け
て
、
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
で
よ
う
や
く
見
つ
け

た
聖
句
に
涙
す
る
、
な
ん
と
感
動
的
な
場
面
で
し
ょ
う
か
。

　
聖
書
を
読
ん
で
ほ
し
い
と
願
っ
た
、
神
さ
ま
の
ご
計
画
が
実
現
し

た
の
で
す
。                                                （
林
あ
ま
り
）

　
女
手
ひ
と
つ
で
四
人
の
お
子
さ
ん
を
育
て
て
い
た
お
母
様
が
倒
れ

ら
れ
、
家
族
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
幼
少
期
の
つ
ら
い

日
々
の
中
で
救
い
と
な
っ
た
、「
私
に
つ
な
が
っ
て
い
な
さ
い
」
と

い
う
聖
書
の
言
葉
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も
存
在
し
な
い
時
代
に
、
そ

の
言
葉
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
自
力
で
見
つ
け
出
す
た
め
に
聖
書
を

初
め
て
真
剣
に
読
み
、
聖
書
の
膨
大
な
言
葉
の
海
の
中
に
、
つ
い
に

そ
の
言
葉
を
見
つ
け
た
時
の
感
動
と
、
十
字
架
刑
に
つ
け
ら
れ
る
直

前
の
イ
エ
ス
様
の
御
言
葉
だ
っ
た
と
知
っ
た
時
の
衝
撃
が
、
伝
わ
っ

て
き
ま
し
た
。
そ
の
体
験
で
「
言
葉
の
力
」
を
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、
今
で
は
書
店
員
と
し
て
聖
書
の
言
葉
を
人
々
に
届
け
る
立
場

に
な
っ
た
と
い
う
結
末
も
美
し
く
、
胸
を
打
ち
ま
し
た
。

（
清
涼
院
流
水
）
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準大賞
き
せ
き
の
く
す
り

小
松
崎
有
美

　

そ
の
日
、
夫
に
癌
が
見
つ
か
っ
た
。
手
術
を
し
て
も

助
か
る
見
込
み
は
な
い
。
突
然
の
こ
と
に
最
初
は
激
し

く
動
揺
し
た
。
お
酒
も
タ
バ
コ
も
吸
わ
な
い
夫
が
な
ん

で
。

「
先
生
。
も
う
一
回
ち
ゃ
ん
と
調
べ
て
下
さ
い
！ 

お
願

い
で
す
！ 

そ
ん
な
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
」

「
信
じ
た
く
な
い
気
持
ち
は
わ
か
り
ま
す
が
、
も
う
医

療
の
チ
カ
ラ
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
ん
で

す
」
医
師
の
言
葉
が
耳
で
は
な
く
、
胸
に
突
き
刺
さ
っ

た
。

　

そ
の
帰
り
道
、
ぼ
お
っ
と
歩
い
て
い
る
と
、
教
会
の

看
板
に
足
を
止
め
ら
れ
た
。 

「
す
べ
て
、
疲
れ
た
人
、
重
荷
を
負
っ
て
い
る
人
は
、 

わ
た
し
の
と
こ
ろ
へ
来
な
さ
い
。 

わ
た
し
が
あ
な
た

が
た
を
休
ま
せ
て
あ
げ
ま
す
」

何
だ
か
あ
や
し
い
文
言
。
そ
れ
で
も
自
然
と
身
体
が
入

口
の
方
に
向
い
た
。「
ご
め
ん
く
だ
さ
い
」

　

私
は
牧
師
に
話
し
た
。
病
気
の
こ
と
。
手
立
て
が
な

い
こ
と
。
先
が
長
く
な
い
こ
と
。
す
る
と
「
ち
ょ
っ
と

こ
の
部
分
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
」
と
聖
書
を
見
せ
て

下
さ
っ
た
。
そ
れ
は
イ
エ
ス
が
病
気
に
つ
い
て
尋
ね
ら

れ
た
場
面
だ
っ
た
。
イ
エ
ス
は
答
え
た
。

「（
目
が
見
え
な
く
な
っ
た
の
は
）
こ
の
人
が
罪
を
犯
し

た
の
で
も
な
く
、
両
親
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
人
に

神
の
わ
ざ
が
現
れ
る
た
め
で
す
」

牧
師
は
「
た
と
え
不
幸
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も

そ
こ
に
神
の
摂
理
が
あ
り
、
必
ず
良
い
こ
と
に
変
え
て

く
だ
さ
い
ま
す
。
失
望
し
な
い
こ
と
」
と
言
っ
た
。

　

し
か
し
、
牧
師
の
言
葉
と
は
裏
腹
に
、
夫
の
容
体
は

日
に
日
に
悪
化
す
る
。
食
べ
ら
れ
な
い
。
寝
つ
け
な
い
。

ろ
れ
つ
が
回
ら
な
い
。
そ
し
て
、
ク
リ
ス
マ
ス
に
は
つ

い
に
「
最
後
の
」
外
泊
許
可
が
下
り
た
。

「
こ
れ
が
最
後
の
サ
ン
タ
さ
ん
か
」

夫
は
切
な
さ
い
っ
ぱ
い
に
カ
レ
ン
ダ
ー
を
見
た
。
私
も

そ
の
姿
を
ど
う
し
よ
う
も
な
い
気
持
ち
で
見
つ
め
た
。

帰
宅
す
る
と
テ
ー
ブ
ル
に
娘
が
書
い
た
手
紙
が
あ
っ

た
。「
サ
ン
タ
さ
ん
へ
」
お
そ
ら
く
プ
レ
ゼ
ン
ト
の
お

願
い
だ
ろ
う
。
お
も
む
ろ
に
封
を
切
っ
た
。

「
パ
パ
の
び
ょ
う
き
が
な
お
る
き
せ
き
の
く
す
り
を
く

だ
さ
い
」
肩
か
ら
崩
れ
落
ち
そ
う
な
衝
撃
。
私
は
た
ま

ら
ず
床
に
突
っ
伏
し
て
泣
い
た
。

　

ク
リ
ス
マ
ス
の
夜
。
私
た
ち
は
枕
元
に
「
き
せ
き
の

く
す
り
」
と
書
い
た
粉
砂
糖
を
置
い
た
。
プ
レ
ゼ
ン
ト

に
気
づ
い
た
娘
は
と
び
は
ね
て
喜
び
、
そ
れ
を
飲
ん
だ

夫
も
「
あ
あ
！
こ
れ
で
も
う
ガ
ン
が
治
っ
た
ぞ
」
と
声

を
あ
げ
た
。
そ
の
姿
を
見
な
が
ら
聖
書
の
言
葉
は
噓

じ
ゃ
な
か
っ
た
と
思
っ
た
。
確
か
に
世
の
中
に
は
い
ろ

ん
な
病
気
が
溢
れ
て
い
る
。
だ
け
ど
、
治
ら
な
い
か
ら

と
言
っ
て
、
す
べ
て
に
絶
望
し
て
は
な
ら
な
い
。
イ
エ

ス
が
「
神
の
わ
ざ
が
現
れ
る
」
と
言
う
よ
う
に
「
き
せ

き
の
く
す
り
」
が
私
た
ち
に
と
っ
て
は
生
き
る
希
望
。

神
様
が
気
づ
か
せ
て
く
れ
た
親
子
の
絆
な
ん
だ
。

　

三
日
後
、
夫
は
天
国
へ
旅
立
っ
た
。
最
後
は
「
安
ら

か
に
眠
れ
な
く
な
る
か
ら
泣
く
な
よ
」
と
私
た
ち
を
笑

わ
せ
て
。
夫
ら
し
い
明
る
い
仕
舞
い
だ
っ
た
。

　

そ
れ
で
も
来
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
。
ケ
ー
キ
に
ふ
り
か

け
ら
れ
た
粉
砂
糖
を
見
た
ら
、「
き
せ
き
の
く
す
り
」

を
思
い
出
し
て
、
ち
ょ
っ
と
だ
け
涙
す
る
か
も
し
れ
な

い
。

●
選
評
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

　
小
松
崎
有
美
さ
ん
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
実
に
美
し
い
、
心
に
し
み
る
お
話
で
す
。
絵
本
に
な
っ
た
ら
い
い

な
、
と
思
い
ま
し
た
。

　
薬
を
、
粉
砂
糖
に
例
え
た
と
こ
ろ
が
素
晴
ら
し
い
で
す
。

　
ち
ら
ち
ら
、
き
ら
き
ら
、
ふ
わ
ふ
わ
と
し
た
粉
砂
糖
。
悲
し
み
を

優
し
く
包
み
込
ん
で
く
れ
る
、
清
ら
か
な
粉
砂
糖
が
、
読
者
の
胸
に

も
ず
っ
と
降
り
つ
づ
け
ま
す
。                           （
林
あ
ま
り
）

　

ご
主
人
の
癌
が
見
つ
か
り
、「
医
療
の
チ
カ
ラ
で
は
ど
う
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
」
と
医
師
か
ら
宣
告
さ
れ
た
絶
望
の
中
で
導
か
れ
た

教
会
。
そ
こ
で
牧
師
か
ら
も
ら
っ
た
励
ま
し
の
言
葉
も
慰
め
と
は
な

ら
ず
、
つ
い
に
最
後
の
外
泊
許
可
が
下
り
ま
す
。
ク
リ
ス
マ
ス
を
前

に
娘
さ
ん
が
サ
ン
タ
さ
ん
に
「
パ
パ
の
び
ょ
う
き
が
な
お
る
き
せ
き

の
く
す
り
を
く
だ
さ
い
」
と
お
願
い
を
す
る
箇
所
で
は
涙
が
あ
ふ
れ

ま
し
た
。
ご
主
人
が
天
国
へ
旅
立
た
れ
る
前
、
ご
家
族
に
は
奇
跡
の

よ
う
な
時
間
が
現
実
に
あ
り
、
そ
の
奇
跡
か
ら
生
ま
れ
た
永
遠
に
消

え
な
い
絆
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
人
生
の
苦
難
の
中
に
あ

る
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
、
聖
書
の
言
葉
は
本
当
に
「
き
せ
き
の
く

す
り
」
と
な
り
う
る
の
だ
と
、
改
め
て
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

                                                           （
清
涼
院
流
水
）
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佳
作

『
聖
書
』
命
と
の
出
会
い	

井
上
英
治

ぼ
ろ
っ
ち
い
の
が
良
い
ん
だ	

赤
松
真
希

深
夜
に
読
む
本
は	

石
川
総
子

王
宮
に
住
む
ヤ
モ
リ	

王
宮
ヤ
モ
リ

あ
な
た
の
目
は
見
て
お
ら
れ
た	

m
i
k
a

あ
ま
り
賞

聖
書
を
な
く
し
た
日	

太
田
浩
登

流
水
賞

祖
父
か
ら
の
書
簡	

河
島
文
成

第
1
回
聖
書
エ
ッ
セ
イ
コ
ン
テ
ス
ト
応
募
合
計
75
点

1st Bible Essay Contest Results

聖書エッセイ聖書エッセイ
コンテストコンテスト

第2回

第1回 聖書エッセイコンテスト 授賞式
特別対談「ことばで伝えるおもしろさ」林あまり×清涼院流水

応募要項の発表は5月以降の
予定です。
日本聖書協会公式ウェブサイト
特設ページをご覧ください

開催決定

https://www.bible.or.jp/
bibleessaycontest.html

　3月18日（土）午後、結果発表イベントが教文館ギャ

ラリーステラを会場として、リアルとオンラインで行われ

ました。大賞受賞の見澤富子さんはご欠席ながら「聖書

は私の生きる知恵、支え、こころの家族でもある。これ

からも聖書と共に歩みたい」と、事前にコメントをお寄

せくださいました（大賞受賞は授賞式後に通知）。準大

賞2作品は、偶然この日の会場となった教文館キリスト教

書部店長を務める吉國選也さん、そして小松崎有美さん

でした。大賞1点、準大賞2点、佳作5点と、追加で設定

された、特別賞のあまり賞、流水賞各1点、作者の方々

10作品を表彰しました。

　その後、キリスト新聞社の松谷信司さんが司会を務め、

歌人で演劇評論家の林あまりさん、作家の清涼院流水さ

んお二人による対談が行われました。応募作品全体の講

評と、お二人それぞれの創作活動の原点、文学、言語

表現としての聖書、ことばで伝えることのおもしろさと難

しさ、SNSにより表現がどう変わるか、終始ユーモアと熱

量たっぷりに語っていただきました。

　特別対談のもようは、日本聖書協会

YouTubeチャンネルに公開しています。

準大賞受賞のコメントを語る
吉國選也さん

準大賞受賞 オンライン参加の小松崎有美さん
特別対談トークイベントのようす
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第３回  聖書ラノベ新人賞
結果発表

全体講評・選評委員コメントなど
詳細はキリスト新聞社特設ページ
にてお読みいただけます。

受賞作品

●大　賞　該当作なし

●準大賞　『いのちのパン屋さん』
� 地野千塩

●佳　作　『ガリラヤの風��―個々の奇妙な証言―』�
　　　　　王宮ヤモリ

　　　　　『川崎ホーリーブラザーフッド』� 都倉

準大賞

聖
書
ラ
ノ
ベ
新
人
賞

聖
書
ラ
ノ
ベ
新
人
賞

が
決
定
し
ま
し
た

第３回

い
の
ち
の
パ
ン
屋
さ
ん

地
野
千
塩

キ
リ
ス
ト
新
聞
社
主
催

第
１
話　

開
店

　
私
は
、
神
様
に
仕
え
る
天
使
だ
。

　
こ
の
た
び
、
神
様
か
ら
の
命
令
を
受
け
た
。
天
界
か

ら
地
上
に
降
り
立
ち
、
神
様
を
信
じ
る
ク
リ
ス
チ
ャ
ン

な
ど
を
陰
な
が
ら
見
守
る
仕
事
を
任
せ
ら
れ
た
。

　
地
上
の
人
、
特
に
日
本
人
は
知
ら
れ
て
い
な
い
事
実

だ
が
、
私
が
仕
え
る
神
様
が
こ
の
世
界
を
全
部
創
っ

た
。
他
に
神
様
は
い
な
い
。

　
日
本
人
は
西
洋
の
神
様
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
実
は
日
本
と
繋
が
り
が
深
か
っ
た
り
す
る
。
日
本

に
あ
る
神
社
も
神
様
の
幕
屋
を
表
し
た
も
の
、
稲
荷
神

社
も
イ
エ
ス
様
と
関
係
が
深
か
っ
た
り
す
る
。
お
っ

と
、
今
は
こ
ん
な
陰
謀
論
じ
み
た
日
ユ
同
祖
論
と
は
関

係
な
か
っ
た
。

　
今
回
は
神
様
の
命
令
で
、
パ
ン
屋
と
し
て
地
上
に
向

か
う
事
に
な
っ
た
。
い
つ
も
は
ホ
ー
ム
レ
ス
や
知
的
障

害
者
、
コ
ン
ビ
ニ
店
員
な
ど
に
扮
し
て
い
る
が
、
今
回

は
パ
ン
屋
。

　
な
ぜ
？
　
ま
あ
、
普
通
の
パ
ン
屋
と
少
し
違
う
よ
う

だ
し
、
場
所
も
教
会
の
す
ぐ
裏
に
作
る
か
ら
、
あ
ま
り

心
配
は
な
か
っ
た
が
。
何
よ
り
神
様
の
命

令
な
の
で
逆
ら
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　
キ
リ
ス
ト
新
聞
社
主
催
第
3
回
聖
書
ラ
ノ
ベ
新
人
賞
の
結

果
が
3
月
22
日
に
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
大
賞
は
該
当
作
な
し

で
し
た
が
、
準
大
賞
に
は
地
野
千
塩
氏
に
よ
る
「
い
の
ち
の

パ
ン
屋
さ
ん
」
が
受
賞
し
ま
し
た
。
番
外
編
を
含
め
40
話
の

長
編
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
す
。
本
誌
に
は
物
語
の
冒
頭
の
み
掲

載
し
ま
す
。

　
聖
書
ラ
ノ
ベ
新
人
賞
は
、
聖
書
を
題
材
と
し
た
物
語
を
募

り
、
次
代
を
担
う
書
き
手
を
育
て
る
こ
と
を
狙
い
と
す
る
企

画
で
す
。
講
談
社
投
稿
サ
イ
ト
「
Ｎ
Ｏ
Ｖ
Ｅ
Ｌ
Ｄ
Ａ
Ｙ
Ｓ
」

を
通
じ
た
応
募
に
お
い
て
制
限
を
極
力
排
し
て
広
く
呼
び
か

け
て
き
ま
し
た
。
過
去
二
〇
一
七
年
の
第
1
回
、
続
く

二
〇
一
八
年
の
第
2
回
で
は
、
い
ず
れ
も
1
0
0
作
を
超
す

応
募
を
得
る
な
ど
大
き
な
反
響
を
得
ま
し
た
が
、
キ
リ
ス
ト

教
界
で
認
知
、
理
解
が
進
ん
だ
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
こ
の
度
、

第
1
回
「
聖
書
エ
ッ
セ
イ
コ
ン
テ
ス
ト
」
と
の
同
時
開
催
を

通
し
て
、
共
通
の
課
題
と
願
い
に
取
り
組
む
、
将
来
へ
の
期

待
を
込
め
た
企
画
で
あ
る
こ
と
に
賛
同
し
、
日
本
聖
書
協
会

も
第
3
回
「
聖
書
ラ
ノ
ベ
新
人
賞
」
共
催
団
体
と
し
て
名
を

連
ね
ま
し
た
。

　「ライトノベル」（和製英語）の省略語で、中高生や若い世代を主な読者
対象として1990年頃から定着した新しい小説の形態です。ジャンルは恋愛、
SF、ファンタジー、ミステリー、ホラー、学園ラブコメなど幅広く、会話
文や登場人物の一人称語りが多く、比較的手軽に読める文芸ジャンルです。
アニメ、ゲーム絵に通じるイラスト表紙、随所に物語場面のイラストが添え
られているのが一般的です。
　ラノベはアニメ、ゲームなどの原作として、また、アニメやゲームを原作
としてノベライズでラノベ作品が生まれるなど、出版社メディアミックスの

一翼を担っています。大
手出版社も軒並みレーベ
ルを揃え、書店で目立つ
一角に棚を占めるほどに
成長してきました。

ラノベとは

続
き
は
こ
ち
ら
で
お
読
み
い
た
だ
け
ま
す
。
▼

絵：松谷翠
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寝泊まりする
場所がなく、

救助を待っている
人のために。

建物倒壊の
恐れのため、家に
入ることが
できない人の
ために。

親戚、友人、
または愛する人と
連絡が取れない
人々のために。

支援・救助活動の
ために被災地に
入った人々の
ために。

大切な家族を
失った人々の
ために。

詳しくはこちら
https://www.bible.or.jp/collection/turkey.html

ご献金の方法
郵便振替：00160-2-18410　
口座名：（一財）日本聖書協会 ／ ゆうちょ銀行〇一九支店

（当座）0018410
（通信欄に「トルコ支援」と明記してください）

銀行振込：三井住友銀行 京橋支店（普通）6552744
口座名：（一財）日本聖書協会

（送金者のお名前の前に「トルコ」と付けてください）

発行：教文館　
四六判300頁　
税込3,300円
ISBN978-4-7642-6167-9

本誌で長年にわたり「人物と聖書」を執筆している
著者が、聖書の日本語訳により初めて登場した言葉
〈聖書語〉が、どのようにして日本語として定着した
か、新約を中心として詩編を加えた102語を、近現
代の一般書ベストセラー60冊の用例から解説する。
用例は小説などの文学や評論、専門書など様々な
ジャンルに及び、〈聖書語〉が幅広く社会に浸透し
ていることが分かりやすく示されている。聖書を多
面的に読むための手がかりとしても有用な一冊と
なっている。

今年のAVACOの講習会は、4年ぶりとなる会場開催と、オンラ
インによるライブ配信のハイブリッド形式にて実施いたします。
詳細は5月頃、リーフレットまたAVACOwebサイトでお知らせ
いたします。どうぞご期待ください。

日程／2023年8月3日(木)
会場／東京コンサーツ ラボ(AVACOビル1F)
参加費／全プログラム……8,000円
1講座のみ（講座A、Bのいずれか一つ選択）……4,500円

講座A
「わくわくするよ！ 紙芝居」　–演じてみよう！–

講師  菊池好江（紙芝居を演じる会ひょうしぎ）

講座B
「神さまはわたしがすき ！　歌って感じる神さまの愛」

講師  小嶋理恵（原宿幼稚園教諭、原宿教会会員・CSスタッフ）

聖書の言葉は日本語を大きく改革し、豊かにした。
――池澤夏樹さん推薦！

第74回キリスト教視聴覚教育講習会
AVACO ワークショップ in 東京 

コンビニ振込やクレジットカードでのご送金も
お受けしています。特設ウェブページの「コン
ビニ振込で献金する」からお申し込みいただけ
れば、専用振込用紙をお送りします。クレジッ
トカードも「クレジットカードで献金する」から
お申し込みください。

2023年2月6日未明、トルコ南東部とシリア北部の広い範囲でマグニチュー
ド7.8の巨大地震が発生しました。多くの建物が倒壊し、発生後一週間で確
認された死者は3万人を超え、被災者は2,600万人に上ります。聖書協会世
界連盟から祈りの課題が届いています。心を合わせてお祈りください。

日本聖書協会では祈りと連帯の証として、
2月16日より「トルコ地震災害募金」の
受付を開始しました。
お寄せいただくご献金はすべて、
下記の目的に用いられます。
●被災者への聖書と人道支援の配布
●教会施設に避難している人々の生活再建支援
●被災者のトラウマの癒しの支援

アンティオケで被災したカトリック教会
（写真上）とギリシャ正教会（写真下）

震源から最も近い都市イスケンデルンの
カトリック教会に集められた支援物資

J B S 情報

『聖書語から日本語へ』鈴木範久新刊書籍の紹介

トルコ地震災害献金にお祈りとご支援をお願いいたします
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2021年発行ドイツ語聖書「バシースビーベル」（BasisBibel）

　
上
野
の
国
立
科
学
博
物
館
を
初
め
て
訪
れ
た

の
は
小
学
一
年
生
の
時
で
し
た
。
恐
竜
図
鑑
に

載
っ
て
い
た
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
を
見
た
い
と
父
に

せ
が
ん
だ
の
が
き
っ
か
け
で
し
た
。
恐
竜
の
骨

に
触
わ
り
ソ
連
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
発
行
の
証
明

書
を
も
ら
っ
た
の
を
今
で
も
持
っ
て
い
ま
す
。

　
新
幹
線
〇
系
、
Ｄ
51
が
入
口
に
鎮
座
し
た
秋

葉
原
の
交
通
博
物
館
に
は
、
鉄
道
車
両
、
自
動

車
、
飛
行
機
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
乗
り
物
が
あ
り

ま
し
た
。
こ
こ
に
は
何
度
行
っ
た
か
分
か
り
ま

せ
ん
。
内
緒
で
友
達
と
行
き
、
後
で
親
に
叱
ら

れ
た
経
験
も
あ
り
ま
す
。
子
供
の
こ
ろ
博
物
館

は
未
知
の
世
界
へ
の
扉
を
開
く
特
別
な
場
所
で

し
た
。

　
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
の
様
々
な
展
示
物
を
見
る

と
、
聖
書
へ
の
繋
が
り
を
感
じ
ま
す
。
画
面
越

し
や
、
複
製
さ
れ
た
電
気
信
号
で
は
、
得
ら
れ

な
い
手
応
え
と
感
動
が
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。

　

ご
意
見
、
ご
感
想
を
広
報
部
（info2@

bible.or.jp

）
ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

編
集
後
記

　2022年10月、私は初めて南ドイツ第二の都市シュ

トゥットガルトにあるドイツ聖書協会（Deutsche 

Bibel Gesellschaft）を訪れました。ドイツ聖書協会

はダイムラー、ポルシェを中心とした自動車、機械産

業が集中するこの都市にあります。同地にサバティカ

ルで滞在している吉田新氏（東北学院大学教授）と

共に、クリストフ・レーゼル（Dr. Christoph Rösel）

総主事に面会しました。実は過去10年、ドイツ聖書協

会は大きな財政難を経験しており、施設や人員の規

模を縮小し、財政の改革を行っています。

　一方で、明るいニュースもありました。2001年にス

タートした聖書翻訳「バシースビーベル」（BasisBibel）

の旧新約聖書全巻の翻訳が2021年に完了し、出版さ

れたことです。これが教会に広く受け入れられ、販売

実績もとても好調なのだそうです。およそ500年にわ

たり、ドイツ語圏ではルター訳聖書の改訂版が最も広

く用いられてきましたが、青年への伝道を推進する団

体から、現代語版聖書の出版企画が出されました。 

その熱意と尽力の結実がバシースビーベルです。

　この翻訳は次の2つの方針から出発しました。①新

しく、誰にでも読みやすい聖書翻訳の必要性、②デ

ジタルメディアでも親和性が高い文章です。そこから

議論がなされ、理解度［わかりやすさ］、文の長さ［長

文を避ける］、意味単位配分［表現の繰り返しを省く］、

外来語の不使用［キリスト教用語をなるべく避ける］、

情報の直線的伝達［回りくどくしない］などの基準が

定められました。キリスト教文化が深く根付いている

ドイツでバシースビーベルがどのように受け入れら

れ、用いられるのか、とても興味深く、今後も注視し

ていきたいと思っています。

「あなたの言葉は私の足の灯 私の道の光」

（詩編119:105）

　ドイツ聖書協会は聖書関連の出版において世界

トップクラスです。世界中で用いられているギリシア

語、ヘブライ語、ラテン語の聖書校訂本や、関連書

籍を出版しており、これらの事業が最も重要な働きと

して位置づけられています。そのほか複数のスタ

ディーバイブルを出版しており、その事業内容は日本

での製品開発にも参考となるものでした。世界の聖書

協会のネットワークの真価はこのような情報と経験を

共有できることにあります。これからも皆さまにその

一端を発信してまいりたいと思います。

ソア51号発行によせて
総主事  具志堅  聖　          
General Secretary
Gushiken Kiyoshi 



　2022年4月、 2枚のハガキ大の版画が見つかった。 銀
座の聖書館ビルを描いたもので、「巴水」という落款印
が押されていた。「新版画」の旗手、 川瀬巴水（1883−
1957）の作品らしい。「新版画」は、 大正から昭和にか
けて制作された新しい様式の木版画で、 海外に盛んに輸
出された。 アップルの創業者スティーブ・ジョブズが「新
版画」をこよなく愛したことは有名である。 11月、 古い資
料が入った箱から同じ版画が貼付されたクリスマスカード
が見つかった。
 　その間、「新版画」の制作販売を手がけていた渡邊版
画店（現：渡辺木版美術画舗）が同じ銀座にあることを
知り、 今年１月、 話を伺いに行った。 すると、 巴水の
1952年の日記に、「聖書館の写生をなす」（9月29日）、「聖
書館はがき下がき」（10月1日）、「聖書館だめが出てかき
直すことになる」（同3日）、「聖書館かき直し出来る」（同
5日）、「聖書館せんがき」（同12日）、「聖書館色ざし」（11
月1日）とあり（『川瀬巴水木版画集』毎日新聞社、 1979
年、 245頁）、 版画は1952年、日本聖書協会が渡邊版
画店を通じて巴水に制作を依頼したことが判明した。
　さらに、 巴水の日記とスケッチブックが、 彼の住んでい
た大田区の郷土博物館に所蔵されていると聞き、 2月、
取材に行った。 学芸員の方が「聖書館27.9.29」と記さ
れたスケッチを見せてくれた。 上述の日記によると、 巴水
はスケッチを描き直しさせられている。スケッチと版画を見
比べると、 通りに描かれた人と車の配置が異なっている。 

また版画はスケッチにない雪景色である。これはクリスマ
カードという用途に合わせたものなのだろう。
　クリスマスカードに添えられた聖句は、現在の口語訳(新
約は1954年発行）の訳文「いと高きところでは、 神に栄
光があるように、 ／地の上では、 み心にかなう人々に平
和があるように」（ルカ２：14）と若干異なっている。 1952
年時点の未定稿であろう。 口語訳事業は国内の献金と米
英聖書協会の支援で行われていた。日本聖書協会は口語
訳事業を内外に周知するため、 海外で人気のあった巴水
の版画と口語の暫定訳を添えたクリスマスカードを製作し
たと考えられる。

（日本聖書協会編集部　飯島克彦）

聖書館スケッチ（大田
区立郷土博物館提供）
日記には「祥文堂（文
祥堂の誤り）二階をかり
て写生をなす」とあり、
巴水は聖書館ビル斜め
向かいの文祥堂銀座ビ
ルの辺りからスケッチを
したことが分かる。

クリスマスカード（日本聖書協会所蔵）
左側に口語訳ルカ2:14の暫定訳、右側に英語
でクリスマスと新年のお祝いが記されている。

川瀬巴水の「新版画」に描かれた
聖書館

新・新・歴史接写歴史接写
2
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