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は

じ

め

に 

内

村

鑑

三

の

キ

リ

ス

ト

教

信

仰

の

中

心

は

十

字

架

に

よ

る

贖

罪

、

復

活

、

そ

し

て

再

臨

の

三

つ

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

正

直

な

と

こ

ろ

、

私

に

と

っ

て

こ

の

三

つ

の

中

で

再

臨

信

仰

は

ま

だ

十

分

に

受

け

と

め

ら

れ

て

い

ま

せ

ん

。

内

村

鑑

三

が

再

臨

運

動

に

深

く

関

わ

っ

た

時

代

的

背

景

は

第

一

次

世

界

大

戦

、

そ

し

て

ア

メ

リ

カ

合

衆

国

の

参

戦

な

ど

が

あ

っ

た

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

現

在

、

日

本

に

お

い

て

も

世

界

に

お

い

て

も

暗

雲

が

立

ち

込

め

て

終

末

的

な

希

望

の

な

い

時

代

で

す

。

再

臨

は

終

り

の

事

柄

に

関

す

る

「

終

末

論

」

と

関

わ

っ

て

い

ま

す

。

私

の

仕

事

の

一

つ

に

特

別

養

護

老

人

ホ

ー

ム

で

の

診

療

が

あ

り

ま

す

。

認

知

症

や

様

々

な

障

が

い

を

担

っ

て

介

護

を

受

け

な

が

ら

人

生

の

終

り

に

臨

ん

で

お

ら

れ

ま

す

。

そ

れ

ら

の

方

々

に

ど

の

よ

う

に

寄

り

添

っ

て

い

っ

た

ら

よ

い

の

か

常

に

問

わ

れ

て

い

ま

す

。

私

自

身

も

人

生

の

後

半

に

至

り

、

終

わ

り

を

見

つ

め

て

生

き

る

こ

と

が

求

め

ら

れ

て

い

ま

す

。 

内

村

鑑

三

の

真

理

を

継

承

し

た

一

人

に

三

谷

隆

正

が

お

り

ま

す

。

主

著

『

幸

福

論

』

は

私

の

学

生

時

代

か

ら

の

愛

読

書

で

、

繰

り

返

し

読

ん

で

き

ま

し

た

。

太

平

洋

戦

争

の

敗

戦

が

迫

っ

て

い

る

終

り

の

状

況

の

中

で

、
「

幸

福

」

に

つ

い

て

思

索

と

祈

り

を

重

ね

、

遺

著

と

し

て

遺

さ

れ

た

も

の

で

す

。

一

九

六

八

年

七

月

に

新

教

新

書

の

一

冊

と

し

て

、

高

橋

三

郎

先

生

の

解

説

の

も

と

に

新

た

な

装

い

で

出

版

さ

れ

ま

し

た

。

私

は

こ

の

『

幸

福

論

』

に

出

会

っ

て

か

ら

、

何

回

読

み

返

し

た

で

し

ょ

う

か

。

特

に

、

青

年

時

代

、

様

々

な

迷

い

の

中

に

い

た

頃

、

繰

り

返

し

読

み

返

し

ま

し

た

。

あ

れ

か

ら

数

十

年

が

過

ぎ

去

り

ま

し

た

。

解

説

を

書

か

れ

た

恩

師

の

高

橋

先

生

も

今

は

天

に

お

ら

れ

ま

す

。

今

回

改

め

て

読

み

返

し

、

新

た

な

感

銘

を

受

け

ま

し

た

。

終

わ

り

に

向

け

て

さ

ら

な

る

一

歩

を

踏

み

出

す

よ

う

に

促

さ

れ

ま

し

た

。 

内

村

鑑

三

の

晩

年

の

有

名

な

言

葉

に

真

理

は

二

つ

の

焦

点

を

持

つ

楕

円

で

あ

る

と

い

う

譬

え

が

あ

り

ま

す

。

本

日

の

テ

キ

ス

ト

を｢

再

臨｣

と

「

幸

福

」

の

二

つ

の

焦

点

を

見

据

え

て

、

ご

一

緒

に

学

ん

で

ま

い

り

た

い

と

思

い

ま

す

。 

 [

二]
 

テ

キ

ス

ト

の

読

解

『

目

を

覚

ま

し

て

い

な

さ

い

』 

ル

カ

十

二

章

３

５

～

４

８

節 

ル

カ

は

本

日

の

テ

キ

ス

ト

の

「

再

臨

と

そ

の

遅

延

」

に

関

す

る



 

2 
 

2 
譬

え

を

三

つ

並

べ

て

編

集

し

て

あ

り

ま

す

が

、

マ

ル

コ

、

マ

タ

イ

と

比

較

し

な

が

ら

、

読

み

解

い

て

ゆ

き

た

い

と

思

い

ま

す

。 
① 

「

婚

宴

か

ら

帰

る

主

人

を

待

つ

僕

」

の

譬

え 
（

ル

カ

十

二

章

３

５

～

３

８

節

） 

こ

の

譬

え

は

ル

カ

の

み

で

、

ル

カ

の

特

殊

資

料

あ

る

い

は

Ｑ

資

料

に

よ

る

の

で

し

ょ

う

か

。
当

時

の
「

婚

宴

」
は

盛

大

に

行

わ

れ

、

数

日

続

い

た

と

い

う

こ

と

で

す

。

で

す

か

ら

「

主

人

」

が

、

婚

礼

か

ら

い

つ

帰

る

か

分

か

り

ま

せ

ん

で

し

た

。「

真

夜

中

」
「
夜

明

け

」

に

な

る

こ

と

も

あ

り

ま

し

た

。 

「

目

を

覚

ま

し

て

い

る

の

を

見

ら

れ

る

僕

は

幸

い

だ

。
」
直

訳

で

は

、

「

幸

い

な

る

か

な

、

僕

た

ち

」

は

ど

ん

な

僕

か

と

い

う

と

、

関

係

代

名

詞

で

受

け

て

、「

主

人

が

帰

っ

て

き

て

、
目

を

覚

ま

し

て

い

る

と

こ

ろ

を

見

つ

け

出

す

僕

た

ち

」

と

な

り

ま

す

か

ら

主

人

が

主

語

で

す

。
「
幸

い

な

る

か

な

」
は

原

語

で

マ

カ

リ

オ

ス

で

す

。
本

日

の

キ

ー

ワ

ー

ド

の

一

つ

で

、

山

上

の

垂

訓

の

冒

頭

の

「

幸

い

な

る

か

な

、

心

の

貧

し

き

者

（

マ

タ

イ

五

章

３

節

）
」

と

同

じ

言

葉

で

す

。

ど

う

し

て
「

幸

い

」
な

の

で

し

ょ

う

か

。「

は

っ

き

り
（

原

語

は
「

ア

ー

メ

ー

ン

、
」
）

言

っ

て

お

く

」

と

イ

エ

ス

は

大

切

な

こ

と

を

語

ら

れ

ま

す

。「

主

人

が

腰

に

帯

を

締

め

て

、
僕

た

ち

に

食

事

の

席

で

給

仕

を

し

て

く

れ

る

」

と

い

う

こ

と

で

す

。

主

の

再

臨

の

三

つ

の

譬

え

の

最

初

に

ル

カ

は

、

マ

ル

コ

、

マ

タ

イ

に

は

な

い

特

殊

資

料

を

編

集

し

て

、

再

臨

は

祝

福

さ

れ

た

喜

ば

し

い

出

来

事

で

あ

る

こ

と

を

示

し

て

い

ま

す

。

マ

ル

コ

、

マ

タ

イ

で

は

再

臨

は

「

い

つ

来

る

か

分

か

ら

な

い

」

こ

と

に

重

点

が

あ

り

、

そ

の

た

め

に

「

目

を

覚

ま

し

て

い

な

さ

い

」

と

い

う

命

令

に

な

っ

て

い

ま

す

。 

②

「

夜

に

や

っ

て

来

る

泥

棒

」

の

譬

え 

（

ル

カ

十

二

章

３

９~

４

０

節

、

マ

タ

イ

二

十

四

章 

４

３~

４

４

節

） 

こ

の

譬

え

は

マ

ル

コ

に

は

な

く

、

マ

タ

イ

と

ル

カ

に

共

通

で

、

文

言

も

ほ

ぼ

同

じ

で

す

の

で

、

Ｑ

資

料

に

よ

る

も

の

と

さ

れ

て

い

ま

す

。

主

の

日

、

主

の

再

臨

を

「

泥

棒

」

に

譬

え

る

記

事

は

新

約

聖

書

の

他

に

も

見

ら

れ

ま

す

。（

第

一

テ

サ

ロ

ニ

ケ

五

章

２

節

、
第

二

ペ

ト

ロ

十

三

章

１

０

節

な

ど

）「

泥

棒

」
は

当

時

、
よ

く

あ

っ

た

こ

と

で

、

分

か

り

や

す

い

譬

え

だ

っ

た

と

思

わ

れ

ま

す

。
「

泥

棒

」

は

良

く

な

い

こ

と

と

、

い

つ

来

る

か

分

か

ら

な

い

と

い

う

二

つ

の

面

が

あ

り

ま

す

。

元

来

は

い

つ

来

る

か

分

か

ら

な

い

ほ

う

に

重

点

が

あ

っ

た

と

思

わ

れ

ま

す

。
「

人

の

子

は

思

い

が

け

な

い

時

に

来

る

」
、

主

の

再

臨

は

い

つ

来

る

か

分

か

ら

な

い

の

で

、
「

用

意

し

て

お

く

」

よ

う

に

と

い

う

教

え

で

す

。

し

か

し

一

方

で

、

泥

棒

の

良

く

な

い

こ

と

の

イ

メ

ー

ジ

も

広

が

り

、

再

臨

が

否

定

的

に

捉

え

ら



 

3 
 

3 
れ

る

可

能

性

も

あ

り

ま

す

。

ル

カ

は

そ

の

こ

と

も

考

慮

し

て

、

マ

タ

イ

に

は

な

い

「

婚

宴

か

ら

帰

る

主

人

を

待

つ

僕

」

の

譬

え

を

最

初

に

編

集

し

た

の

で

し

ょ

う

か

。

ル

カ

は

再

臨

が

祝

宴

で

あ

る

こ

と

、

泥

棒

の

よ

う

な

も

の

で

あ

る

こ

と

、

い

つ

来

る

か

分

か

ら

な

い

か

ら

用

意

す

る

よ

う

に

と

語

り

、

再

臨

を

ど

の

よ

う

に

受

け

と

め

る

か

を

次

の

「

忠

実

で

賢

い

管

理

人

」

の

譬

え

で

展

開

し

ま 

③

「

忠

実

で

賢

い

管

理

人

」

の

譬

え 

ル

カ

十

二

章

４

１

～

４

８

節

、

マ

タ

イ

二

十

四

章 

４

５~

５

１

節

） 

 

こ

の

譬

え

は

マ

タ

イ

と

ル

カ

に

共

通

で

Ｑ

資

料

に

よ

る

も

の

と

思

わ

れ

ま

す

。

ル

カ

は

、

ペ

テ

ロ

が

再

臨

に

関

す

る

泥

棒

の

譬

え

は

「

わ

た

し

た

ち

の

た

め

か

、

み

ん

な

の

た

め

か

？

」

と

尋

ね

た

の

に

対

し

て

、

イ

エ

ス

が

、

こ

の

「

忠

実

で

賢

い

管

理

人

」

の

譬

え

を

語

ら

れ

た

と

編

集

し

て

い

ま

す

。

そ

の

こ

と

か

ら

こ

の

譬

え

を

、

元

来

の

Ｑ

資

料

の

視

点

か

ら

読

み

解

く

方

法

と

、

と

ル

カ

の

視

点

か

ら

読

み

解

く

方

法

の

二

つ

が

考

え

ら

れ

ま

す

。「

忠

実

で

賢

い

管

理

人

」

は

誰

か

、

イ

エ

ス

は

譬

え

で

語

ら

れ

ま

す

。 

「

主

人

が

帰

っ

て

来

た

と

き

、

言

わ

れ

た

と

お

り

に

し

て

い

る

の

を

見

ら

れ

る

僕

は

幸

い

で

あ

る

。
」 

こ

こ

も

、

直

訳

し

ま

す

と

、
「

幸

い

な

る

か

な

、

そ

の

僕

」
、

そ

の

僕

を

関

係

代

名

詞

で

説

明

し

て

、「

そ

の

よ

う

に

行

っ

て

い

る
（

時

間

ど

お

り

に

食

べ

物

を

分

配

し

て

い

る

）

僕

を

、

主

人

が

帰

っ

て

き

て

、

見

つ

け

出

す

。
」

と

な

り

ま

す

。

主

人

が

命

じ

た

、
「

時

間

通

り

に

食

べ

物

を

分

配

す

る

こ

と

」

を

忠

実

に

行

っ

て

い

る

こ

と

が

、
「
忠

実

で

賢

い

」
と

言

わ

れ

て

い

ま

す

。
イ

エ

ス

は

重

要

な

こ

と

を

言

う

時

、

冒

頭

に

「

ア

ー

メ

ー

ン

」

と

言

わ

れ

ま

す

。

ル

カ

は

ギ

リ

シ

ア

語

に

訳

し

て

「

確

か

に

」

と

な

っ

て

い

ま

す

が

、

平

行

記

事

の

マ

タ

イ

で

は
「

ア

ー

メ

ー

ン

」
に

な

っ

て

い

ま

す

。
「
忠

実

で

賢

い

管

理

人

に

全

財

産

を

管

理

さ

せ

る

」

の

だ

と

大

切

な

こ

と

が

指

摘

さ

れ

て

い

ま

す

。
そ

の

一

方

、「
主

人

の

帰

り

は

遅

れ

る

」

と

思

い

、

僕

が

言

わ

れ

た

こ

と

を

忠

実

に

し

な

い

で

愚

か

に

振

る

舞

っ

て

い

る

と

、
思

い

が

け

な

い

時

に

主

人

が

帰

っ

て

来

て

、
「
厳

し

く

罰

し

ま

す

」
。
「

厳

し

く

罰

す

る

」

の

ギ

リ

シ

ア

語

は

「

真

っ

二

つ

に

切

断

す

る
（

デ

ク

ソ

ト

メ

オ

ー

）
」
と

い

う

激

し

い

言

葉

が

使

わ

れ

て

い

ま

す

。

原

始

キ

リ

ス

ト

教

の

共

同

体

は

イ

エ

ス

が

す

ぐ

に

来

る

と

い

わ

れ

た

「

再

臨

」

を

文

字

通

り

受

け

と

め

て

い

ま

し

た

が

、

そ

の

再

臨

が

遅

延

し

て

い

る

こ

と

に

対

し

て

、

そ

れ

を

ど

の

よ

う

に

受

け

止

め

る

か

が

、

大

き

な

課

題

で

し

た

。

終

末

論

と

し

て

の

再

臨

は

最

後

の

審

判

で

す

。

４

７

～

４

８

節

は

ル

カ

が

編

集

し

た

記

事

と

思

わ

れ

ま

す

。「

主

人

の

思

い

を

知

っ

て

い

て

し



 

4 
 

4 
な

か

っ

た

」
の

か

、
「

知

ら

ず

に

し

な

か

っ

た

」
の

か

で

、
裁

き

が

違

っ

て

く

る

と

指

摘

し

て

い

ま

す

。
「
多

く

与

え

ら

れ

、
多

く

任

せ

ら

れ

た

者

ほ

ど

多

く

求

め

ら

れ

、

多

く

要

求

さ

れ

る

」

と

裁

き

が

量

的

に

考

え

ら

れ

て

い

る

と

思

わ

れ

ま

す

。 

こ

の

再

臨

の

譬

え

を

ル

カ

と

元

の

Ｑ

資

料

の

二

つ

の

視

点

か

ら

考

え

て

み

ま

す

。

ま

ず

、

ル

カ

的

な

視

点

か

ら

で

は

、

ペ

ト

ロ

の

問

い

に

対

し

て

イ

エ

ス

が

答

え

ら

れ

た

と

設

定

さ

れ

て

い

ま

す

。

そ

の

場

合

、

再

臨

（

最

後

の

審

判

）

は

量

的

に

受

け

と

め

ら

れ

て

い

る

の

で

は

な

い

か

と

思

わ

れ

ま

す

。「

知

っ

て

い

る

者

」
、
「
知

ら

な

か

っ

た

者

」

と

譬

え

る

の

は

寓

愈

的

（

ア

レ

ゴ

リ

ー

）

で

す

。

再

臨

の

遅

延

に

対

し

て

、

ル

カ

の

共

同

体

は

エ

ク

レ

ー

シ

ア

（

教

会

）

が

組

織

化

、

制

度

化

さ

れ

て

い

っ

た

と

思

わ

れ

ま

す

。

そ

の

中

で

、
「
多

く

任

せ

ら

れ

た

」
指

導

者

た

ち

と

一

般

信

徒

の

差

が

生

じ

て

き

た

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。

多

く

任

さ

れ

た

者

ほ

ど

、

そ

の

責

任

は

大

き

い

の

も

大

切

な

真

理

で

す

。

そ

の

後

、

教

会

は

さ

ら

に

制

度

化

し

て

ゆ

き

、

修

道

士

、

聖

職

者

と

一

般

信

徒

の

役

割

が

分

離

さ

れ

て

ゆ

き

ま

す

が

、
宗

教

改

革

者

ル

タ

ー

に

よ

っ

て

、

「

万

人

祭

司

説

」
が

示

さ

れ

、
無

教

会

も

そ

の

精

神

を

継

承

し

て

、

す

べ

て

の

信

徒

が

そ

れ

ぞ

れ

に

大

き

な

責

任

を

任

さ

れ

て

い

る

と

受

け

止

め

て

き

た

の

で

は

な

い

か

と

思

い

ま

す

。 

そ

れ

に

対

し

て

、

イ

エ

ス

（

Ｑ

資

料

に

よ

る

）

の

視

点

で

考

え

て

み

ま

す

と

、

再

臨

（

最

後

の

審

判

）

の

で

き

ご

と

が

鮮

明

な

イ

メ

ー

ジ

で

語

ら

れ

て

い

る

と

思

わ

れ

ま

す

。「

全

財

産

を

管

理

さ

せ

る

」
「

厳

し

く

罰

す

る

（

直

訳

で

は

真

っ

二

つ

に

切

断

す

る

）
」

と

裁

き

が

鮮

や

か

に

示

さ

れ

、

聞

く

者

に

衝

撃

的

な

問

い

を

投

げ

か

け

ま

す

。

イ

エ

ス

の

譬

え

は

元

来

、

隠

喩

的

（

メ

タ

フ

ァ

ー

）

で

あ

っ

た

と

考

え

ら

れ

て

い

ま

す

。

メ

タ

フ

ァ

ー

で

は

譬

え

に

固

定

化

さ

れ

た

一

つ

の

答

え

が

あ

る

の

で

は

な

く

、

譬

え

で

し

か

伝

え

ら

れ

な

い

こ

と

、

そ

し

て

聞

く

者

へ

の

問

い

か

け

で

す

。 

 

[

三]
 

示

さ

れ

た

こ

と 

（

１)

「

幸

い

な

る

か

な

（

マ

カ

リ

オ

ス

）
」

と

い

う

言

葉

は

、

一

般

的

に

「

幸

福

な

」
、
「

よ

い

」

と

い

う

意

味

で

用

い

ら

れ

て

い

ま

し

た

。

古

代

・

ヘ

レ

ニ

ズ

ム

の

ギ

リ

シ

ャ

の

世

界

で

は

、

神

々

や

人

間

が

非

常

に

大

き

な

幸

福

を

受

け

て

い

る

こ

と

を

表

し

た

り

、

日

常

語

と

し

て

、

と

り

わ

け

身

分

が

恵

ま

れ

て

い

る

こ

と

や

、

金

持

ち

の

状

態

を

表

し

て

い

ま

し

た

。

旧

約

聖

書

の

ギ

リ

シ

ャ

語

訳

（

七

十

人

訳

）
で

は
「

ア

シ

ュ

レ

ー
（

幸

い

な

）
」
の

訳

語

と

し

て

用

い

ら

れ

ま

し

た

。
「

い

か

に

幸

い

な

こ

と

か

（

ア

シ

ュ

レ

ー

）
、

神

に

逆

ら

う

者

の

計

ら

い

に

従

っ

て

歩

ま

ず

、

罪

あ

る

者

の

道

に



 

5 
 

5 
と

ど

ま

ら

ず

、

傲

慢

な

者

と

共

に

座

ら

ず

」
（

詩

篇

一

篇

１

節

）

新

約

聖

書

で

は

マ

カ

リ

オ

ス

と

い

う

言

葉

は

５

０

回

用

い

ら

れ

て

い

ま

す

が

、

福

音

書

が

多

く

３

０

回

で

す

。

こ

の

う

ち

、

イ

エ

ス

の

言

葉

は

２

５

回

で

す

。
（
マ

タ

イ

１

３

回

、
ル

カ

１

１

回

、
ヨ

ハ

ネ

２

回

）
新

約

聖

書

の
「

幸

い

」
と

い

う

言

葉

の

う

ち

、
特

に
「

幸

い

」

章

句

と

呼

ば

れ

る

例

が

イ

エ

ス

の

言

葉

に

あ

り

ま

す

。

マ

カ

リ

オ

ス

＋

主

語

、
（

＋

理

由

・

条

件

）
と

い

う

文

型

で

す

。
山

上

の

垂

訓

の

イ

エ

ス

の

言

葉

の

「

幸

い

な

る

か

な

、

貧

し

き

者

、

天

の

国

は

そ

の

人

た

ち

の

も

の

だ

か

ら

。
」
な

ど

で

す

。
こ

の

場

合

、
主

語

は

①

状

態

を

示

す

場

合

（

例

、

飢

え

て

い

る

者

）

②

振

る

舞

い

を

示

す

場

合

（

例

、

平

和

を

作

り

出

す

者

）

の

二

つ

の

場

合

が

考

え

ら

れ

ま

す

。

新

約

聖

書

の

「

幸

い

な

る

か

な

」

は

、

旧

約

聖

書

の

知

恵

文

学

（

箴

言

、

詩

篇

な

ど

）

の

「

幸

い

な

る

か

な

」

の

伝

統

を

継

承

し

て

い

る

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

知

恵

文

学

で

は

教

え

や

戒

め

の

言

葉

で

し

た

が

、

イ

エ

ス

の

「

幸

い

な

る

か

な

」

は

旧

約

の

伝

統

を

継

承

し

つ

つ

、

そ

れ

を

乗

り

越

え

て

、

他

に

例

の

な

い

全

く

新

し

い

表

現

と

言

わ

れ

ま

す

。

イ

エ

ス

の

「

幸

い

な

る

か

な

」

の

特

徴

に

は

、

①

イ

エ

ス

ご

自

身

が

語

ら

れ

る

終

末

論

的

発

言

で

「

お

め

で

と

う

！

」

と

い

う

言

葉

で

す

。

抽

象

的

、

一

般

的

な

思

弁

的

な

言

葉

で

な

く

、

具

体

的

に

目

の

前

に

い

る

人

々

に

語

ら

れ

た

言

葉

で

す

。
「

貧

し

い

、

飢

え

て

い

る

、

悲

し

ん

で

い

る

」

そ

の

よ

う

な

状

態

の

人

々

に

祝

福

を

宣

言

さ

れ

ま

す

。

②

振

る

舞

い

を

示

す

知

恵

文

学

的

な

発

言

に

お

い

て

も

、

旧

約

の

「

幸

い

」

に

到

る

条

件

や

理

由

と

し

て

の

教

え

や

戒

め

で

は

な

く

、

イ

エ

ス

ご

自

身

に

よ

っ

て

祝

福

の

宣

言

を

さ

れ

た

者

が

、

喜

び

と

感

謝

の

応

答

と

し

て

行

動

に

踏

み

出

す

招

き

の

言

葉

と

し

て

語

ら

れ

て

い

る

と

思

わ

れ

ま

す

。 

イ

エ

ス

の

幸

福

論

と

は

何

で

し

ょ

う

か

。

イ

エ

ス

の

幸

福

論

と

は

、

イ

エ

ス

ご

自

身

に

「

幸

い

な

る

か

な

、

お

め

で

と

う

！

」

と

呼

び

か

け

ら

れ

、

イ

エ

ス

と

真

に

出

会

う

こ

と

に

よ

り

、

イ

エ

ス

の

来

臨

を

終

末

の

出

来

事

と

し

て

、

イ

エ

ス

ご

自

身

か

ら

祝

福

を

受

け

る

こ

と

で

す

。

そ

の

こ

と

を

も

と

に

、

イ

エ

ス

の

祝

福

に

包

ま

れ

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

感

謝

の

応

答

と

し

て

、

一

歩

踏

み

出

す

招

き

の

言

葉

と

し

て

、

振

る

舞

い

へ

の

勧

め

が

あ

る

こ

と

を

示

さ

れ

ま

し

た

。

元

来

、

ル

カ

の

福

音

書

に

あ

る

よ

う

に

、

絶

対

的

に

貧

し

い

者

に

語

ら

れ

た

イ

エ

ス

の

祝

福

の

言

葉

で

す

が

、

マ

タ

イ

の

福

音

書

で

は

精

神

化

さ

れ

て

い

ま

す

。

そ

れ

は

旧

約

の

知

恵

文

学

の

よ

う

に

条

件

と

し

て

、

心

が

貧

し

く

な

っ

た

者

だ

け

が

幸

い

な

の

で

は

な

く

、

幸

い

な

も

の

と

祝

福

さ

れ

た

こ

と

に

よ

り

、

そ

の

感

謝

の

応

答

と

し

て

、

心

が

貧

し

く

な

る

よ

う

に

振

る

舞

う

こ



 

6 
 

6 
と

へ

の

勧

め

の

言

葉

で

す

。
「
心

が

貧

し

く

」
な

る

と

は

ど

ん

な

振

る

舞

い

か

は

、
そ

れ

ぞ

れ

の

一

人

ひ

と

り

に

問

わ

れ

て

い

ま

す

。

ル

カ

十

九

章

の

ザ

ア

カ

イ

の

例

な

ど

が

あ

り

ま

す

。

こ

の

イ

エ

ス

の

祝

福

に

お

い

て

、

神

の

国

（

天

の

国

）

は

到

来

す

る

と

い

う

こ

と

が

イ

エ

ス

の

幸

福

論

で

す

。 

 

（

２

）
「

目

を

覚

ま

し

て

い

る

」

こ

と

に

つ

い

て 

イ

エ

ス

が

共

に

い

て

、
「

幸

い

な

る

か

な

」

と

祝

福

の

言

葉

を

語

り

か

け

て

く

だ

さ

り

、

そ

の

応

答

と

し

て

の

振

る

舞

い

が

「

目

を

覚

ま

し

て

い

る

こ

と

」

で

す

。

目

を

覚

ま

し

て

い

る

こ

と

は

具

体

的

に

は

ど

う

い

う

こ

と

か

と

問

い

か

け

ら

れ

ま

し

た

が

、

次

の

三

つ

の

こ

と

が

示

さ

れ

ま

し

た

。 

①

祈

る

こ

と 

イ

エ

ス

は

ゲ

ッ

セ

マ

ネ
（

ル

カ

で

は

オ

リ

ー

ブ

山

）
で

祈

ら

れ

ま

す

。
「
わ

た

し

は

死

ぬ

ば

か

り

に

悲

し

い

。
こ

こ

を

離

れ

ず

、
わ

た

し

と

共

に

目

を

覚

ま

し

て

い

な

さ

い

。
」
（

マ

タ

イ

二

十

六

章

３

８

節

）
し

か

し

弟

子

た

ち

は

眠

っ

て

し

ま

い

ま

す

。「

な

ぜ

眠

っ

て

い

る

の

か

。
誘

惑

に

陥

ら

ぬ

よ

う

、
起

き

て

祈

っ

て

い

な

さ

い

。
」（
ル

カ

二

十

二

章

４

６

節

）

祈

り

は

二

つ

の

面

が

あ

り

ま

す

。

端

的

に

祈

り

求

め

る

こ

と

で

す

。
祈

り

求

め

る

こ

と

は

、
神

の

国
（

支

配

）
、

私

た

ち

の

命

を

支

え

る

糧

、

罪

の

赦

し

、

悪

か

ら

の

救

い

で

す

。

（

ル

カ

十

一

章

２~

４

節

）

そ

れ

と

と

も

に

、

祈

り

は

聴

く

こ

と

で

す

。

神

の

前

に

沈

黙

し

、

自

分

の

思

い

、

願

い

で

な

く

御

心

を

聴

く

こ

と

で

す

。
「
父

よ

、
御

心

な

ら

、
こ

の

杯

を

わ

た

し

か

ら

取

り

の

け

て

く

だ

さ

い

。

し

か

し

、

わ

た

し

の

願

い

で

は

な

く

、

御

心

の

ま

ま

に

行

っ

て

く

だ

さ

い

。
」
（

ル

カ

二

十

二

章

４

２

節

） 

②

待

ち

望

む

こ

と 

キ

リ

ス

ト

の

再

臨

は

泥

棒

の

よ

う

に

、
良

く

な

い

こ

と
（

裁

き

）

が

突

然

に

や

っ

て

来

る

と

い

う

面

も

あ

り

ま

す

が

、

他

方

、

ル

カ

が

最

初

の

譬

え

で

示

し

た

様

に

、

主

人

が

帰

っ

て

き

て

、

祝

宴

を

催

し

、

給

仕

し

て

く

れ

る

と

い

う

面

も

あ

り

ま

す

。

五

千

人

に

食

べ

物

を

与

え

た

記

事

（

ル

カ

九

章

１

０~

１

７

節

）
、

放

蕩

息

子

が

帰

っ

て

き

た

と

き

に

盛

大

な

宴

会

を

催

す

（

ル

カ

一

五

章

２

２~

２

４

節

）

な

ど

、

祝

宴

の

イ

メ

ー

ジ

で

良

い

こ

と

を

待

ち

望

む

こ

と

も

示

さ

れ

ま

し

た

。

再

臨

を

最

後

の

審

判

と

考

え

る

と

、

自

分

自

身

の

罪

の

現

実

を

知

ら

さ

れ

、

恐

ろ

し

く

不

安

に

な

り

ま

す

。

し

か

し

、

主

が

給

仕

し

て

く

れ

る

こ

と

、

ヨ

ハ

ネ

伝

の

最

後

の

晩

餐

で

は

、

イ

エ

ス

ご

自

身

が

、

弟

子

た

ち

の

足

を

洗

っ

て

く

れ

た

こ

と

な

ど

を

思

い

出

し

ま

す

と

、

主

の

再

臨

は

、

罪

が

赦

さ

れ

神

の

国

の

祝

宴

へ

の

招

き

だ

と

示

さ

れ

、

再

臨

を

強

く

待

ち

望

む

よ
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う

に

と

示

さ

れ

ま

し

た

。 
③

賢

く

、

忠

実

で

あ

る

こ

と 
賢

い

（

フ

ロ

ニ

モ

ス

）

と

い

う

言

葉

は

新

約

で

１

４

回

用

い

ら

れ

て

い

ま

す
（

ル

カ

２

回

、
マ

タ

イ

７

回

、
パ

ウ

ロ

５

回

）
。
ル

カ

で

は

も

う

一

箇

所

、

最

も

難

解

な

譬

え

の

一

つ

『

不

正

な

管

理

人

の

』
譬

え

に

出

て

き

ま

す

。「

主

人

は

、
こ

の

不

正

な

管

理

人

の

抜

け

目

の

な

い

（

副

詞

・

賢

く

）

や

り

方

を

ほ

め

た

。

こ

の

世

の

子

ら

は

、

自

分

の

仲

間

に

対

し

て

、

光

の

子

ら

よ

り

も

賢

く

ふ

る

ま

っ

て

い

る

。
」（

ル

カ

十

六

章

１

８

節

）
マ

タ

イ

で

は

、「

岩

の

上

に

自

分

の

家

を

建

て

た

賢

い

人

」
（

マ

タ

イ

七

章

２

４

節

）
「

蛇

の

よ

う

に

賢

く

、

鳩

の

よ

う

に

素

直

に

な

り

な

さ

い

。
」
（

マ

タ

イ

十

章

１

６

節

）
「

そ

の

う

ち

の

五

人

は

愚

か

で

、

五

人

は

賢

か

っ

た

。
」

（

マ

タ

イ

二

五

章

２

節

、

十

人

の

お

と

め

の

譬

え

）

パ

ウ

ロ

は

こ

の

世

の

賢

さ

に

は

批

判

的

で

す

。「

兄

弟

た

ち

、
自

分

を

賢

い

者

と

う

ぬ

ぼ

れ

な

い

よ

う

に

」（

ロ

ー

マ

十

一

章

２

５

節

）
し

か

し

、
パ

ウ

ロ

は

「

わ

た

し

は

、

こ

う

祈

り

ま

す

。

知

る

力

と

見

抜

く

力

と

を

身

に

着

け

て

、

あ

な

た

が

た

の

愛

が

ま

す

ま

す

豊

か

に

な

り

、

本

当

に

重

要

な

こ

と

を

見

分

け

ら

れ

る

よ

う

に

。

そ

し

て

、

キ

リ

ス

ト

の

日

に

備

え

て

、

清

い

者

、

と

が

め

ら

れ

る

と

こ

ろ

の

な

い

者

と

な

り

、

イ

エ

ス

・

キ

リ

ス

ト

に

よ

っ

て

与

え

ら

れ

る

義

の

実

を

あ

ふ

れ

る

ほ

ど

に

受

け

て

、

神

の

栄

光

と

誉

れ

と

を

た

た

え

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

。
」

と

祈

り

ま

す

（

フ

ィ

リ

ピ

一

章

９~

１

１

節

）
。
高

橋

三

郎

先

生

は
「

重

さ

の

量

り

方

」
を

よ

く

指

摘

さ

れ

ま

し

た

。

も

の

ご

と

を

判

断

す

る

時

の

視

点

、

大

切

な

こ

と

と

そ

う

で

な

い

こ

と

を

見

分

け

る

こ

と

の

重

要

性

で

す

。 

 

ピ

ス

ト

ス

（

忠

実

な

、

真

実

な

）

と

い

う

言

葉

は

、

新

約

で

６

７

回

用

い

ら

れ

て

い

ま

す

。

ピ

ス

テ

ィ

ス

（

信

仰

）

の

形

容

詞

形

で

す

。
神

、
主

人

に

対

し

て

は
「

忠

実

な

」
、
神

が

人

に

対

し

て

は

「

真

実

な

」

な

ど

と

な

り

ま

す

。

藤

井

武

が

「

信

仰

よ

り

も

真

実

を

選

ぶ

」

と

い

っ

た

話

は

有

名

で

す

。

矢

内

原

忠

雄

は

次

の

よ

う

に

説

明

し

て

い

ま

す

。「

も

し

信

仰

と

真

実

と

い

ず

れ

か

を

選

ば

ね

ば

な

ら

な

い

と

す

る

な

ら

、

自

分

は

真

実

を

選

ぶ

、

な

ぜ

な

ら

真

実

な

る

心

は

神

を

知

る

こ

と

が

で

き

る

が

、

真

実

の

な

い

信

仰

は

パ

リ

サ

イ

主

義

に

陥

る

か

ら

」
（
『

全

集

２

４

』

ｐ

７

７

９

） 
 

と

こ

ろ

で

、
「
不

正

な

管

理

人

の

譬

え

」
の

イ

エ

ス

の

言

葉
「

だ

か

ら

、

不

正

に

ま

み

れ

た

富

に

つ

い

て

忠

実

（

ピ

ス

ト

ス

＝

真

実

な

）

で

な

け

れ

ば

、

だ

れ

が

あ

な

た

が

た

に

本

当

に

価

値

あ

る

も

の(

ア

レ

ー

テ

ノ

ス

＝

真

の)

を

任

せ

る

だ

ろ

う

か(

ピ

ス

テ

ウ

オ

ー

、
ピ

ス

ト

ス

の

動

詞

形)

。
」
を

ど

の

よ

う

に

受

け

と

め

る

か

が

問

わ

れ

ま

し

た

。（

ル

カ

十

六

章

１

１

節

）
真

実

を

こ

よ

な

く

愛

し
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た

、

藤

井

武

と

三

谷

隆

正

は

こ

の

譬

え

を

ど

う

読

ん

だ

の

で

し

ょ

う

か

。

そ

れ

よ

り

も

私

自

身

が

こ

の

譬

え

の

メ

タ

フ

ァ

ー

を

ど

の

よ

う

に

受

け

と

め

る

か

、

大

き

な

問

い

か

け

で

し

た

。 

 

（

３

）

終

末

論

と

再

臨 

終

末

論

と

は

終

り

の

こ

と

が

ら

で

、

個

人

の

終

り

、

世

界

の

終

り

、

再

臨

、

最

後

の

審

判

な

ど

に

関

す

る

難

し

い

課

題

で

す

。

イ

エ

ス

ご

自

身

が

「

人

の

子

が

来

臨

す

る

」

こ

と

を

重

ね

て

語

ら

れ

ま

し

た

。

再

臨

を

表

す

ギ

リ

シ

ア

語

は

パ

ル

ー

シ

ア

で

、

来

臨

と

い

う

意

味

で

、

新

約

聖

書

で

は

２

４

回

用

い

ら

れ

て

い

ま

す

。

動

詞
「

傍

ら

に

存

在

す

る

、
来

て

い

る

」
か

ら

作

ら

れ

た

名

詞

で

、

時

に

国

王

や

皇

帝

の

来

訪

な

ど

を

表

す

術

語

と

し

て

も

用

い

ら

れ

、

そ

の

た

め

か

ル

カ

は

こ

の

言

葉

を

用

い

て

い

ま

せ

ん

。「

再

び

」
と

い

う

意

味

は

含

ま

れ

て

い

な

い

の

で

す

が

、

新

約

聖

書

で

は

イ

エ

ス

が

再

び

来

ら

れ

る

と

い

う

意

味

で

、
「
再

臨

」
と

訳

さ

れ

て

い

ま

す

。

新

約

聖

書

で

は

２

４

回

の

う

ち

、

キ

リ

ス

ト

の

再

臨

の

意

味

で

１

７

回

用

い

ら

れ

て

い

ま

す

。

イ

エ

ス

が

再

臨

さ

れ

る

と

い

う

記

事

は

新

約

聖

書

全

体

に

認

め

ら

れ

ま

す

。 

内

村

鑑

三

は

一

九

一

八

年

～

一

九

一

九

年

に

、

第

一

次

大

戦

、

ア

メ

リ

カ

合

衆

国

の

参

戦

の

背

景

の

中

で

、

再

臨

運

動

に

関

わ

り

活

動

し

全

国

に

５

８

回

の

講

演

旅

行

を

し

ま

し

た

。

そ

れ

ら

の

講

演

が

ま

と

め

ら

れ

て

『

基

督

再

臨

問

題

講

演

集

』

と

し

て

出

版

さ

れ

、「

聖

書

研

究

者

の

立

場

よ

り

見

た

る

基

督

の

再

臨

」
、
「
世

界

の

平

和

は

如

何

に

し

て

来

る

か

」

な

ど

１

７

の

講

演

が

納

め

ら

れ

て

い

ま

す

。
付

録

と

し

て

編

集

さ

れ

て

い

る

、『

聖

書

の

証

明

―

基

督

再

臨

に

関

す

る

主

な

聖

語

』

の

中

で

「

基

督

の

再

臨

は

余

輩

の

信

仰

で

な

い

、

聖

書

の

信

仰

で

あ

る

・

・

・ 

新

約

聖

書

だ

け

で

も

直

接

間

接

に

再

臨

に

つ

い

て

記

述

す

る

と

こ

ろ

は

実

に

４

１

８

箇

所

・

・

・

」

と

記

し

て

い

ま

す

。
（
『

全

集

２

４

』
） 

イ

エ

ス

が

来

ら

れ

る

と

い

う

こ

と

「

再

臨

パ

ル

ー

シ

ア

」

を

最

初

の

弟

子

た

ち

、

そ

し

て

パ

ウ

ロ

を

始

め

初

期

の

キ

リ

ス

ト

教

会

（

エ

ク

レ

ー

シ

ア

）

は

真

剣

に

受

け

と

め

ま

し

た

。

新

約

聖

書

は

一

世

紀

半

ば

か

ら

二

世

紀

前

半

に

書

か

れ

た

諸

文

書

集

で

す

が

、

最

も

古

い

第

一

テ

サ

ロ

ニ

ケ

の

信

徒

へ

の

手

紙

か

ら

、

も

っ

と

も

新

し

い

と

さ

れ

る

第

二

ペ

ト

ロ

の

手

紙

ま

で

キ

リ

ス

ト

の

来

臨

に

つ

い

て

語

ら

れ

て

い

ま

す

。

パ

ウ

ロ

の

最

初

の

書

簡

の

第

一

テ

サ

ロ

ニ

ケ

へ

の

信

徒

へ

の

手

紙

の

四

章

１

５

節

で

は

、
パ

ウ

ロ

は
「

主

の

言

葉

に

基

づ

い

て

次

の

こ

と

を

伝

え

ま

す

。

主

が

来

ら

れ

る

日

（

パ

ル

ー

シ

ア

）

ま

で

生

き

残

る

わ

た

し

た

ち

が

、

眠

り

に

つ

い

た

人

た

ち

よ

り

先

に

な

る

こ

と

は

、
決

し

て

あ

り

ま

せ

ん

。
」
と

い
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う

よ

う

に

、

主

キ

リ

ス

ト

の

再

臨

を

身

近

に

迫

っ

て

い

る

と

受

け

と

め

て

い

ま

す

。

し

か

し

、

新

約

聖

書

の

中

で

最

も

新

し

い

と

い

わ

れ

る

第

二

ペ

ト

ロ

の

手

紙

に

は

、

二

世

紀

前

半

の

頃

の

当

時

の

信

徒

た

ち

の

間

に

「

主

が

来

る

（

パ

ル

ー

シ

ア

）

と

い

う

約

束

は

、

い

っ

た

い

ど

う

な

っ

た

の

だ

。
」
（

三

章

４

節

）

と

い

う

疑

問

が

出

さ

れ

て

お

り

、

そ

れ

に

対

し

て

「

主

の

も

と

で

は

、

一

日

は

千

年

の

よ

う

で

、

千

年

は

一

日

の

よ

う

で

す

。
」
（

三

章

８

節

）

と

い

う

よ

う

に

、

再

臨

が

遅

れ

て

い

る

こ

と

が

受

け

と

め

ら

れ

、

ど

の

よ

う

に

対

応

し

て

ゆ

く

か

論

じ

ら

れ

て

い

ま

す

。

ル

カ

に

と

っ

て

、

主

の

来

臨

の

遅

延

を

ど

の

よ

う

に

受

け

と

め

る

か

と

い

う

こ

と

が

課

題

の

一

つ

で

し

た

。

ル

カ

の

歴

史

観

は

、

イ

エ

ス

が

地

上

で

生

き

ら

れ

た

時

代

を
「

時

の

中

心

」
、
そ

れ

以

前

を
「

イ

ス

ラ

エ

ル

の

時

」
、

そ

し

て

来

臨

ま

で

の

時

を

「

エ

ク

レ

ー

シ

ア

（

教

会

）

の

時

」

で

あ

っ

た

と

さ

れ

て

い

ま

す

（

コ

ン

ツ

ェ

ル

マ

ン

）
。 

終

末

論

に

は

世

界

の

終

り

、

最

後

の

審

判

と

い

う

世

界

規

模

、

宇

宙

規

模

の

大

き

な

課

題

と

共

に

、

個

人

の

終

り

、

死

の

問

題

も

あ

り

ま

す

。

今

年

は

宗

教

改

革

五

〇

〇

年

の

記

念

の

年

で

す

が

、

ル

タ

ー

の

時

代

も

同

じ

課

題

が

あ

り

ま

し

た

。

ル

タ

ー

の

『

死

へ

の

準

備

に

つ

い

て

の

説

教

』
（
一

五

一

九

年

）
が

あ

り

ま

す

。
そ

の

冒

頭

で

、

こ

の

世

と

の

別

れ

に

あ

た

っ

て

、

自

分

の

財

産

を

適

切

に

整

理

し

、

死

後

に

問

題

を

残

さ

な

い

よ

う

に

と

勧

め

ま

す

。

つ

い

で

別

れ

に

当

た

り

自

分

に

害

を

加

え

た

全

て

の

人

を

赦

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

、

そ

れ

と

共

に

自

分

が

人

々

を

傷

つ

け

た

こ

と

の

赦

し

を

請

い

願

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

奨

め

て

い

ま

す

。「

た

と

い

明

日

が

世

界

の

終

り

の

日

で

あ

っ

て

も

、

私

は

今

日

り

ん

ご

の

木

を

植

え

る

」

と

い

う

言

葉

が

あ

り

ま

す

。

ル

タ

ー

の

言

葉

と

さ

れ

て

い

ま

す

が

、

明

ら

か

な

根

拠

は

無

い

そ

う

で

す

。

た

だ

、

ル

タ

ー

の

生

涯

と

そ

の

信

仰

か

ら

、

ル

タ

ー

の

言

葉

ら

し

い

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。
［

徳

善

義

和

『

マ

ル

チ

ン

・

ル

タ

ー

』
（

教

文

館

）
］ 

フ

ラ

ン

ス

の

プ

ロ

テ

ス

タ

ン

ト

の

哲

学

者

の

ポ

ー

ル

・

リ

ク

ー

ル(

一

九

一

三~

二

〇

〇

五)

は

高

齢

に

い

た

っ

て

も

思

索

を

続

け

ま

し

た

。

８

７

歳

で

完

成

さ

せ

た

最

後

の

大

著

で

あ

る

『

記

憶

・

歴

史

・

忘

却

』
の

最

後

に

、
「

歴

史

の

底

に

は

、
記

憶

と

忘

却

が

あ

る

。

記

憶

と

忘

却

の

底

に

は

、

生

が

あ

る

。

だ

が

、

生

を

書

き

記

す

こ

と

は

ま

た

別

の

話

で

あ

る

。

未

完

。
」

と

記

し

た

そ

う

で

す

。

リ

ク

ー

ル

は

そ

の

後

も

思

索

を

続

け

ま

し

た

が

、

こ

の

言

葉

は

墓

碑

銘

の

よ

う

な

も

の

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。（

文

庫

ク

セ

ジ

ュ
『

ポ

ー

ル

・

リ

ク

ー

ル

』
）
「

未

完

」

と

い

う

言

葉

が

印

象

的

で

す

。

夏

目

漱

石

の

『

明

暗

』
、

モ

ー

ツ

ァ

ル

ト

の

『

レ

ク

イ

エ

ム

』
、

バ

ル

ト

の

『

教

会

教

義

学

』

な

ど

、

未

完

に

終

わ

っ

た

も

の

が

多

く

あ



 

10 
 

10 
り

ま

す

。

し

か

し

、

よ

く

考

え

て

み

れ

ば

、

わ

た

し

た

ち

の

一

人

ひ

と

り

の

人

生

そ

の

も

の

も

、
未

完

で

は

な

い

か

と

思

い

ま

す

。

し

か

し

、

そ

れ

を

完

成

さ

せ

て

く

だ

さ

る

方

が

お

ら

れ

ま

す

。

キ

リ

ス

ト

の

再

臨

で

す

。

そ

の

希

望

に

支

え

ら

れ

て

今

日

の

一

歩

を

歩

み

だ

そ

う

と

示

さ

れ

ま

し

た

。 

 [

四]
 

結

び 

 

現

在

、

日

本

そ

し

て

グ

ロ

ー

バ

ル

化

し

た

世

界

に

お

い

て

、

諸

問

題

が

山

積

し

混

迷

の

中

で

終

末

的

な

状

況

の

中

に

あ

り

ま

す

。

本

日

は

そ

の

中

で

イ

エ

ス

が

、
「
幸

い

な

る

か

な

、
目

を

覚

ま

し

て

い

る

者

、
私

が

見

つ

け

出

す

か

ら

。
」
と

語

っ

て

く

だ

さ

っ

て

い

る

こ

と

を

学

び

ま

し

た

。 

本

日

の

午

後

に

は

、

平

和

行

進

６

０

０

回

の

記

念

の

行

進

が

行

わ

れ

ま

す

。

並

大

抵

の

こ

と

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。

遠

州

教

会

牧

師

の

松

本

先

生

に

よ

っ

て

一

九

六

四

年

に

始

め

ら

れ

、

溝

口

先

生

が

志

を

合

わ

せ

、

そ

の

真

実

が

継

承

さ

れ

て

ゆ

か

れ

ま

し

た

。

本

当

に

尊

敬

す

べ

き

こ

と

で

す

。「

平

和

を

実

現

す

る

人

々

は

、
幸

い

で

あ

る

、

そ

の

人

た

ち

は

神

の

子

と

呼

ば

れ

る

。
」
（

マ

タ

イ

五

章

９

節

）

平

和

を

目

差

す

６

０

０

回

の

行

進

、

振

る

舞

い

は

、

今

日

学

び

ま

し

た

よ

う

に

、
「
幸

い

」
に

至

る

条

件

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。
５

９

９

回

の

中

に

は

、

雨

の

日

、

風

の

日

、

炎

天

下

、

雪

の

日

も

あ

り

、
大

変

な

苦

労

を

さ

れ

た

こ

と

と

思

い

ま

す

が

、
恐

れ

な

が

ら

、

人

間

の

側

か

ら

の

努

力

か

ら

だ

け

で

は

、

続

か

な

か

っ

た

で

し

ょ

う

。
そ

れ

が

奇

跡

的

に

実

現

で

き

た

の

は

、
「
幸

い

な

る

か

な

」
と

呼

び

か

け

祝

福

し

て

く

だ

さ

る

主

イ

エ

ス

が

共

に

お

ら

れ

た

か

ら

と

思

い

ま

す

。

主

イ

エ

ス

の

祝

福

へ

の

感

謝

の

応

答

と

し

て

、

浜

松

聖

書

集

会

の

皆

様

の

お

一

人

お

ひ

と

り

が

、

し

っ

か

り

受

け

と

め

ら

れ

て

６

０

０

回

に

到

っ

た

の

だ

と

思

い

ま

す

。

本

当

に

「

お

め

で

と

う

」

ご

ざ

い

ま

す

。

こ

の

「

お

め

で

と

う

！

」

は

私

の

言

葉

で

は

な

く

、

主

イ

エ

ス

か

ら

の

祝

福

の

言

葉

と

し

て

受

け

と

め

て

い

た

だ

き

た

い

と

思

い

ま

す

。 

三

谷

隆

正

の

『

幸

福

論

』

の

最

後

の

「

結

語

」

の

一

部

を

紹

介

し

て

終

り

に

し

た

い

と

思

い

ま

す

。 

「

良

い

健

康

と

清

純

な

家

庭

と

一

生

を

投

じ

て

悔

い

の

な

い

職

業

と

、

こ

の

三

つ

を

あ

わ

せ

持

つ

こ

と

は

大

き

な

幸

福

で

あ

る

。

し

か

し

、

そ

れ

に

も

ま

し

て

大

い

な

る

幸

福

は

新

し

い

い

の

ち

の

源

に

出

会

っ

て

、
新

し

く

造

り

変

え

ら

れ

る

こ

と

で

あ

る

。
・
・
・

そ

れ

に

は

ど

う

し

た

ら

よ

い

か

。
真

実

一

途

の

生

活

を

す

る

こ

と

だ

。

ほ

か

に

道

は

な

い

。
・
・
・

し

か

る

時

、
た

と

え

も

し

一

生

を

苦

し

み

通

し

、

悩

み

通

す

こ

と

が

あ

っ

て

も

、

そ

れ

は

深

く

祝

福

さ

れ
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11 
た

、

充

ち

た

り

た

一

生

で

あ

ろ

う

。

な

ぜ

な

ら

ば

真

実

な

一

生

に

も

増

し

て

神

の

祝

福

に

値

す

る

も

の

は

他

に

な

い

か

ら

で

あ

る

。
」 

 

真

実

で

忠

実

な

僕

た

る

こ

と

を

目

差

し

て

、

何

が

大

切

で

あ

る

か

祈

り

つ

つ

目

を

覚

ま

し

て

、「

幸

い

な

る

か

な

」
と

呼

び

か

け

祝

福

し

て

く

だ

さ

る

主

イ

エ

ス

の

来

臨

を

待

ち

望

ん

で

一

歩

ず

つ

歩

ん

で

参

り

た

い

と

思

い

ま

す

。 

 

《

付

記

》

二

〇

一

七

年

二

月

十

二

日

に

浜

松

聖

書

集

会

で

語

ら

せ

て

頂

い

た

聖

書

講

話

を

ま

と

め

た

も

の

で

す

。

当

日

の

午

後

は

、

浜

松

市

憲

法

を

守

る

会

の

平

和

行

進

６

０

０

回

の

記

念

す

べ

き

日

で

し

た

。

そ

の

行

進

に

参

加

を

許

さ

れ

、

忘

れ

得

な

い

一

日

と

な

り

ま

し

た

。 

 


