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◦卒業礼拝説教
　「キリストの福音にふさわしい生活を」	日本基督教団仙台広瀬河畔教会　牧師　望　月　　　修
◦卒業式励ましの辞	 日本基督教団　総会議長　雲　然　俊　美
	 日本基督教団気賀教会　牧師　楠　本　史　郎
◦全学修養会・基調講演
　「礼拝・祈り　私たちは何と戦っているのか」
	 日本基督教団横浜指路教会　牧師　藤　掛　順　一
　「韓国の教会と神学校における礼拝と祈り」	日本基督教団奥沢教会　牧師　洛　　雲　　海
　「祈りの生活―心の目が照らされることを願いつつ」
	 日本基督教団代田教会　牧師　平　野　克　己
◦日本伝道研究所主催	公開講演会
　「日本における伝道の根本課題～戦時下の『日本的キリスト教』を読んで考えたこと～」
	 東京基督教大学　特任教授・前学長　山　口　陽　一
◦第53回教職セミナー　主題講演
　「福音を生きる：伝道者の霊性」	 東京神学大学　教授　小　泉　　　健
◦新卒業生の声

2024年度　修士学位授与者提出論文一覧
《聖書神学専攻》
佐藤　　潤 ルカ文書における「昇天」の出来事の神学的意義　

　―物語批評的解釈による
中根　一茂 わたしの内に生きているキリスト

　―ガラテヤ書 2章 15 ～ 21 節の釈義的分析から
眞木　重郎 絶望と希望の交錯―哀歌第 5章の神学的視点

《組織神学専攻》
浅見　和花 エルサレムのキュリロスの秘義理解における一考察
北田翔太郎 カール・バルト『教会教義学・神論』における選びの教説

　―存在論、認識論そして信仰論
金　　奎植 ウィリアム・レーン・クレイグのキリスト教弁証

　―特に無神論への弁証を中心に
権　ヨセフ 李樹廷の韓国基督教会における聖書翻訳と宣教の歩みに及ぼした影響について
佐藤　　晏 宮川経輝の神学思想

　―その全体像の把握と教会理解の位置づけに関する試み
杉田　流司 カール・バルトの聖化論
増尾　隆司 ジャン・カルヴァンおよびユルゲン・モルトマンの中間状態論
矢島　若葉 キリスト教の死の理解と葬り―教会の始まりから宗教改革期まで
ヤング肇子 北森嘉蔵の「神の痛み」理解についての一考察
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遣
わ
さ
れ
た
教
会
で
心
掛
け
て
来

た
こ
と
は
、
礼
拝
の
説
教
者
と
し
て
、

ま
た
牧
会
者
と
し
て
「
罪
の
赦
し
」
を

告
げ
る
こ
と
で
し
た
。
い
つ
も
「
罪
の

赦
し
」
を
告
げ
る
わ
け
で
は
な
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
大
切
な
の
は
、
聖
書
の

説
き
明
か
し
に
よ
っ
て
、
神
に
背
き
逆

ら
う
罪
を
明
ら
か
に
し
、
キ
リ
ス
ト
に

よ
る
贖
い
に
基
づ
く
救
い
が
あ
る
こ

と
を
、「
福
音
」
と
し
て
取
り
次
ぐ
こ

と
で
す
。

　

考
え
て
も
み
て
く
だ
さ
い
。
誰
も
、

自
分
に
向
か
っ
て
、
罪
の
赦
し
を
宣
言

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
自
分
以
外

の
誰
か
が
、
し
か
も
、
神
か
ら
遣
わ
さ

れ
立
て
ら
れ
た
者
、
そ
の
者
が
果
た
す

務
め
で
す
。
教
会
の
礼
拝
に
お
い
て
説

教
壇
に
立
つ
者
、
牧
師
と
し
て
立
て
ら

れ
た
者
が
為
し
得
る
行
為
で
す
。
そ
の

意
味
で
、「
福
音
の
説
教
」
を
語
る
者

で
あ
る
と
の
自
覚
が
、
伝
道
者
と
し
て

教
会
に
遣
わ
さ
れ
る
者
に
独
自
な
使

命
を
担
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
是
非
、
福
音
へ
の
理
解

を
深
め
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
そ
の

福
音
を
聞
く
者
に
届
く
言
葉
と
し
て

語
っ
て
く
だ
さ
い
。
間
違
い
な
く
、
大

胆
に
、
率
直
に
、
力
強
く
、
そ
し
て
、

豊
か
に
で
す
。「
牧
会
」
は
魂
へ
の
配

慮
を
す
る
こ
と
で
す
が
、
事
柄
に
即
し

て
言
え
ば
、
福
音
を
そ
の
人
の
個
別
の

状
況
に
応
じ
て
取
り
次
ぐ
こ
と
で
す
。

そ
の
た
め
に
、
厳
し
い
言
葉
で
譴
責
す

る
必
要
が
あ
る
時
も
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
穏
や
か
に
で
す
。

　

私
に
こ
れ
ら
の
こ
と
が
で
き
て
い

る
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
先
輩
と
し
て
、
反
省
を
込
め
て
述

べ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
聖
書
を
読
む

こ
と
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
が
、
聖
書

に
福
音
が
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

祈
り
つ
つ
、
繰
り
返
し
、
聖
書
に
立
ち

戻
り
、
福
音
を
確
か
に
聞
き
、
語
り
続

け
る
こ
と
で
す
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、「
ひ
た
す
ら

キ
リ
ス
ト
の
福
音
に
ふ
さ
わ
し
い
生

活
を
送
る
」（
二
七
ａ
）
必
要
が
あ
る

の
で
す
。
福
音
を
告
げ
る
者
が
、
福
音

に
反
し
た
教
え
や
行
動
を
取
る
こ
と

は
、
お
か
し
な
こ
と
で
す
。
し
か
し
、

そ
う
い
う
お
か
し
な
こ
と
が
、
キ
リ
ス

ト
者
同
士
に
あ
っ
て
も
、
起
こ
る
の
で

す
。

　

私
た
ち
は
、「
一
つ
の
霊
に
よ
っ
て

し
っ
か
り
立
ち
、
心
を
合
わ
せ
て
福
音

の
信
仰
の
た
め
に
共
に
戦
う
」（
二
七

ｃ
）
同
志
で
す
。
昔
か
ら
、
異
な
る
福

音
を
語
る
者
、
福
音
で
な
い
こ
と
を
語

る
者
が
い
た
の
で
す
。
ま
た
、
世
の
中

が
求
め
る
こ
と
に
同
調
し
て
し
ま
う

誘
惑
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、「
ど
ん

な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
反
対
者
た
ち
に

脅
さ
れ
て
た
じ
ろ
ぐ
こ
と
は
な
い
の

だ
と
。
こ
の
こ
と
は
、反
対
者
た
ち
に
、

彼
ら
自
身
の
滅
び
と
あ
な
た
が
た
の

救
い
を
示
す
も
の
で
す
。
こ
れ
は
神
に

よ
る
こ
と
で
す
」（
二
八
）
と
告
げ
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
、
各
地
に
遣
わ
さ
れ
る
皆

さ
ん
。
そ
の
地
で
働
く
「
同
志
の
者
」

を
見
出
し
て
く
だ
さ
い
。
共
に
研
鑽
に

励
む
交
わ
り
を
作
っ
て
く
だ
さ
い
。
伝

道
者
は
誰
よ
り
も
孤
独
を
知
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
孤
立
し
て
は
い
け
ま

せ
ん
。
福
音
を
取
り
次
ぐ
者
同
士
、
説

教
を
し
牧
会
を
す
る
者
同
士
、
伝
道
す

る
者
同
士
が
、
こ
れ
ら
を
め
ぐ
っ
て
、

勉
強
会
を
な
さ
っ
た
ら
よ
い
で
し
ょ

う
。
ど
ん
な
組
織
で
も
、
同
業
者
同
士

の
研
修
会
が
あ
る
も
の
で
す
。
そ
の
上

に
、
有
志
の
研
鑽
の
時
を
持
つ
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
私
た
ち
伝
道
者

は
、
こ
の
「
有
志
に
よ
る
研
鑽
」
を
積

む
こ
と
が
、
殊
更
大
切
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。
同
じ
福
音
を
告
げ
る
者
と
し
て

で
す
。
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
、
教
会

と
伝
道
を
め
ぐ
っ
て
、
率
直
に
話
し
合

い
、
悩
み
や
労
苦
を
分
か
ち
合
い
、
励

ま
し
合
い
、
慰
め
合
う
こ
と
が
で
き
る

こ
と
が
大
事
で
す
。
そ
し
て
、
何
よ
り

も
、「
祈
り
合
う
」
こ
と
で
す
。

　

神
が
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
私
た
ち
の

救
い
を
、
成
し
遂
げ
て
く
だ
さ
っ
た
の

で
す
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
事
実
を
受
け

入
れ
よ
う
と
し
な
い
人
た
ち
か
ら
、
嘲

ら
れ
た
り
、
時
に
は
、
苦
し
め
ら
れ
る

こ
と
も
起
こ
り
ま
す
。
し
か
し
、
聖
書

は
告
げ
て
い
ま
す
。「
つ
ま
り
、
あ
な

た
が
た
に
は
、
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
こ

と
だ
け
で
な
く
、
キ
リ
ス
ト
の
た
め
に

苦
し
む
こ
と
も
、
恵
み
と
し
て
与
え
ら

れ
て
い
る
の
で
す
」（
二
九
）
と
。
裁

き
や
罰
と
し
て
で
な
く
、
ど
こ
ま
で
も

「
恵
み
」
と
し
て
で
す
。
私
た
ち
が
、

伝
道
者
と
し
て
、
信
仰
者
と
し
て
、
神

の
栄
光
に
あ
ず
か
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
、
他
の
信
徒
た
ち
同
様
、
神
が

鍛
え
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
こ
の
神
学
校

を
巣
立
つ
皆
さ
ん
。
主
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
は
、
再
び
来
ら
れ
ま
す
。「
目
を

覚
ま
し
て
い
な
さ
い
。
信
仰
に
基
づ
い

て
し
っ
か
り
立
ち
な
さ
い
。
雄
々
し
く

強
く
生
き
な
さ
い
。
何
事
も
愛
を
も
っ

て
行
い
な
さ
い
」（
Ⅰ
コ
リ
ン
ト

一
六
・
一
三
―
一
四
）。
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学
長
室
か
ら

　
　
　
　
　

学
長　

神
代
真
砂
実

　

毎
年
ド
イ
ツ
の
ヘ
ル
ン
フ
ー
ト
兄
弟

団
が
発
行
し
て
い
る
『
ロ
ー
ズ
ン
ゲ
ン
』

は
、
日
本
で
も
『
日
々
の
聖
句
』
と
い

う
題
で
訳
さ
れ
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

内
容
は
日
本
語
の
題
の
通
り
で
す
が
、

そ
こ
に
は
日
々
の
聖
句
だ
け
で
は
な
く

て
、
そ
の
年
の
聖
句
と
い
う
の
も
掲
げ

ら
れ
て
い
て
、
今
年
（
二
〇
二
五
年
）

の
聖
句
は
「
す
べ
て
を
吟
味
し
て
、
良

い
も
の
を
大
事
に
し
な
さ
い
」（
一
テ
サ

5
・
21
）
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
は
、
文
脈
か
ら
す
る
と
、
特
に

教
会
で
語
ら
れ
る
預
言
の
こ
と
を
考
え

て
、
こ
の
手
紙
の
著
者
で
あ
る
パ
ウ
ロ

は
語
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
け
れ
ど
も
、

も
う
少
し
広
く
受
け
止
め
て
も
よ
い
で

し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
教
会
で
語
ら
れ
る

言
葉
や
教
え
を
吟
味
す
る
こ
と
、
そ
し

て
、
そ
の
中
の
良
い
も
の
を
大
切
に
す

る
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
と
考
え
て
も

よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
こ
の
聖
句
は
神
学
校
の

営
み
に
触
れ
た
言
葉
で
あ
る
よ
う
に
も

見
え
て
き
ま
す
。

　
「
吟
味
す
る
」
と
い
う
の
は
、
批
判
的

に
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
が
、

そ
の
批
判
は
「
良
い
も
の
を
大
事
に
す

る
」
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
な
け
れ
ば
、

破
壊
的
な
ま
ま
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、

批
判
的
で
あ
る
た
め
の
も
の
さ
し
は
福

音
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
福
音
と

い
う
「
良
い
も
の
を
大
事
に
」
し
て
い

て
こ
そ
、
健
全
に
批
判
的
で
あ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
教
会
に
仕
え
る
学
問
と

し
て
の
神
学
は
、
教
会
の
あ
り
方
や
歩

み
を
検
証
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
教
会
の

土
台
で
あ
る
福
音
を
守
り
、
福
音
を
中

心
に
す
る
こ
と
か
ら
切
り
離
せ
ま
せ
ん
。
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〈
神
の
御
前
で
語
る
〉

　

牧
師
（
伝
道
師
）
と
し
て
遣
わ
さ
れ

た
者
は
、
説
教
を
語
る
務
め
を
担
い
ま

す
。
そ
れ
は
、光
栄
あ
る
務
め
で
あ
り
、

苦
し
み
と
共
に
、
大
き
な
喜
び
が
与
え

ら
れ
る
務
め
で
す
。

　

説
教
の
準
備
を
し
て
い
る
時
、
し
ば

し
ば
自
分
が
、「
耳
ざ
わ
り
の
よ
い
話
」

（
Ⅱ
テ
モ
テ
４
・
３
〔
口
語
訳
〕）
を
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
日
々
の
暮
ら
し
で
労
苦
し

て
い
る
方
を
た
だ
励
ま
す
だ
け
の
言

葉
を
語
ろ
う
と
し
た
り
、
辛
い
思
い
や

悲
し
み
の
中
に
あ
る
方
に
安
易
な
慰

め
を
語
ろ
う
と
し
た
り
す
る
誘
惑
が

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
聖
書
の
み
言
葉

は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
語
っ
て
い
な

い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
説
教
の
準
備

に
お
い
て
、
私
は
い
つ
も
パ
ウ
ロ
の
言

葉
を
心
に
留
め
て
い
ま
す
。「
わ
た
し

た
ち
は
、
多
く
の
人
々
の
よ
う
に
神
の

言
葉
を
売
り
物
に
せ
ず
、
誠
実
に
、
ま

た
神
に
属
す
る
者
と
し
て
、
神
の
御
前

で
キ
リ
ス
ト
に
結
ば
れ
て
語
っ
て
い

ま
す
」（
Ⅱ
コ
リ
ン
ト
２
・
17
）。

〈
キ
リ
ス
ト
の
真
実
に
支
え
ら
れ
て
〉

　

今
年
に
入
り
、
東
神
大
で
共
に
学
ん

だ
牧
師
が
召
さ
れ
ま
し
た
。
彼
が
召
さ

れ
た
と
聞
い
て
、
す
ぐ
に
、
そ
の
週
の

主
日
礼
拝
に
お
け
る
彼
の
説
教
の
動

画
を
視
聴
し
ま
し
た
。
き
ち
ん
と
説
教

の
準
備
を
し
、
丁
寧
な
語
り
口
で
、
神

の
深
い
慰
め
を
語
っ
て
い
ま
し
た
。
彼

は
、
牧
師
と
し
て
の
務
め
に
お
い
て
多

く
の
困
難
に
直
面
し
、
教
会
形
成
に
お

い
て
苦
労
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
説
教

に
お
い
て
は
、
神
の
御
前
に
お
い
て
誠

実
に
語
り
続
け
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

み
言
葉
に
、「
わ
た
し
た
ち
が
誠
実

で
な
く
て
も
、
キ
リ
ス
ト
は
常
に
真
実

で
あ
ら
れ
る
」（
Ⅱ
テ
モ
テ
２
・
13
）

と
あ
り
ま
す
。
牧
師
は
皆
、
そ
れ
ぞ
れ

に
弱
さ
や
欠
け
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

神
と
人
と
の
前
で
不
誠
実
な
自
分
を

見
い
出
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
そ
れ
で
も
キ
リ
ス
ト
の
真
実
に
支

え
ら
れ
て
、
福
音
を
宣
べ
伝
え
る
務
め

を
担
う
べ
く
立
て
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

〈
神
の
御
前
に
真
実
な
教
会
の
形
成
〉

　

神
学
校
を
卒
業
し
、
牧
師
と
し
て
遣

わ
さ
れ
て
40
年
経
ち
ま
し
た
。
こ
の

間
、
伝
道
、
牧
会
、
教
会
形
成
に
お
い

て
た
く
さ
ん
の
失
敗
を
し
ま
し
た
。
そ

の
失
敗
の
多
く
は
、
私
の
ひ
と
り
よ
が

り
の
思
い
や
り
や
善
意
が
発
端
と

な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
今
、
あ
ら
た
め

て
、
キ
リ
ス
ト
の
教
会
は
信
仰
に
よ
っ

て
立
つ
と
い
う
当
た
り
前
の
こ
と
を

心
に
深
く
刻
ん
で
お
り
ま
す
。
牧
師
の

務
め
は
、
当
た
り
前
の
こ
と
を
当
た
り

前
に
担
い
続
け
る
こ
と
が
と
て
も
大

事
な
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
教
会
形
成
も
、
神
の
御
前

に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
の
真
実
に
支
え

ら
れ
て
担
う
務
め
で
す
。
キ
リ
ス
ト
の

体
な
る
教
会
を
建
て
上
げ
る
た
め
に

は
、
自
分
の
思
い
や
正
し
さ
に
固
執
す

る
こ
と
な
く
、
教
会
に
連
な
る
一
人
ひ

と
り
と
祈
り
を
合
わ
せ
て
、
共
に
神
の

御
前
で
、
神
の
召
し
と
お
導
き
に
応
え

て
歩
む
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
な
こ

と
で
す
。

　

神
の
御
前
で
、
キ
リ
ス
ト
の
真
実
に

支
え
ら
れ
て
説
教
し
、
教
会
を
建
て
上

げ
、
大
胆
に
福
音
を
宣
べ
伝
え
て
ま
い

り
ま
し
ょ
う
。

　

ご
卒
業
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。

　

テ
サ
ロ
ニ
ケ
の
信
徒
へ
の
手
紙
一
・

五
章
十
六
節
以
下
の
み
言
を
味
わ
い

ま
し
ょ
う
。

　
「
い
つ
も
喜
ん
で
い
な
さ
い
。
絶
え

ず
祈
り
な
さ
い
。
ど
ん
な
こ
と
に
も
感

謝
し
な
さ
い
。」

　

主
イ
エ
ス
の
福
音
は
、
喜
び
の
音
ず

れ
で
す
。
教
会
で
福
音
が
語
ら
れ
ま

す
、
喜
び
合
い
ま
す
。
そ
こ
に
人
が
集

ま
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
壁
に
ぶ
つ
か

る
こ
と
だ
っ
て
、あ
り
ま
す
。
そ
の
時
、

祈
り
ま
す
。
み
ん
な
で
祈
り
ま
す
。
主

は
、
喜
ば
せ
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
そ
れ

を
感
謝
し
ま
す
。
教
会
が
感
謝
に
満
ち

あ
ふ
れ
ま
す
。

　

か
つ
て
、
石
川
県
の
輪
島
教
会
に
遣

わ
さ
れ
ま
し
た
。
去
年
の
一
月
一
日
、

こ
の
地
は
能
登
半
島
地
震
に
直
撃
さ

れ
ま
し
た
。
家
々
が
壊
れ
、
燃
え
ま
し

た
。
多
く
の
尊
い
命
が
失
わ
れ
、
傷
つ

き
ま
し
た
。
教
会
も
、
会
堂
が
崩
れ
ま

し
た
。
教
会
員
は
避
難
し
、
散
り
ま
し

た
。
け
れ
ど
も
主
の
教
会
で
す
。
百
年

以
上
、
主
が
支
え
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

人
が
都
会
へ
出
て
い
き
ま
す
。
そ
の
度

に
、
教
会
を
支
え
る
人
を
起
こ
し
て
き

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

十
七
年
前
も
地
震
に
見
舞
わ
れ
、
牧

師
館
が
全
壊
し
ま
し
た
。
も
と
も
と
古

く
て
手
狭
で
し
た
。
隣
地
が
与
え
ら
れ

る
よ
う
祈
っ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
時

に
は
与
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

二
〇
〇
七
年
の
能
登
半
島
沖
地
震
で

隣
家
が
倒
れ
ま
し
た
。
買
っ
て
ほ
し
い

と
頼
ま
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
、
新
し
い

牧
師
館
を
建
て
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
昨
年
、
召
さ
れ
た
勇
文
人
牧
師
が

労
さ
れ
ま
し
た
。
主
が
祈
り
に
応
え
て

く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。
災
い
の
中
で

も
、
祝
福
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
み

ん
な
で
喜
び
、
感
謝
し
ま
し
た
。

　

今
回
も
、
き
っ
と
主
が
祝
福
し
て
く

だ
さ
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。
新
藤
豪
牧

師
を
中
心
に
、
教
会
の
方
々
、
能
登
伝

道
圏
、
北
陸
の
諸
教
会
が
一
つ
に
な
っ

て
祈
っ
て
い
ま
す
。
教
会
が
主
の
福
音

を
伝
え
つ
づ
け
、
主
が
人
々
を
励
ま
し

て
く
だ
さ
る
よ
う
、
願
い
ま
す
。
主
は

応
え
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
そ
の
時
、
喜

び
が
あ
ふ
れ
ま
す
。
感
謝
し
て
主
を
ほ

め
た
た
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

主
が
喜
ば
せ
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
そ

の
祝
福
を
伝
え
る
の
が
伝
道
者
で
す
。

喜
び
の
み
言
を
語
り
ま
す
。

　

作
家
の
井
上
ひ
さ
し
が
書
い
て
い

ま
し
た
。

　
「
む
ず
か
し
い
こ
と
を
や
さ
し
く
、

や
さ
し
い
こ
と
を
深
く
、
深
い
こ
と
を

ま
じ
め
に
、
ま
じ
め
な
こ
と
を
面
白

く
、
面
白
い
こ
と
を
愉
快
に
」

　

主
の
み
言
は
深
い
の
で
す
。
そ
れ

を
、
や
さ
し
く
、
誰
に
で
も
分
か
る
よ

う
に
語
り
ま
す
。
一
生
懸
命
、
ま
じ
め

に
伝
え
ま
す
。
む
ず
か
し
く
言
う
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
面
白
く
、
愉
快
に
語

り
ま
す
。
そ
れ
を
聞
け
ば
、
み
ん
な
が

嬉
し
く
て
仕
方
な
く
な
り
ま
す
。
す
る

と
、
そ
こ
に
は
人
が
集
ま
っ
て
き
ま

す
。
笑
顔
が
は
じ
け
ま
す
。
そ
れ
が
教

会
で
す
。

　

卒
業
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

伝
道
の
最
前
線
に
同
労
者
が
加
わ
り

ま
す
。
嬉
し
く
、
心
強
い
こ
と
で
す
。

い
つ
も
喜
び
ま
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
に

祈
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
感
謝
し
ま

し
ょ
う
。
主
が
助
け
て
く
だ
さ
い
ま

す
。
御
祝
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

日本基督教団気賀教会　牧師

楠　本　史　郎
日本基督教団　総会議長

　雲　然　俊　美

＜卒業式励ましの辞＞ 2025. 3. 7

「神の御前で語る」「いつも喜んでいなさい」
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日
本
基
督
教
団
に
お
い
て
私
た
ち

は
も
う
長
く
「
未
受
洗
者
配
餐
」
と

戦
っ
て
き
た
。
そ
の
背
後
に
は
「
ミ
ッ

シ
オ
・
デ
イ
」（
神
の
宣
教
）
が
あ
る
。

そ
れ
は
「
神
→
キ
リ
ス
ト
（
の
体
で
あ

る
教
会
）
→
世
界
」
と
い
う
救
い
の
み

業
の
図
式
を
解
体
し
、「
神
→
世
界
（
教

会
）」
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ

リ
ス
ト
と
教
会
を
世
界
の
中
に
解
消

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
（
教
会
）

は
な
く
て
も
よ
い
も
の
と
な
り
、
神
が

こ
の
世
の
救
い
の
た
め
に
な
さ
っ
て

い
る
み
業
（
そ
れ
は
お
お
む
ね
、
差
別

や
抑
圧
か
ら
の
解
放
と
し
て
捉
え
ら

れ
る
）
に
関
わ
る
こ
と
が
大
事
で
あ

り
、
キ
リ
ス
ト
（
で
は
な
く
人
間
イ
エ

ス
）
は
そ
の
一
例
に
過
ぎ
な
く
な
り
、

そ
の
業
を
担
っ
て
い
る
者
は
他
宗
教

で
あ
れ
仲
間
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
そ
こ
で
は
洗
礼
は
せ
い
ぜ
い
「
入

会
の
儀
式
」、
聖
餐
は
「
連
帯
の
し
る

し
」
と
な
る
。

　

そ
の
背
後
に
は
、
第
二
次
世
界
大
戦

後
の
欧
米
の
教
会
に
お
け
る
深
刻
な

反
省
が
あ
り
、「
教
会
の
外
に
救
い
無

し
」
と
い
う
よ
う
な
自
己
絶
対
化
を
放

棄
し
、
諸
宗
教
の
同
価
値
性
を
認
め

合
っ
て
い
こ
う
と
い
う
態
度
が
あ
る
。

そ
う
い
う
「
反
省
」
は
大
事
だ
が
、
そ

れ
が
キ
リ
ス
ト
の
福
音
へ
の
信
頼
喪

失
に
繋
が
っ
て
し
ま
う
の
で
は
「
盤
の

水
と
一
緒
に
赤
子
を
捨
て
る
」
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
私
た
ち
の
立
つ
べ
き
と

こ
ろ
は
「
ほ
か
の
だ
れ
に
よ
っ
て
も
、

救
い
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち

が
救
わ
れ
る
べ
き
名
は
、
天
下
に
こ
の

名
の
ほ
か
、
人
間
に
は
与
え
ら
れ
て
い

な
い
の
で
す
」（
使
徒
言
行
録
四
・

一
二
）
と
い
う
み
言
葉
で
あ
る
。
今
日

の
教
勢
衰
退
の
根
本
的
原
因
は
、
教
会

自
身
が
福
音
へ
の
確
信
を
失
い
、
先
の

使
徒
言
行
録
の
み
言
葉
に
し
っ
か
り

立
っ
て
歩
め
な
く
な
り
、
福
音
の

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
の
解
消
が
起
っ

て
い
る
こ
と
に
あ
る
。（
岡
本
知
之「
神

の
宣
教
（M
issio D

ei

）
と
キ
リ
ス
ト

の
教
会
」、
芳
賀
力
編
『
ま
こ
と
の
聖

餐
を
求
め
て
』、
326
頁
参
照
）

　

こ
の
こ
と
と
の
戦
い
の
主
戦
場
は
、

礼
拝
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
説
教
や
祈
り

で
あ
る
。
そ
の
戦
い
の
勘
所
を
以
下
に

四
点
示
し
た
い
。

①
信
仰
に
よ
る
義
認
の
正
し
い
理
解

　
「
信
仰
に
よ
る
」
が
「
信
仰
と
い
う

自
分
の
良
い
行
い
に
よ
る
」
と
捉
え
ら

れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
基
督
教

団
信
仰
告
白
に
お
い
て
「
神
は
恵
み
を

も
て
我
ら
を
選
び
」
が
「
た
だ
キ
リ
ス

ト
を
信
ず
る
信
仰
に
よ
り
、
我
ら
の
罪

を
赦
し
て
義
と
し
た
ま
う
」
の
前
に
あ

る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。
我
々
が
キ
リ

ス
ト
を
信
じ
て
罪
を
赦
さ
れ
義
と
さ

れ
る
の
は
、
神
の
恵
み
に
よ
る
選
び
、

つ
ま
り
神
の
ご
意
志
に
よ
る
。
人
間
の

信
仰
に
先
立
っ
て
、
神
の
み
心
が
あ
る

の
で
あ
る
。
信
仰
は
そ
の
神
の
み
心
に

感
謝
を
も
っ
て
応
答
す
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
「
ピ
ス
テ
ィ
ス
」（
ガ

ラ
テ
ヤ
二
・
一
六
な
ど
）
を
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
へ
の
「
信
仰
」（
新
共
同
訳
）

と
訳
す
か
、イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
「
真

実
」（
聖
書
協
会
共
同
訳
）
と
訳
す
か
、

と
い
う
議
論
と
繋
が
る
。「
私
た
ち
の

信
仰
」
は
勿
論
大
事
だ
が
、
そ
れ
を
可

能
に
し
て
い
る
の
は
「
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
の
真
実
」
で
あ
る
。
私
た
ち
の
信

仰
は
神
の
真
実
へ
の
応
答
で
あ
る
こ

と
を
見
失
う
と
、
信
仰
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
化
す
る
、
つ
ま
り
人
間
の
業
と
な

り
、
道
徳
の
教
え
に
な
る
。

②
「
あ
り
の
ま
ま
」
信
仰
と
罪
の
赦
し

　

信
仰
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
化
を
典

型
的
に
表
す
の
が
「
あ
な
た
は
あ
り
の

ま
ま
で
よ
い
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
「
罪
」
を
見
つ
め

ず
、従
っ
て
「
赦
し
」
が
分
か
ら
な
い
。

「
あ
り
の
ま
ま
で
よ
い
」
は
自
己
肯
定

感
の
低
い
現
代
の
人
々
に
「
福
音
」
と

し
て
受
け
取
ら
れ
や
す
い
が
、
私
た
ち

は
「
悔
い
改
め
な
さ
い
。
め
い
め
い
、

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
名
に
よ
っ
て
洗

礼
を
受
け
、
罪
を
赦
し
て
い
た
だ
き
な

さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
賜
物
と
し
て
聖

霊
を
受
け
ま
す
」（
使
徒
言
行
録
二
・

三
八
）
と
語
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
罪
に
堕
ち
た
人
間
が
ど
ん
な
に

自
己
を
肯
定
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て

神
に
創
造
さ
れ
た
「
極
め
て
良
い
」（
創

世
記
一
・
三
一
）
自
分
を
取
り
戻
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
罪
人
で
あ
る
人
間
に

は
神
に
よ
る
罪
の
赦
し
が
必
要
な
の

で
あ
る
。

③
「
す
で
に
」
と
「
い
ま
だ
」
の
間

　

私
た
ち
は
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
救
い

が
「
す
で
に
」
実
現
し
た
が
「
い
ま
だ
」

完
成
し
て
い
な
い
「
中
間
時
」
を
生
き

て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
と
復
活

に
よ
っ
て
「
す
で
に
」
実
現
し
た
救
い

は
、
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
に
よ
る
そ
の
完

成
を
約
束
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
を
待
ち
望
み
つ
つ
生
き
る
と
こ

ろ
に
希
望
が
与
え
ら
れ
、
地
上
の
歩
み

に
お
け
る
苦
し
み
悲
し
み
を
忍
耐
し

つ
つ
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

「
終
末
論
的
希
望
」
を
見
失
う
と
、
福

音
は
倫
理
道
徳
の
教
え
に
な
り
、

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
解
消
さ
れ
て
し

ま
う
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
「
終

末
論
の
喪
失
」
と
の
戦
い
が
私
た
ち
の

課
題
で
あ
る
。

④
礼
拝
に
お
け
る
祈
り

　

礼
拝
に
お
け
る
祈
り
は
、
個
人
の
祈

り
で
は
な
く
「
教
会
の
祈
り
」
で
あ
り

「
公
の
祈
り
」
で
あ
る
。
私
た
ち
は
主

日
の
礼
拝
を
「
公
の
礼
拝
」（
教
団
信

仰
告
白
）
と
し
て
守
る
。
そ
れ
は
礼
拝

が
世
の
全
て
の
人
々
と
関
係
す
る
公

共
の
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
）
事
柄
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
説
教
も
世
の
人
々
に

対
す
る
み
言
葉
の
宣
言
と
し
て
語
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
礼
拝
に
お

け
る
祈
り
も
、
世
の
人
々
を
代
表
し
て

の
祈
り
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
礼
拝
の
祈
り
に
お
い

て
私
た
ち
は
、
そ
の
地
の
人
々
を
代
表

し
て
主
の
前
に
立
ち
、
祈
る
。
礼
拝
に

お
け
る
祈
り
は
、
教
会
と
社
会
（
こ
の

世
）
と
を
結
び
つ
け
る
。
教
会
は
社
会

活
動
に
よ
っ
て
で
は
な
く
（
個
々
人
が

そ
れ
に
関
わ
る
こ
と
を
否
定
す
る
も

の
で
は
な
い
が
）、
祈
り
に
お
い
て
こ

そ
、
こ
の
社
会
と
関
わ
る
の
で
あ
る
。

　「礼拝・祈り　私たちは何と戦っているのか」

日本基督教団横浜指路教会　牧師　藤　掛　順　一
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グ

　　海
ネ

　

東
神
大
か
ら
修
養
会
へ
の
お
招
き

を
い
た
だ
き
、
心
か
ら
感
謝
し
て
お
り

ま
す
。
私
の
韓
国
で
の
体
験
や
考
え
を

話
し
て
ほ
し
い
と
、
御
連
絡
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
お
話
を
す
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
、
韓
国
キ

リ
ス
ト
教
の
専
門
家
で
も
あ
り
ま
せ

ん
の
で
、
体
験
を
中
心
に
ご
紹
介
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
日
本
で
育
っ

た
日
本
人
で
す
。
ナ
グ
ネ
は
、
韓
国
語

で
「
旅
人
」
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
私

ど
も
は
、
神
の
国
の
旅
人
で
す
。

　

修
養
会
で
率
直
に
学
生
と
お
話
し

で
き
る
の
は
、
神
様
に
与
え
ら
れ
た
幸

い
だ
と
思
い
ま
し
た
。
私
は
神
学
生
時

代
に
、
韓
国
か
ら
東
神
大
へ
の
留
学
生

と
知
り
合
い
、
自
分
が
韓
国
と
韓
国
の

キ
リ
ス
ト
教
そ
し
て
韓
国
の
人
々
に

つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
こ
と
に
気
が

つ
き
ま
し
た
。
そ
の
友
が
突
然
召
さ
れ

ま
し
た
。
後
に
、
私
は
祈
る
中
で
神
様

の
御
声
を
聞
き
、
韓
国
へ
と
導
か
れ
た

の
で
す
。

　

東
神
大
に
は
、
韓
国
か
ら
の
留
学
生

が
お
ら
れ
ま
す
。
韓
国
人
は
、
こ
ん
な

に
楽
し
い
隣
人
だ
と
ご
理
解
い
た
だ

け
れ
ば
、
話
し
が
い
が
あ
り
ま
す
。
韓

国
の
教
会
と
神
学
校
は
、
祈
り
と
礼
拝

を
と
て
も
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

　

韓
国
に
は
礼
拝
出
席
者
が

１
０
０
０
人
を
超
え
る
大
き
な
教
会

も
多
数
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
全
体
の

2
％
に
過
ぎ
ず
、
60
％
は
50
人
以
下
の

教
会
と
言
わ
れ
ま
す
。

　

韓
国
の
キ
リ
ス
ト
者
の
特
徴
は
、
何

よ
り
も
ま
ず
祈
り
を
も
っ
て
始
め
る

こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
、
牧
師
や
長
老

が
信
徒
宅
を
訪
問
す
る
際
に
は
、
挨
拶

も
そ
こ
そ
こ
に
ま
ず
黙
し
て
祈
る
こ

と
か
ら
始
め
ま
す
。
韓
国
の
キ
リ
ス
ト

者
は
よ
く
祈
り
ま
す
。
祈
る
こ
と
を
大

切
に
し
て
い
る
の
で
す
。
い
つ
で
も
ど

こ
で
も
祈
り
ま
す
。
祈
り
は
伝
染
す
る

よ
う
で
す
。

　

教
会
や
神
学
校
で
は
も
ち
ろ
ん
で

す
が
、
家
で
も
他
の
場
所
で
も
よ
く
祈

り
ま
す
。
祈
り
は
、
伝
わ
り
ま
す
。
祈

り
に
集
中
で
き
る
よ
う
、
祈
り
の
場
所

が
あ
り
ま
す
。
祈
祷
室
や
祈
祷
院
、
修

養
館
、
修
道
院
と
い
っ
た
施
設
が
準
備

さ
れ
て
い
ま
す
。
教
会
や
神
学
校
に

は
、
一
人
で
祈
る
た
め
の
祈
祷
室
や
、

何
人
も
が
一
緒
に
祈
る
た
め
の
祈
祷

室
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

韓
国
は
、
日
本
と
は
地
域
教
会
や
国

家
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
が
異
な
り

ま
す
。
苦
し
く
痛
い
歴
史
が
あ
り
、
そ

れ
を
乗
り
越
え
た
文
化
や
社
会
状
況
、

明
る
い
人
間
性
を
受
け
止
め
て
く
だ

さ
い
。
日
本
と
は
違
う
慣
習
に
ご
理
解

い
た
だ
き
、
違
う
こ
と
の
大
切
さ
を
尊

重
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
善
き
サ
マ
リ

ア
人
を
記
憶
し
て
く
だ
さ
い
。

　

違
い
と
い
え
ば
、
日
本
で
は
思
い
も

よ
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
徴
兵

制
の
あ
る
韓
国
に
は
軍
隊
付
き
の
牧

師
が
い
ま
す
。「
軍
牧
」
と
言
わ
れ
ま

す
。
教
会
で
は
8
月
15
日
に
解
放
（
独

立
）
さ
れ
た
こ
と
を
覚
え
、
国
家
の
た

め
の
祈
祷
会
が
開
か
れ
ま
す
。
軍
隊
付

き
牧
師
が
軍
服
姿
で
聖
歌
隊
員
と
な

り
、
教
団
総
会
で
賛
美
す
る
よ
う
な
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

　

韓
国
に
も
い
ろ
い
ろ
な
教
会
が
あ

る
の
で
、「
韓
国
の
教
会
は
」
と
一
括

り
に
し
て
お
話
し
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
あ
り
ま

す
。
私
の
お
話
は
、
あ
く
ま
で
も
私
の

仕
え
て
い
た
長
老
会
神
学
大
学
校
や

長
老
教
会
を
中
心
に
し
た
も
の
で
す
。

ど
の
国
の
教
会
に
も
、
独
特
な
エ
ー
ト

ス
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
点
は
ご
理

解
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。
韓
国
の

方
々
の
儀
礼
や
行
動
様
式
、
伝
統
、
言

語
文
化
は
、
日
本
文
化
に
お
け
る
所
作

と
は
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

　

私
が
仕
え
た
セ
ム
ナ
ン
教
会
は
、

１
８
８
８
年
に
創
立
さ
れ
ま
し
た
。
今

は
、
地
上
13
階
地
下
６
階
の
建
物
で
、

主
日
に
は
１
万
３
０
０
０
人
の
信
徒

の
内
、
約
６
０
０
０
人
の
信
徒
が
礼
拝

を
守
っ
て
い
ま
す
。

　

神
学
大
学
と
教
会
に
は
、
祈
り
の
部

屋
、
個
室
の
祈
祷
室
が
あ
り
ま
す
。
神

学
大
学
で
は
、
ど
こ
で
祈
る
の
で
し
ょ

う
か
。
祈
祷
の
た
め
の
個
室
、
長
神
大

の
場
合
、
本
館
の
塔
の
螺
旋
階
段
部
分

に
墜
落
防
止
の
網
が
設
け
ら
れ
て
あ

り
、
各
階
に
複
数
の
祈
祷
室
が
あ
り
ま

す
。
各
祈
祷
室
に
は
ち
り
紙
が
置
か
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
祈
祷
の
際
に
、
あ

ふ
れ
出
る
涙
を
拭
く
の
に
必
要
な
の

で
し
ょ
う
。
学
生
寮
に
も
祈
り
の
部
屋

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
塔
の
祈
祷
室

か
ら
は
、
祈
り
と
も
叫
び
と
も
つ
か
な

い
よ
う
な
声
が
聞
こ
え
て
く
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
神
の
御
前
で
一
人
祈
る

祈
り
に
お
い
て
は
、
人
目
を
気
に
せ

ず
、
飾
ら
な
い
の
で
す
。

　

東
神
大
と
の
交
流
で
は
、
こ
れ
ま
で

神
代
真
砂
実
学
長
、
朴
憲
郁
先
生
、
小

友
聡
先
生
、
中
野
実
先
生
、
小
泉
健
先

生
な
ど
、
何
人
も
の
先
生
方
が
長
神
大

に
来
訪
さ
れ
交
流
し
て
こ
ら
れ
ま
し

た
。

　

長
神
大
で
は
、
日
々
の
全
学
礼
拝
で

さ
ま
ざ
ま
な
形
式
の
礼
拝
が
行
わ
れ

ま
す
。
例
え
ば
、
灰
の
水
曜
日
の
礼
拝

で
は
、
学
生
や
教
職
員
の
額
に
灰
で
十

字
架
を
記
す
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ

ま
す
。
そ
の
他
に
も
、
ク
リ
ス
マ
ス
礼

拝
を
始
め
、
受
難
週
の
聖
金
曜
礼
拝
、

復
活
祭
礼
拝
、
宗
教
改
革
記
念
礼
拝
な

ど
の
日
に
は
、
特
色
あ
る
礼
拝
が
行
わ

れ
ま
す
。
時
に
は
朱チ

ュ
・
ギ
チ
ョ
ル

基
轍
牧
師
（
日
本

支
配
時
代
に
神
社
参
拝
を
拒
否
し
殉

教
し
た
牧
師
）
を
記
念
す
る
礼
拝
や
、

古
代
教
会
や
中
世
の
教
会
で
さ
さ
げ

ら
れ
て
い
た
礼
拝
形
式
の
再
演
な
ど
、

特
色
あ
る
礼
拝
の
形
が
い
ろ
い
ろ
試

み
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
も
前
述
の
と
お
り
、
韓
国
に
は

祈
り
に
集
中
す
る
た
め
の
教
会
附
属

修
養
館
や
、
祈
祷
院
な
ど
の
諸
施
設
が

あ
り
ま
す
。
祈
り
の
形
も
い
ろ
い
ろ
で

す
。
毎
朝
、
夜
明
け
前
に
教
会
に
集

ま
っ
て
祈
る
早
天
祈
祷
、
日
夜
祈
り
の

火
を
消
さ
な
い
よ
う
教
会
員
皆
で
リ

レ
ー
式
に
祈
り
を
続
け
る
リ
レ
ー
祈

祷
、
複
数
人
で
山
に
登
り
夜
を
徹
し
て

祈
る
山
祈
祷
、
皆
で
声
を
出
し
て
一
斉

に
祈
る
「
通
声
（
ト
ン
ソ
ン
）
祈
祷
」

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

　

最
後
に
、
お
願
い
が
あ
り
ま
す
。
ど

う
か
、
他
者
に
目
を
向
け
て
い
た
だ
け

ま
す
よ
う
に
。
東
神
大
に
は
韓
国
の
神

学
大
学
を
卒
業
し
て
こ
ら
れ
た
方
た

ち
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
親
し
く
交

わ
り
を
持
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
学
ぶ

こ
と
、
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
。
韓
国
の
方
々
を
は
じ
め
、

海
外
か
ら
来
ら
れ
た
留
学
生
の
方
々

と
の
交
わ
り
を
深
め
、
遠
慮
な
く
、
隣

人
に
な
る
こ
と
の
意
味
と
大
切
さ
を

心
に
留
め
て
い
た
だ
き
、
共
に
祈
り
、

共
に
生
き
て
い
か
れ
れ
ば
、
新
し
い
展

望
と
希
望
が
開
か
れ
る
に
ち
が
い
な

い
、
と
期
待
し
て
い
ま
す
。
繰
り
返
し

ま
す
が
、
善
き
サ
マ
リ
ア
人
か
ら
学
ん

で
く
だ
さ
い
。

 （
要
約 

大
学
院
前
期
課
程 

重
村
智
計
）

　「 韓国の教会と神学校における礼拝と祈り」
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礼
拝
と
祈
り
：
神
の
臨
在
の
前
で

　

東
京
神
学
大
学
を
卒
業
し
て
35
年
。

私
も
残
さ
れ
た
日
々
を
数
え
る
年
代

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
時
期
に

皆
さ
ま
と
過
ご
せ
る
こ
と
を
あ
り
が

た
く
思
い
ま
す
。「
修
養
会
」
は
英
語

で
はretreat

。
軍
隊
用
語
で
も
あ
り

「
退
却
ラ
ッ
パ
」
と
訳
さ
れ
ま
す
。
戦

場
に
ラ
ッ
パ
が
吹
き
鳴
ら
さ
れ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
局
地
戦

か
ら
一
時
撤
退
し
、
栄
養
補
給
し
、
傷

を
癒
し
、
全
体
の
眺
め
を
確
認
す
る
機

会
で
す
。
今
年
入
学
し
た
神
学
生
、
卒

業
と
派
遣
を
間
近
に
す
る
神
学
生
、
教

授
方
も
そ
し
て
こ
の
私
も
、
ご
一
緒
に

祈
り
、
語
り
合
い
、
養
わ
れ
、
癒
さ
れ
、

私
た
ち
の
つ
と
め
を
捉
え
直
す
2
日

間
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　

い
た
だ
い
た
主
題
は
「
礼
拝
と
祈

り
」。
礼
拝
に
つ
い
て
、
私
が
い
つ
も

心
に
刻
ん
で
い
る
の
は
こ
の
言
葉
で

す
。

　
「
あ
な
た
が
洗
礼
を
受
け
、
あ
る
い

は
聖
餐
に
あ
ず
か
り
、
ま
た
あ
な
た
が

赦
免
を
求
め
、
説
教
が
語
ら
れ
て
い
る

と
き
、
天
は
開
か
れ
て
い
る
。
…
…
た

と
い
鉄
の
ご
と
く
、
鋼
の
ご
と
き
雲
が

我
々
の
う
え
に
あ
り
、
天
を
す
っ
ぽ
り

お
お
い
つ
く
し
た
と
し
て
も
、
決
し
て

我
々
を
邪
魔
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ

で
も
我
々
は
、
神
が
天
か
ら
我
々
に
語

ら
れ
る
の
を
聞
く
。
そ
し
て
、
神
に
叫

び
、
神
を
呼
ぶ
と
き
、
神
は
我
々
の
願

い
を
聞
き
、
我
々
に
答
え
て
く
だ
さ

る
」（
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
）。

　

礼
拝
は
儀
式
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私

た
ち
は
礼
拝
に
お
い
て
生
き
生
き
と

し
た
神
の
声
を
聞
き
、
私
た
ち
の
声
を

神
に
聞
い
て
い
た
だ
く
の
で
す
。
そ
の

と
き
、
牧
師
に
は
礼
拝
を
導
く
役
割
が

与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
祈

り
の
修
練
が
必
要
で
す
。

　

イ
エ
ズ
ス
会
の
司
祭
養
成
プ
ロ
グ

ラ
ム
は
、
修
練
期
・
哲
学
期
・
中
間
期
・

神
学
期
、
約
10
年
に
も
及
び
、
叙
階
後

も
約
８
か
月
の
修
練
を
課
す
の
だ
そ

う
で
す
。
し
か
も
こ
れ
を
「
イ
エ
ズ
ス

の
伴
侶
へ
の
道
」
と
称
し
ま
す
。
祈
り

の
訓
練
と
黙
想
を
通
し
て
、
主
イ
エ
ス

に
対
す
る
愛
を
培
っ
て
い
く
の
で
す
。

　

修
道
院
を
も
た
な
い
私
た
ち
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
教
会
で
も
、
そ
れ
は
変
わ

ら
な
い
は
ず
で
す
。
日
常
生
活
に
お
い

て
祈
り
の
修
練
を
重
ね
る
こ
と
、
そ
れ

が
教
会
に
仕
え
る
私
た
ち
の
生
活
の

す
べ
て
で
す
。

主
の
祈
り

―
主
イ
エ
ス
と
共
に
歩

む
旅

　

修
道
院
の
外
側
、
こ
の
世
の
た
だ
中

で
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
祈
り
の

修
練
の
中
心
は
「
主
の
祈
り
」
で
す
。

ル
タ
ー
は
、「
主
の
祈
り
は
世
界
で
最

大
の
殉
教
者
」
と
言
い
ま
し
た
。
礼
拝

を
司
る
私
た
ち
自
身
が
、
こ
の
祈
り
を

呪
文
の
よ
う
に
唱
え
て
い
る
だ
け
な

ら
、
礼
拝
ご
と
に
主
の
祈
り
を
殺
し
て

し
ま
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

主
の
祈
り
は
、
主
イ
エ
ス
と
弟
子
と

の
旅
の
始
ま
り
（
マ
タ
イ
）、
あ
る
い

は
旅
の
途
中
（
ル
カ
）
で
、
主
ご
自
身

が
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
言
葉
で
す
。
ど

の
言
葉
も
自
分
の
心
か
ら
自
然
に
わ

き
上
が
っ
て
く
る
祈
り
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
主
の
祈
り
は
、
私
た
ち
の
心
の

外
か
ら
訪
れ
、
私
た
ち
に
特
別
な
歩
み

を
求
め
て
く
る
祈
り
で
す
。
私
た
ち
は

主
の
祈
り
を
祈
り
、
日
々
の
歩
み
の
中

で
主
イ
エ
ス
の
声
と
姿
を
捜
し
求
め
、

私
た
ち
の
生
が
飲
み
尽
く
さ
れ
て
し

ま
う
こ
と
を
願
い
ま
す
。

　

主
の
祈
り
は
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
付
け

ら
れ
て
歌
に
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
た
と

え
ば
、
深
い
悲
し
み
の
と
き
（
マ
ー

ヴ
ィ
ン
・
ゲ
イ
）、
ま
た
、
立
ち
は
だ

か
る
敵
を
前
に
し
て
神
を
祝
う
と
き

（
映
画
「
サ
ラ
フ
ィ
ナ
」）、
主
の
祈
り

が
歌
わ
れ
ま
す
。
私
た
ち
は
い
ま
だ
神

の
名
が
聖
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
の
世

界
で
、
し
か
し
そ
れ
で
も
、
神
の
名
を

聖
と
し
な
が
ら
、
主
イ
エ
ス
と
共
に
旅

を
続
け
ま
す
。
そ
し
て
、
主
の
祈
り
を

祈
り
つ
つ
主
イ
エ
ス
に
従
う
旅
を
続

け
る
と
き
、
将
来
を
先
取
り
し
な
が
ら

現
在
を
歩
む
「
新
し
い
人
」
が
造
り
出

さ
れ
ま
す
。
主
イ
エ
ス
こ
そ
、
新
し
い

人
で
あ
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

自
分
の
言
葉
で
祈
る　

代
々
の
祈
り

手
か
ら
学
び
な
が
ら

　

私
た
ち
日
本
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

教
会
の
多
く
は
、
主
の
祈
り
を
除
け

ば
、「
成
文
祈
祷
」
で
は
な
く
「
自
由

祈
祷
」
を
も
っ
て
祈
り
ま
す
。
自
由
祈

祷
の
特
質
は
、
自
分
の
自
由
な
言
葉
で

神
に
語
り
か
け
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま

す
。
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
、
そ
の
自

由
な
は
ず
の
祈
り
の
言
葉
が
あ
る
種

の
定
型
化
・
形
骸
化
し
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
祈
り
の
言
葉
が
、
礼
拝
す
る
心

を
揺
り
動
か
す
こ
と
が
少
な
い
の
で

す
。
で
す
か
ら
、今
こ
そ
「
成
文
祈
祷
」

か
ら
祈
り
の
言
葉
を
学
び
直
す
こ
と

が
大
切
で
す
。

　

き
っ
と
様
ざ
ま
な
祈
祷
集
が
役
立

つ
こ
と
で
し
ょ
う
。
私
が
編
集
し
た

『
祈
り
の
と
も
し
び
―
２
０
０
０
年
の

信
仰
者
の
祈
り
に
学
ぶ
』
も
ま
た
、
そ

の
た
め
の
一
冊
で
す
。

　
「
主
よ
、
私
の
魂
の
家
は
と
て
も
狭

い
の
で
す
。
ど
う
か
広
く
し
て
く
だ
さ

い

―
あ
な
た
が
お
入
り
に
な
れ
る

よ
う
に
」（
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
）

　
「
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
、
主
よ
、
満
た

さ
れ
る
必
要
の
あ
る
む
な
し
い
器
を
。

…
…
私
の
信
仰
は
弱
い
の
で
す
。
ど
う

か
、
強
く
し
て
く
だ
さ
い
。
…
…
わ
た

し
は
罪
人
で
あ
り
、
あ
な
た
は
正
し

く
、
わ
た
し
は
罪
に
ま
み
れ
、
あ
な
た

の
う
ち
に
は
義
が
満
ち
あ
ふ
れ
て
い

ま
す
。
で
す
か
ら
、
わ
た
し
は
あ
な
た

と
共
に
い
た
い
の
で
す
」（
ル
タ
ー
）

　

い
ず
れ
も
、
父
な
る
神
に
対
す
る
祈

り
で
は
な
く
、
主
イ
エ
ス
に
語
り
か
け

る
祈
り
で
あ
る
こ
と
に
心
を
惹
か
れ

ま
す
。
そ
し
て
、
私
の
心
を
強
く
ゆ
さ

ぶ
る
祈
り
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ

ル
の
祈
り
も
ま
た
、
主
イ
エ
ス
に
語
り

か
け
て
い
ま
す
。

　
「
主
よ
、
私
が
あ
な
た
を
愛
す
る
の

は
天
国
を
約
束
さ
れ
た
か
ら
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
に
そ
む
か
な
い
の

は
、
地
獄
が
恐
ろ
し
い
か
ら
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
主
よ
、
私
を
引
き
つ
け
る
の

は
あ
な
た
ご
自
身
で
す
。
私
の
心
を
揺

り
動
か
す
の
は
、
十
字
架
に
つ
け
ら

れ
、
侮
辱
を
お
受
け
に
な
っ
た
あ
な
た

の
お
姿
で
す
。
あ
な
た
の
傷
つ
い
た
お

体
で
す
。
そ
う
で
す
、
主
よ
、
あ
な
た

の
愛
が
私
を
揺
り
動
か
す
の
で
す
。
で

す
か
ら
、
た
と
え
天
国
が
な
く
て
も
、

主
よ
、
私
は
あ
な
た
を
愛
し
ま
す
。
た

と
え
地
獄
が
な
く
て
も
、
私
は
あ
な
た

を
畏
れ
ま
す
。
あ
な
た
が
何
を
く
だ
さ

ら
な
く
て
も
、
私
は
あ
な
た
を
愛
し
ま

す
。
望
み
が
何
も
か
な
わ
な
く
て
も
、

私
の
愛
は
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」

　

こ
の
祈
り
が
、
ザ
ビ
エ
ル
を
日
本
伝

道
へ
と
駆
り
立
て
ま
し
た
。

　

礼
拝
と
祈
り
。
き
っ
と
難
し
い
理
屈

で
は
な
い
の
で
す
。
十
字
架
の
キ
リ
ス

ト
を
愛
す
る
こ
と
。
た
だ
そ
れ
だ
け

が
、
私
た
ち
の
祈
り
、
そ
し
て
私
た
ち

が
仕
え
る
教
会
を
よ
み
が
え
ら
せ
る

の
で
す
。

 （
要
約 

大
学
院
前
期
課
程 

中
根
一
茂
）

　「 祈りの生活 
―心の目が照らされることを願いつつ」
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日
本
伝
道
研
究
所
の
趣
旨
を
ふ
ま

え
て
、
日
本
に
お
け
る
福
音
伝
道
の
根

本
課
題
を
考
え
て
み
た
い
。
教
派
を
超

え
５
０
０
年
の
ス
パ
ン
で
、
日
本
キ
リ

ス
ト
教
史
の
視
点
か
ら
実
践
神
学
的

に
「
根
本
問
題
」
を
考
察
す
る
。
こ
こ

で
は
共
同
研
究
「
日
本
で
は
な
ぜ
福
音

宣
教
が
実
を
結
ば
な
か
っ
た
か
」
を
手

掛
か
り
と
す
る
。
５
人
の
研
究
者
が

「
Ｋ
Ｊ
法
」
で
集
め
た
３
９
３
の
「
実

を
結
ば
な
か
っ
た
理
由
」
は
、
お
よ
そ

思
い
あ
た
る
原
因
を
網
羅
し
て
い
る
。

そ
こ
で
濱
野
道
雄
は
「
福
音
宣
教
以
前

に
『
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
中
に
入
っ
て
い

け
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
、
神
学

的
に
も
実
践
的
に
も
命
題
に
な
っ
て
』

し
ま
う
の
だ
。
悪
循
環
の
始
ま
り
で
あ

る
」
と
言
う
。
こ
れ
は
３
９
３
の
原
因

の
前
提
と
な
る
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。

こ
れ
を
「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
・
コ
ン
プ

レ
ッ
ク
ス
」
と
言
い
換
え
、
そ
の
克
服

を
「
日
本
に
お
け
る
伝
道
の
根
本
課

題
」、「
殉
教
の
復
位
」
と
し
て
考
え
た

い
。
そ
の
た
め
に
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争

期
の
「
日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
」
を
考
察

す
る
。
こ
れ
は
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
に

お
い
て
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
・
コ
ン
プ
レ
ッ

ク
ス
が
最
も
悪
い
か
た
ち
で
現
れ
た

例
で
あ
る
。

　

幕
藩
体
制
期
、
民
は
村
の
鎮
守
の
氏

子
で
あ
り
、
家
は
寺
の
檀
家
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
宗
教
事
情
に
起
因
し

て
、
神
道
と
仏
教
系
の
包
括
宗
教
法
人

の
信
徒
数
は
、
２
０
２
０
年
時
点
で

1
億
8
千
万
人
で
あ
り
、
１
９
９
５
年

の
2
億
2
千
万
人
か
ら
は
17
・
6
％
激

減
し
て
い
る
。
あ
る
調
査
に
よ
れ
ば
、

日
本
人
で
信
仰
を
持
っ
て
い
る
人
は

36
％
、
信
仰
し
て
い
る
宗
教
は
な
い
人

は
62
％
で
あ
る
。
こ
う
し
た
信
仰
の
な

い
宗
教
を
特
徴
と
す
る
日
本
に
お
い

て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
人
口
1
％
を
問
題

視
し
過
ぎ
な
い
方
が
よ
い
。
自
ら
「
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
に

陥
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
「
日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
」
に
つ
い
て
、

久
山
康
は
、
神
道
と
キ
リ
ス
ト
教
の
習

合
に
よ
る
皇
道
的
キ
リ
ス
ト
教
と
、
日

本
の
風
土
に
キ
リ
ス
ト
教
を
根
づ
か

せ
る
試
み
の
二
つ
の
流
れ
を
指
摘
し
、

熊
野
義
孝
は
後
者
の
例
と
し
て
魚
木

忠
一
と
比
屋
根
安
定
に
注
目
し
た
。
鈴

木
範
久
は
日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
を
「
従

属
」「
共
存
」「
対
立
」
に
、
笠
原
芳
光

は
「
混
淆
」「
両
立
」「
触
発
」
の
３
類

型
に
分
類
す
る
。
佐
藤
敏
夫
は
主
流
の

教
会
は
日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ

て
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た

と
し
た
が
、
土
肥
昭
夫
は
当
時
の
日
本

基
督
教
団
の
全
体
が
こ
れ
に
陥
っ
た

と
す
る
。
私
は
こ
の
３
年
、『
福
音
と

世
界
』
の
連
載
「
日
本
的
キ
リ
ス
ト
教

を
読
む
」
に
お
い
て
、
ア
ジ
ア
太
平
洋

戦
争
期
に
叢
生
し
た
有
名
無
名
の
日

本
的
キ
リ
ス
ト
教
の
人
と
書
物
を
42

人
・
55
冊
紹
介
し
て
い
る
。
信
徒
や
神

学
以
外
の
分
野
の
研
究
者
も
相
当
数

お
り
、
留
学
や
海
外
経
験
を
持
つ
人
の

割
合
も
多
い
。
最
も
多
い
立
場
は
「
両

立
」
型
で
あ
り
、
そ
の
源
流
が
小
崎
弘

道
で
あ
る
。
彼
は
１
９
１
２
年
の
三
教

会
同
を
日
本
伝
道
の
好
機
と
と
ら
え
、

「
日
本
帝
国
の
教
化
」（
１
９
２
９
年
）

を
語
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
国
体
と
融
合

し
、
牧
師
が
非
宗
教
の
神
社
の
宮
司
に

な
れ
る
よ
う
な
構
想
で
あ
る
。
小
崎
は

38
年
に
81
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
日
本

の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
中
心
を

歩
ん
だ
人
で
、
１
９
２
８
年
の
天
皇
即

位
の
折
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
た
だ
一
人

金
杯
を
受
け
た
。

　

織
豊
政
権
は
「
仏
法
為
本
」
の
中
世

的
宗
教
権
威
を
滅
ぼ
し
て
懐
柔
し
「
治

教
」
と
し
て
体
制
に
取
り
込
ん
だ
。
幕

藩
体
制
期
に
は
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
を

梃
子
に
神
儒
仏
に
よ
る
現
世
支
配
の

「
神
国
」
体
制
が
つ
く
ら
れ
、「
王
法
為

本
」
が
確
立
し
た
。
仏
教
は
檀
家
制
度

と
寺
請
制
度
に
よ
り
体
制
の
戸
籍
係

と
さ
れ
、
日
本
の
宗
教
は
政
治
支
配
の

絶
対
化
に
「
否
」
を
言
う
役
割
を
手
放

す
こ
と
で
生
き
延
び
た
。
芦
名
定
道
が

「
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
か
ら
現
代
へ
、
日

本
宗
教
を
展
望
す
る
」
に
お
い
て
「
国

家
権
力
に
正
面
か
ら
立
ち
向
か
う
宗

教
の
姿
勢
」
を
展
望
し
、「
非
暴
力
抵

抗
」
の
意
義
を
語
る
の
は
、
そ
の
ゆ
え

で
あ
る
。
井
上
哲
次
郎
は
１
８
９
０
年

代
の
「
教
育
と
宗
教
の
衝
突
」
論
争
に

お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
個
人
的
倫
理

を
担
い
「
非
国
家
的
精
神
を
排
除
し

て
、
専
は
ら
個
人
的
倫
理
を
維
持
す
る

の
方
針
を
取
る
べ
き
」
と
主
張
し
た
。

そ
れ
か
ら
半
世
紀
、
日
本
の
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
教
会
は
井
上
の
示
唆
し
た
道

を
進
み
、「
日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
」
に

行
き
着
い
た
の
で
あ
る
。

　

日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
に
お
い
て
最

も
重
大
な
出
来
事
は
キ
リ
シ
タ
ン
の

殉
教
で
あ
る
。
１
５
４
９
年
以
降

１
６
３
０
年
代
の
初
期
ま
で
の
80
年

間
の
受
洗
者
は
76
万
人
、
１
６
１
４
年

の
信
徒
数
は
37
万
人
前
後
と
推
定
さ

れ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
列
聖
列
福
特
別
委

員
会
は
、
氏
名
・
日
時
・
場
所
が
わ
か

る
殉
教
者
は
５
５
０
０
人
、
実
数
は

2
万
人
と
し
て
い
る
。
教
理
問
答
『
ど

ち
り
な
き
り
し
た
ん
』
は
、
キ
リ
シ
タ

ン
を
「
か
ん
よ
う
な
る
時
は
し
す
る
と

い
ふ
と
も
、
こ
と
ば
に
も
、
身
も
ち
に

も
あ
ら
は
す
べ
き
と
の
か
く
ご
あ
る

事
も
つ
ぱ
ら
な
り
」
と
定
義
し
た
。
こ

の
よ
う
な
生
き
方
が
殉
教
に
よ
り
絶

え
た
後
、
鎖
国
、
絵
踏
み
、
宗
門
改
め
、

寺
請
、
檀
家
、
五
人
組
な
ど
の
徹
底
し

た
禁
教
政
策
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教

を
拒
絶
す
る
制
度
が
つ
く
ら
れ
、
キ
リ

シ
タ
ン
国
害
論
が
植
え
付
け
ら
れ
た
。

こ
れ
は
強
い
ト
ラ
ウ
マ
で
あ
る
。
Ｇ
．

Ｄ
．
レ
ー
マ
ン
は
「
最
初
の
出
会
い
の

重
要
性
は
そ
の
敗
北
の
結
果
に
あ
る
。

い
わ
ば
迫
害
時
代
の
経
験
に
よ
っ
て

日
本
人
は
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
伝
染

病
に
か
か
ら
な
い
よ
う
に
効
果
的
な

予
防
注
射
を
受
け
た
よ
う
な
も
の
で

あ
る
」
と
言
っ
た
。

　
「
殉
教
」
は
信
仰
の
遺
産
で
は
な
く

「
負
の
遺
産
」
と
な
り
、
近
代
に
お
け

る
伝
道
は
「
国
害
」
論
の
克
服
の
た
め

「
報
国
」
の
志
を
掲
げ
た
。「
日
本
的
キ

リ
ス
ト
教
」
は
「
殉
国
は
殉
教
」
と
考

え
、
殉
教
し
な
い
キ
リ
ス
ト
教
と
な
っ

た
。
渡
辺
信
夫
は
「
国
の
た
め
に
死
ぬ

覚
悟
を
ど
う
い
う
関
係
づ
け
に
お
い

て
持
っ
た
か
と
い
う
点
に
致
命
的
欠

陥
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
私
の
戦
争
責

任
の
核
心
部
分
が
あ
る
こ
と
に
戦
後

気
づ
き
ま
し
た
」
と
述
べ
る
。
彼
は
カ

ル
ヴ
ァ
ン
に
学
び
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
殉

教
、
朱
基
徹
の
殉
教
や
趙
寿
玉
の
生
き

方
か
ら
、
神
へ
の
従
順
ゆ
え
の
殉
教
に

注
目
し
、「
殉
教
の
復
位
」
を
語
っ
た
。

「
殉
教
の
復
位
」
は
、
殉
教
礼
賛
や
殉

教
の
奨
め
で
は
な
い
。
そ
れ
は
日
本
人

の
99
％
に
福
音
を
証
し
す
る
こ
と
に

お
い
て
、
1
％
の
教
会
の
信
仰
を
徹
底

す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

殉
教
な
ど
起
こ
さ
せ
な
い
社
会
を

め
ざ
し
て
殉
教
の
信
仰
に
生
き
る
こ

と
で
あ
る
。

　「日本における伝道の根本課題
～戦時下の『日本的キリスト教』を読んで考えたこと～」
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１
．
伝
道
者
の
務
め
の
本
質

　

伝
道
者
の
務
め
は
、
第
一
に
「
神
の

召
命
か
ら
」
来
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に

「
教
会
の
委
託
に
よ
っ
て
」
与
え
ら
れ

ま
す
。
こ
の
両
者
が
ど
の
よ
う
に
関
係

し
て
い
る
か
も
問
題
と
な
り
ま
す
。

　

伝
道
者
の
務
め
の
根
源
に
あ
る
の

は
神
の
ご
意
志
で
す
。
神
が
伝
道
者
の

務
め
を
お
立
て
に
な
り
、
そ
こ
に
人
を

お
召
し
に
な
り
ま
す
。
伝
道
者
は
「
キ

リ
ス
ト
の
存
在
、
生
涯
、
働
き
の
継
続
」

（
ア
ウ
グ
ス
ト
・
フ
ィ
ル
マ
ー
ル
）
に

お
い
て
仕
え
、
キ
リ
ス
ト
の
み
わ
ざ
が

今
こ
こ
で
も
起
き
る
こ
と
を
追
い
求

め
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、「
恵
み
の
手

段
」
を
管
理
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、

神
の
言
葉
を
宣
べ
伝
え
る
こ
と
と
、
聖

礼
典
を
執
行
す
る
こ
と
を
担
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
恵
み
の
手
段
を
通
し
て
、
神

は
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
救
い
を
世
に

も
た
ら
さ
れ
ま
す
。

　

教
会
は
神
の
召
し
を
受
け
止
め
、
伝

道
者
を
教
会
の
教
師
と
し
て
立
て
ま

す
。
洗
礼
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
キ
リ
ス

ト
者
が
祭
司
へ
と
任
職
さ
れ
て
お
り
、

必
要
な
場
合
に
は
だ
れ
で
も
洗
礼
を

授
け
、
罪
の
赦
し
を
宣
言
で
き
る
の
で

す
け
れ
ど
も
（
全
信
徒
の
祭
司
性
）、

教
会
の
秩
序
の
た
め
に
、
祭
司
の
務
め

の
具
体
的
な
執
行
は
伝
道
者
に
託
さ

れ
ま
す
。

　

そ
の
際
、
伝
道
者
・
牧
師
は
教
会
で

の
働
き
を
独
占
す
る
の
で
は
な
く
、
信

徒
を
形
成
し
、
信
徒
の
働
き
を
支
え
、

信
徒
と
牧
師
が
教
会
を
造
り
上
げ
る

の
で
す
し
、
教
会
は
牧
師
の
説
教
と
教

え
が
福
音
に
か
な
っ
て
い
る
か
ど
う

か
を
見
守
る
責
任
が
あ
り
ま
す
。

２
．
召
命
と
資
質
・
能
力

　

伝
道
者
に
求
め
ら
れ
る
資
質
・
能
力

が
あ
り
ま
す
。
聖
書
や
教
理
に
つ
い
て

の
理
解
、
そ
れ
を
人
に
伝
え
る
力
、
他

者
の
痛
み
に
共
感
す
る
力
、
他
者
の
魂

の
状
態
に
つ
い
て
洞
察
す
る
力
な
ど

な
ど
で
す
。
神
学
教
育
、
伝
道
者
養
成

は
、
伝
道
者
に
必
要
な
資
質
・
能
力
の

向
上
の
た
め
に
あ
る
と
言
え
ま
す
。

　

し
か
し
、
人
間
の
資
質
・
能
力
が
そ

の
人
を
伝
道
者
に
す
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
神
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
者

を
お
召
し
に
な
り
ま
す
。
資
質
・
能
力

を
問
わ
な
い
の
で
す
。
神
は
そ
の
人
を

伝
道
者
に
す
る
こ
と
が
お
で
き
に
な

り
、
ご
自
分
の
御
用
の
た
め
に
用
い
る

こ
と
が
お
で
き
に
な
り
ま
す
。
召
さ
れ

た
者
に
必
要
な
の
は
、
神
に
信
頼
し
、

お
従
い
す
る
こ
と
だ
け
で
す
。

　

そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
教
会
は
教

師
を
立
て
る
に
あ
た
り
、
何
よ
り
も
召

命
を
吟
味
し
ま
す
。
ま
た
、
資
質
・
能

力
を
も
問
い
ま
す
が
、
能
力
に
秀
で
て

い
る
こ
と
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
神

の
召
し
に
答
え
る
献
身
の
姿
勢
が
あ

る
か
、
伝
道
者
の
務
め
と
結
び
つ
い
た

任
務
お
よ
び
仕
事
へ
の
願
い
と
努
力

が
あ
る
か
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
個
人

的
で
無
理
の
な
い
形
で
の
備
え
が
あ

る
か
ど
う
か
を
問
い
ま
す
。

３
．
職
務
と
人
格

　

伝
道
者
論
は
伝
統
的
に
「
職
務
」
と

「
人
格
」
の
二
つ
の
側
面
か
ら
考
え
ら

れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
際
、
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
教
会
は
職
務
か
ら
（
の
み
）
伝

道
者
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
多

か
っ
た
と
言
え
ま
す
。

　

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
は
伝
道
者

を
「
御
言
葉
と
聖
礼
典
の
奉
仕
者
」
と

し
、
そ
の
務
め
を
突
き
詰
め
れ
ば
「
御

言
葉
の
務
め
、
説
教
職
」
で
あ
る
と
し

て
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
現
代

に
お
い
て
は
、
伝
道
者
の
務
め
を
よ
り

多
様
に
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。
た
と
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
価

値
の
伝
達
者
、
人
知
を
超
え
た
も
の
の

代
表
だ
と
い
う
の
で
す
。
し
か
し
、
時

代
の
声
に
惑
わ
さ
れ
ず
、
伝
道
者
の
職

務
は
、「
そ
も
そ
も
自
分
は
神
か
ら
何

に
召
さ
れ
て
い
る
の
か
」
を
問
う
こ
と

に
よ
っ
て
考
え
る
べ
き
で
す
。

　

ま
た
今
日
は
、
伝
道
者
を
職
務
だ
け

で
考
え
ず
、「
伝
道
者
と
は
何
者
か
」

と
、
そ
の
人
格
を
問
う
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
伝
道
者
と
は
、
信
仰
を
も
っ
て

生
き
る
こ
と
の
見
本
だ
と
い
う
の
で

す
。
そ
し
て
、
職
務
の
遂
行
に
お
い
て

も
、
人
格
的
な
か
か
わ
り
が
重
視
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
た
だ
し

そ
こ
で
は
、
自
分
の
人
格
の
力
（
す
な

わ
ち
、
資
質
・
能
力
）
で
職
務
を
担
う

の
で
は
な
く
、
伝
道
者
の
職
務
が
も
た

ら
す
人
格
性
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き

で
し
ょ
う
。
神
の
召
命
は
務
め
を
与
え

る
だ
け
で
な
く
、
人
格
の
形
成
に
至
り

ま
す
。

４
．
福
音
の
担
い
手

　

伝
道
者
は
神
に
召
さ
れ
た
者
で
あ

り
、
そ
の
召
し
に
応
え
る
た
め
に
人
生

を
献
げ
、
ま
た
、
託
さ
れ
た
務
め
の
ゆ

え
に
人
格
と
霊
性
と
を
向
上
さ
せ
続

け
ま
す
。
伝
道
者
の
職
務
に
は
す
で
に

触
れ
ま
し
た
が
、
キ
リ
ス
ト
ご
自
身
の

働
き
に
奉
仕
す
る
、
と
い
う
観
点
か

ら
、
改
め
て
考
え
ま
す
。

　

キ
リ
ス
ト
が
担
っ
て
く
だ
さ
っ
た

務
め
に
つ
い
て
は
、「
キ
リ
ス
ト
／
メ

シ
ア
（
油
注
が
れ
た
者
）」
の
務
め
か

ら
、
王
・
祭
司
・
預
言
者
の
三
重
の
職

務
が
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
伝
道
者

は
キ
リ
ス
ト
の
代
理
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
キ
リ
ス
ト
の
体
、
キ
リ
ス
ト
の

道
具
と
し
て
、
こ
の
三
重
の
務
め
を
担

い
ま
す
。
そ
の
際
、
王
の
務
め
は
羊
飼

い
と
し
て
羊
の
世
話
を
す
る
こ
と
で

あ
る
こ
と
を
大
切
に
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
祭
司
の
務
め
と
し
て
与
え
ら
れ

て
い
る
の
は
、
祈
り
と
賛
美
に
よ
り
礼

拝
を
お
献
げ
す
る
こ
と
で
す
。
預
言
者

と
し
て
の
務
め
は
福
音
を
告
げ
知
ら

せ
、
人
々
が
主
イ
エ
ス
に
お
け
る
神
の

ご
支
配
に
あ
ず
か
る
ま
で
に
す
る
こ

と
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
務
め
を
果
た
す
た
め
の

土
台
と
な
る
働
き
と
し
て
、
執
り
成
し

の
祈
り
を
挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

モ
ー
セ
は
破
れ
口
に
立
っ
て
祈
り
ま

し
た
。
ア
モ
ス
が
幻
を
示
さ
れ
た
時
、

ま
ず
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
を
語
る
こ
と

で
は
な
く
、
執
り
成
し
て
祈
る
こ
と
で

し
た
。
こ
の
世
の
苦
し
み
を
受
け
止
め

て
う
め
き
、
神
の
裁
き
の
下
に
立
ち
、

執
り
成
し
の
祈
り
を
献
げ
た
い
と
願

い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、
羊
の
世
話
を
す

る
こ
と
も
、
礼
拝
を
献
げ
る
こ
と
も
、

福
音
を
告
げ
知
ら
せ
る
こ
と
も
生
ま

れ
て
き
ま
す
。

　

神
学
校
は
福
音
を
明
確
に
捉
え
る

こ
と
を
教
え
ま
す
。
そ
れ
を
踏
ま
え

て
、
自
分
が
「
福
音
を
生
き
る
」
こ
と

が
続
き
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
生
涯

に
わ
た
る
「
霊
的
同
伴
」
も
重
要
で
す
。
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『
神
学
』
86
号　

発
行
の
ご
案
内

神
学
会
委
員
長　

本
城　

仰
太

　
『
神
学
』
86
号
が
２
０
２
４
年
12
月
に
発

行
さ
れ
ま
し
た
（
定
価
２
，８
０
０
円
＋
税
）。

主
題
は
「
伝
道
者
論
」
で
、
２
０
２
５
年
1

月
の
「
教
職
セ
ミ
ナ
ー
」
の
主
題
「
福
音
の

担
い
手
：
伝
道
者
論
を
め
ぐ
っ
て
」
に
合
わ

せ
た
も
の
で
す
。「
伝
道
者
」
を
問
う
こ
と

な
し
に
「
伝
道
」
の
議
論
だ
け
を
行
っ
て
も

実
り
は
少
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
本
号
を

通
し
て
「
伝
道
者
論
」
が
深
め
ら
れ
、
教
会

に
伝
道
の
実
り
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
願
っ

て
い
ま
す
。

　

主
題
に
か
か
わ
る
四
つ
の
論
文
が
寄
せ
ら

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
や
切
り
口

は
異
な
り
ま
す
が
、
聖
書
や
古
代
の
伝
道

者
論
か
ら
始
ま
り
、
現
代
の
読
者
の
皆
さ

ま
の
考
察
へ
と
つ
な
げ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と

願
い
ま
す
。
自
由
研
究
と
し
て
、
パ
ウ
ロ
研

究
を
続
け
て
お
ら
れ
る
河
野
克
也
先
生
よ

り
、
パ
ウ
ロ
の
黙
示
的
福
音
に
関
す
る
論
文

が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
宮
嵜
薫
先
生

は
２
０
２
４
年
4
月
に
本
学
に
お
い
て
博
士

（
神
学
）
の
学
位
を
取
得
さ
れ
、
昨
年
4
月

よ
り
本
学
で
の
授
業
を
本
格
的
に
担
当
し
て

お
ら
れ
ま
す
。
今
号
で
は
そ
の
博
士
論
文
の

後
編
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
朴
大
信
先
生

は
博
士
課
程
後
期
で
エ
ー
ベ
リ
ン
ク
研
究
を

続
け
て
お
ら
れ
、
そ
の
論
文
を
寄
せ
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。

【
主
題
論
文
】

・ 

言
葉
と
実
在
の
「
あ
わ
い
」
に
つ
い
て　

―
伝
道
者
の
語
る
言
葉
を
め
ぐ
っ
て

　
　

 

神
代
真
砂
実

・ 

旧
約
預
言
者
の
職
務
の
特
徴
に
つ
い
て　

　

 

田
中　
　

光

・ 

伝
道
者
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス　

―『
説
教
』

２
１
３
に
お
け
る
「
信
条
の
伝
達
」、
そ

の
翻
訳 

本
城　

仰
太

・ 

カ
イ
サ
リ
ア
の
バ
シ
レ
イ
オ
ス
の
書
簡
か

ら
見
る
「
伝
道
者
」
像
に
つ
い
て
の
一
考

察 

飯
田　
　

仰

【
自
由
研
究
】

・ 

パ
ウ
ロ
の
黙
示
的
福
音
（
２
）
―
ロ
ー
マ
の
支

配
を
無
力
化
す
る
神
の
支
配 

河
野　

克
也

【
博
士
論
文
要
約
】

・ 

旧
約
聖
書
に
お
け
る
イ
ス
ラ
エ
ル
12
部
族
の

歴
史
的
変
遷
と
陰
影（
後
編
） 

宮
嵜　
　

薫

【
博
士
課
程
後
期
生
論
文
】

・ 

Ｇ
．
エ
ー
ベ
リ
ン
ク
の
「
信
仰
の
教
義
学
」

―
「
信
仰
論
」
と
「
教
義
学
」
の
狭
間
で

 

朴　
　

大
信

「
た
だ
主
に
縋
っ
て
」

佐
藤　
　

晏

　

神
学
校
の
４
年
間
で
は
、
私
自
身
の

決
意
や
熱
心
の
不
確
か
さ
と
、
そ
ん
な

私
を
決
し
て
離
さ
な
い
で
い
て
く
だ

さ
る
神
様
の
確
か
さ
を
何
度
も
教
え

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
伝
道
者

と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
く
歩
み
が
決

し
て
自
分
一
人
の
も
の
で
は
な
く
、
多

く
の
方
の
祈
り
と
支
え
の
中
に
あ
る

こ
と
も
繰
り
返
し
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

私
が
気
付
く
時
も
気
付
か
な
い
時
も
、

多
く
の
守
り
と
導
き
、
祈
り
と
支
え
が

あ
っ
た
こ
と
を
思
い
、
改
め
て
感
謝
い

た
し
ま
す
。

　

決
し
て
立
派
で
も
特
別
で
も
な
い

拙
い
者
で
す
が
、
神
様
は
全
て
を
ご
存

じ
で
お
遣
わ
し
く
だ
さ
る
の
で
、「
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
使

い
く
だ
さ
い
」
と
、
そ
ん
な
思
い
で
行

か
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
御
使
い
の
声
に
あ
わ
せ
て
」杉田　

流
司

　
「
黙
示
録
の
御
使
い
は
ど
う
し
て
い

つ
も
大
声
で
叫
ぶ
の
だ
ろ
う
」。
あ
る

講
義
で
こ
ん
な
話
に
な
っ
た
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。
東
神
大
で
の
楽
し
か
っ

た
思
い
出
の
一
つ
で
す
。

　

一
つ
の
理
由
は
「
そ
の
真
剣
さ
」
だ

と
思
い
ま
す
。
御
声
に
従
っ
て
悔
い
改

め
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
は
滅

ん
で
し
ま
う
か
ら
で
す
。
ま
た
、
も
う

一
つ
の
理
由
は
「
そ
の
喜
び
」
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
イ
エ
ス
様
が
お
生
ま

れ
に
な
っ
た
！
イ
エ
ス
様
が
よ
み
が

え
ら
れ
た
！
御
使
い
た
ち
も
自
然
と
、

大
き
な
声
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

私
た
ち
も
そ
の
御
声
を
聞
か
せ
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
御

使
い
た
ち
の
声
に
あ
わ
せ
て
、
私
た
ち

も
ま
た
福
音
を
届
け
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

「
主
わ
れ
ら
を
愛
す
」

 

北
田
翔
太
郎 

　

遂
に
卒
業
を
迎
え
ま
し
た
。
お
祈
り

下
さ
っ
た
皆
様
と
、
私
を
励
ま
し
、
時

に
叱
っ
て
下
さ
っ
た
信
仰
の
先
輩
た

ち
や
仲
間
た
ち
に
、
心
か
ら
感
謝
致
し

ま
す
。
私
が
修
論
で
扱
っ
た
神
学
者
の

カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
は
、
学
生
か
ら
「
あ

な
た
の
神
学
を
一
言
で
言
う
と
ど
う

な
り
ま
す
か
？
」
と
聞
か
れ
て
、「『
主

わ
れ
を
愛
す
』
の
歌
詞
で
す
」
と
答
え

た
そ
う
で
す
。
私
の
四
年
間
も
、
一
言

で
言
え
ば
「
主
わ
れ
を
愛
す
」
の
歌
詞

の
通
り
で
し
た
。「
主
は
強
け
れ
ば
／

わ
れ
弱
く
と
も
／
恐
れ
は
あ
ら
じ
」。

十
字
架
の
主
の
愛
に
よ
っ
て
、
生
か
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
主
に

お
仕
え
す
る
た
め
に
、
こ
こ
か
ら
歩
み

出
し
ま
す
。
主
が
私
を
清
め
て
、
良
き

働
き
を
な
さ
し
め
て
下
さ
り
ま
す
よ

う
に
。 

「
神
学
の
天
国
」

増
尾　

隆
司

　

本
学
の
公
開
夜
間
講
座
で
神
学
の

楽
し
さ
の
入
り
口
に
立
て
た
私
に

と
っ
て
、
学
部
編
入
学
後
の
4
年
間
は

「
神
学
の
天
国
」
に
い
る
日
々
で
し
た
。

振
り
返
っ
て
み
れ
ば
あ
っ
と
言
う
間

に
過
ぎ
た
４
年
間
で
し
た
が
、
毎
日
が

本
当
に
充
実
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の

日
々
を
支
え
て
く
だ
さ
っ
た
諸
先
生

方
、
職
員
の
皆
さ
ま
、
年
か
さ
の
私
を

仲
間
に
入
れ
て
く
だ
さ
っ
た
同
級
生

の
皆
さ
ん
に
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。
し
か
し
「
神
学
の
天
国
」
は
究

め
難
く
、
ま
だ
ま
だ
知
ら
な
い
こ
と
ば

か
り
で
す
。
こ
れ
か
ら「
伝
道
の
天
国
」

に
遣
わ
さ
れ
ま
す
が
、
神
学
の
学
び
を

忘
れ
ず
に
続
け
て
い
き
ま
す
。
心
残
り

は
、
自
宅
通
学
だ
っ
た
の
で
学
生
寮
の

濃
密
な
交
わ
り
が
味
わ
え
な
か
っ
た

こ
と
で
し
た
。

「
全
て
の
導
き
に
感
謝｣

金　
　

奎
植

　

主
の
御
名
を
賛
美
致
し
ま
す
。
私
は

学
部
1
年
か
ら
東
京
神
学
大
学
に
入

学
し
、
6
年
間
の
学
び
を
許
さ
れ
ま
し

た
。
率
直
に
言
う
と
6
年
間
の
学
び
の

中
、
外
国
人
で
あ
る
私
に
は
言
語
の
壁

や
文
化
の
違
い
な
ど
で
大
変
な
瞬
間

も
多
々
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
大
変

な
時
に
も
主
な
る
神
様
か
ら
い
た
だ

い
た
「
日
本
の
地
で
福
音
を
宣
べ
伝
え

る
伝
道
者
と
し
て
生
き
る
」
と
い
う
召

命
を
信
じ
ま
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
苦

し
み
を
も
自
分
を
よ
り
良
き
伝
道
者

に
な
れ
る
よ
う
に
鍛
錬
し
て
く
だ
さ

る
神
様
の
御
恵
み
と
し
て
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
東
京
神
学
大
学

で
の
全
て
の
学
び
を
見
守
っ
て
く
だ

さ
り
、
卒
業
ま
で
導
い
て
く
だ
さ
っ
た

神
様
に
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

「
感
謝
！
」

矢
島　

若
葉

　

私
の
献
身
を
喜
び
、
と
も
に
歩
ん
で

く
だ
さ
っ
た
方
々
へ
。
献
身
を
通
し
て

出
会
え
た
方
々
へ
。
神
様
の
導
き
の
も

と
、
兄
弟
姉
妹
の
祈
り
に
支
え
ら
れ
、

無
事
に
卒
業
の
日
を
迎
え
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
こ
の
４
年
間
、
至
ら
な

さ
や
不
相
応
さ
に
挫
け
そ
う
に
な
る

こ
と
も
多
々
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
度

に
祈
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
思
い
出
し
、

再
び
立
ち
上
が
る
力
を
得
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
祈
り
に
支
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
実
感
す
る
毎
に
、
神
様
と
と

も
に
歩
ん
で
い
る
こ
と
を
改
め
て
知

る
機
会
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
の

歩
み
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
か

は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
神
様
の
道
の
確

か
さ
は
知
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も

祈
り
つ
つ
、
期
待
し
つ
つ
励
ん
で
ま
い

り
ま
す
。
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口座番号：００１５０-５-５０３２
加入者名：学校法人　東京神学大学

。。。 　奨学金献金のお願い　。。。
　東京神学大学のために日頃からお祈りとお支えをいただき、心から感謝を申し上げます。
　世界が多くの混乱と分断の中で苦悩を経験している中にあって、私たちの学び舎には多くの献身者が与えられ、キリ
ストの福音を世界に宣べ伝えるための準備の時を過ごしています。神学教育にとっては、顔と顔を合わせながらの人格
形成的な教育が不可欠です。ほぼ完全にコロナの危機からも抜け出し、学び舎で共に生活をしながら、共に学ぶ生活を
取り戻せたことは、本当に感謝です。入学式、全学修養会、クリスマス礼拝・祝会、卒業礼拝、卒業式など、クラス以
外の諸行事も、ほぼこれまで通りに行うことができています。このように学生、教職員ともに力を合わせながら、豊か
な学びの一年を過ごすことがゆるされました。それもまた、日頃からの皆様の祈りと献金によって支えられていたこと
を思いますと、感謝に堪えません。
　まもなく新しい学生たちを迎えて、2025 年度の歩みを始めることがゆるされています。そこで今改めて、皆様に奨
学金のための募金をお願いいたしたく存じます。とくに「指定奨学金」と「入学時奨学金」を必要としています。「指
定奨学金」とは、経済的に困窮している学生の申請に基づき、審査を経て支給される奨学金です。「顔の見える奨学金」
とも呼ばれ、毎年献金者の皆さんに受給学生たちがお礼状を出す努力を続けています。また「入学時奨学金」は、入学
時の経済的負担を少しでも軽減するために設けられた奨学金制度（入学年度前期の学費に充当）で、毎年多くの新入生
に支給されています。
　現在、東神大で学ぶ学生の年間の校納金は 50 万円を超え、入学時の納付金は 100 万円を超えます。これに生活費
が加わるわけですから、多くの学生が苦労しています。神学生たちは厳しい学業の合間にアルバイトをして努力してい
ます。また神学生の在籍教会、出席教会も彼らを経済的に支えようと努力してくださっています。しかし十分ではあり
ません。学生たちの経済的負担を少しでも軽減するために、より豊かな奨学金の財源が必要となっています。どうか、
このことをご理解くださり、皆様の温かいお祈りとご協力を賜りますよう、心からお願い申し上げます。
　とくに本学を卒業された教職の皆様、どうか後輩たちの生活を支えるためにご協力ください。よろしくお願い申し上
げます。

東京神学大学  奨学金委員長　中　野　　実

　なお、お振込の際、「指定奨学金」の場合は「奨学金献金」、そして「入学時奨学金」の場合は「入学時奨学金献金」
とご記入ください。郵便振込の口座は次のとおりです。

２
０
２
５
年
４
月
開
講　

申
込
受
付
中

４
月
～
５
月

㈪
「
教
会
史
入
門
」 

本
城　

仰
太

㈮
「
福
音
書
を
読
む
Ⅱ
」 

三
永　

旨
従

５
月
～
７
月

㈪
「
詩
編
に
よ
っ
て
祈
り
、
賛
美
す
る
た
め
に
」 

 

田
中　
　

光

㈮ 

「
聖
書
物
語
だ
け
じ
ゃ
な
い
！
キ
リ
ス
ト
教
美

術
」 

真
下　

弥
生

９
月
～
10
月

㈪
「
キ
リ
ス
ト
教
教
理
の
基
礎
Ⅰ
」 

菊
地　
　

順

㈮
「
ヘ
ブ
ラ
イ
書
に
聴
く
」 

中
野　
　

実

10
月
～
12
月

㈪
「
礼
拝
と
説
教
」 

小
泉　
　

健

㈮
「
現
代
神
学
入
門
」 

須
田　
　

拓

１
月
～
３
月

㈪
「
や
さ
し
い
ヒ
ブ
ル
語
入
門
」 

宮
嵜　
　

薫

㈮
「
相
互
牧
会
ケ
ア
」 

Ｗ
．
ジ
ャ
ン
セ
ン

　

公
開
夜
間
神
学
講
座

学
外
活
動
委
員
長　

中
野　
　

実　

　

東
京
神
学
大
学
の
夜
間
講
座
は
、
長
い
歴
史
を
持
つ
、
日
本
で
は
ユ
ニ
ー
ク
な
神
学
の
学
び
の
場
で
す
。

２
０
２
５
年
度
に
は
、
79
期
生
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
発
足
以
来
、
講
師
陣
に
は
、
本
学
で
教
え

る
教
員
の
ほ
と
ん
ど
が
加
わ
っ
て
お
り
、
神
学
と
い
う
学
問
の
深
さ
、
広
さ
を
味
わ
う
こ
と
の
で
き
る
貴

重
な
機
会
で
す
。
さ
て
、
こ
こ
に
２
０
２
５
年
の
新
し
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
お
伝
え
で
き
ま
す
こ
と
を
、
心

よ
り
う
れ
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。
２
０
２
５
年
も
、
講
師
陣
に
新
し
い
顔
ぶ
れ
を
加
え
る
な
ど
、
さ
ら
に

充
実
し
た
学
び
の
機
会
を
提
供
で
き
る
よ
う
準
備
し
て
い
ま
す
。
旧
約
聖
書
神
学
、
新
約
聖
書
神
学
、
組

織
神
学
、
歴
史
神
学
、
実
践
神
学
、
キ
リ
ス
ト
教
音
楽
、
キ
リ
ス
ト
教
美
術
な
ど
、
広
い
領
域
に
わ
た
る

講
義
が
提
供
さ
れ
て
お
り
、
他
教
会
の
信
仰
の
友
と
共
に
、
楽
し
く
充
実
し
た
学
び
を
経
験
で
き
ま
す
。

２
年
間
で
全
科
目
を
修
了
す
る
「
正
規
生
」
の
み
な
ら
ず
、自
分
の
ペ
ー
ス
に
あ
わ
せ
て
受
講
で
き
る
「
科

目
受
講
生
」、
ま
た
お
好
き
な
ク
ラ
ス
だ
け
を
受
講
で
き
る
「
聴
講
生
」
制
度
も
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
一
人

で
も
多
く
の
方
が
受
講
さ
れ
る
こ
と
を
切
に
願
っ
て
い
ま
す
。

▽
会　
　

場
：
日
本
基
督
教
団
銀
座
教
会

▽
受
講
日
：
毎
週
月
・
金
曜
日

▽
時　
　

間
：
午
後
６
時
〜
８
時

▽
受
講
料
： 

１
万
２
千
円
（
１
講
座
）

▽
面
談
料
： 

１
千
円
（
初
め
て
の
方
の
み
）

◎ 

定
員
（
各
講
座
30
名
）
に
達
し
次
第
締
め
切

り
ま
す
。

◎
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
お
送
り
い
た
し
ま
す
。

　
　

お
問
い
合
わ
せ
・
資
料
請
求
な
ど

　
　
　

東
京
神
学
大
学 

学
外
活
動
委
員
会

　
　
　
（
夜
間
講
座
事
務
局
）

　
　
　
　
　

０
４
２
２
─
３
２
─
４
１
８
５
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２
０
２
５
年
４
月
開
講　

申
込
受
付
中

４
月
～
５
月

㈪
「
教
会
史
入
門
」

本
城　

仰
太

㈮
「
福
音
書
を
読
む
Ⅱ
」

三
永　

旨
従

５
月
～
７
月

㈪
「
詩
編
に
よ
っ
て
祈
り
、
賛
美
す
る
た
め
に
」

田
中　
　

光

㈮
「
聖
書
物
語
だ
け
じ
ゃ
な
い
！
キ
リ
ス
ト
教
美

術
」

真
下　

弥
生

９
月
～
10
月

㈪
「
キ
リ
ス
ト
教
教
理
の
基
礎
Ⅰ
」
菊
地　
　

順

㈮
「
ヘ
ブ
ラ
イ
書
に
聴
く
」

中
野　
　

実

10
月
～
12
月

㈪
「
礼
拝
と
説
教
」

小
泉　
　

健

㈮
「
現
代
神
学
入
門
」

須
田　
　

拓

１
月
～
３
月

㈪
「
や
さ
し
い
ヒ
ブ
ル
語
入
門
」

宮
嵜　
　

薫

㈮
「
相
互
牧
会
ケ
ア
」

Ｗ
．
ジ
ャ
ン
セ
ン

　

本
学
の
夏
期
伝
道
実
習
に
ご
協
力
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と

を
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。
夏
期
伝
道
は
伝
道
者
養
成
に
お

い
て
き
わ
め
て
重
要
で
す
。
神
学
生
は
こ
こ
で
伝
道
者
と
な

る
た
め
の
訓
練
を
受
け
、
適
性
が
吟
味
さ
れ
、
召
命
を
問
い

直
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
実
習
生
を
受
け
入
れ
、
伝
道
者
養

成
の
わ
ざ
を
お
助
け
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま
す
。

　

他
方
、
神
学
生
の
数
が
減
っ
て
い
る
た
め
、
申
し
込
み
を

し
て
い
た
だ
い
て
も
、
す
べ
て
の
教
会
に
は
実
習
生
を
派
遣

で
き
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
数
年
に
一
度
、
実
習
生
の
派
遣

を
お
休
み
さ
せ
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ど
の

派
遣
先
に
も
均
等
に
休
み
の
年
が
回
っ
て
く
る
よ
う
に
し
ま

す
の
で
、
ご
理
解
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

１
（
位
置
づ
け
）
夏
期
伝
道
は
日
頃
の
教
育
と
訓
練
を
集
大

成
す
る
場
で
す
。
学
部
４
年
次
の
実
習
へ
の
評
価
は
、
大

学
院
へ
の
進
学
に
際
し
て
の
重
要
な
判
定
資
料
の
一
つ
と

も
な
り
ま
す
。

２
（
内
容
）
実
習
に
あ
た
っ
て
は
、
事
前
の
指
導
を
し
、
事

後
に
は
教
員
と
一
対
一
で
の
振
り
返
り
の
面
接
を
し
ま

す
。

　

伝
道
者
の
使
命
は
御
言
葉
の
奉
仕
に
あ
り
ま
す
か
ら
、

実
習
生
が
そ
の
機
会
を
与
え
ら
れ
て
訓
練
さ
れ
、
ま
た
吟

味
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
準
備
の
過

程
で
「
こ
の
神
学
生
に
は
奉
仕
を
ゆ
だ
ね
ら
れ
な
い
」
と

い
う
判
断
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
だ
と
承
知

し
て
い
ま
す
。

３
（
費
用
）
交
通
費
、
滞
在
費
等
は
原
則
と
し
て
教
会
で
ご

負
担
く
だ
さ
る
こ
と
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
経
済
的
な

大
き
な
負
担
を
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
を
感
謝
し
ま
す
。

や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
っ
て
は
、
交
通
費
を
本
学
が
負

担
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

４
（
申
込
）
４
月
末
日
ま
で
に
本
学
教
会
実
習
委
員
会
宛
て

に
書
面
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
定
ま
っ
た
書
式
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
申
し
込
み
用
紙
が
必
要
な
ら
ご
請
求
く

だ
さ
い
。
電
子
メ
ー
ル
に
添
付
し
て
く
だ
さ
っ
て
も
か
ま

い
ま
せ
ん
。
宛
て
先ken.koizum

i@
tuts.ac.jp

。

５
（
期
間
）
８
月
３
日
〜
31
日
が
実
習
期
間
で
す
。
学
部
４

年
生
と
大
学
院
１
年
生
を
派
遣
し
ま
す
。（
８
月
１
日
ま

で
授
業
が
あ
り
ま
す
。
後
期
は
９
月
17
日
か
ら
。）

６
（
お
願
い
）
①
実
習
生
の
年
齢
、
性
別
、
所
属
教
派
、
国

籍
は
多
様
で
す
。
女
性
や
年
齢
が
高
い
者
も
い
ま
す
の
で
、

宿
泊
環
境
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
を
整
え
る
際
、
ご
考
慮
く
だ

さ
い
。
②
実
習
生
は
弱
い
立
場
に
あ
り
ま
す
。
人
格
が
重

ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
配
慮
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
③

上
記
の
と
お
り
学
生
が
少
な
く
な
っ
て
お
り
、
一
昨
年
は

七
カ
所
、
昨
年
は
五
カ
所
に
お
断
り
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
派
遣
で
き
な
い
場
合
は
ご
容
赦
く
だ
さ
い
。

東
京
神
学
大
学
教
会
実
習
委
員
会　

小　

泉　
　

健

　

日
本
伝
道
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
、
東
京
神
学
大
学
の
キ
ャ

ン
パ
ス
を
会
場
に
、
久
々
に
対
面
で
開
催
い
た
し
ま

す
。
日
時
は
２
０
２
５
年
６
月
２
日
〜
３
日（
月
〜
火
）

で
す
。
コ
ロ
ナ
の
危
機
の
間
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
、
昨
年

は
再
開
の
た
め
の
準
備
期
間
と
し
て
休
会
と
し
て
い

ま
し
た
。
対
面
で
の
日
伝
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
２
０
１
９
年

度
以
来
と
な
り
ま
す
。
今
か
ら
ご
予
定
に
入
れ
て
い
た

だ
き
、
近
隣
の
先
生
方
も
お
誘
い
合
わ
せ
の
う
え
、
ぜ

ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

ま
だ
詳
し
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
決
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。

も
と
も
と
こ
の
会
は
、
日
本
伝
道
協
議
会
（
１
９
９
０

年
開
始
）
に
ル
ー
ツ
を
持
ち
、
日
本
基
督
教
団
の
抱
え

て
い
る
様
々
な
課
題
、
問
題
を
取
り
上
げ
、
共
に
神
学

的
に
学
び
つ
つ
、
同
じ
教
会
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
与
え
ら

れ
る
た
め
の
会
で
し
た
。
日
本
伝
道
協
議
会
も
、
日
本

伝
道
フ
ォ
ー
ラ
ム
も
、（
誤
解
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
）
東
京
神
学
大
学
主
催
の
会
で
は
な
く
、
日

本
基
督
教
団
を
、
さ
ら
に
日
本
の
教
会
全
体
を
福
音
に

ふ
さ
わ
し
く
形
成
し
よ
う
と
願
う
有
志
か
ら
な
る
準

備
委
員
会
、
実
行
委
員
会
に
よ
る
も
の
で
す
。
現
在
、

そ
の
準
備
、
実
行
委
員
会
の
再
編
が
必
要
と
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、「
と
に
か
く
ま
ず

会
を
再
開
し
よ
う
」
と
願
う
有
志
の
先
生
方
が
今
回
は

手
を
挙
げ
て
く
だ
さ
り
、
彼
ら
の
導
き
の
も
と
、
今
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
準
備
し
て
い
ま
す
。
近
い
う
ち
に
、
詳
し

い
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
お
知
ら
せ
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
東

京
神
学
大
学
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
を
よ
く
ご
覧
く

だ
さ
り
、
ご
参
加
を
ぜ
ひ
ご
検
討
く
だ
さ
い
。
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ
先
：

　
　

東
京
神
学
大
学　

日
本
伝
道
フ
ォ
ー
ラ
ム

準
備
委
員
会　

事
務
局
（
中
野
）

◇
第
六
回
日
本
伝
道
フ
ォ
ー
ラ
ム
開
催
の
ご
案
内
◇  

日
時
：
２
０
２
５
年
6
月
２
日
（
月
）
〜
３
日
（
火
）

場
所
：
東
京
神
学
大
学

主
題
：「
こ
れ
か
ら
の
教
会
と
日
本
基
督
教
団
」

内
容
：
主
題
講
演
、
伝
道
報
告
、
テ
ー
マ
毎
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
な
ど
を
予
定
。

夏
期
伝
道
実
習
の
実
習
生
受
け
入
れ
の
お
願
い
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学
　
事
　
往
　
来

２
月
28
日 

２
０
２
４
年
度
大
学
院
前

期
課
程
修
了
者
、
学
部
卒

業
者
発
表

３
月
４
日 

３
月
入
学
者
選
抜
実
施
日

３
月
６
日 

３
月
入
学
者
選
抜
合
格
発
表

３
月
６
日 

卒
業
礼
拝　

説
教
：
仙
台

広
瀬
河
畔
教
会　

望
月　

修
牧
師

３
月
７
日 

卒
業
・
修
了
式　

 

告
辞
：
神
代
真
砂
実
学
長

 

励
ま
し
の
辞
：
教
団
総
会

議
長　

雲
然
俊
美
牧
師
、

気
賀
教
会　

楠
本
史
郎
牧

師

３
月
10
日 

公
開
夜
間
神
学
講
座　

修

了
式

４
月
１
日 

入
学
式
・
前
期
始
業
式

４
月
１
〜
３
日　

新
入
生
・
新
編
入
生

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

４
月
４
日 

公
開
夜
間
神
学
講
座　

開

講
式

４
月
５
日 

前
期
授
業
開
始

４
月
17
日 

ク
ラ
ス
別
懇
談
会

【
理
事
会
関
係
】

３
月
７
日 

第
561
回
常
務
理
事
会

 

　

東
京
神
学
大
学

３
月
10
日 

第
562
回
常
務
理
事
会

 

　

銀
座
教
会

３
月
24
日 

第
213
回
定
期
評
議
員
会
、

第
256
回
定
期
理
事
会

 

　

銀
座
教
会

【
後
援
会
関
係
】

４
月
14
日 

第
１
回
東
京
地
区
推
進
委

員
会 

銀
座
教
会

４
月
21
日 
全
国
委
員
会 

銀
座
教
会

【
財
政
委
員
会
関
係
】

３
月
10
日 

資
金
管
理
運
用
委
員
会

　

 
　

銀
座
教
会

　
公
　
務
　
出
　
張

３
月
６
日　

卒
業
礼
拝

３
月
７
日　

常
務
理
事
会
（
本
学
）、

卒
業
式

３
月
10
日　

常
務
理
事
会（
銀
座
教
会
）、

資
金
管
理
運
用
委
員
会
、

公
開
夜
間
神
学
講
座
修
了
式

３
月
11
日
〜
12
日　

特
別
教
授
会

３
月
24
日　

定
期
理
事
会
・
評
議
員
会

 

（
銀
座
教
会
）

４
月
１
日　

入
学
式

４
月
４
日　

公
開
夜
間
神
学
講
座
開
講
式

４
月
14
日　

東
京
地
区
推
進
委
員
会

 

（
銀
座
教
会
）

４
月
21
日　

全
国
後
援
会
総
会

 

（
銀
座
教
会
）

《
訃
報
》

勇 　

文
人
氏　

２
０
２
４
年
10
月
２
日
逝

去
さ
れ
ま
し
た
。
63
歳
。（
１
９
９
９

年
東
京
神
学
大
学
大
学
院
修
了
）

清 

島　

恒
德
氏　

２
０
２
４
年
11
月
14
日

逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
80
歳
。（
１
９
６
９

年
東
京
神
学
大
学
大
学
院
修
了
）

髙 

倉　

謙
次
氏　

２
０
２
４
年
11
月
15
日

逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
93
歳
。（
１
９
６
１

年
東
京
神
学
大
学
大
学
院
修
了
）

菅 

生　

昌
利
氏　

２
０
２
４
年
11
月
26
日

逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
84
歳
。（
１
９
６
４

年
東
京
神
学
大
学
大
学
院
修
了
）

大 

島　

力
氏　

２
０
２
４
年
12
月
９
日
逝

去
さ
れ
ま
し
た
。
71
歳
。（
１
９
８
１

年
東
京
神
学
大
学
大
学
院
修
了
）

加 

藤　

久
雄
氏　

２
０
２
４
年
12
月
22
日

逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
99
歳
。（
１
９
５
６

年
東
京
神
学
大
学
大
学
院
修
了
）

加 

藤　

哲
氏　

２
０
２
５
年
1
月
24
日
逝

去
さ
れ
ま
し
た
。
65
歳
。（
１
９
８
４

年
東
京
神
学
大
学
大
学
院
修
了
）

佐 

野　

英
二
氏　

２
０
２
５
年
1
月
29
日

逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
83
歳
。（
１
９
６
７

年
東
京
神
学
大
学
大
学
院
修
了
）

告 知 板
2025年度継続教育開講科目

受講資格：キリスト教会の牧師・伝道者
授業開始：前期／４月５日㈯
　　　　　後期／９月17日㈬
申込期間：前期／受付は終了しました。
　　　　　後期／7月18日㈮～7月31日㈭
受 講 料：１科目（１学期分）　14,000円
申し込み・問い合わせ：学外活動委員会（事務担当：教務課）

開講科目
○旧約聖書神学
　前期
　旧約聖書学演習Ⅰａ （矢田洋子 特任常勤講師） 火曜日Ⅴ限
　旧約聖書原典講読Ⅱａ （田中　光 教授） 火曜日Ⅲ限
　アラム語ａ （佐藤　泉 講師） 金曜日Ⅳ限
　旧約聖書学特研Ⅰａ （田中　光 教授） 水曜日Ⅳ限
　後期
　旧約聖書学演習Ⅰｂ （矢田洋子 特任常勤講師） 金曜日Ⅴ限
　旧約聖書原典講読Ⅱｂ （宮嵜　薫 常勤講師） 木曜日Ⅰ限
　アラム語ｂ （佐藤　泉 講師） 金曜日Ⅳ限
　旧約聖書学特研Ⅰｂ （田中　光 教授） 水曜日Ⅱ限
○新約聖書神学
　前期
　新約聖書原典釈義Ⅰａ （遠藤勝信 講師） 火曜日Ⅳ限
　新約聖書原典釈義Ⅱａ （三永旨従 講師） 木曜日Ⅳ限
　新約聖書学特研Ⅰａ （河野克也 特任准教授） 水曜日Ⅱ限
　新約聖書学特研Ⅱａ （山口希生 特任准教授） 金曜日Ⅱ限
　後期
　新約聖書原典釈義Ⅰｂ （遠藤勝信 講師） 火曜日Ⅳ限
　新約聖書原典釈義Ⅱｂ （三永旨従 講師） 木曜日Ⅳ限
　新約聖書学特研Ⅰｂ （河野克也 特任准教授） 水曜日Ⅳ限
　新約聖書学特研Ⅱｂ （山口希生 特任准教授） 金曜日Ⅳ限
○組織神学
　前期
　組織神学特講Ⅱａ （須田　拓 教授） 水曜日Ⅴ限
　信条学 （須田　拓 教授） 金曜日Ⅰ限
　組織神学演習Ⅱａ （神代真砂実 教授） 水曜日Ⅰ限
　後期
　組織神学特講Ⅱｂ （須田　拓 教授） 水曜日Ⅴ限
　組織神学演習Ⅱｂ （神代真砂実 教授） 水曜日Ⅰ限
○歴史神学
　前期
　教会史特講Ⅱａ （藤本　満 講師） 木曜日Ⅲ限
　教理史演習Ⅱａ （本城仰太 准教授） 金曜日Ⅲ限
　後期
　教会史特講Ⅱｂ （藤本　満 講師） 木曜日Ⅲ限
　教理史演習Ⅱｂ （本城仰太 准教授） 金曜日Ⅱ限
○実践神学
　前期
　実践神学演習ａ （小泉　健 教授） 木曜日Ⅱ限
　臨床牧会教育ａ （Ｗ . ジャンセン 教授） 月曜日Ⅲ限・Ⅳ限
　キリスト教教育特研ａ （長山　道 教授） 木曜日Ⅰ限
　アジア伝道論演習ａ （飯田　仰 助教） 木曜日Ⅴ限
　後期
　実践神学演習ｂ （小泉　健 教授） 金曜日Ⅰ限
　臨床牧会教育ｂ （Ｗ . ジャンセン 教授） 月曜日Ⅲ限・Ⅳ限
　キリスト教教育特研ｂ （長山　道 教授） 木曜日Ⅱ限
　アジア伝道論演習ｂ （飯田　仰 助教） 火曜日Ⅴ限

※ 2025 年 4 月1日付職位にて記載

2025 年度

前期・後期科目等履修生

出�願資格：福音主義のキリスト教
会の教職またはそれに準ずる者
で、教員免許取得のために本学
学部科目の履修を希望し、教授
会の選考によって許可された者。

出願期間：
　前期／受付は終了しました。
　後期／ 2025 年７月 18 日（金）

～ 7 月 31 日（木）
　 申込に先立って、必ず教務課主

任のガイダンスを受けること。

受 講 料：１単位　20,000 円

審 査 料：10,000 円

申し込み・問い合わせ：教務課

2025 年度
公開夜間神学講座

聴講生募集

１科目からどなたでも受講できます。

受 講 日：毎週月・金曜日

時　　間：午後６時～８時

場　　所：銀座教会

定　　員：各講座 30 名

受 講 料：12,000 円（１講座）

面 談 料： 1,000 円 
（初めての方のみ）

申込締切：受講講座が始まる
　　　　　　　　　　２週間前

◎パンフレットをお送りいたします。
　 お問い合わせ・資料請求は 

学外活動委員会まで

　
　

公　

示

宮
嵜　

薫
特
任
常
勤
講
師

２
０
２
５
年
４
月
１
日
付
で
常
勤

講
師
に
任
用
す
る
。

山
口　

希
生
氏

２
０
２
５
年
４
月
１
日
付
で
特
任

准
教
授
に
任
用
す
る
。


