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二
〇
一
六
（
平
成
二
八
）
年
三
月
二
〇
日
（
日
曜
日
） 

第
九
回 
聖
書
と
内
村
鑑
三
に
学
ぶ
会 

発
表
レ
ジ
ュ
メ 

  

日
本
近
代
文
学
と
キ
リ
ス
ト
教 

 
 
 
 
 
 
 

―
―
内
村
鑑
三
を
媒

な
か
だ
ち

と
し
て
―
― 

 

独
立
系
研
究
者
＊ 

倉
井 

香
矛
哉 

 

一
．
は
じ
め
に 

  

本
発
表
で
は
、
芥
川
龍
之
介
、
太
宰
治
、
遠
藤
周
作
ら
に
代
表
さ
れ
る
近
代
日
本
の
文
学
者
た
ち
と
キ
リ
ス
ト
教
の
か
か
わ

り
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
と
り
わ
け
、
発
表
者
自
身
の
文
学
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
と
の
接
点
と
な
っ
た
芥

川
龍
之
介
の
場
合
に
注
目
し
、
芥
川
と
内
村
鑑
三
と
の
あ
い
だ
を
取
り
持
つ
対
人
的
な
関
係
性
に
つ
い
て
紹
介
し
な
が
ら
、
現

代
に
お
い
て
文
学
を
読
む
こ
と
、
聖
書
を
読
む
こ
と
の
意
義
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。 

 

ま
ず
、
本
発
表
の
方
法
的
な
前
提
と
し
て
、
日
本
の
近
代
文
学
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
に
つ
い
て
の
一
つ
の
視
座
を
示
し
て

お
き
た
い
。
し
ば
し
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
関
係
に
お
い
て
執
筆
さ
れ
た
文
学
を
包
括
す
る
概
念
と
し
て
、「
キ
リ
ス
ト
教

文
学
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
芥
川
龍
之
介
、
太
宰

治
と
い
っ
た
作
家
た
ち
は
、
実
際
に
は
生
涯
を
求
道
者
と
し
て
過
ご
し
、
け
っ
き
ょ
く
の
と
こ
ろ
は
明
確
な
キ
リ
ス
ト
教
信
仰

を
持
ち
得
な
か
っ
た
。
ま
た
、
本
人
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
洗
礼
を
受
け
て
い
る
遠
藤
周
作
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
小
説
の
な

か
で
語
ら
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
認
識
に
つ
い
て
仔
細
に
検
討
す
れ
は
、そ
こ
に
は
汎
神
論
的
な
傾
向
を
抱
え
て
い
た
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
正
統
な
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
立
つ
と
す
れ
ば
、
論
議
を
呼
ぶ
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、文
学
と
キ
リ
ス
ト
教
の
あ
い
だ
で
懊
悩
し
た
作
家
た
ち
に
と
っ
て
、彼
ら
の
テ
ク
ス
ト
は「
キ
リ
ス
ト
教
文
学
」

と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
筆
致
は
、
い
わ
ば
文
学
と
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
二

つ
の
概
念
の
あ
い
だ
で
引
き
裂
か
れ
る
か
の
よ
う
に
書
き
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
発
表

で
取
り
上
げ
る
小
説
の
テ
ク
ス
ト
は
、
作
家
自
身
が
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
を
持
っ
て
い
た
か
ど
う
か
、
と
い
う
狭
義
の
キ
リ
ス

ト
教
文
学
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
回
収
す
る
の
で
は
な
く
、以
下
の
引
用
文
献
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
広
義
の
概
念
規
定
に
よ
っ

て
選
択
す
る
こ
と
に
し
た
い
。 

 

《
資
料
①
》
柴
崎
聰
「
キ
リ
ス
ト
教
文
学
と
は
何
か
―
―
芥
川
龍
之
介
、
太
宰
治
、
中
原
中
也
を
め
ぐ
っ
て
」（『
福
音
と

世
界
』
新
教
出
版
社 

二
〇
〇
九
・
一
二
） 

「
そ
の
文
学
的
営
為
の
根
拠
に
、
キ
リ
ス
ト
教
や
聖
書
を
置
き
、
そ
こ
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
促
さ
れ
励
ま
さ
れ
、
真
の

自
由
を
得
て
、
発
信
す
る
文
学
」 

  

↓
本
発
表
で
は
、
こ
こ
に
引
用
し
た
柴
崎
の
定
義
に
し
た
が
い
、「
キ
リ
ス
ト
教
文
学
」
と
呼
ば
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
作
家

個
人
の
信
仰
に
回
収
す
る
の
で
は
な
く
、キ
リ
ス
ト
教
や
聖
書
と
の
か
か
わ
り
の
な
か
で
書
か
れ
た
文
学
と
い
う
ゆ
る
や
か
な

く
く
り
で
捉
え
る
こ
と
と
す
る
。 

  

二
．
近
代
日
本
文
学
と
キ
リ
ス
ト
教 

  

日
本
文
学
に
と
ど
ま
ら
ず
、
日
本
文
化
に
お
け
る
一
神
教
的
な
神
と
い
う
概
念
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
明
治
期
以
来
、
大
き

な
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
内
村
鑑
三
や
新
渡
戸
稲
造
に
代
表
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
者
の
業
績
も
あ
っ
て
、
当
時

の
知
識
人
、
ま
た
、
学
生
た
ち
は
、
こ
ぞ
っ
て
聖
書
を
読
ん
で
い
た
と
さ
れ
る
。
内
村
の
刊
行
し
た
『
聖
書
之
研
究
』
は
、
当

時
と
し
て
は
破
格
の
部
数
を
誇
る
雑
誌
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
イ
エ
ス
と
い
う
人
物
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
さ
さ
や
か
な
抵
抗
な

い
し
違
和
感
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。
一
例
と
し
て
、
夏
目
漱
石
の
「
文
学
論
」
や
森
鷗
外
の
「
か

の
や
う
に
」
に
は
、
抽
象
的
な
神
に
対
す
る
信
仰
に
つ
い
て
言
及
し
た
一
節
が
あ
る
。 

 

《
資
料
②
》
夏
目
漱
石
「
文
学
論
」（
大
倉
書
店
、
一
九
〇
七
／
明
治
四
〇
年
五
月
） 

「
現
在
の
西
洋
人
が
所
謂
神
と
称
す
る
も
の
は
一
種
の
最
高
概
念
に
し
て
、
こ
れ
を
名
け
て
無
限
と
云
ひ
、
或
は
絶
対
と

云
ふ
。（
中
略
）
今
の
所
謂
神
と
称
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
一
面
に
於
て
知
的
渇
望
よ
り
出
立
し
て
凡
百
の
現
象
の
原
因

を
こ
ゝ
に
集
合
せ
し
め
た
る
も
の
の
如
し
。（
中
略
）
神
は
人
間
の
原
形
な
り
と
云
ふ
聖
書
の
言
は
却
て
人
間
は
神
の
原

形
な
り
と
改
む
べ
き
な
り
。」 

 

《
資
料
③
》
森
鷗
外
「
か
の
や
う
に
」、『
中
央
公
論
』（
岩
波
書
店
、
一
九
一
二
／
明
治
四
五
年
一
月
） 

「
ま
あ
、
こ
う
だ
。
君
が
さ
つ
き
か
ら
怪
物
々
々
と
云
つ
て
い
る
、
そ
の
、
か
の
や
う
に
だ
が
ね
。
あ
れ
は
決
し
て
怪
物

で
は
な
い
。
か
の
や
う
に
が
な
く
て
は
、
学
問
も
な
け
れ
ば
、
芸
術
も
な
い
、
宗
教
も
な
い
。
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
価
値
の

あ
る
も
の
は
、か
の
や
う
に
を
中
心
に
し
て
い
る
。昔
の
人
が
人
格
の
あ
る
単
数
の
神
や
、複
数
の
神
の
存
在
を
信
じ
て
、

そ
の
前
に
頭
を
屈
め
た
よ
う
に
、
僕
は
か
の
や
う
に
の
前
に
敬
虔
に
頭
を
屈
め
る
」 

 

 

こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
宗
教
現
象
の
心
理
的
考
察
で
あ
り
、
一
神
教
や
多
神
教
の
い
ず
れ
で
も
な
く
、
諸
学
問
、
芸

術
、
宗
教
の
す
べ
て
を
支
え
て
い
る
「
か
の
や
う
に
」
と
い
う
抽
象
的
な
機
構
に
こ
そ
帰
依
し
た
い
、
と
い
う
合
理
主
義
的
な

態
度
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
抽
象
神
と
し
て
の
神
を
対
象
と
す
る
分
析
的
な
語
り
、
な
い
し
記
述
で
あ
っ
て
、
実
体

の
あ
る
父
な
る
神
、
あ
る
い
は
人
格
的
な
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
主
体
的
に
信
じ
る
こ
と
を
扱
っ
た
も
の
で
は
な
い
。 
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↓
明
治
期
の
知
識
人
に
と
っ
て
、
具
体
的
な
人
性
と
し
て
受
肉
し
、
ま
た
、
歴
史
的
人
物
と
し
て
生
き
た
イ
エ
ス
た
だ
ひ
と

り
を
神
の
子
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
知
的
教
養
と
し
て
聖
書
を
読
む
と
い
う
関
心
を
超
え
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
的
な
信
仰
と
の
訣
別
と
い
う
側
面
を
伴
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
あ
る
種
の
困
難
を
伴
う
認
識
論
レ
ベ

ル
で
の
格
闘
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

し
か
し
、
大
正
時
代
に
入
る
と
、
し
だ
い
に
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
理
解
に
は
変
化
が
み
ら
れ
る
。
ま
ず
、
芥
川
龍
之
介
の
「
神

神
の
微
笑
」
に
は
、
イ
エ
ス
本
人
は
登
場
し
な
い
も
の
の
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
父
な
る
神
に
相
当
す
る
存
在
に
つ
い
て
、

「
泥
烏
須
」
と
い
う
呼
称
で
語
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
日
本
の
神
々
に
対
す
る
「
泥
烏
須
」

の
敗
北
で
あ
る
。 

 

《
資
料
④
》
芥
川
龍
之
介
「
神
神
の
微
笑
」、『
新
小
説
』（
一
九
二
二
／
大
正
一
一
年
一
月
） 

「
事
に
よ
る
と
泥
烏
須
自
身
も
、
こ
の
国
の
土
人
に
変
る
で
し
ょ
う
。
支
那
や
印
度
も
変
っ
た
の
で
す
。
西
洋
も
変
ら
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
我
々
は
木
々
の
中
に
も
い
ま
す
。
浅
い
水
の
流
れ
に
も
い
ま
す
。
薔
薇
の
花
（
中
略
）
ど
こ
に
で

も
、
ま
た
い
つ
で
も
い
ま
す
。
御
気
を
つ
け
な
さ
い
。
御
気
を
つ
け
な
さ
い
。
…
…
…
」  

 

《
資
料
⑤
》
関
口
安
義
『
芥
川
龍
之
介
』（
岩
波
新
書
、
一
九
九
五
年
一
〇
月
） 

「
芥
川
龍
之
介
と
『
聖
書
』
と
の
か
か
わ
り
は
、
か
な
り
早
く
一
高
在
学
中
に
は
じ
ま
る
。」「
当
時
の
旧
制
高
校
の
学
生

が
、『
聖
書
』
や
キ
リ
ス
ト
教
を
教
養
と
し
て
受
け
入
れ
た
の
は
、
一
つ
の
時
代
的
現
象
で
あ
っ
た
。」 

 

《
資
料
⑥
》
芥
川
龍
之
介
「
侏
儒
の
言
葉
」、『
文
藝
春
秋
』（
一
九
二
三
／
大
正
一
二
年
一
月
〜
一
九
二
五
／
大
正
一
四

年
一
一
月
） 

「
人
生
は
地
獄
よ
り
も
地
獄
的
で
あ
る
。」「
あ
ら
ゆ
る
神
の
属
性
中
、
最
も
神
の
た
め
に
同
情
す
る
の
は
神
に
は
自
殺
の

で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
」 

 

《
資
料
⑦
》
芥
川
龍
之
介
「
断
片
」（
一
九
二
六
／
大
正
一
五
年
頃
、
推
定
） 

「
僕
は
年
少
の
時
、
硝
子
画
の
窓
や
振
り
高
炉
や
コ
ン
タ
ス
の
為
に
基
督
教
を
愛
し
た
。
そ
の
後
僕
の
心
を
捉
へ
た
も
の

は
聖
人
や
福
者
の
伝
記
だ
つ
た
。
僕
は
彼
等
の
捨
命
の
事
績
に
心
理
的
或
は
戯
曲
的
興
味
を
感
じ
、
そ
の
為
に
又
基
督
教

を
愛
し
た
。
即
ち
僕
は
基
督
教
を
愛
し
な
が
ら
、
基
督
教
的
信
仰
に
は
徹
頭
徹
尾
冷
淡
だ
つ
た
。（
中
略
）
僕
は
基
督
教

を
軽
ん
ず
る
為
に
反
つ
て
基
督
教
を
愛
し
た
の
だ
つ
た
。（
後
略
）」 

  

↓
こ
の
よ
う
に
、
芥
川
龍
之
介
に
と
っ
て
の
「
基
督
教
」
へ
の
興
味
は
、
聖
人
や
福
者
の
「
伝
記
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
心

理
的
或
は
戯
曲
的
興
味
」
を
喚
起
さ
れ
て
い
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、「
基
督
教
的
信
仰
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
関
心
を
も

っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
建
築
に
魅
了
さ
れ

て
い
た
こ
と
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
晩
年
に
至
る
ま
で
聖
書
へ
の
興
味
を
失
わ
な
か
っ
た
芥
川
で
は
あ
る
が
、「
侏
儒

の
言
葉
」
の
一
節
に
も
あ
る
よ
う
に
、「
基
督
教
的
信
仰
」
に
お
い
て
神
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
な
お
、
こ
れ
ら

の
点
に
つ
い
て
は
、
つ
づ
く
第
三
章
に
お
い
て
詳
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
）。 

  

以
上
の
よ
う
に
、
日
本
文
学
の
系
譜
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
か
な
ら
ず
し
も
信
仰
的
な
探
究
心
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ

て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
教
養
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
北
村
透
谷
や
有
島
武
郎
の
よ
う
に
、
一
度
は
洗

礼
を
受
け
な
が
ら
も
、
や
が
て
棄
教
す
る
場
合
も
み
ら
れ
た
（
な
お
、
彼
ら
は
い
ず
れ
も
自
殺
し
て
い
る
）。 

  

や
が
て
、
遠
藤
周
作
に
至
っ
て
は
、
宣
教
師
の
殉
教
と
棄
教
と
い
う
テ
ー
マ
で
イ
エ
ス
が
直
接
的
に
描
写
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
遠
藤
の
「
沈
黙
」
で
は
、
司
祭
の
棄
教
の
危
機
に
あ
っ
て
、「
基
督
が
ユ
ダ
に
売
ら
れ
た
よ
う
に
、

自
分
も
キ
チ
ジ
ロ
ー
に
売
ら
れ
、
基
督
と
同
じ
よ
う
に
自
分
も
今
、
地
上
の
権
力
者
か
ら
裁
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
い
う

「
あ
の
人
と
自
分
と
が
相
似
た
運
命
を
分
か
ち
合
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
（
神
の
子
と
し
て
の
イ

エ
ス
と
司
祭
と
を
「
相
似
た
運
命
」
に
お
い
て
あ
た
か
も
同
列
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
る
こ
と
の
神
学
的
な
是
非
は
措
く
と
し

て
も
、
こ
の
筆
致
、
文
学
的
な
想
像
力
に
は
、
た
し
か
な
緊
迫
感
が
あ
る
）。 

  

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
体
験
は
、「
う
ず
く
よ
う
な
悦
び
」
で
「
司
祭
の
胸
を
し
め
つ
け
る
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

「
神
は
本
当
に
い
る
の
か
。
も
し
神
が
い
な
け
れ
ば
、
幾
つ
も
幾
つ
も
の
海
を
横
切
り
、
こ
の
小
さ
な
島
に
一
粒
の
種
を
持
ち

運
ん
で
き
た
自
分
の
半
生
は
滑
稽
だ
っ
た
」
と
さ
え
語
ら
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
司
祭
は
、
か
つ
て
の
師
で
あ
っ
た
フ
ェ
レ
イ

ラ
の
口
か
ら
「
こ
の
国
の
者
た
ち
が
あ
の
頃
信
じ
た
も
の
は
我
我
の
神
で
は
な
い
」
と
告
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の

宣
教
が
日
本
で
は
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。 

 

《
資
料
⑧
》
遠
藤
周
作
「
沈
黙
」 

「
デ
ウ
ス
と
大
日
と
混
同
し
た
日
本
人
は
そ
の
時
か
ら
我
々
の
神
を
彼
等
流
に
屈
折
さ
せ
変
化
さ
せ
、そ
し
て
別
の
も
の

を
作
り
あ
げ
は
じ
め
た
の
だ
。
言
葉
の
混
乱
が
な
く
な
っ
た
あ
と
も
、
こ
の
屈
折
と
変
化
と
は
ひ
そ
か
に
続
け
ら
れ
、
お

前
が
さ
っ
き
口
に
出
し
た
布
教
が
も
っ
と
も
華
や
か
な
時
で
さ
え
も
日
本
人
た
ち
は
基
督
教
の
神
で
は
な
く
、彼
等
が
屈

折
さ
せ
た
も
の
を
信
じ
て
い
た
の
だ
。」  

  

こ
こ
で
は
、
日
本
語
圏
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
受
容
史
に
お
い
て
、「
デ
ウ
ス
」
を
「
大
日
」
に
置
き
換
え
、
神
の
子
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
存
在
が
誤
解
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て

父
な
る
神
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
存
在
に
つ
い
て
、
日
本
人
は
そ
れ
を
あ
く
ま
で
抽
象
的
に
捉
え
、「
大
日
」
と
い
う
呼
称

に
よ
っ
て
日
本
的
な
信
仰
と
の
接
合
に
お
い
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
は
け
っ
き
ょ
く
の
と
こ
ろ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
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理
の
な
か
で
語
ら
れ
て
い
る
神
と
は
異
な
る
文
脈
の
な
か
で
「
屈
折
」
し
て
捉
え
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
肉

体
を
と
も
な
っ
て
地
上
に
生
ま
れ
た
神
の
子
イ
エ
ス
に
つ
い
て
は
、け
っ
き
ょ
く
の
と
こ
ろ
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

と
い
え
る
。イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
唯
一
の
神
の
子
、救
い
主
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
キ
リ
ス
ト
教
の
中
心
的
課
題
で
あ
っ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
的
信
仰
の
な
か
で
は
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
八
百
万
の
神
々
と
同
列
に
扱
わ
れ
る
神
の
ひ
と
り
で
あ
る

か
の
よ
う
な
捉
え
ら
れ
方
を
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

  

↓
こ
の
よ
う
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
唯
一
の
救
い
主
と
し
て
は
受
け
入
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
姿
勢
は
、
日
本
の

切
支
丹
た
ち
は
キ
リ
ス
ト
教
を
た
だ
し
く

䣍
䣍
䣍
䣍
受
容
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
提
起
に
つ
な
が
る
（
し
か
し
、
た
だ
し
く

䣍
䣍
䣍
䣍
信
じ

る
、
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
が
輸
入
さ
れ
る
場
合
に
起
こ
り
う
る
、
土
着
化
の
問
題
が

介
在
し
て
い
る
）。 

  

ま
た
、
長
谷
川
（
間
瀬
）
恵
美
は
、
遠
藤
周
作
の
文
学
活
動
に
お
け
る
「
宗
教
的
主
題
」
に
つ
い
て
、「
い
か
に
し
て
キ
リ

ス
ト
教
が
日
本
文
化
内
に
お
い
て
開
花
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
と
い
う
「
キ
リ
ス
ト
の
実
生
化
（Inculturation

）
の
問
題
」

で
あ
っ
た
と
要
約
し
て
い
る 

。
長
谷
川
（
間
瀬
）
は
、
遠
藤
の
小
説
や
評
論
に
み
ら
れ
る
「
汎
神
性
（
パ
ン
テ
イ
ス
ム
）」
と

い
う
用
語
を
考
察
す
る
こ
と
か
ら
、
の
ち
の
「
母
な
る
も
の
」
と
い
う
思
想
に
「
積
極
的
な
評
価
」
を
下
す
立
場
を
採
っ
て
い

る
。 

 

  

↓
し
か
し
、
こ
の
「
汎
神
性
（
パ
ン
テ
イ
ス
ム
）」
と
い
う
用
語
は
、
キ
リ
ス
ト
教
会
と
し
て
は
肯
定
し
が
た
い
論
旨
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。い
ず
れ
に
し
て
も
、遠
藤
周
作
の
キ
リ
ス
ト
教
文
学
は
、宗
教
的
テ
ク
ス
ト
と
読
む
か
、

文
学
的
テ
ク
ス
ト
と
読
む
か
に
よ
っ
て
、
論
議
を
醸
す
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

  

以
上
の
よ
う
に
、
日
本
文
学
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
受
容
の
な
か
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
脈
と
多
義
性
が
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
小
説
の
テ
ク
ス
ト
に
胚
胎
し
て
い
る
多
義
的
な
側
面
を
読
み
取
っ
て
い
く
こ
と
は
、
そ

こ
で
語
ら
れ
て
い
る
神
な
る
も
の
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。そ
れ
ら
を
逐
一
明
ら
か
に
す
る
こ

と
は
作
品
研
究
の
領
分
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、こ
こ
で
は
控
え
る
こ
と
と
す
る
が
、い
ず
れ
に
し
て
も
、芥
川
龍
之
介
の「
南

京
の
基
督
」
や
遠
藤
周
作
の
「
沈
黙
」
に
み
ら
れ
る
イ
エ
ス
の
表
象
は
、
弱
い
者
、
立
場
の
低
い
者
、
ひ
い
て
は
、
い
ま
現
在

絶
望
の
最
中
に
あ
る
者
の
側
に
立
つ
人
間
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
と
く
に
、「
沈
黙
」
の
な
か
で
描
か

れ
て
い
る
信
仰
的
挫
折
の
「
痛
み
」
か
ら
は
、
文
学
的
な
読
み
を
越
え
出
て
、
あ
る
一
人
の
信
仰
者
の
価
値
規
範
の
根
幹
が
揺

る
が
せ
ら
れ
る
よ
う
な
体
験
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
絶
望
に
寄
り
添
う
の
が
、「
踏
む
が
い
い
」
と
い
う
許
し
の
言
葉
で
あ

っ
て
、
そ
こ
に
は
、
寛
容
と
い
う
言
葉
を
超
え
た
厳
粛
な
ま
な
ざ
し
を
見
出
す
こ
と
さ
え
で
き
る
。
作
家
個
人
が
信
仰
を
も
つ

こ
と
、
た
だ
し
く

䣍
䣍
䣍
䣍
信
じ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
論
議
は
あ
り
う
る
も
の
の
、
キ
リ
ス
ト
教
の
根
幹
の
精
神
に
つ
い
て
は
、
す
ぐ
れ

た
文
学
者
た
ち
は
、
た
し
か
に
掴
み
取
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 
 

 

三
．
内
村
鑑
三
を
媒

な
か
だ
ち

と
し
て
―
―
芥
川
龍
之
介
と
キ
リ
ス
ト
教
―
― 

  

こ
こ
か
ら
は
、
前
章
で
取
り
上
げ
た
作
家
の
う
ち
、
と
く
に
芥
川
龍
之
介
の
場
合
に
着
目
し
な
が
ら
、
芥
川
と
内
村
鑑
三
の

あ
い
だ
を
取
り
持
っ
た
室
賀
文
武
に
つ
い
て
紹
介
す
る
と
と
も
に
、文
学
と
キ
リ
ス
ト
教
の
あ
い
だ
で
懊
悩
し
た
作
家
の
実
像

の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。 

 

《
資
料
⑨
》
宮
坂
覚
「
芥
川
龍
之
介
と
室
賀
文
武
―
―
「
芥
川
龍
之
介
と
キ
リ
ス
ト
教
」
論
へ
の
一
視
点
」、『
上
智
大
学

国
文
学
論
集
』
第
五
号
（
上
智
大
学
、
一
九
七
一
・
一
二
） 

「
芥
川
の
キ
リ
ス
ト
教
観
の
な
か
に
は
、室
賀
的
キ
リ
ス
ト
教
が
色
濃
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。そ
れ
を
通
し
て
無
教
会
的
、

即
ち
内
村
的
信
仰
が
多
少
な
り
と
も
流
れ
込
ん
だ
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
芥
川
の
作
品
―
―
例
え
ば
「
河
童
」「
西
方
の

人
」
な
ど
―
―
に
も
そ
の
翳
り
が
発
見
で
き
る
。
た
だ
芥
川
が
眼
に
見
え
る
室
賀
の
強
烈
な
個
性
に
の
み
拘
泥
し
た
が
ゆ

え
に
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
信
仰
と
の
真
の
出
会
い
が
薄
か
っ
た
の
は
想
像
に
難
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。」 

  

室
賀
文
武
は
、
芥
川
の
遺
構
「
歯
車
」
に
登
場
す
る
「
或
聖
書
会
社
の
屋
根
裏
に
た
つ
た
一
人
小
使
ひ
を
し
な
が
ら
、
祈
祷

や
読
書
に
精
進
し
て
ゐ
た
」「
老
人
」
の
モ
デ
ル
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
。
芥
川
の
キ
リ
ス
ト
教
観
の
変
遷
の
な
か
で
、
室
賀
と

の
交
流
の
影
響
は
け
っ
し
て
小
さ
い
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。 

 

《
資
料
⑩
》
小
沢
保
博
「
芥
川
龍
之
介
と
大
衆 

「
西
方
の
人
」
再
考
」、『
上
智
大
学
国
文
学
論
集
』
第
一
一
号
（
上
智

大
学
、
一
九
七
八
年
一
月
） 

「（
前
略
）
芥
川
の
キ
リ
ス
ト
教
観
は
三
つ
の
段
階
を
経
て
最
晩
年
の
作
品
「
西
方
の
人
」
に
達
し
た
こ
と
が
伺
え
る
。

す
な
わ
ち
具
体
的
に
は
、 

（
Ⅰ
）
純
粋
な
異
国
へ
の
憧
れ
、
南
蛮
趣
味
、
審
美
的
視
点
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
を
扱
っ
た
時
機
、 

「
煙
草
と
悪
魔
」「
邪
宗
門
」「
黒
衣
聖
母
」「
長
崎
小
品
」「
お
し
の
」「
糸
女
覚
え
書
」「
さ
ま
よ
へ
る
猶
太
人
」「
る

し
へ
る
」「
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
」「
神
々
の
微
笑
」「
誘
惑
」
等
が
作
品
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。 

（
Ⅱ
）
殉
教
者
た
ち
を
〈
刹
那
の
感
動
〉
と
い
う
人
生
に
お
け
る
幸
福
な
瞬
間
を
持
ち
得
た
人
々
と
し
て
扱
っ
た
時
期
、 

「
尾
形
了
斎
覚
え
書
」「
じ
ゆ
り
あ
の
吉
助
」「
南
京
の
基
督
」「
報
恩
記
」「
お
ぎ
ん
」「
奉
教
人
の
死
」
等
が
考
え
ら

れ
る
。 

（
Ⅲ
）
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
が
芥
川
自
身
の
主
体
的
な
問
題
と
な
っ
て
き
た
時
期
、 

「
西
方
の
人
」「
続
西
方
の
人
」」 
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《
資
料
⑪
》
関
口
安
義
『
芥
川
龍
之
介
』（
岩
波
新
書
、
一
九
九
五
年
一
〇
月
） 

「
死
を
目
前
に
し
て
芥
川
は
、
再
び
『
聖
書
』
に
接
近
す
る
。
死
の
前
年
の
一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
年
三
月
五
日
、
芥

川
は
室
賀
文
武
と
い
う
内
村
鑑
三
門
下
の
無
教
会
派
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
か
ら『
聖
書
』を
も
ら
っ
た
礼
状
を
出
し
て
い
る
。

室
賀
は
芥
川
の
実
家
、
耕
牧
舎
に
か
つ
て
勤
め
て
お
り
、
芥
川
を
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
知
っ
て
い
た
老
人
で
あ
る
。
芥
川
晩

年
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
接
近
は
、
こ
の
人
の
存
在
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。」 

  

↓
芥
川
龍
之
介
の
聖
書
と
の
か
か
わ
り
は
、一
高
在
学
中
は
も
っ
ぱ
ら
教
養
と
し
て
の
知
的
関
心
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
に
接
近

し
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
晩
年
に
は
内
村
鑑
三
門
下
の
室
賀
文
武
と
の
か
か
わ
り
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。 

  

四
．
ま
と
め
に
代
え
て 

  

以
上
、
近
代
日
本
の
文
学
者
た
ち
と
キ
リ
ス
ト
教
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
明
治
期
か
ら
昭
和
に
至
る
ま
で
の
流
れ

を
概
観
し
、
つ
づ
い
て
、
芥
川
龍
之
介
の
場
合
に
着
目
し
な
が
ら
、
そ
の
求
道
者
と
し
て
の
道
行
き
の
な
か
で
内
村
鑑
三
と
の

あ
い
だ
を
取
り
持
っ
た
室
賀
文
武
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
。
文
学
と
キ
リ
ス
ト
教
の
あ
い
だ
で
懊
悩
す
る
作
家
の
人
生
は
、

作
家
個
人
の
内
面
や
創
作
意
図
だ
け
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、さ
ま
ざ
ま
な
人
格
的
関
係
性
を
ふ
く
め
た
恊
働
の
関
係

で
あ
り
、
そ
こ
に
聖
書
の
言
葉
が
は
た
ら
き
か
け
て
い
た
、
と
も
い
え
る
。 

 

ま
た
、
本
発
表
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
ら
の
文
学
者
た
ち
の
筆
致
と
そ
の
人
生
の
道
行
き
が
、
発
表
者
自
身
の
実
存

的
な
問
題
意
識
と
い
か
な
る
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
一
端
に
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
（
具
体
的
に
は
口
頭
で
補

足
）。 

   

＊
発
表
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
：
倉
井
香
矛
哉
（
く
ら
い
・
か
む
や
） 

イ
ク
ト
ゥ
ス
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
共
同
代
表 

独
立
系
研
究
者
（
文

学
研
究
者
、
音
楽
家
） 

 

学
問
芸
術
の
運
動
体
「
イ
ク
ト
ゥ
ス
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
共
同
代
表
。
西
南
学
院
大
学
国
際
文
化
学
部
卒
業
、
早
稲
田
大
学
大
学

院
文
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了
。
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｄ
Ｃ
１
採
用
後
、
現
在
は
独
立
系
研
究
者
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。

文
学
研
究
と
並
行
す
る
か
た
ち
で
、
学
会
お
よ
び
研
究
誌
に
と
ど
ま
ら
ず
市
民
向
け
イ
ベ
ン
ト
・
講
演
会
に
お
け
る
学
際
研
究
、
セ
ク

シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
／
ジ
ェ
ン
ダ
ー
批
評
に
つ
い
て
の
研
究
発
表
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
Ｗ
．
Ｓ
．
ク
ラ
ー
ク
や
内
村
鑑
三
、
新
渡
戸
稲

造
の
思
想
を
継
承
す
る
無
教
会
キ
リ
ス
ト
教
の
後
継
者
で
も
あ
る
（
二
〇
一
五
年
度
以
降
、
無
教
会
全
国
集
会
準
備
委
員
、『
内
村
鑑

三
研
究
』
編
集
委
員
会
事
務
局
）。
さ
ら
に
、
音
楽
家
と
し
て
の
ア
イ
ド
ル
ユ
ニ
ッ
ト
へ
の
楽
曲
提
供
や
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
イ
ベ
ン
ト
へ

の
参
加
を
通
じ
て
、
日
本
各
地
で
活
躍
す
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
に
よ
る
文
学
場
・
芸
術
場
の
創
出
を
目
指
し
て
い
る
。 

 


