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エ
ル
サ
レ
ム
で
捕
え
ら
れ
た
パ
ウ
ロ
が
、

カ
イ
サ
リ
ア
へ
護
送
さ
れ
る
途
中
、
夜
中
に

到
着
し
た
シ
ャ
ロ
ン
平
原
の
町
が
ア
ン
テ
ィ

パ
ト
リ
ス
で
す
。
古
代
か
ら
「
海
の
道
」
に

沿
っ
た
重
要
な
宿
場
町
で
し
た
。

旧
約
聖
書
に
は
ア
フ
ェ
ク
の
名
で
登
場
し

ま
す
。
ヨ
シ
ュ
ア
が
征
服
し
た
町
の
リ
ス
ト

に
登
場
し
ま
す
し
、
海
の
民
ペ
リ
シ
テ
人
は

内
陸
部
へ
の
侵
入
の
足
場
と
し
ま
し
た
。
ア

フ
ェ
ク
と
は
河
床
、
ま
た
は
要
害
と
い
う
意

味
だ
そ
う
で
す
。
こ
こ
に
は
テ
ル
ア
ビ
ブ
の

北
を
流
れ
る
ヤ
ル
コ
ン
川
の
水
源
地
が
あ
り

ま
す
。

現
在
残
っ
て
い
る
遺
跡
に
は
、
十
字
軍
時

代
の
要
塞
あ
と
に
ト
ル
コ
に
よ
っ
て
作
ら
れ

た
砦
が
見
ら
れ
ま
す
。
水
草
が
茂
る
遊
水
池

か
ら
遺
跡
の
付
近
に
か
け
て
は
広
大
な
公
園

に
な
っ
て
い
て
、
休
日
に
な
る
と
テ
ル
ア
ビ

ブ
と
そ
の
周
辺
の
町
々
か
ら
大
勢
の
市
民
が

家
族
連
れ
で
遊
び
に
来
ま
す
。
林
の
中
の
木

陰
に
は
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
の
煙
が
た
な
び
き
、

芝
生
で
は
子
供
た
ち
が
元
気
い
っ
ぱ
い
に
戯

れ
て
い
ま
す
。

参
照
　
使
徒
二
十
三
章
三
十
一
節
　
ヨ
シ
ュ
十
二
章
十
八
節

サ
ム
上
四
章
一
節，

二
十
九
章
一
節

The World of the Bible "Antipatris" / Photo & Essay by Yokoyama Tadashi

新聖
書
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世
界 18横

山

匡

写
真
／
文

ア
ン
テ
ィ
パ
ト
リ
ス
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日
本
を
動
か
し
た
聖
書
の
力

三
吉
物
語

エ
ッ
セ
ー

人
物
と
聖
書

聖
書
図
書
館
蔵
書
シ
リ
ー
ズ

神
の
家
に
ふ
さ
わ
し
く
あ
る
よ
う
に

21
世
紀
と
聖
書

21
世
紀
の
教
会
と
神
学
の
た
め
に

『
舊
新
約
全
書
Ⅰ
Ⅱ
』

市
川
康
則

巻 頭 聖 句

聖書の中には、その時々にピッタリくる聖句が散在している。

21世紀に入った現在、地球上でさまざまな出来事が起きている。

局地的な戦争は絶えないものの、世界的に見ればそれなりの協力体制がしかれている。

それが逆に人口増加、食糧問題、エネルギー問題、そして環境問題などを起こしている。

しかし、何がどうなろうと慌てることはない。

2000年前に語られた言葉、「最後まで耐え忍ぶ者は救われます。」

何と力強い励ましであろうか。人の英知には限界がある。

すべてのことは神に祈り、神に委
ゆだ

ねて、人の思いを捨てて生きたいものだ。

人間は弱い者だから、そして間違いを犯す者だから…。

最後まで耐え忍ぶ者は
救われます

『
音
吉
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン

in
知
多
美
浜
』
第
一
〇
回
大
会
開
催

名
古
屋
聖
書
普
及
講
演
会
の
ご
報
告
と
ご
案
内

日
本
聖
書
協
会
一
二
五
年
史

朝
の
聖
書
通
読
や
っ
て
ま
す
！

E
メ
ー
ル

68

17

18

（マタイ10章22節、24章13節）

渡
部

信

宇
佐
美
節
子

1617
生
前
献
金
の
お
願
い

内
村
鑑
三
と
聖
書

12

神田啓治
京都大学大学院エネルギー科学研究科教授

表紙の言葉
スウェーデンの人々は12
月を楽しみにしていま
す。光の祭りルシア祭と、
ユール（クリスマス）が
あります。ルシア祭では
子供達が聖

サンタ

ルチアを歌い
ながらコーヒーやサフラ
ンパンをふるまいます。
（月本佳代美）

鈴
木
範
久

特
集
│
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
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三
人
の
日
本
人
と
は
、
今
日
、
美
浜
町
の
人
々
か

ら
『
三
吉
』
と
呼
び
親
し
ま
れ
て
い
る
、
岩
吉
、
久

吉
、
音
吉
と
い
う
船
乗
り
で
す
。
彼
ら
は
嵐
に
あ
っ

て
漂
流
し
、
各
地
を
転
々
と
し
た
末
に
行
き
着
い
た

マ
カ
オ
で
、
宣
教
師
ギ
ュ
ツ
ラ
フ
と
出
会
い
、
現
存

す
る
日
本
最
古
の
聖
書
で
あ
る
『
ギ
ュ
ツ
ラ
フ
訳
』

の
翻
訳
に
従
事
し
た
の
で
す
。

三
吉
の
出
身
地
で
あ
る
美
浜
町
に
は
『
岩
吉
／
久

吉
／
乙
吉
頌
徳
記
念
碑
』
が
あ
り
、
毎
年
一
〇
月
に

は
『
聖
書
和
訳
頌
徳
碑
記
念
式
典
』
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
三
吉
に
関
連
す
る
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、

ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
大
会
や
町
民
参
加
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ

ル
も
積
極
的
に
行
わ
れ
て
お
り
、
町
の
大
き
な
イ
ベ

ン
ト
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

│
│
齋
藤
町
長
は
特
に
音
吉
に
熱
い
思
い
を
寄
せ
ら

れ
て
い
る
と
伺
い
ま
し
た
が
、
は
じ
め
に
音
吉
と
の

出
会
い
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

小
野
浦
に
頌
徳
記
念
碑
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
三
吉

に
は
以
前
か
ら
関
心
が
あ
り
ま
し
た
。
特
に
音
吉
に

対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
た
の
は
、
春
名
徹
先
生
の
著

書
『
に
っ
ぽ
ん
音
吉
漂
流
記
』
を
読
ま
せ
て
い
た
だ

い
た
の
が
、
そ
も
そ
も
の
き
っ
か
け
で
す
。

私
が
町
長
に
な
っ
た
平
成
三
年
は
、
三
吉
の
頌
徳

記
念
碑
が
建
て
ら
れ
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
三
〇
周
年
に

当
た
る
年
だ
っ
た
の
で
す
が
、
行
事
は
『
聖
書
和
訳

頌
徳
碑
記
念
式
典
』
だ
け
で
、
ほ
か
に
は
何
の
計
画

も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
美
浜
町
出
身
の

音
吉
と
い
う
素
晴
ら
し
い
人
物
を
も
っ
と
知
っ
て
も

ら
う
た
め
に
、
そ
の
軌
跡
を
紹
介
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
を
作
っ
た
り
、
広
報
に
音
吉
物
語
を
掲
載
し
た
り
、

歴
史
教
室
を
開
い
た
り
と
、
町
お
こ
し
も
念
頭
に
お

い
た
活
動
を
開
始
し
た
の
で
す
。

│
│
現
在
、
美
浜
町
で
催
さ
れ
て
い
る
ト
ラ
イ
ア
ス

ロ
ン
大
会
や
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
公
演
な
ど
も
、
音
吉

に
か
か
わ
る
イ
ベ
ン
ト
で
し
た
ね
？

そ
う
で
す
。
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
大
会
は
『
に
っ
ぽ

三吉物語
およそ170年前の江戸末期、聖書翻訳に従事した
3人の日本人がいました。
今回は彼らの出身地である愛知県知多郡美浜町の町長として、
3人の壮大な物語を日本、そして世界へ伝えようと尽力されている
齋藤宏一氏にお話を伺いました。

特集 インタビュー　　聞き手：編集部

町おこしのため美浜町が制作したパンフレット

愛知県美浜町長

齋藤宏一
さいとう こういち

日本を動かした聖書の力

三吉物語

特集

（さんきちものがたり）
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ん
音
吉
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
in
知
多
美
浜
』
と
い
っ

て
、
美
浜
町
か
ら
発
信
す
る
イ
ベ
ン
ト
第
一
号
と
な

っ
た
も
の
で
す
。
音
吉
の
名
を
付
け
た
の
は
、
第
一

回
大
会
を
開
催
し
た
一
九
九
二
年
が
、
音
吉
の
漂
流

か
ら
ち
ょ
う
ど
一
六
〇
年
だ
っ
た
こ
と
、
ど
ち
ら
も

海
に
関
係
し
て
い
る
う
え
、
そ
の
過
酷
さ
な
ど
に
共

通
す
る
面
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
す
。

開
催
時
に
は
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
協
会
や
マ
ス
コ
ミ

が
外
に
向
け
て
情
報
発
信
し
て
く
れ
る
の
で
、
多
く

の
人
に
美
浜
町
や
音
吉
の
こ
と
を
覚
え
て
い
た
だ
け

る
い
い
機
会
に
な
っ
て
お
り
、
第
一
〇
回
を
迎
え
た

今
年
も
、
盛
大
に
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

一
方
、
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
は
『
音
楽
劇
│
に
っ
ぽ
ん

音
吉
物
語
』
と
い
っ
て
、
劇
団
シ
ア
タ
ー
ウ
ィ
ー
ク

エ
ン
ド
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
か
ら
、
音
吉
を
主
人
公

に
し
た
町
民
参
加
型
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
を
作
ら
な
い
か

と
い
う
話
が
き
た
の
が
き
っ
か
け
で
、
最
初
の
ト
ラ

イ
ア
ス
ロ
ン
大
会
開
催
の
翌
年
七
月
に
、
約
五
〇
名

の
町
民
が
参
加
し
て
第
一
回
公
演
を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
年
に
は
音
吉
ゆ
か
り
の
地
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
へ

の
視
察
が
あ
り
、
そ
の
際
に
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
を
や
り

た
い
と
働
き
か
け
た
と
こ
ろ
、
翌
年
に
第
一
回
『
草

の
根
国
際
交
流
』
と
し
て
初
の
海
外
公
演
が
実
現
し

ま
し
た
。
今
も
国
内
は
も
ち
ろ
ん
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、

ア
メ
リ
カ
な
ど
、
音
吉
と
か
か
わ
り
の
深
い
国
々
で

の
公
演
を
続
け
て
お
り
、
今
年
は
イ
ギ
リ
ス
で
も
上

演
し
ま
し
た
。

│
│
国
際
交
流
の
面
で
は
、
音
吉
た
ち
の
漂
着
地
に

住
む
ア
メ
リ
カ
先
住
民
の
マ
カ
族
と
も
交
流
を
続
け

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
聞
き
ま
し
た
が
…
…
。

え
え
。
マ
カ
族
と
は
主
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介

し
た
交
流
を
続
け
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
に
漂
着
し

た
音
吉
た
ち
を
保
護
し
て
く
れ
た
こ
と
に
感
謝
し
、

お
礼
を
す
る
た
め
に
訪
問
し
た
の
が
始
ま
り
で
す
。

こ
の
訪
問
の
際
に
は
、
宝
順
丸
が
持
ち
込
ん
だ
と
さ

れ
る
陶
器
の
破
片
を
資
料
館
に
見
に
行
っ
た
の
で
す

が
、
後
日
実
物
を
借
り
、
瀬
戸
陶
磁
資
料
館
で
鑑
定

し
た
と
こ
ろ
、
間
違
い
な
く
当
時
の
瀬
戸
物
だ
と
判

明
し
ま
し
た
。
記
録
で
も
マ
カ
族
の
も
と
に
漂
着
し

た
の
は
宝
順
丸
だ
け
と
あ
る
の
で
、
鑑
定
結
果
は
、

音
吉
た
ち
の
船
が
漂
着
し
た
の
は
フ
ラ
ッ
タ
リ
ー
岬

嘉永2年浦賀へ
来た通訳 音吉

約170年前、小野浦を出港した宝順丸は嵐に遭遇し、
1年余り漂流した後、アメリカ太平洋岸ケープ・アラヴ
ァに漂着した。この漂流生活で生き残ったのが『三吉』

と呼ばれる、岩吉、久吉、音吉である。彼らは先住民マ

カ族に保護された後、イギリス船で各地を巡った末に、

中国のマカオへとたどり着く。

このマカオで、ドイツ人宣教師カール・ギュツラフと

出会い、『ヨハネによる福音書』『ヨハネの手紙』の和訳

に協力したのである。

やがて三吉に帰国の途が開かれたが、乗船したモリソ

ン号は浦賀沖で、砲撃を受けてしまう。夢を断たれマカ

オに戻った三吉は、今度は身を挺して日本の漂流民を援

助し続けた。約20年の間に仲間は離れ離れになる中、
音吉はイギリス軍艦で二度日本を訪れ、通訳ジョン・オ

トソンとして日英交渉にも尽力した。その後、音吉はマ

レー人と結婚しシンガポールへ移住。日本初の遣欧使節

団が寄留した際にはその宿舎を訪ね、福沢諭吉に当時の

国際情勢を伝えている。1867年、「いつか自分の代わり
に日本へ帰るように」と息子に遺言し、音吉はその数奇

な人生の幕を下ろした。

●三吉物語概要●

ギュツラフ訳
『ヨハネによる福音書』

Story of "Sankichi" / Saito Koichi
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で
は
な
く
、
ケ
ー
プ
・
ア
ラ
ヴ
ァ
だ
っ
た
こ
と
を
確

実
視
で
き
る
貴
重
な
発
見
と
な
り
ま
し
た
。

│
│
と
こ
ろ
で
、
音
吉
た
ち
が
聖
書
の
翻
訳
に
従
事

し
た
こ
と
に
関
し
て
は
ど
う
思
わ
れ
て
い
ま
す
か
？

と
に
か
く
素
晴
ら
し
い
仕
事
を
さ
れ
た
と
思
っ
て

い
ま
す
。
音
吉
た
ち
は
マ
カ
オ
で
宣
教
師
ギ
ュ
ツ
ラ

フ
の
聖
書
和
訳
に
協
力
し
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
以

前
に
フ
ォ
ー
ト
・
バ
ン
ク
ー
バ
ー
の
学
校
で
英
語
を

勉
強
し
た
記
録
は
あ
る
も
の
の
、
彼
ら
の
使
う
日
本

語
は
方
言
だ
っ
た
は
ず
な
の
で
、
翻
訳
の
際
に
「
カ

シ
コ
イ
モ
ノ
ゴ
ザ
ル
」
と
発
想
で
き
た
こ
と
を
考
え

た
だ
け
で
も
感
服
し
ま
す
。
春
名
先
生
は
著
書
で
、

特
に
貢
献
し
た
の
は
岩
吉
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

私
は
貢
献
者
は
音
吉
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
新
聞
に
、

音
吉
が
ス
タ
ー
リ
ン
グ
艦
隊
と
共
に
日
本
へ
赴
い
た

際
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
通
訳
に
、
日
本
の
仏
教
、
儒
教
、

神
道
の
由
来
や
そ
の
発
達
の
経
緯
を
詳
細
に
説
明
し

た
と
い
う
記
事
が
載
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
小
説
家
の
吉
村
昭
さ
ん
か
ら
「
音
吉
た

ち
が
ロ
ー
マ
字
と
日
本
語
で
書
い
た
手
紙
が
イ
ギ
リ

ス
に
あ
る
が
、
す
べ
て
音
吉
の
筆
跡
」
と
伺
っ
た
こ

と
も
そ
う
で
す
。
こ
の
手
紙
は
後
日
、
私
も
見
ま
し

た
が
、
や
は
り
音
吉
の
筆
跡
の
よ
う
に
思
え
ま
し
た
。

こ
う
し
た
事
柄
か
ら
、
当
時
の
日
本
の
寺
子
屋
教
育

の
レ
ベ
ル
の
高
さ
や
、
音
吉
が
そ
こ
で
十
分
な
知
識

を
習
得
し
た
こ
と
が
推
察
で
き
ま
す
。

音
吉
は
三
人
の
中
で
い
ち
ば
ん
若
か
っ
た
の
で
、

適
応
性
が
最
も
高
か
っ
た
と
も
い
え
ま
す
が
、
さ
ま

ざ
ま
な
記
録
か
ら
も
、
能
力
的
に
優
れ
て
い
た
の
は

音
吉
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
の
で
す
。

│
│
二
十
一
世
紀
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
諸
外
国
の
人
々
と
付
き
合
っ
て
い

く
際
に
、
音
吉
か
ら
何
を
学
ぶ
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

私
は
、
国
際
交
流
を
進
め
る
中
で
大
事
な
の
は
、

ま
ず
自
国
と
そ
の
文
化
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
、

そ
し
て
日
本
人
と
し
て
の
誇
り
を
も
っ
て
諸
外
国
の

人
々
と
付
き
合
う
こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、

こ
う
し
た
点
か
ら
も
、
音
吉
の
姿
に
は
見
習
う
べ
き

と
こ
ろ
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

音
吉
は
外
国
で
も
堂
々
と
日
本
の
服
装
を
し
て
い

た
よ
う
だ
し
、
同
じ
く
漂
流
民
と
な
っ
た
日
本
人
を

ロンドン1835年

上海1845～61年�
1832年漂流�

シンガポール�
1862年～67年�

モリソン号の航海�
1837年� （イーグル号で�　　　　ロンドンへ）�

フラッタリー岬�
1834年漂着�

マカオ�
ハワイ�

（
イ
ー
グ
ル
号
で
ロ
ン
ド

ン
へ
）

（
ゼ
ネ
ラ
ル
・
パ
ー
マ

ー
号 でマ
カ
オ へ ） 東京�

名古屋�
大阪�

「日英草の根国際交流 Japan2001」におけるパフォーマンス

音吉漂流地図

愛知県�

小野浦�

知
床
半
島�
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預
か
り
、
手
を
尽
く
し
て
日
本
へ
帰
し
て
あ
げ
て
い

る
。
息
子
に
は
日
本
へ
行
き
な
さ
い
と
遺
言
ま
で
し

て
い
る
。
国
家
間
の
交
流
さ
え
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た

あ
の
時
代
に
、
外
国
に
住
む
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ

て
も
、
音
吉
は
最
後
ま
で
日
本
を
誇
り
に
思
っ
て
い

た
の
で
す
。
本
当
に
立
派
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

│
│
今
の
お
話
に
も
あ
っ
た
よ
う
な
音
吉
の
さ
ま
ざ

ま
な
働
き
は
、
聖
書
の
力
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
の
で
す
が
…
…
。

そ
う
で
す
ね
。
音
吉
は
早
い
時
期
に
ク
リ
ス
チ
ャ

ン
に
な
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
も
ち
ろ
ん
聖
書
の
影

響
を
受
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
音

吉
が
日
本
の
心
を
持
ち
続
け
て
い
た
こ
と
も
忘
れ
ら

れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
音
吉
の
働
き
は
、
聖
書
の
力
と

同
胞
愛
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う

の
で
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
日
本
に
見
切
ら
れ
た

人
間
が
、
あ
れ
ほ
ど
ま
で
日
本
に
情
け
を
か
け
ら
れ

る
わ
け
が
な
い
で
す
か
ら
。

音
吉
は
、
福
沢
諭
吉
ら
の
遣
欧
使
節
団
が
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
に
寄
留
し
た
際
、
わ
ざ
わ
ざ
訪
ね
て
行
き
、

ア
ヘ
ン
戦
争
の
経
過
や
太
平
天
国
の
乱
を
は
じ
め
、

彼
が
知
り
え
て
い
た
当
時
の
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
伝
え

て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
聖
書
の
力
に
支
え
ら
れ
日
本

を
思
い
続
け
た
音
吉
だ
か
ら
こ
そ
で
き
た
日
本
へ
の

警
鐘
で
は
な
い
か
と
、
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

│
│
最
後
に
今
後
の
展
望
と
し
て
、
音
吉
に
か
か
わ

る
取
り
組
み
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

ま
ず
は
息
の
長
い
国
際
交
流
と
し
て
、
ホ
ー
ム
ス

テ
イ
の
受
け
入
れ
態
勢
を
強
化
す
る
こ
と
。
す
で
に

イ
ギ
リ
ス
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
な
ど
か
ら
子
ど
も
た
ち

を
受
け
入
れ
て
い
る
し
、
今
後
は
こ
ち
ら
か
ら
も
子

ど
も
た
ち
を
ど
ん
ど
ん
行
か
せ
た
い
。
マ
カ
族
か
ら

も
、
来
年
は
ま
た
学
生
を
送
り
た
い
と
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
届
い
て
い
ま
す
。
新
国
際
空
港
も
じ
き
に
開
港

す
る
の
で
、
空
港
に
い
ち
ば
ん
近
い
町
、
世
界
の
人

た
ち
を
受
け
入
れ
る
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
宣
言
の
町
と
し

て
の
体
制
を
整
え
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
に
は
、
音
吉
の
終
焉
の
地
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
の
日
本
人
墓
地
に
記
念
碑
を
建
て
る
計
画
も
進
め

て
い
ま
す
し
、
歴
史
教
科
書
に
音
吉
た
ち
の
功
績
を

記
載
す
る
た
め
の
働
き
か
け
も
続
け
て
い
ま
す
。
今

年
の
新
し
い
歴
史
教
科
書
の
中
に
は
、
内
海
や
小
野

浦
を
基
点
と
す
る
江
戸
時
代
の
千
石
船
・
内
海
船
の

こ
と
や
、
モ
リ
ソ
ン
号
事
件
と
乗
船
者
の
中
に
七
人

の
日
本
人
漂
流
民
が
い
た
こ
と
を
記
述
し
た
も
の
も

あ
る
の
で
、
音
吉
の
こ
と
が
載
る
の
も
あ
と
一
歩
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
長
期
の
展
望
と
し
て
、
世
界
の
漂
流
記
念

館
的
な
施
設
の
建
設
プ
ラ
ン
も
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ

も
息
の
長
い
仕
事
で
す
が
、
地
道
に
仲
間
を
増
や
し

実
現
さ
せ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

│
│
本
日
は
た
い
へ
ん
興
味
深
い
お
話
を
お
聞
か
せ

い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

★美浜町役場

TEL:0569-82-1111（代）
http://www.town.mihama.aichi.jp/

『百姓の見たソ連 三訂版』
齋藤宏一
発行：日本農業経営者連盟

定価：2,000円（税込み）

昭和56年、日本農業経営者
連盟の訪ソチームが、ソ連

（現ロシア）の食糧生産の実

態を調査した際の調査結果や

提言をまとめた報告書。齋藤

宏一美浜町長が、同連盟の事

務局長時代に執筆したもの

で、当時のソ連の様子が鋭くまた温かい視線で描か

れており、外国旅行記としても興味深く読める一冊。

お求めについては愛知県知多郡美浜町役場へ。

『にっぽん音吉漂流記』
春名 徹
発行：晶文社

定価：1,301円＋税

約170年前、中国のマカオ
で、ドイツ人宣教師と共に聖

書の翻訳に従事した三人の日

本人。その一人、山本乙吉

（音吉）の生涯の軌跡が、膨

大な史料に基づいて忠実に描

かれた珠玉の一冊。第11回大
宅壮一ノンフィクション賞受

賞作。お求めは全国の書店へ。
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『
に
っ
ぽ
ん
音
吉
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン

in
知
多
美
浜
』
は
、
同
町
出
身
の
船

乗
り
音
吉
た
ち
が
太
平
洋
上
を
漂
流
し

て
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
一
六
〇
年
目
に
あ

た
る
一
九
九
二
年
か
ら
始
ま
り
ま
し

た
。「
に
っ
ぽ
ん
音
吉
」
と
冠
し
た
の

は
、
ア
メ
リ
カ
漂
着
後
の
音
吉
の
功
績

の
数
々
を
、
よ
り
多
く
の
人
々
に
伝
え

た
い
と
い
う
思
い
か
ら
だ
そ
う
で
す
。

第
一
〇
回
を
迎
え
た
同
大
会
は
、
今

や
国
内
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
選
手
も
多
数

参
加
す
る
実
力
派
ぞ
ろ
い
の
大
会
と
な

『
名
古
屋
聖
書
普
及
講
演
会
』
は
、

愛
知
県
知
多
郡
美
浜
町
に
お
い
て
、
第

四
〇
回
『
聖
書
和
訳
頌
徳
碑
記
念
式
典
』

が
行
わ
れ
た
翌
日
、
一
〇
月
十
二
日
に

開
か
れ
ま
し
た
。

『
に
っ
ぽ
ん
音
吉
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
in
知
多
美
浜
』

第
一
〇
回
大
会
開
催

八
月
一
九
日
、
愛
知
県
美
浜
町
で
夏
恒
例
の
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
大
会
が
盛
大
に

行
わ
れ
、
日
本
聖
書
協
会
か
ら
も
優
勝
者
に
「
ビ
ブ
ロ
ス
賞
」
を
贈
り
ま
し
た
。

名古屋聖書普及講演会の
ご報告とご案内
日本聖書協会では聖書普及活動の広報の

一環として、聖書普及講演会を開催して

います。今回は山内一郎関西学院長を迎

えて行われた『名古屋聖書普及講演会』

を中心にお伝えします。

ゴールする選手

り
、
今
年
は
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
男
女

四
六
一
名
が
出
場
。
台
風
の
影
響
が
心

配
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
絶
好
の
ト
ラ

イ
ア
ス
ロ
ン
日
和
と
な
り
、
水
泳
、
自

転
車
、
長
距
離
走
の
計
五
一
・
五
㎞
の

コ
ー
ス
を
舞
台
に
、
鉄
人
た
ち
の
熱
い

戦
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
大
勢
の
人
た

ち
が
声
援
を
送
っ
て
い
ま
し
た
。

四
時
間
の
制
限
時
間
内
に
ゴ
ー
ル
し

た
の
は
四
五
一
名
。
男
子
は
ケ
ガ
を
押

し
て
出
場
し
た
山
本
淳
一
選
手
（
二
七

歳
／
総
合
記
録
二
時
間
一
分
〇
九
秒
）

が
優
勝
。
ま
た
女
子
は
中
川
絵
理
選
手

（
二
〇
歳
／
同
二
時
間
九
分
三
一
秒
）

が
、
昨
年
に
続
い
て
の
大
会
二
連
覇
を

果
た
し
ま
し
た
。

日
本
聖
書
協
会
で
は
第
一
〇
回
の
今

回
よ
り
賞
を
贈
呈
す
る
こ
と
と
な
り
、

渡
部
信
総
主
事
よ
り
優
勝
者
に
、
ギ
ュ

ツ
ラ
フ
の
聖
書
和
訳
に
協
力
し
た
三
吉

に
ち
な
ん
で
作
ら
れ
た
聖
書
の
賞
「
ビ

ブ
ロ
ス
賞
」
が
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。

＊

大
勢
の
方
に
お
集
ま
り
い
た
だ
い
た

中
、
渡
部
信
総
主
事
の
挨
拶
、
開
会
礼

拝
（
名
古
屋
キ
リ
ス
ト
教
協
議
会
議

長
・
池
田
巍
義
牧
師
）
に
続
い
て
、

「
聖
書
が
今
、
語
り
か
け
る
も
の
」
と

題
し
て
、
関
西
学
院
長
の
山
内
一
郎
氏

の
講
演
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
不
安
に

満
ち
た
時
代
に
、
聖
書
の
喜
び
に
あ
ふ

れ
つ
つ
い
か
に
生
く
べ
き
か
を
、
J
・

ウ
ェ
ス
レ
ー
や
学
院
創
立
者
ラ
ン
バ
ス

の
言
動
を
引
い
て
、
熱
く
訴
え
る
同
氏

の
お
話
に
、
参
加
し
た
皆
さ
ん
は
、
真

剣
に
耳
を
傾
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

●
ご
案
内

聖
書
普
及
講
演
会
は
、
キ
リ
ス
ト
教

に
造
詣
の
深
い
方
々
を
講
師
に
お
迎
え

し
て
、
聖
書
を
通
し
た
ご
教
示
を
い
た

だ
く
と
と
も
に
、
聖
書
の
果
た
す
べ
き

役
割
や
、
キ
リ
ス
ト
教
会
と
聖
書
普
及

活
動
に
期
待
さ
れ
る
課
題
な
ど
に
つ
い

て
活
発
な
意
見
交
換
を
し
な
が
ら
、
参

加
者
の
皆
様
の
交
流
を
深
め
て
い
た
だ

く
場
と
し
て
開
い
て
い
ま
す
。

来
年
も
大
阪
、
東
京
、
名
古
屋
ほ
か

各
地
で
開
催
す
る
予
定
で
す
。
参
加
費

無
料
。
ど
な
た
で
も
ご
参
加
い
た
だ
け

る
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
集
い
で
す
の
で
、

ご
関
心
を
持
た
れ
た
方
は
、
お
気
軽
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

＊
「
ビ
ブ
ロ
ス
」
と
は
フ
ェ
ニ
キ
ア
語
の
、
書

物
を
意
味
す
る
言
葉
で
、
英
語
の
「
バ
イ

ブ
ル
」
は
こ
の
言
葉
に
由
来
し
て
い
ま
す
。

講演会のようす



7 JBS Information / From  General Secretary

BS NEWS

今年の4月にレバノン聖書協会で会

議がありベイルートに出かけました。

レバノンは10年前まで、イスラム教徒

とキリスト教徒とが反目し合い内戦状

態が長い間続きましたが、今では双方

和解し、市内の日常生活は正常化され

ておりました。そして町の建物のあち

こちに今でもそのときの銃弾の跡を見

ることができます。今、レバノンへは

パスポートにイスラエルの入国記録が

あると入国できませんが、ここにユダ

ヤ人との対立がいまだに見られます。

レバノンといえば聖書に出てくるレ

バノン杉がすぐ思い出されるでしょう。

その樹齢はなんと千年以上もあり、今

は乱伐採で一部の地域しか残っていな

いということです。ちなみにレバノン

の国旗にはこのレバノン杉が描かれて

おります。

さて、首都ベイルートの北30kmぐ
らいのところに「ビブロス」という町

があるのですが、この町の名前こそバ

イブルの語源となった言葉です。昔、

フェニキア人が最初にアルファベット

をこの付近で考案し使い始め、これが

英語のバイブルという言葉になりまし

た。いかに古い歴史を持った国なのか

とただ驚くばかりであります。レバノ

ン南方へ出かけてイスラエルをのぞく

と、ちょうどその先がガリラヤ湖とな

り、レバノンからイスラエルへはパス

ポートを見せれば簡単に入国できるそ

うです。その国境線には国連軍の警備

兵が警護しておりますが、対イスラエ

ルとの紛争はほとんどなくなった現

在、イスラエルの方が胸襟を開いて待

っているという感じです。つまりイス

ラエルにはレバノンの入国記録があっ

てもOKということです。

このレバノンのベイルートの地に聖

書協会が置かれているその存在意義は

大きく、話によりますとイスラム諸国

に頒布するアラビア語聖書のほとんど

がここで製作・出版されているという

ことです。このように世界の政治、歴

史、地理、宗教の違いや対立をくぐり

ぬけながらも、すべての人々に神のみ

言葉である聖書を届ける努力が、今も

こうしてこの地でもなされていること

に、神様の御手を感じざるを得ません

でした。

渡部 信
日本聖書協会総主事

平和をめざして
レバノンの聖書頒布

Eメール

わたべ　まこと

日本での聖書普及活動は1875年に始まり、2000

年には事業開始125年を迎えた。

本書『日本聖書協会125年史』には、戦前・戦後

の聖書普及活動の史実が豊富な写真と共に詳細に記

されている。日本における聖書翻訳の経緯を聖書協

会の観点から見ることのできる格好の1冊！

日本聖書協会では、毎朝、職員の有志で聖書全巻

通読を行っています。始業前の朝8時30分から20

分間で、1日2～3章と少しずつしか進みませんが、

みんな朝の爽やかな空気の中で神様のみ言葉に元気

づけられるひと時を持っています。今年8月末、聖

書66巻を1年と5カ月かけて読み通しました（2000

年4月3日～2001年8月29日）。今度は「旧約続編つ

き」に挑戦と今、再通読中です。皆様のご家庭や職

場、学校などでも始めてみませんか。

朝の聖書通読やってます！

聖書協会のルーツを辿る

『日本聖書協会125年史』

●サイズ/頁数
A5判
160ページ

●頒布価格
1,000円
(税込/＋送料390円)

●仕様
ハードカバー
ケース入り

平和をめざして
レバノンの聖書頒布

聖書協会会議室にて
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に
言
え
ば
、
二
十
一
世
紀
に
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら

な
い
課
題
の
一
つ
は
、
全
世
界
化
（
グ
ロ
ー
バ
ラ

イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
）
と
地
域
個
別
化
（
リ
ー
ジ
ョ
ナ

ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
）
の
関
係
、
哲
学
（
史
）
的
に

言
え
ば
「
普
遍
と
個
」
の
問
題
で
あ
る
。
キ
リ
ス

ト
教
に
即
し
て
言
い
換
え
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
の
福

音
の
唯
一
性
・
普
遍
性
と
そ
の
宣
教
の
「
文
脈
化
」

と
の
関
係
が
我
々
に
と
っ
て
最
重
要
課
題
の
一
つ

と
な
る
。

キ
リ
ス
ト
教
は
二
十
世
紀
間
に
、
パ
レ
ス
チ
ナ

に
発
祥
し
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
世
界
に
入
り
、

そ
こ
か
ら
北
上
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
を
形
成
し
、

海
を
渡
っ
て
ア
メ
リ
カ
大
陸
、
お
よ
び
ア
ジ
ア
・

ア
フ
リ
カ
大
陸
に
入
っ
て
い
っ
た
。
福
音
の
世
界

宣
教
は
西
欧
諸
教
会
・
宣
教
団
に
負
う
と
こ
ろ
大

で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
反
面
、
そ
の
過
程
で
福

音
宣
教
と
欧
米
文
化
化
と
が
軌
を
一
に
し
、
西
欧

諸
国
に
よ
る
非
西
欧
諸
国
の
植
民
地
化
も
ま
た
進

ん
で
い
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
し

二
十
一
世
紀
の
最
初
の
年
も
や
が
て
終
わ
ろ
う

と
し
て
い
る
が
、
こ
の
新
世
紀
が
ど
う
い
う
時
代

に
な
る
の
か
、
日
本
社
会
が
ど
う
い
う
方
向
に
進

む
の
か
、
見
当
が
つ
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

我
々
が
こ
こ
で
い
か
に
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
生
き
、

教
会
形
成
と
福
音
宣
教
を
な
す
べ
き
か
、
予
測
で

き
な
い
と
い
う
の
が
主
観
的
に
は
正
直
な
と
こ
ろ

で
あ
る
。
し
か
し
、
世
界
大
の
視
点
か
ら
要
約
的

か
し
、
第
二
次
大
戦
後
の
一
世
代
ほ
ど
の
間
に
ア

ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
は
独
立
し
、
第
三
世
界
の

宗
教
と
文
化
へ
の
新
た
な
評
価
・
尊
敬
が
生
ま
れ
、

そ
れ
と
裏
腹
に
キ
リ
ス
ト
教
宗
教
が
相
対
化
さ
れ

て
い
っ
た
。

こ
う
し
た
中
で
福
音
宣
教
の
「
文
脈
化
」（
文
化

適
合
）
が
西
欧
・
北
米
教
会
と
神
学
者
に
よ
っ
て

叫
ば
れ
、
第
三
世
界
の
教
会
と
神
学
者
も
ま
た
こ

れ
に
呼
応
し
た
わ
け
で
あ
る
。
文
脈
化
は
か
つ
て

キ
リ
ス
ト
教
の
「
土
着
化
」
や
「
順
応
」
の
企
図

の
背
後
に
あ
っ
た
思
想
（
欧
米
中
心
的
文
明
史
観
）

へ
の
批
判
・
反
動
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
。
唯

一
、
普
遍
的
な
福
音
を
、
こ
の
日
本
と
い
う
特
定

脈
絡
に
―
長
い
歴
史
の
中
で
は
ぐ
く
ま
れ
て
き
た

宗
教
的
文
化
的
脈
絡
に
―
ど
の
よ
う
に
受
肉
さ
せ

ら
れ
る
か
が
、
我
々
の
恒
久
的
か
つ
緊
急
の
課
題

で
あ
る
。

今
後
必
要
な
こ
と
は
無
数
に
あ
ろ
う
が
、
一
つ

に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
伝
播
の
歴
史
と
、
そ
れ
が
定

着
し
た
社
会
の
変
遷
の
歴
史
と
を
知
る
こ
と
が
急

務
で
あ
る
。
た
だ
教
会
史
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

キ
リ
ス
ト
教
伝
播
史
、
そ
の
観
点
か
ら
み
た
諸

国
・
諸
地
域
の
（
広
義
の
）
社
会
的
変
化
の
歴
史

の
研
究
で
あ
る
。
こ
れ
は
特
に
、
教
義
形
成
過
程

と
そ
の
経
緯
を
知
る
う
え
で
、
し
た
が
っ
て
逆
に
、

教
義
・
信
条
の
歴
史
的
制
約
を
わ
き
ま
え
る
た
め

21世紀の教会と
神学のために
宣教的関心から

市川康則

神戸改革派神学校教授

いちかわ やすのり

21 世　紀　と　聖　書
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る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
は
優
れ
て
「
言
葉
」
の
宗
教
と
い

わ
れ
る
が
、
教
会
が
二
十
一
世
紀
に
日
本
で
生
き

残
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
一
に
神
の
言
葉
を
自

ら
聞
き
、
そ
し
て
そ
れ
を
語
り
続
け
る
以
外
に
は

な
い
。
世
界
大
の
教
会
史
を
振
り
返
れ
ば
、
個
々

の
教
会
・
教
派
の
消
長
を
内
包
し
つ
つ
、
キ
リ
ス

ト
の
一
つ
の
体
な
る
教
会
は
今
に
至
る
ま
で
厳
然

と
存
在
し
て
い
る
（
歴
史
の
中
に
現
わ
れ
、
消
え

て
い
っ
た
個
々
の
教
会
は
、
そ
の
時
々
に
こ
の
一

つ
の
普
遍
教
会
の
存
立
に
貢
献
し
て
き
た
の
で
あ

る
）。
使
徒
言
行
録
は
、
言
わ
ば
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン

デ
ィ
ン
グ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
優
れ
て
聖
霊
言
行

録
、
し
た
が
っ
て
世
の
終
わ
り
ま
で
続
く
「
教
会

（
信
徒
）
言
行
録
」
で
も
あ
る
。
我
々
も
こ
れ
に

「
書
き
込
み
」
を
し
、
ペ
ー
ジ
を
重
ね
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。
世
界
の
諸
教
会
は
、
最
初
の
異
邦
人
教

会
、
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
教
会
の
歴
史
的
自
己
増
殖

過
程
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
自
己
増
殖
的
自
己

形
成
は
恒
久
的
な
エ
ル
サ
レ
ム
母
教
会
に
、
す
な

わ
ち
そ
れ
が
象
徴
す
る
使
徒
的
証
言
に
基
礎
づ
け

ら
れ
て
い
る
。
日
本
の
教
会
も
世
々
の
教
会
と
共

に
、
使
徒
的
証
言
に
基
礎
づ
け
ら
れ
、
使
徒
的
信

仰
（
教
理
）
・
使
徒
的
務
め
（
礼
拝
と
宣
教
）
・

使
徒
的
組
織
（
聖
書
的
長
老
統
治
）
を
発
展
的
に

継
承
す
る
こ
と
を
通
し
て
の
み
存
続
し
う
る
の
で

あ
る
。

に
、
し
か
し
同
時
に
、
歴
史
的
継
承
と
変
遷
の
中

に
あ
る
一
定
の
連
続
性
・
共
通
性
を
、
そ
の
限
り

で
の
普
遍
性
を
洞
察
す
る
た
め
に
不
可
欠
的
な
作

業
で
あ
る
。

我
々
は
ま
た
、
特
に
日
本
の
古
来
の
宗
教
諸
伝

統
と
そ
れ
ら
が
社
会
で
果
た
し
た
役
割
と
を
よ
く

研
究
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
在
の
日
本
を

歴
史
的
に
知
る
た
め
で
あ
る
。
例
え
ば
、
古
代
社

会
の
支
配
的
な
宗
教
的
、
政
治
的
思
想
と
そ
の
変

遷
を
知
る
こ
と
に
よ
り
、
現
在
の
日
本
社
会
の
そ

れ
が
ど
れ
ほ
ど
過
去
か
ら
遠
い
か
、
あ
る
い
は
そ

れ
に
近
い
か
を
正
し
く
理
解
し
う
る
。
こ
の
点
の

的
確
な
認
識
を
得
て
こ
そ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
有
効

な
対
峙
や
、
教
会
形
成
に
お
け
る
日
本
的
特
徴
の

活
用
も
可
能
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
る
地
域
社
会
へ

の
貢
献
の
道
も
開
け
よ
う
。

し
か
し
、
我
々
は
同
時
に
、
福
音
宣
教
の
文
脈

化
の
議
論
が
キ
リ
ス
ト
教
世
界
（
Ｗ
Ｃ
Ｃ
「
第
三

次
神
学
教
育
基
金
任
務
綱
領
」
お
よ
び
使
徒
的
勧

告
「
カ
テ
ケ
シ
・
ト
ラ
デ
ン
ダ
エ
」）
か
ら
出
て
き

た
こ
と
を
常
に
覚
え
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
近
代

宣
教
の
弊
害
に
対
す
る
欧
米
教
会
と
神
学
者
・
宣

教
者
の
真
摯
な
自
己
反
省
、
お
よ
び
第
三
世
界
の

教
会
に
対
す
る
福
音
宣
教
の
真
の
貢
献
の
願
い
が
、

文
脈
化
論
の
大
き
な
動
機
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
反
省
と
真
の
貢
献
の
願
い
は
実
に
福
音
的
で
あ

り
、
福
音
に
与
っ
て
い
る
こ
と
の
実
り
で
さ
え
あ

ろ
う
。
か
か
る
背
景
や
意
図
に
つ
い
て
の
自
覚
の

な
い
文
脈
化
論
は
、
欧
米
中
心
的
世
界
観
・
歴
史

観
に
基
づ
く
宣
教
理
解
と
方
策
へ
の
単
な
る
反
動

と
な
り
、
そ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
伝
達
は
福
音

の
「
宣
教
」（
証
言
、
告
知
）
で
は
な
く
、
福
音
の

妥
協
、
既
存
諸
思
想
と
の
習
合
、
日
本
的
文
脈
へ

の
解
消
と
堕
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
一
時
的
に

人
々
に
歓
迎
さ
れ
、
社
会
に
浸
透
、
定
着
す
る
か

も
知
れ
な
い
が
、
結
果
的
に
は
日
本
的
宗
教
に
絡

め
取
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

我
々
は
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
一
定
の
世

界
観
（
政
治
・
学
問
・
歴
史
等
々
を
含
む
ト
ー
タ

ル
な
見
方
）
と
し
て
受
け
取
る
思
考
と
生
活
の
訓

練
を
自
ら
に
課
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
キ
リ

ス
ト
教
を
個
人
の
内
面
の
次
元
に
と
ど
め
ず
、
復

活
の
キ
リ
ス
ト
が
“
天
下
国
家
”
の
事
柄
に
も
か

か
わ
ら
れ
る
こ
と
を
大
胆
に
証
言
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
戦
前
、
こ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
た
め
に
も
キ
リ
ス
ト
教
が
欧
米
社
会
で

い
か
に
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
か
を
考
察
す
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医
療
法
人
聖
愛
会
松
山
ベ
テ
ル
病
院
は
、
1
9
8
2
年
４
月
開
設
以
来
、
キ
リ
ス
ト
教
を
土
台
に
し
て
そ
の
運
営
が
な

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
全
室
個
室
20
床
の
ホ
ス
ピ
ス
病
棟
は
、
昨
年
４
月
に
ス
タ
ー
ト
い
た
し
ま
し
た
。
ホ
ス
ピ
ス
と
は
、

主
に
末
期
の
悪
性
腫
瘍
（
ガ
ン
）
な
ど
の
患
者
さ
ん
が
、
残
さ
れ
た
貴
重
な
時
間
を
、
肉
体
的
・
精
神
的
・
社
会
的
・
霊

的
な
苦
痛
を
緩
和
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
ら
し
く
生
き
抜
い
て
い
た
だ
く
た
め
の
営
み
で
す
。
ホ
ス
ピ
ス
・
ケ
ア

は
、
チ
ー
ム
・
ケ
ア
が
原
則
で
、
医
師
、
看
護
婦
、
そ
の
他
の
職
種
の
専
門
家
が
協
力
し
て
患
者
さ
ん
と
ご
家
族
を
支
援

し
ま
す
。

病
棟
が
ス
タ
ー
ト
し
て
か
ら
こ
の
間
、
私
た
ち
は
た
く
さ
ん
の
患
者
さ
ん
を
天
に
送
り
ま
し
た
。
患
者
さ
ん
を
囲
ん
で

ご
家
族
や
ス
タ
ッ
フ
と
病
室
で
、
あ
る
と
き
は
チ
ャ
ペ
ル
で
聖
書
を
読
み
、
讃
美
歌
を
唱
い
、
祈
り
を
も
っ
て
お
送
り
し

て
い
ま
す
。

べ
テ
ル
病
院
に
入
院
し
て
初
め
て
、
キ
リ
ス
ト
の
福
音
に
接
す
る
患
者
さ
ん
に
チ
ャ
プ
レ
ン
と
し
て
適
切
に
神
の
言
葉

で
あ
る
聖
書
を
伝
え
る
た
め
に
試
行
錯
誤
の
毎
日
で
す
。
死
に
ゆ
く
患
者
さ
ん
の
心
の
叫
び
や
魂
の
痛
み
に
、
ど
の
よ
う

に
応
え
た
ら
よ
い
の
か
、
聖
書
の
言
葉
を
ど
の
よ
う
に
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
か
が
、
い
つ
も
私
に
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

す
べ
て
の
患
者
さ
ん
が
、
キ
リ
ス
ト
教
や
聖
書
の
言
葉
に
関
心
を
持
つ
と
は
限
り
ま
せ
ん
が
、
最
終
的
に
死
に
向
き
合
う

過
程
で
力
に
な
る
の
は
、
生
き
た
神
の
言
葉
で
あ
る
と
実
感
さ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
何
気
な
い
会
話
の
中
か
ら
、
キ
リ
ス

ト
教
と
の
接
点
を
見
い
だ
し
、
求
め
る
心
を
持
つ
方
も
お
ら
れ
ま
す
。
ひ
と
り
ひ
と
り
の
霊
的
ニ
ー
ド
が
異
な
る
の
で
困

難
を
覚
え
ま
す
。
自
分
の
無
力
を
い
つ
も
感
じ
ま
す
が
、
た
く
さ
ん
の
方
に
助
け
ら
れ
、
聖
書
の
言
葉
に
支
え
ら
れ
て

日
々
、
歩
ん
で
い
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

毎
週
２
回
、
火
曜
日
の
朝
と
日
曜
日
の
夕
方
の
礼
拝
が
、
市
内
の
超
教
派
の
牧
師
の
協
力
に
よ
っ
て
チ
ャ
ペ
ル
で
守
ら

れ
て
い
ま
す
。
月
に
２
回
第
２
、
第
４
木
曜
日
の
ベ
テ
ル
祈
祷
会
に
は
、
患
者
さ
ん
と
そ
の
ご
家
族
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、

ス
タ
ッ
フ
で
輪
に
な
っ
て
祈
り
を
合
わ
せ
て
い
ま
す
。

あ
る
60
代
の
男
性
の
患
者
さ
ん
は
、
礼
拝
や
祈
祷
会
に
出
席
す
る
う
ち
に
、
キ
リ
ス
ト
教
は
未
来
を
語
る
か
ら
、
心
の

よ
り
ど
こ
ろ
に
な
る
と
語
り
ま
し
た
。
チ
ャ
ペ
ル
で
共
に
祈
る
と
き
、
神
が
傍
ら
に
い
て
、
励
ま
し
と
慰
め
を
与
え
て
く

エ
ッ
セ
ー

神
の
家
に
ふ
さ
わ
し
く
あ
る
よ
う
に
宇
佐
美
節
子

松山ベテル病院で患者さんと過ごす楽しいクリスマス
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だ
さ
る
こ
と
を
実
感
し
た
も
の
で
し
た
。
亡
く
な
る
２
日
前
に
も
苦
し
い
息
の
中
、
礼
拝
に
出
席
さ
れ
た
お
姿
を
忘
れ
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
神
の
言
葉
が
生
き
て
働
く
こ
と
を
深
く
思
わ
さ
れ
た
こ
と
で
し
た
。

70
代
の
女
性
の
あ
る
患
者
さ
ん
は
、
若
い
日
に
、
東
京
の
教
会
で
聖
書
研
究
会
に
出
席
し
た
経
験
の
あ
る
方
で
し
た
。

何
度
か
こ
の
患
者
さ
ん
を
訪
問
し
て
く
だ
さ
っ
た
Ｎ
牧
師
が
、
こ
の
女
性
の
亡
く
な
る
そ
の
日
に
、
聖
書
を
開
い
て
祈
っ

た
と
き
、
牧
師
の
後
に
続
い
て
聖
書
の
み
言
葉
を
か
細
い
け
れ
ど
も
し
っ
か
り
し
た
声
で
復
唱
さ
れ
ま
し
た
。「
安
心
し

な
さ
い
。
わ
た
し
だ
。
恐
れ
る
こ
と
は
な
い
。」（
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
一
四
・
二
七
）。
私
は
、
こ
の
と
き
ほ
ど
聖
書
の

言
葉
が
力
強
く
迫
っ
て
き
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
さ
ら
に
、
昨
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
ま
で
に
お
二
人
の
患
者
さ
ん

が
洗
礼
の
恵
み
に
与
っ
た
こ
と
も
感
謝
で
し
た
。

今
年
、
満
百
歳
を
お
迎
え
に
な
ら
れ
た
患
者
さ
ん
が
、
ホ
ス
ピ
ス
病
棟
で
療
養
を
続
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
俳
句
を
た
し

な
む
こ
の
方
か
ら
、
人
生
の
先
輩
と
し
て
の
生
き
る
知
恵
や
こ
れ
ま
で
の
歩
み
を
語
っ
て
い
た
だ
く
と
、
だ
れ
も
が
こ
の

よ
う
に
年
齢
を
重
ね
た
い
と
思
わ
さ
れ
ま
す
。

た
と
え
、
信
仰
は
異
な
っ
て
も
患
者
さ
ん
を
訪
問
す
る
と
き
、
私
は
祈
る
思
い
で
お
話
を
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の

こ
れ
ま
で
生
き
て
き
た
背
景
や
価
値
観
の
違
い
を
、
語
り
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
、
こ
ち
ら
が
励
ま
さ
れ
る
こ
と

も
度
々
で
す
。
そ
の
と
き
、
お
ひ
と
り
お
ひ
と
り
の
人
生
が
神
に
よ
っ
て
、
か
け
が
え
の
な
い
も
の
と
し
て
祝
福
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
ま
す
。

す
べ
て
の
患
者
さ
ん
に
と
っ
て
、
ホ
ス
ピ
ス
の
環
境
が
快
適
で
あ
る
よ
う
に
、
医
療
ス
タ
ッ
フ
は
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を

凝
ら
し
ま
す
。
毎
日
の
よ
う
に
、
ケ
ー
ス
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
し
て
よ
り
適
切
な
ケ
ア
が
で
き
る
よ
う
に
努
力
を
惜
し
み

ま
せ
ん
。
患
者
さ
ん
の
声
に
応
え
て
、
ト
イ
レ
の
便
器
に
ス
ポ
ン
ジ
の
マ
ッ
ト
を
巻
い
て
柔
ら
か
く
し
た
り
、
患
者
さ
ん

や
ご
家
族
、
ス
タ
ッ
フ
と
の
写
真
を
レ
イ
ア
ウ
ト
し
て
お
部
屋
に
飾
っ
た
り
と
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
発
揮
し
て
い
ま
す
。

患
者
さ
ん
の
お
誕
生
日
に
は
、
手
作
り
の
カ
ー
ド
に
お
祝
い
の
言
葉
を
添
え
て
皆
で
祝
い
ま
す
。

ホ
ス
ピ
ス
病
棟
で
は
、
患
者
さ
ん
の
生
活
の
質
を
高
め
る
た
め
に
、
音
楽
療
法
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
定
期
的
に
行

い
ま
す
。
４
月
の
お
花
見
に
始
ま
り
、
節
句
、
七
夕
、
夏
祭
り
、
お
月
見
、
秋
祭
り
、
ク
リ
ス
マ
ス
、
お
正
月
、
雛
祭
り

と
季
節
感
を
大
事
に
し
な
が
ら
、
皆
で
楽
し
み
ま
す
。
積
極
的
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
こ
の
活
動
に
参
加
し
て
支
え
る

人
た
ち
が
あ
っ
て
こ
そ
、
こ
の
働
き
が
継
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
私
た
ち
は
、
感
謝
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
た
く
さ
ん
の

教
会
の
祈
り
の
ご
支
援
が
あ
る
こ
と
も
私
た
ち
を
励
ま
し
て
い
ま
す
。

松
山
ベ
テ
ル
病
院
が
神
の
家
に
ふ
さ
わ
し
く
、
訪
れ
る
方
の
憩
い
の
場
に
な
る
よ
う
に
、
主
の
平
安
に
満
た
さ
れ
、
慰

め
が
満
ち
あ
ふ
れ
る
病
院
と
な
る
よ
う
に
願
っ
て
い
ま
す
。

宇佐美節子（うさみ　せつこ）
医療法人 聖愛会 松山ベテル病院　チャプレン
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新
世
紀
に
か
け
る
希
望
│
│
│
│

内
村
鑑
三
と
聖
書

鈴
木
範
久

立
教
大
学
教
授

す
ず
き

の
り
ひ
さ

日
本
人
の
中
で
、
も
っ
と
も
「
聖
書
の
人
」
に

ふ
さ
わ
し
い
人
物
を
あ
げ
る
と
し
た
ら
、
私
は
た

め
ら
わ
ず
内
村
鑑
三
を
あ
げ
る
。
聖
書
研
究
会
の

開
催
と
『
聖
書
之
研
究
』
の
刊
行
を
一
生
の
仕
事

と
し
て
、
量
的
の
み
な
ら
ず
質
的
に
も
広
く
深
い

影
響
を
日
本
人
に
与
え
た
人
物
は
、
ほ
か
に
な
い
。

内
村
以
前
、
西
洋
人
に
よ
り
聖
書
は
無
料
で
教

え
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
内
村
は
、

日
本
で
初
め
て
金
銭
を
取
っ
て
聖
書
を
教
え
る
こ

と
を
始
め
た
。
内
村
自
身
、
そ
れ
に
自
信
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
つ
い
に
毎
週
開
か
れ
る
聖
書
研

究
会
は
、
会
費
の
徴
収
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

広
い
会
場
は
聴
衆
で
満
ち
あ
ふ
れ
た
。

『
聖
書
之
研
究
』
も
同
じ
で
あ
る
。
そ
ん
な
雑

誌
の
刊
行
で
採
算
が
と
れ
る
と
は
、
だ
れ
も
信
じ

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
あ
る
牧
師
は
語
っ
て
い
る
。

牧
師
た
ち
の
研
修
会
を
開
催
し
た
と
こ
ろ
、
休
憩

に
な
る
と
思
い
思
い
に
読
書
を
始
め
た
。
彼
ら
が
、

カ
バ
ン
か
ら
取
り
出
す
書
物
を
み
て
い
る
と
、
な

ん
と
、
言
い
合
わ
せ
た
よ
う
に
無
教
会
主
義
者
内

村
が
発
行
す
る
『
聖
書
之
研
究
』
で
あ
っ
た
。

同
誌
の
刊
行
は
、
一
九
〇
〇
年
か
ら
世
を
去
る

ま
で
の
三
〇
年
間
に
わ
た
り
継
続
さ
れ
、
常
に
数

千
部
の
刊
行
部
数
を
維
持
し
た
。

内
村
鑑
三
は
少
年
時
代
に
高
崎
の
英
学
校
で
学

ん
だ
。
そ
の
英
学
校
で
は
、
後
に
内
村
の
愛
読
す

る
ギ
ョ
ー
（A

rnold
G
uyot

）
の
地
理
書
が
使
用

さ
れ
て
い
た
。
ギ
ョ
ー
は
地
理
に
神
の
摂
理
を
読

み
取
ろ
う
と
し
た
地
理
学
者
で
あ
る
。
内
村
は
、

知
ら
ぬ
間
に
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
接
し
て
い
た
の

だ
が
、
当
時
は
知
る
よ
し
も
な
か
っ
た
。

ま
も
な
く
少
年
内
村
は
、
単
身
上
京
し
て
有
馬

私
学
校
に
入
る
。
そ
の
学
校
の
教
師
で
あ
る
イ
ギ

リ
ス
人
女
性
か
ら
『
新
約
聖
書
物
語
』
一
冊
を
も

ら
い
、
そ
こ
で
初
め
て
「
ジ
ー
ザ
ス
ク
ラ
イ
ス
ト
」

の
名
に
接
す
る
。
同
校
で
は
ウ
イ
ル
ソ
ン
の
リ
ー

ダ
ー
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
第
三
リ
ー
ダ
ー

に
は
旧
約
の
聖
書
物
語
、
第
四
リ
ー
ダ
ー
に
は
新

約
の
聖
書
物
語
が
登
場
す
る
。
や
が
て
内
村
は
級

友
と
築
地
の
ユ
ニ
オ
ン
教
会
に
通
い
始
め
る
。

こ
れ
ま
で
の
内
村
と
聖
書
と
の
関
係
は
、
文
明

開
化
の
時
代
に
生
き
た
他
の
青
少
年
と
変
わ
る
も

の
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
一
八
七
七
年
、
札
幌
農

学
校
へ
入
学
し
た
こ
と
に
よ
り
事
情
は
一
変
す

る
。
新
入
生
全
員
に
、
ク
ラ
ー
ク
が
用
意
し
て
い

た
聖
書
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ク
ラ
ー
ク
は

す
で
に
帰
国
し
て
い
た
が
、
そ
の
求
め
た
聖
書
は
、

一
期
生
と
共
に
内
村
鑑
三
、
新
渡
戸
（
当
時
太
田

人物と聖書

聖
書
の
人

聖
書
と
の
出
会
い
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姓
）
稲
造
ら
二
期
生
に
も
あ
て
が
わ
れ
た
。

札
幌
農
学
校
で
入
信
し
た
内
村
た
ち
に
と
り
、

聖
書
は
信
仰
生
活
の
中
心
に
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

当
時
、
宣
教
師
は
い
ず
れ
も
函
館
か
ら
巡
回
し
て

訪
問
す
る
だ
け
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
信
仰
生
活
は

信
徒
に
よ
り
営
ま
れ
、
頼
る
べ
き
も
の
は
聖
書
の

み
だ
っ
た
。
内
村
と
聖
書
と
の
本
格
的
な
出
会
い

で
あ
る
。
こ
こ
に
内
村
の
後
年
の
キ
リ
ス
ト
教
が
、

宣
教
師
に
も
教
派
に
も
よ
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
聖
書

に
よ
る
原
点
が
あ
る
。

ク
ラ
ー
ク
が
残
し
た
聖
書
は
い
わ
ゆ
る
「
欽
定

訳
（
Ａ
Ｖ
）」
のT

he
H
oly
B
ible

で
あ
る
。
内
村

は
、
後
に
東
京
で
も
一
冊
の
英
訳
聖
書
を
入
手

（
一
八
八
三
年
）、
ア
メ
リ
カ
滞
在
中
も
愛
用
し
た
。

例
の
名
高
い
墓
碑
銘
、I

for
Japan

;

Japan
for
the
W
orld

;

T
he
W
orld

for
C
hrist

;

A
nd
A
llfor

G
od.

の
書
き
込
ま
れ
た
聖
書
で

あ
る
。
当
時
の
内
村
の
引

用
し
た
聖
句
の
文
章
か
ら

推
し
て
、
こ
れ
ま
た
「
欽

定
訳
」
と
み
ら
れ
る
。
し

か
し
残
念
な
が
ら
、
そ
の

所
在
は
不
明
で
あ
る
。
な

お
「
改
正
英
訳
（
Ｒ
Ｖ
）」

に
つ
い
て
は
、
内
村
の
著

書
『
求
安
録
』（
一
八
九
三

年
）
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。

初
期
の
日
本
語
訳
聖
書

の
言
葉
は
、
札
幌
時
代
の

一
八
八
二
、
三
年
に
書
き

留
め
ら
れ
た
「
ノ
ー
ト
」
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
そ

れ
を
み
る
と
、
一
部
の
漢
字
を
仮
名
表
記
に
改
め

て
い
る
以
外
は
、
完
成
さ
れ
た
ば
か
り
の
翻
訳
委

員
社
中
訳
の
新
約
聖
書
を
用
い
て
い
る
。
内
村
は
、

後
に
聖
書
の
改
訳
に
も
従
い
、
独
自
の
訳
文
を
試

み
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
基
本
的
に
は
翻
訳
委
員

社
中
訳
を
使
っ
た
。

札
幌
農
学
校
を
卒
業
後
、
内
村
は
開
拓
使
（
後
、

札
幌
県
）
に
就
職
、
水
産
を
担
当
し
た
。
一
八
八

二
年
一
〇
月
、
役
所
に
提
出
し
た
報
告
書
の
中
で
、

パ
ウ
ロ
の
言
葉
と
し
て
「
無
律
法
罪
乃
死
」
と
の

ロ
マ
書
七
章
八
節
の
聖
句
を
引
く
。
日
本
の
役
人

の
公
文
書
に
お
い
て
、
聖
書
の
言
葉
の
記
さ
れ
た

最
初
と
内
村
は
回
顧
す
る
。
こ
れ
は
、
ブ
リ
ッ
ジ

マ
ン
・
カ
ル
バ
ー
ト
ソ
ン
訳
の
漢
訳
聖
書
で
あ
る
。

ギ
リ
シ
ア
語
聖
書
の
使
用
は
、
著
書
『
基
督
信

徒
の
慰
』
に
マ
ル
コ
伝
一
章
一
二
節
の
ギ
リ
シ
ア

語
原
文
の
引
用
の
あ
る
こ
と
で
わ
か
る
。
こ
の
例

を
最
初
と
し
て
常
に
参
考
に
し
て
い
る
。

内
村
鑑
三
の
全
集
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の

著
作
は
、
そ
の
ま
ま
聖
書
の
研
究
で
あ
る
。
そ
の

全
部
を
見
る
代
わ
り
、
ま
ず
、
青
年
時
代
と
聖
書

と
の
関
係
を
取
り
上
げ
よ
う
。
札
幌
時
代
に
始
ま

り
、
前
述
の
『
基
督
信
徒
の
慰
』、『
求
安
録
』
を

アマスト大学時代の内村鑑三

Human and the Bible “Kanzo Uchimura and the Bible“/ Suzuki Norihisa

愛
読
の
聖
書

若
き
日
と
聖
書



世
記
に
次
い
で
イ
ザ
ヤ
書
、
エ
レ

ミ
ヤ
記
な
ど
の
預
言
書
が
際
立

つ
。も

う
少
し
詳
し
く
み
よ
う
。
こ

れ
を
内
村
の
渡
米
前
と
渡
米
後

の
、
い
わ
ゆ
る
「
回
心
」
の
前
後

に
分
け
る
と
、
前
者
で
は
「
す
べ

て
人
に
せ
ら
れ
ん
と
お
も
ふ
こ
と

は
、
な
ん
ぢ
ま
た
人
に
も
そ
の
ご

と
く
せ
よ
」（
マ
タ
イ
七
・
一
二
）

と
い
う
よ
う
な
倫
理
的
な
聖
句
が

み
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
後
者

で
は
、「
あ
あ
わ
れ
な
や
め
る
人

な
る
か
な
」
（
ロ
マ
七
・
二
四
）

と
の
罪
の
苦
悩
と
共
に
、「
福
音
」

が
「
た
だ
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
」
に

よ
り
示
さ
れ
た
こ
と
（
コ
リ
ン
ト

前
一
・
二
七
）
へ
の
変
化
が
み
ら

れ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
ま
ま
引
用
の
多
寡
に
も
反

映
す
る
。

帰
国
後
の
一
八
八
四
年
、
内
村
が
親
友
の
宮
部

金
吾
に
あ
て
た
英
文
の
手
紙
の
中
に
、
興
味
深
い

聖
書
の
引
用
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
主
の
祈
り
」
の

と
こ
ろ
で
、
日
本
語
訳
で
は
「
我
ら
に
罪
を
犯
す

者
を
我
ら
が
ゆ
る
す
ご
と
く
我
ら
の
罪
を
も
ゆ
る

し
た
ま
へ
」（
マ
タ
イ
六
・
一
二
）
の
部
分
で
あ

る
。
こ
こ
は
「
欽
定
訳
」
の
英
訳
聖
書
で
は
、
す
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は
じ
め
、
英
文
の
『
余
は
い
か
に
し
て
キ
リ
ス
ト

信
徒
と
な
り
し
か
』、
同
じ
く
『
日
本
及
び
日
本

人
（
代
表
的
日
本
人
）』
と
い
う
名
著
の
書
か
れ

た
時
期
ま
で
と
す
る
。

こ
の
間
、
内
村
が
最
も
多
く
引
用
し
て
い
る
と

こ
ろ
を
、
順
に
一
〇
位
ま
で
示
す
と
、

１
│
マ
タ
イ
伝
　
　
　
　
４
│
ル
カ
伝

２
│
創
世
記
　
　
　
　
　
５
│
ヨ
ハ
ネ
伝

３
│
ロ
マ
書
　
　
　
　
　
６
│
コ
リ
ン
ト
書

７
│
イ
ザ
ヤ
書
　
　
　
　
９
│
詩
篇

８
│
ガ
ラ
テ
ヤ
書
　
　
　
10
│
エ
レ
ミ
ヤ
記

と
な
る
。

こ
こ
に
は
、
い
く
つ
か
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。

第
一
に
、
新
約
聖
書
で
は
マ
タ
イ
伝
、
ロ
マ
書
が

目
立
っ
て
い
る
。
ま
た
、
省
略
し
た
が
福
音
書
の

み
な
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
新
約
聖
書
の
各
所
に
わ
た

っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
新
約
聖
書
だ

け
で
な
く
旧
約
聖
書
も
よ
く
読
ま
れ
て
い
る
。
創

『聖書の研究』創刊号表紙

クラークが札幌農学校生に与えた聖書
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べ
て
一
人
称
複
数
が
使
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が

内
村
は
、
い
ず
れ
も
一
人
称
単
数
に
変
え
て
引
用

す
る
。
内
村
が
こ
と
さ
ら
に
単
数
に
し
た
の
は
な

ぜ
か
。
内
村
に
と
り
罪
と
そ
の
ゆ
る
し
と
は
、
何

に
も
ま
し
て
自
己
自
身
の
切
実
な
体
験
で
あ
っ
た

か
ら
だ
ろ
う
。

内
村
の
長
く
愛
用
し
た
聖
書
に
は
、
先
に
あ
げ

た
言
葉
と
あ
わ
せ
、「
真
理
を
証
す
る
三
者
」
と

し
て
、「
自
然
（N

ature

）」
と
「
人
間
（M
an

）」

と
「
聖
書
（B

ib
le

）」
の
三
者
が
記
入
さ
れ
て
い

た
。
こ
れ
ら
は
、
互
い
に
他
の
二
者
を
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
三
位
一
体
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
言
葉
は
、
一
八
八
五
年
、
ア
メ
リ
カ
で
記

さ
れ
た
が
、『
聖
書
之
研
究
』
最
終
号
（
三
五
七

号
、
一
九
三
〇
年
）
に
収
め
ら
れ
た
遺
稿
の
中
で
、

内
村
は
「
聖
書
は
一
書
で
な
い
三
書
で
あ
る
。
聖

書
と
天
然
と
歴
史
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ

こ
で
の
「
歴
史
」
と
先
の
「
人
間
」
と
は
同
一
と

み
て
よ
い
。

内
村
に
と
り
聖
書
は
、
必
ず
し
も
文
字
で
書
か

れ
た
書
物
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
聖
書
に
「
天
然
」

と
「
歴
史
」
と
を
解
く
カ
ギ
が
あ
る
と
同
じ
く
、

「
天
然
」
と
「
歴
史
」
か
ら
も
聖
書
の
言
葉
を
聞

く
こ
と
が
で
き
る
と
み
た
。

一
九
二
二
年
、
内
村
は
ロ
マ
書
の
連
続
講
演
に

お
い
て
、
宇
宙
も
ま
た
、
人
間
と
共
に
救
済
を
求

め
て
う
め
き
声
を
発
し
て
い
る
と
語
っ
た
。
こ
こ

で
は
、
初
期
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
美
し
い
だ
け
の

自
然
観
は
影
を
潜
め
て
い
る
。
こ
の
こ
ろ
上
野
へ

花
見
に
出
か
け
た
内
村
は
、
煤
煙
で
枯
れ
た
桜
の

老
樹
を
見
て
近
代
文
明
を
の
ろ
っ
た
。
と
て
も
花

見
気
分
に
な
れ
ず
早
々
と
帰
宅
し
た
。

内
村
は
聖
書
に
よ
り
、
植
物
も
動
物
も
宇
宙
全

体
が
共
同
体
を
な
し
て
い
る
こ
と
、
人
間
の
自
己

中
心
性
に
対
し
、
共
に
う
め
き
声
を
発
し
て
い
る

こ
と
を
読
み
、
そ
の
警
報
を
す
で
に
八
〇
年
前
に

出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。「
自
然
と
の
共
生
」
や

環
境
問
題
の
い
ち
早
い
指
摘
は
、「
聖
書
の
人
・

内
村
鑑
三
」
に
よ
り
口
火
を
切
ら
れ
て
い
た
と
い

っ
て
よ
い
。

「
天
然
」
と
な
ら
び
、「
歴
史
」
に
神
の
「
聖

意
」
を
読
み
取
る
こ
と
、
国
家
の
興
亡
盛
衰
の
う

ち
に
「
聖
意
」
は
現
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
も
内

村
は
早
く
か
ら
説
い
て
い
た
。
今
の
日
本
に
は
、

そ
の
「
歴
史
」
に
目
を
閉
ざ
そ
う
と
す
る
動
き
が

あ
る
。
日
本
の
「
歴
史
」
も
、「
天
然
」
同
様
に

う
め
き
声
を
高
め
て
い
る
。

八
〇
年
前
、
内
村
の
聖
書
研
究
会
に
お
い
て
、

こ
の
ロ
マ
書
講
義
を
聞
い
た
一
人
の
青
年
は
、
身

体
が
「
霊
潮
」
の
た
だ
中
に
投
ぜ
ら
れ
た
よ
う
な

感
動
を
覚
え
た
。
そ
し
て
「
天
地
」
の
見
方
に
一

大
革
新
の
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

…
…
講
演
終
り
、
場
外
に
出
て
見
れ
ば
、
見
よ

天
地
は
一
変
し
て
い
る
〝
あ
あ
我
等
の
た
め
に
呻

い
て
く
れ
て
る
大
母
体
よ
！
。
〞
一
本
一
本
の

樹
々
に
対
し
て
も
、
親
愛
の
情
は
湧
い
て
止
ま
ぬ
。

感
謝
溢
れ
、
歓
喜
漲
り
、
希
望
満
々
と
輝
く
。
…
…

書斎で 1909年（明治42年）

Human and the Bible “Kanzo Uchimura and the Bible“/ Suzuki Norihisa

聖
書
と
歴
史
と
天
然
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Request for Leaving Your Legacy

現
在
、
世
界
は
大
き
な
対
立
の
渦
に
巻
き
込
ま
れ

よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
中
で
、
私
た
ち
日

本
の
キ
リ
ス
ト
者
は
ど
う
い
う
態
度
で
事
態
を
認
識

し
、
行
動
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

今
号
で
は
、
世
界
の
危
機
的
な
状
況
の
見
方
に
つ

い
て
巻
頭
聖
句
に
触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は

神
様
が
、
す
べ
て
の
事
態
に
際
し
て
、
初
心
に
か
え

っ
て
謙
遜
を
失
っ
て
は
な
ら
な
い
と
警
告
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
聖
書
の

力
が
一
人
の
日
本
人
を
動
か
し
、
日
本
の
そ
の
後
の

歴
史
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
、
さ
ら
に
内
村

鑑
三
と
い
う
日
本
を
代
表
す
る
偉
大
な
キ
リ
ス
ト
者

が
当
時
の
現
実
を
ど
う
把
握
し
、
行
動
し
た
か
、
そ

し
て
、
現
在
の
日
本
に
お
い
て
聖
書
の
み
言
葉
は
ど

う
い
う
形
で
活
か
し
出
さ
れ
て
お
り
、
今
後
活
か
し

出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
を
学
び
た
い
と
考
え
、
さ

ま
ざ
ま
な
分
野
で
ご
活
躍
中
の
方
々
に
執
筆
を
お
願

い
し
ま
し
た
。

「
わ
た
し
は
道
で
あ
り
、
真
理
で
あ
り
、
命
で
あ
る
」。

先
が
見
え
な
い
今
こ
そ
、
私
た
ち
は
こ
の
み
言
葉

の
意
味
深
さ
を
ヒ
シ
ヒ
シ
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
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私たち主の救いの恵みに与

った者として、最も有意義な

献金は何でしょうか。この社

会の中にはさまぎまな企業活

動がありますが、その中で、

神様は必要とされる方法で、

またご自身がご用意されるお

金でその業を起こされようと

しております。それは民族を

超え、人種を超え、世界のい

たるところに聖書のみ言葉を

お届けする働き、あるいは、

子々孫々に至るまで、み言葉

を継承してゆく働きです。こ

のようなクリスチャンにとっ

て大切な聖書普及活動を継続

してゆくために、皆さまの最

も有意義な献金の使いみちと

して「生前献金」をご提唱申

し上げます。

●天に召される前に、神様に

喜ばれ、その生きた業が主の

証となり、また主の恵みをこ

の目で見ながら、その祝福を

生 前 献 金 の お 願 い

その手で体験しつつ、主のご

臨在を待ち望む素晴らしい献

金です。

●ご本人のご意志のみで、何

の法的手続きも必要としない

無駄のない生きた献金です。

●財団法人日本聖書協会は、

聖書普及を主たる活動目的と

する教派を超えた公益法人で

すので、皆さまのご意志にか

なった献金として「生前献金」

を有意義な形で確実に運用す

ることをお約束いたします。

●聖書協会は、過去200年間

にわたり、世界各国で聖書普

及活動に従事してまいりまし

た。財団法人日本聖書協会は、

聖書協会世界連盟（加盟140

カ国）のメンバーとして、文

語訳聖書、口語訳聖書、新共

同訳聖書を発行し、設立以来

125年にわたり、一貫して聖

書の翻訳・製作・頒布を行っ

ています。

皆様の「生前献金」はこの

ように国内のみならず、全世

界の海外聖書製作、頒布活動

のためにも用いられます。ご

関心とご意志をお持ちの方

は、財団法人日本聖書協会募

金部までご連絡くださいます

よう、お願いいたします。

日本聖書協会（募金部）

TEL. 03 -3567-1980

FAX. 03 -3567-4436

E-mail: fund-raising＠bible.or. jp

郵便振替口座：00160-2-18410

銀行振込口座：三井住友銀行京橋支店

（普）6552744

インターネット献金：http://www.bible.or.jp

国内と国外の聖書普及活動のために「生前献金」を

（
M
）
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舊新約全書ⅠⅡ
横浜　北英国聖書会社　

1887（明治20）年刊
縦：19cm 横：13cm

新約聖書は1872年の第1回宣教師会議で共同翻訳が決議さ
れ、各教派から選ばれた7人の委員で「翻訳委員社中」を組
織し、1874年から訳業を開始。ヘボン、S.R.ブラウン、グ
リーンを中心に奧野昌綱、松山高吉、高橋五郎が協力した。

順次分冊で出版し1880年「新約全書」として出版。旧約聖
書は、1876年東京在住の各派宣教師が「東京聖書翻訳委員
会」を組織し、その後1878年新約聖書翻訳委員社中と合同
し「聖書翻訳出版常置委員会」を組織し訳業に着手した。翻

訳はヘボン、ファイソン、フルベッキが中心となり、1882
年から分冊で出版し、1887年に全部が完成した。ヘボンは
新約、旧約を通じて20余年間献身的に働いた。旧新約聖書
の完成は日本の思想史、文化史上の金字塔である。
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読みたいところが、すぐひらく！！

好評
発売中
！

インデックス　聖書新共同訳 つ
き

書名 新共同訳
インデックスつき聖書
旧約聖書 続編つき

目録番号 NI 54 DCIX
本体価格 4,600円
サイズ B6 判
装丁 ビニールクロス装

書名 新共同訳 インデックスつき聖書
目録番号 NI 54 IX
本体価格 4,000 円
サイズ B6 判
装丁 ビニールクロス装

インデックス　聖書新共同訳 つ
き

好評
発売中
！

旅行や通勤・通学時にも便利です

書名
小型和英対照
新約聖書

目録番号
NITEV 234DI

サイズ
A6判（文庫本大）

大好評の和英対照新約聖書にコンパクト版が登場！

2001年5月1日発行

和文
新共同訳

英文
Today's
English 
Version (ed.2)

本体価格
1,400円

小型 和英対照新約聖書和英対照新約聖書

●ご注文はお近くのキリスト教専門書店、または全国の書店へ
（直接当協会にご注文戴く場合、別途荷造送料がかかります）
●カタログ請求、お問い合わせは右記まで

頒布部

TEL  03-3567-1987 FAX 03-3567-4451

はじめよう, 聖書通読！
聖書通読運動� いつでも どこでも 読みやすい！！

新共同訳大型ハンディバイブル大型ハンディバイブル

●読みたいところがすぐひらく
インデックスつき

本体価格
大型ハンディバイブル　　　　　　　　　　　3,400円
大型ハンディバイブル 旧約聖書続編つき　　 3,700円

小型

仕様
A5判・横組み・クロス装

内容見本 原寸大

●厚さはB6判ハンディバイブルと
ほぼ同じでひとまわり大きな活字を使用

2001年
11月中旬
発行


