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【特集】聖堂献堂六〇周年記念特集①

【
特
集
】
聖
堂
献
堂
六
〇
周
年
記
念
特
集
①

　

本
学
の
聖
堂
は
、
今
年
で
献
堂
か
ら
ち
ょ
う
ど
六
十
年
を
迎
え
ま
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
文
化
研
究
所
で
は
、
昨
年
よ
り
聖
堂
の
建

築
、
彫
像
、
用
具
等
に
関
す
る
包
括
的
な
研
究
に
着
手
し
ま
し
た
。
今
回
は
、
現
在
進
行
中
の
調
査
の
中
か
ら
、
献
堂
式
に
関
す
る

こ
と
が
ら
を
中
心
に
ご
紹
介
し
ま
す
。

　　

本
学
の
聖
堂
（
聖
マ
グ
ダ
レ
ナ
・
ソ
フ
ィ
ア
聖
堂
）
は
、
竹
腰
健（

１
）造

の
設
計
に
な
る
本
学
の
初
期
の
建
造
物
の
一
つ
で
あ
り
、
五

期
に
わ
た
っ
た
建
築
計
画
の
最
後
に
、
二
号
館
、
修
道
院
な
ど
と
共
に
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
一
九
五
八
年
に
竣
工
し
、
翌
一
九
五
九

年
一
月
二
十
四
日
に
、
土
井
大
司
教
の
司
式
に
よ
り
献
堂
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
、
大
学
で
は
、
建
築
計
画
の
詳
細
や
献

堂
式
の
詳
し
い
様
子
に
つ
い
て
の
資
料
は
、
ご
く
限
ら
れ
た
も
の
し
か
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
回
、
改
め
て
学
内
の
み

な
ら
ず
、
聖
心
会
、
建
築
に
関
わ
っ
た
日
建
設
計
、
清
水
建
設
な
ど
に
調
査
を
依
頼
し
た
結
果
、
幾
つ
か
の
新
資
料
が
発
見
さ
れ
ま

し
た
。
現
在
、
こ
れ
ら
資
料
に
基
づ
い
て
、
さ
ら
に
建
築
や
設
計
に
関
す
る
調
査
研
究
、
彫
像
の
製
作
に
関
す
る
調
査
な
ど
を
進
め

て
い
ま
す
。

　

本
号
で
は
、
新
た
に
確
認
さ
れ
た
資
料
の
中
か
ら
、
聖
心
会
ア
メ
リ
カ
・
カ
ナ
ダ
管
区
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
か
ら
提
供
さ
れ
た
献
堂
式

に
関
す
る
詳
細
な
報
告
書
の
訳
文
と
、
本
学
所
蔵
資
料
に
あ
っ
た
献
堂
式
ミ
サ
の
説
教
文
（
和
文
・
英
文
）
を
収
録
し
ま
し
た
。
ま

た
、
建
築
に
関
す
る
調
査
と
し
て
、
祭
壇
な
ら
び
に
祭
壇
周
辺
の
聖
域
で
用
い
ら
れ
て
い
る
天
然
大
理
石
に
関
す
る
調
査
報
告
を
掲
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載
し
て
い
ま
す
。
そ
の
他
の
調
査
研
究
に
つ
い
て
も
、
今
後
ま
と
ま
り
次
第
、
ご
報
告
す
る
予
定
で
す
。

註（
1
）　

竹
腰
健
造
（
一
八
八
八
年
―
一
九
八
一
年
）
は
、
金
沢
生
ま
れ
の
建
築
家
。
第
一
高
等
学
校
、
東
京
帝
国
大
学
工
科
大
学
建
築
科

を
卒
業
後
、
英
国
に
留
学
し
、
建
築
や
美
術
を
学
ぶ
。
住
友
総
本
店
に
入
社
し
、
建
築
業
務
に
従
事
し
た
の
ち
独
立
し
、
住
友
財

閥
系
の
建
築
家
と
し
て
活
躍
し
た
。
戦
前
の
建
造
物
で
残
存
す
る
も
の
と
し
て
は
、
住
友
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
（
一
九
二
九
年
）、
大
阪

証
券
取
引
所
（
一
九
三
五
年
）
な
ど
が
有
名
。
一
九
四
七
年
に
公
職
追
放
を
受
け
る
が
、
一
九
五
〇
年
に
復
帰
。
本
学
の
建
築
に

関
わ
っ
た
の
は
、
日
建
設
計
工
務
株
式
会
社
時
代
で
、
き
っ
か
け
は
、
聖
心
会
の
マ
ザ
ー
・
ブ
リ
ッ
ト
な
ど
と
出
会
っ
て
、
深
い

感
銘
を
受
け
た
か
ら
だ
と
さ
れ
る
（
竹
腰
健
造
『
幽
泉
自
叙
』
創
元
社
、
一
九
八
〇
年
、
二
五
一
―
二
五
四
頁
）。
東
京
の
聖
心
女

子
学
院
本
館
（
一
九
五
六
）、
小
林
聖
心
女
子
学
院
聖
堂
（
一
九
六
五
）
の
建
築
に
も
携
わ
っ
て
い
る
。
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献
堂
式
報
告

）
1
（
書

一
九
五
九
年
一
月
二
十
四
日　

聖
心
〔
女
子
〕
大
学
、
渋
谷
、
東
京

私
た
ち
の
新
し
い
聖
堂
の
祝
別

「
あ
あ
万
軍
の
主
よ
、
あ
な
た
の
幕
屋
は
慕
わ
し
い
。」（
詩
編
八
四
の
二

）
2
（

）

　

つ
い
に
そ
の
日
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
私
た
ち
が
長
く
、
長
く
待
ち
ん
で
い
た
日
、
一
月
二
十
四
日
で
す
。
職
人
の
方
々
が
、
何

日
も
夜
通
し
働
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
最
後
の
仕
上
げ
を
ほ
ど
こ
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
修
道
院
全
体
が
喜
び
と
期
待
の
空
気

に
満
た
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
私
た
ち
の
多
く
は
、
心
の
中
で
う
れ
し
涙
を
流
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
幾
人
か
は
、
実
際
に
泣
い
て

も
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
い
ま
で
も
聞
こ
え
て
い
ま
す
。
で
も
な
ぜ
？
誰
か
知
ら
な
い
者
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
？
こ
の
日
、
私
た

ち
の
主
な
る
神
が
そ
の
新
た
な
お
住
ま
い
に
お
入
り
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
。
こ
れ
ま
で
の
も
の
よ
り
も
、
は
る
か
に
、
偉
大
な
る

神
に
ふ
さ
わ
し
い
幕
屋
に
お
入
り
に
な
る
の
で
す
。
そ
の
祝
別
の
た
め
に
お
い
で
下
さ
っ
た
の
は
、
親
愛
な
る
土
井
大
司
教
閣

）
3
（

下
、

そ
の
秘
書
の
方
々
な
ど
随
行
者
、
ロ
ス
司
教

）
4
（

様
、
上
智
大
学
理
事
長
ル
ー
メ
ル
神
父

）
5
（

様
で
す
。
司
祭
は
総
勢
八
名
、
そ
れ
に
侍
者
数
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名
で
し
た
。

　

輝
か
し
い
晴
天
の
日
で
し
た
。
私
た
ち
の
マ
ザ
ー
・
ヴ
ィ
カ

）
6
（

ー
、
顧
問
の
方
々
、
三
光
町
の
修
道
女
た
ち
の
一
団
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
か
ら
最
近
来
日
し
た
ば
か
り
の
シ
ス
タ
ー
・
ウ
ィ
ス
タ

）
7
（

ー
に
加
え
て
、
私
た
ち
の
喜
び
の
輪
に
加
わ
っ
た
の
は
、
学
生
の
保
護

者
数
百
名
、
大
学
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス
ク
ー
ル
、
三
光
町
の
卒
業
生
、
本
学
の
在
学
生
、
高
校
生
、
そ
し
て
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
の
は
、
こ
の
立
派
な
聖
堂
の
設
計
や
建
築
に
関
わ
っ
た
方
々
の
代
表
で
し
た
。
全
員
が
聖
堂
に
着
席
し
た
と
き
、
列
席
者
は
、

な
ん
と
千
百
人
に
達
し
て
い
ま
し
た
。

　

で
も
、
少
し
お
話
を
急
ぎ
す
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
私
た
ち
は
、
ま
だ
聖
堂
の
外
に
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
献
堂
式
が
始
ま
っ
た
の

は
九
時
半
で
し
た
。
ま
ず
は
じ
め
に
、
大
司
教
様
が
、
随
行
者
の
方
々
に
伴
わ
れ
て
進
ま
れ
、
た
っ
ぷ
り
と
聖
水
を
お
使
い
に
な
っ

て
、
建
物
の
外
壁
を
祝
別
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
終
わ
る
と
、
聖
堂
の
入
口
ホ
ー
ル
に
お
入
り
に
な
る
支
度
を
さ
れ
ま
し
た
。
祭
壇

に
も
他
の
ど
こ
に
も
装
飾
は
一
切
施
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
入
口
ホ
ー
ル
で
は
、
他
の
修
道
会
の
会
員
や
お
客
様
、
学
生
た
ち

が
、
大
司
教
様
を
お
待
ち
し
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
も
、
大
司
教
様
は
祝
福
を
お
与
え
に
な
り
、
階
段
に
並
ん
だ
学
生
聖
歌
隊
に
よ

っ
て
、
聖
歌
が
歌
わ
れ
、
諸
聖
人
へ
の
連
祷
が
唱
え
ら
れ
、
祈
願
が
唱
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
聖
堂
が
、
聖
マ
グ
ダ
レ
ナ
・
ソ

フ
ィ
ア
に
献
堂
さ
れ
た
の
も
こ
こ
で
し

）
8
（

た
。

　

こ
れ
ら
一
連
の
儀
式
が
終
わ
る
と
、
正
面
扉
が
開
か
れ
、
大
司
教
様
が
聖
堂
に
入
ら
れ
、
マ
ザ
ー
の
方
々
、
司
祭
・
修
道
者
、
他

の
会
の
修
道
女
、
お
客
様
、
学
生
た
ち
が
続
き
ま
し
た
。
聖
歌
隊
は
、
美
し
い
大
き
な
階
上
席
に
着
き
ま
し
た
。

　

で
も
、
大
き
な
中
央
扉
が
開
い
た
と
き
に
、
私
た
ち
の
目
の
前
に
現
れ
た
の
は
な
ん
と
す
ば
ら
し
い
光
景
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ

れ
を
描
き
出
す
に
は
、
私
の
貧
弱
な
筆
力
よ
り
は
る
か
に
優
れ
た
技
量
が
必
要
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
天
国
の
ひ
と
か
け
ら
、
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い
や
、
大
き
な
か
け
ら
で
し
た
。
し
か
も
、
す
べ
て
で
き
あ
が
っ
た
形
で
、
地
上
に
こ
ぼ
れ
お
ち
た
わ
け
で
は
な
く
、
何
ヶ
月
に
も

わ
た
る
困
難
で
入
念
な
仕
事
と
重
ね
ら
れ
た
祈
り
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
の
純
粋
さ
、
シ
ン
プ
ル
さ
、
壮
大
さ
は
、
初

め
て
目
に
し
た
瞬
間
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
言
葉
で
は
と
う
て
い
言
い
尽
く
せ
な
い
も
の
で
し
た
。
聖
堂
は
、
ク
リ
ー
ム
色
と
白

色
、
様
々
な
色
調
の
ア
イ
ボ
リ
ー
を
基
調
と
し
、
祭
壇
の
柱
に
は
ピ
ン
ク
色
、
三
つ
の

）
9
（

廊
の
床
に
は
さ
ら
に
様
々
な
色
が
使
わ
れ
て

い
ま
し
た
。
祭
壇
の
卓
と
後
壁
と
天
蓋
、
祭
壇
下
の
石
段
、
聖
体
拝
領

）
10
（

台
と
そ
の
前
の
石
段
は
す
べ
て
大
理
石
で
、
大
学
や
姉
妹
校

に
娘
や
姪
が
在
籍
し
て
い
る
日
本
の
大
理
石

）
11
（

王
の
寄
贈
に
よ
る
も
の
で
す
。
三
つ
の
廊
の
床
は
、
精
妙
な
テ
ラ
ゾ

）
12
（

ー
で
で
き
て
い
ま

す
。
祭
壇
上
の
中
央
を
占
め
る
私
た
ち
の
最
愛
の
（
モ
ン
マ
ル
ト
ル
の

）
13
（

）
み
こ
こ
ろ
の
御

）
14
（

像
は
ク
リ
ー
ム
色
で
、
そ
の
背
後
は
ア
ー

チ
型
の
金
色
の
モ
ザ
イ
ク
壁
に
な
っ
て
い
ま
す
。
両
側
廊
に
続
く
聖
堂
の
両
脇
に
は
、
同
じ
色
の
聖
母
像
と
聖
ヨ
セ
フ
像
が
石
の
台

座
に
載
っ
て
い
ま
す
。
三
つ
の
御
像
は
、
い
ず
れ
も
長
崎
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
彫
刻

）
15
（

家
の
作
品
で
す
。
右
奥
に
は
、
大
き
な
訪
問

者
用
の
礼
拝
堂
が
あ
り
、
聖
域
に
面
し
て
い
ま
す
。
そ
の
反
対
側
、
聖
域
の
す
ぐ
外
に
は
、
と
て
も
す
て
き
な
告
解
所
と
聖
具
室
が

あ
り
ま
す
。
聖
堂
の
両
サ
イ
ド
に
は
、
修
道
女
の
た
め
の
十
分
な
数
の
歌
隊
席
（
両
側
に
各
十
五
席
）
が
あ
り
、
そ
の
外
側
に
は
、

聖
堂
と
同
じ
奥
行
き
の
側
廊
が
あ
り
ま
す
。
現
在
は
、
側
廊
に
は
椅
子
は
設
置
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
卒
業
式
な
ど
特
別
な
場
合
に

参
列
者
が
あ
ふ
れ
た
際
に
は
、
椅
子
を
運
び
入
れ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
歌
隊
席
の
上
に
は
、
大
き
な
長
い
ア
ー
チ
型
の
窓
が
あ
り
、

そ
の
上
に
さ
ら
に
、
小
さ
な
三
つ
の
窓

│
丸
窓
一
つ
と
三
角
形
の
窓
が
二
つ

│
が
あ
り
ま
す
。
階
上
席
は
、
と
に
か
く
見
事
な

も
の
で
、
八
段
か
ら
十
段
の
長
い
階
段
が
あ
っ
て
、
オ
ル
ガ
ン
用
の
台

）
16
（

座
に
続
い
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
、
学
生
た
ち
の
美
し
い
歌

声
が
晴
れ
や
か
な
音
楽
を
奏
で
、「
ク
リ
ス
ト
ゥ
ス
・
ヴ
ィ
ン
チ
ト

）
17
（

」
や
他
の
讃
美
歌
と
「
マ
ニ
フ
ィ
カ
ト

）
18
（

」
が
ミ
サ
の
間
、
そ
し

て
ミ
サ
の
後
も
歌
わ
れ
ま
し
た
。
忘
れ
て
い
ま
し
た
が
、
聖
堂
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
穹
稜
天
井
を
支
え
る
巨
大
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
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の
柱
の
こ
と
も
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
こ
そ
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
技
術
の
傑
作
と
言
う
べ
き
も
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
大
司
教
様
と
司
祭
の
方
々
が
聖
堂
に
入
場
し
た
と
こ
ろ
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。
大
司
教
様
は
、
中
央
通
路
を
進
み
な
が

ら
す
べ
て
の
も
の
を
祝
別
さ
れ
、
そ
の
間
中
、
聖
歌
隊
が
聖
歌
を
歌
い
続
け
ま
し
た
。
大
司
教
様
が
、
祭
壇
ま
で
到
達
し
て
、
着
席

さ
れ
る
と
、
ル
ー
メ
ル
神
父
様
が
進
み
出
て
、
大
き
な
は
っ
き
り
と
し
た
声
で
、
日
本
語
の
素
晴
ら
し
い
お
説
教
を
さ
れ
ま
し
た
。

中
で
も
、
神
父
様
は
、
ニ
ュ
ー
マ
ン
枢
機
卿
の
言
葉
を
引
用
し
、
宗
教
こ
そ
学
問
の
中
の
学
問
で
あ
り
、
大
学
教
育
の
中
心
を
占
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
こ
の
聖
堂
は
、
大
学
の
中
心
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
お
話
に
な
ら
れ
た
の
で
す
。
神
父
様

の
お
説
教
の
間
に
、
司
祭
と
侍
者
の
手
に
よ
っ
て
静
か
に
粛
々
と
、
祭
壇
が
見
事
な
赤
い
薔
薇
の
花
と
燭
台
で
美
し
く
飾
り
つ
け
ら

れ
て
ゆ
き
ま
し
た
。
お
説
教
が
終
わ
る
と
、
大
司
教
様
は
着
衣
し
て
祭
壇
に
臨
ま
れ
、
聖
堂
の
守
護
聖
人
、
私
た
ち
の
聖
マ
グ
ダ
レ

ナ
・
ソ
フ
ィ
ア
の
ミ
サ
が
始
ま
っ
た
の
で
し
た
。
き
わ
め
て
多
く
の
人
々
、
少
な
く
と
も
四
百
人
が
祭
壇
に
進
み
出
て
、
聖
体
拝
領

を
受
け
ま
し
た
。
こ
の
瞬
間
、
私
た
ち
の
幾
人
か
の
脳
裏
を
横
切
っ
た
の
は
、
か
つ
て
三
光
町
で
日
曜
の
ミ
サ
の
時
で
す
ら
、
拝
領

を
受
け
る
人
が
ほ
ん
の
一
握
り
し
か
い
な
か
っ
た
頃
の
こ
と
で
し
た
。

　

ミ
サ
聖
祭
が
終
わ
り
、
マ
ニ
フ
ィ
カ
ト
が
歌
い
終
え
ら
れ
る
と
、
大
司
教
様
と
司
祭
方
、
建
築
家
や
施
工
業
者
の
皆
様
は
パ
ー

ラ
）
19
（

ー
に
行
っ
て
、
朝
食
を
取
ら
れ
ま
し
た
。
残
り
の
お
客
様
は
す
べ
て
、
新
し
く
で
き
た
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス
ク
ー

）
20
（

ル
の
食

堂
い
っ
ぱ
い
に
広
が
っ
て
、
軽
食
を
取
ら
れ
ま
し
た
。
皆
が
大
声
で
、
興
奮
し
て
聖
堂
の
美
し
さ
を
讃
え
て
い
ま
し
た
。

　

で
も
、
こ
こ
ま
で
で
ほ
ぼ
正
午
と
な
り
、
レ
ヴ
ァ
レ
ン
ド
・
マ
ザ
ー
・
ヴ
ィ
カ
ー
と
シ
ス
タ
ー
・
ウ
ィ
ス
タ
ー
を
残
し
て
、
三
光

町
の
マ
ザ
ー
ス
と
シ
ス
タ
ー
ス
は
お
帰
り
に
な
り
、
渋
谷
の
共
同
体
も
食
堂
に
引
き
下
が
っ
て
、
そ
こ
で
よ
う
や
く
、
そ
の
日
は
じ

め
て
レ
ヴ
ァ
レ
ン
ド
・
マ
ザ
ー
・
ヴ
ィ
カ
ー
に
ご
挨
拶
申
し
上
げ
ま
し
た
。
マ
ザ
ー
は
、「
今
日
こ
そ
主
が
造
ら
れ
た
日

）
21
（

」
と
い
う



15

献堂式報告書

言
葉
で
、
談
話
の
許
可
を
お
与
え
に
な
り
ま
し
た
。
夕
食
後
す
ぐ
、
私
た
ち
は
マ
リ
ア
ン
ホ
ー
ル
に
赴
き
、
マ
ザ
ー
・
ヴ
ィ
カ
ー
に

お
別
れ
を
告
げ
、
そ
れ
か
ら
聖
堂
で
、
す
べ
て
の
善
い
賜
物
、
と
り
わ
け
、
最
高
の
素
敵
な
賜
物
で
あ
る
私
た
ち
の
精
妙
な
聖
堂
の

与
え
手
で
あ
る
神
へ
の
感
謝
の
う
ち
に
、
心
を
込
め
て
、
聖
務
日
課
を
唱
え
た
の
で
す
。

　

こ
の
報
告
を
お
聞
き
に
な
る
皆
様
に
は
、
親
愛
な
る
本
学
の
学
生
た
ち
と
姉
妹
校
の
生
徒
た
ち
、
そ
し
て
特
に
、
日
々
こ
の
聖
堂

で
行
わ
れ
る
ミ
サ
に
、
ヴ
ェ
ー
ル
を
か
ぶ
ら
ず
に
与
っ
て
い
る
者
た
ち
の
た
め
に
小
さ
な
祈
り
を
さ
さ
げ
て
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い

し
ま
す
（
ヴ
ェ
ー
ル
を
か
ぶ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
洗
礼
を
受
け
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
）。
ま
た
、
設
計
者
や
建
設
者
や
多
く
の

支
援
者
の
方
々
の
た
め
に
も
お
祈
り
を
お
願
い
し
ま
す
。
こ
の
方
々
に
は
、
私
た
ち
の
唯
一
の
真
な
る
神
の
た
め
の
素
晴
ら
し
い
住

ま
い
を
建
設
す
る
に
あ
た
り
大
変
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
残
念
な
こ
と
に
、
こ
の
方
々
は
、
神
を
知
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
一
杯

の
冷
た
い
水
で
も
報
い
る
こ
と
を
忘
れ
な

）
22
（

い
神
は
、
神
へ
の
奉
仕
の
た
め
に
働
い
た
人
々
を
、
必
ず
や
、
み
こ
こ
ろ
を
知
り
、
愛
す

る
こ
と
へ
と
導
き
た
も
う
と
私
た
ち
は
信
じ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
私
た
ち
は
最
も
深
い
感
謝
を
、
私
た
ち
の
レ
ヴ
ァ
レ
ン
ド
・
マ
ザ
ー
・
ジ
ェ
ネ
ラ

）
23
（

ル
、
レ
ヴ
ァ
レ
ン
ド
・

マ
ザ
ー
・
ベ
ン
ジ
ガ

）
24
（

ー
、
デ
ィ
ー
ニ
ュ
・
メ
ー
ル
・
ド
ゥ
・
ジ
ャ

）
25
（

ム
、
そ
し
て
、
親
愛
な
る
レ
ヴ
ァ
レ
ン
ド
・
マ
ザ
ー
・
ヴ
ィ
カ
ー

に
お
捧
げ
い
た
し
ま
す
。
皆
様
の
関
心
と
励
ま
し
が
相
ま
っ
て
、
今
日
、
私
た
ち
の
夢
が
実
現
し
た
の
で
す
か
ら
。（
加
藤
和
哉
訳
）

註（
1
）　

こ
の
報
告
書
は
、
聖
心
会
ア
メ
リ
カ
・
カ
ナ
ダ
管
区
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
よ
り
提
供
を
受
け
、
同
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
許
可
を
受
け
て
、

翻
訳
掲
載
す
る
も
の
で
あ
る
。
原
文
は
英
文
タ
イ
プ
。
執
筆
者
名
は
、
記
載
が
な
く
不
明
で
あ
る
が
、
当
時
の
日
本
の
聖
心
会
所
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属
の
修
道
者
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
翻
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
聖
心
会
ア
ー
キ
ヴ
ィ
ス
ト
の
堀
口
委
希
子
氏
に
、
内
容
及
び
訳
語

の
チ
ェ
ッ
ク
を
お
願
い
し
た
。
た
だ
し
、
翻
訳
の
責
任
は
訳
者
に
あ
る
。
ま
た
、
聖
心
会
で
は
当
時
、
マ
ザ
ー
（
歌
隊
修
道
女
）

と
シ
ス
タ
ー
（
助
修
女
）
の
区
別
が
あ
り
、
こ
れ
は
一
九
六
七
年
に
シ
ス
タ
ー
に
統
一
さ
れ
た
が
、
本
稿
は
歴
史
的
文
書
で
あ
る

こ
と
に
鑑
み
、
そ
の
ま
ま
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
聖
心
会
員
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
堀
口
氏
、
な
ら
び
に
ア
メ
リ
カ
・
カ
ナ
ダ
管
区
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
管
区
な
ど
か
ら
情
報
を
ご
提
供
い
た
だ
い
た
。

（
2
）　

聖
書
協
会
共
同
訳「
万
軍
の
主
よ
、あ
な
た
の
い
ま
す
と
こ
ろ
は　

ど
れ
ほ
ど
愛
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。」

（
3
）　

土
井
辰
雄
（
一
八
九
二
―
一
九
七
〇
）
一
九
三
八
年
に
、
初
代
の
日
本
人
大
司
教
と
し
て
叙
階
。
一
九
六
〇
年
に
は
、
教
皇
ヨ
ハ

ネ
二
十
三
世
に
よ
り
、
日
本
人
初
の
枢
機
卿
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

（
4
）　

ヨ
ハ
ネ
ス
・
ロ
ス
（Johannes Peter Franziskus R

oss, S.J.

一
八
七
五
―
一
九
六
九
）
イ
エ
ズ
ス
会
士
。
ド
イ
ツ
か
ら
来
日
し
、

一
九
二
八
年
か
ら
四
〇
年
ま
で
広
島
教
区
長
（
司
教
）
を
務
め
た
。

（
5
）　

ク
ラ
ウ
ス
・
ル
ー
メ
ル
（K

laus Luhm
er 

一
九
一
六
―
二
〇
一
一
）
イ
エ
ズ
ス
会
士
。
一
九
三
七
年
に
ド
イ
ツ
か
ら
来
日
。
上
智

大
学
教
授
、
理
事
長
（
在
職
一
九
五
七
―
六
五
／
一
九
八
七
―
九
二
）
を
務
め
た
。

（
6
）　
「
レ
ヴ
ァ
レ
ン
ド
（reverend

） 
」
は
修
道
院
長
な
ど
の
尊
称
。
当
時
の
聖
心
会
は
「
総
長
補
佐
区
（vicariate

）」
に
分
か
れ
て
お

り
、
そ
の
長
が
「
ス
ー
ペ
リ
ア
・
ヴ
ィ
カ
ー
（superior vicar

）」（
総
長
補
佐
区
長
）
で
あ
り
、
呼
び
名
と
し
て
は
「
ヴ
ィ
カ
ー
」

が
用
い
ら
れ
た
。

　
　
　
　

こ
の
当
時
は
、
日
本
と
韓
国
を
含
む
「
東
洋
総
長
補
佐
区
」
の
ヴ
ィ
カ
ー
は
、
ブ
リ
ジ
ッ
ト
・
キ
オ
（B

rigid K
eogh 

一
九
〇

九
―
二
〇
〇
七
）
が
務
め
て
い
た
。
マ
ザ
ー
・
キ
オ
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
ア
メ
リ
カ
か
ら
来
日
し
、
戦
後
復
興
期
、
並
び

に
第
二
ヴ
ァ
チ
カ
ン
公
会
議
後
の
変
革
期
の
聖
心
会
並
び
に
聖
心
女
子
学
院
の
た
め
に
尽
力
し
た
。
一
九
五
四
年
か
ら
一
九
七
一

年
ま
で
ヴ
ィ
カ
ー
と
同
時
に
聖
心
女
子
学
院
理
事
長
を
務
め
て
い
る
。

（
7
）　

ジ
ョ
ー
ン
・
ウ
ィ
ス
タ
ー
（Joan W

ister 

一
九
二
五
―
二
〇
一
八
）
一
九
五
九
年
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
来
日
し
、
一
九
七
三

年
ま
で
主
に
東
京
の
聖
心
女
子
学
院
や
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス
ク
ー
ル
等
で
教
え
た
後
、
帰
国
し
た
。

（
8
）　

本
学
聖
堂
の
正
式
名
称
は
、「
聖
マ
グ
ダ
レ
ナ
・
ソ
フ
ィ
ア
聖
堂
」
で
あ
り
、
こ
の
名
称
は
、
一
九
六
七
年
頃
ま
で
の
『
大
学
要

覧
』
等
に
散
見
さ
れ
る
。
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（
9
）　

中
央
の
「
身
廊
（nave

）」
と
そ
の
両
側
の
「
側
廊
（aisle

）」
の
こ
と
。

（
10
）　

聖
堂
の
内
陣
（
祭
壇
の
あ
る
聖
域
）
と
外
陣
（
信
徒
席
）
の
間
の
仕
切
り
。
第
二
ヴ
ァ
チ
カ
ン
公
会
議
後
の
典
礼
改
革
以
前
は
、

こ
の
前
に
ひ
ざ
ま
ず
い
て
、
聖
体
拝
領
を
受
け
て
い
た
。

（
11
）　

清
水
建
設
株
式
会
社
所
蔵
の
資
料
（
工
事
竣
工
報
告
書
）
に
、
取
引
先
と
し
て
矢
橋
大
理
石
の
記
載
が
あ
る
が
、
寄
贈
の
詳
細
に

関
す
る
記
録
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
大
理
石
に
つ
い
て
は
、
後
掲
の
大
理
石
鑑
定
報
告
を
参
照
の
こ
と
。

（
12
）　

大
理
石
の
石
片
や
粉
末
を
モ
ル
タ
ル
や
セ
メ
ン
ト
な
ど
で
固
め
て
磨
き
上
げ
た
人
造
大
理
石
材
。
本
学
で
は
聖
堂
以
外
に
も
、
一

号
館
、
マ
リ
ア
ン
ホ
ー
ル
、
二
号
館
な
ど
の
床
や
壁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
13
）　

み
こ
こ
ろ
の
像
に
つ
い
て
は
（M

ontm
artre

）
と
添
え
ら
れ
て
い
る
。
両
手
を
横
に
大
き
く
広
げ
、
胸
に
「
み
こ
こ
ろ
（
心
臓
）」

が
描
か
れ
た
イ
エ
ス
の
像
で
。
パ
リ
の
モ
ン
マ
ル
ト
ル
の
サ
ク
レ
・
ク
ー
ル
寺
院
の
祭
壇
天
井
に
あ
る
モ
ザ
イ
ク
壁
画
の
イ
エ
ス

像
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
特
集
扉
写
真
参
照
）。

（
14
）　

み
こ
こ
ろ
の
像
は
、
一
九
六
五
年
頃
に
祭
壇
後
壁
が
現
在
の
モ
ザ
イ
ク
タ
イ
ル
に
変
更
さ
れ
た
際
に
取
り
外
さ
れ
、
そ
の
後
は
聖

堂
と
マ
リ
ア
ン
ホ
ー
ル
を
つ
な
ぐ
廊
下
に
設
置
さ
れ
て
い
た
が
、
二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
の
後
、
カ
ト
リ
ッ
ク
麻
布
教
会

に
寄
贈
さ
れ
、
同
教
会
内
に
現
存
す
る
。

（
15
）　

長
崎
の
コ
ン
ベ
ツ
ァ
ル
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
修
道
会
（
聖
母
の
騎
士
会
）
の
修
道
院
内
で
聖
像
製
作
を
行
っ
て
い
た
彫
刻
家
の
作
品

で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
未
確
認
で
あ
る
。

（
16
）　

階
上
席
の
最
上
部
は
一
般
に
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
な
ど
が
設
置
さ
れ
る
場
所
で
あ
る
が
、
実
際
に
設
置
計
画
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は

確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

（
17
）　
「
ク
リ
ス
ト
ゥ
ス
・
ヴ
ィ
ン
チ
ト
（
キ
リ
ス
ト
は
勝
利
す
る
）」
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
歌
六
二
五
番
。
教
皇
を
讃
え
る
歌
で
、
今
で

も
教
皇
の
着
座
式
ミ
サ
な
ど
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
18
）　
「
マ
ニ
フ
ィ
カ
ト
」「
我
が
心
、
主
を
崇
め
（M

agnifi cat anim
a m

ea D
om

inum

）」
と
い
う
聖
母
マ
リ
ア
の
祈
り
（
ル
カ
福
音

書
一
の
四
六
―
五
五
）
に
基
づ
く
伝
統
的
な
聖
歌
。

（
19
）　
「
パ
ー
ラ
ー
（parlor

）」
は
、
修
道
院
や
学
校
で
は
、
訪
問
客
な
ど
を
迎
え
る
談
話
室
の
こ
と
で
、
こ
こ
で
は
い
ま
で
も
マ
リ
ア
ン

ホ
ー
ル
一
階
に
名
を
と
ど
め
る
「
ブ
ル
ー
・
パ
ー
ラ
ー
」
か
「
グ
リ
ー
ン
・
パ
ー
ラ
ー
」
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
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（
20
）　

現
在
の
二
号
館
は
、
当
初
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス
ク
ー
ル
の
校
舎
だ
っ
た
。

（
21
）　

詩
篇
一
一
八
の
二
四
。
聖
書
協
会
共
同
訳
「
今
日
こ
そ
主
の
御
業
の
日
。
今
日
を
喜
び
祝
い
、
喜
び
躍
ろ
う
。」

（
22
）　

マ
タ
イ
福
音
書
一
〇
の
四
二
。
聖
書
協
会
共
同
訳
「
は
っ
き
り
言
っ
て
お
く
。
わ
た
し
の
弟
子
だ
と
い
う
理
由
で
、
こ
の
小
さ
な

者
の
一
人
に
、
冷
た
い
水
一
杯
で
も
飲
ま
せ
て
く
れ
る
人
は
、
必
ず
そ
の
報
い
を
受
け
る
。」

（
23
）　
「
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
」
は
、
修
道
会
の
最
高
責
任
者
「
総
長
（Superior G

eneral

）」
の
呼
称
。
当
時
の
総
長
は
、
ザ
ビ
ー
ネ
・
ド
ゥ
・

ヴ
ァ
ロ
ン
（Sabine de Valon 

在
職
一
九
五
八-

六
七
）
で
あ
る
。
第
二
ヴ
ァ
チ
カ
ン
公
会
議
後
の
修
道
会
の
変
革
の
先
頭
に
立

っ
た
。

（
24
）　

ウ
ル
ス
ラ
・
ベ
ン
ジ
ガ
ー
（U

rsula B
enziger

）。
当
時
は
、
ロ
ー
マ
の
聖
心
会
本
部
で
、
総
長
補
佐
の
一
人
と
し
て
日
本
を
担
当

し
て
い
た
。

（
25
）　

マ
ル
グ
リ
ッ
ト
・
ド
ゥ
・
ジ
ャ
ム
（M
arguerite de Jam

es

）。
聖
心
会
本
部
の
総
会
計
を
務
め
、
日
本
に
対
す
る
経
済
的
な
援
助

も
担
当
し
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
メ
ー
ル
（M

è re

）」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、英
語
の
「
マ
ザ
ー
（M

other

）」

と
同
じ
で
あ
る
。「
デ
ィ
ー
ニ
ュ
（D

igne

）」
も
英
語
の
「
レ
ヴ
ァ
レ
ン
ド
」
と
同
等
の
フ
ラ
ン
ス
語
。
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以
下
は
、
本
学
の
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
準
備
室
所
蔵
の
二
資
料
を
書
き
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る
。
和
文
は
手
書
き
で
、
原
稿
用
紙

（
四
〇
〇
字
詰
め
）
五
枚
の
も
の
、
英
文
は
タ
イ
プ
で
三
枚
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
の
出
所
等
に
つ
い
て
大
学
側
の
記

録
は
こ
れ
ま
で
未
発
見
で
あ
り
、
内
容
的
に
聖
堂
の
献
堂
に
対
す
る
祝
辞
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
献
堂
式
の
も
の
で
あ
る
と
推
定
さ
れ

て
い
た
が
、
確
証
は
な
か
っ
た
。

　

今
回
の
調
査
に
よ
り
、
日
本
の
聖
心
会
所
蔵
の
会
務
日
誌
等
、
並
び
に
、
聖
心
会
の
ア
メ
リ
カ-

カ
ナ
ダ
管
区
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
所

蔵
の
献
堂
式
の
報
告
書(

前
掲)

か
ら
、
ル
ー
メ
ル
師
が
説
教
を
行
な
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
前
掲
の
報
告
書
で
は
、

説
教
は
日
本
語
で
行
わ
れ
、
宗
教
が
諸
学
問
の
要
で
あ
り
、
聖
堂
は
大
学
の
中
心
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
ニ
ュ
ー
マ
ン
の
言

葉
が
引
用
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
が
当
日
の
説
教
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
た
だ
し
、

説
教
と
は
言
っ
て
も
、
ミ
サ
中
の
も
の
で
は
な
く
、
ミ
サ
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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【
和
文

）
1
（

】

聖
心
女
子
大
学
新
聖
堂
祝
別
式
に
当
っ
て

 

ル
ー
メ
ル
神
父
様　

　　

聖
心
大
学
の
こ
の
聖
堂
が
出
来
上
が
り
ま
し
て
、
今
日
こ
の
献
堂
式
を
行
な
い
ま
す
事
は
、
私
達
に
と
っ
て
最
も
喜
ば
し
い
事
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
立
派
な
建
築
が
出
来
上
が
る
の
に
協
力
を
下
さ
い
ま
し
た
聖
心
の
マ
ザ
ー
ス
、
先
生
方
を
中
心
に
、
関
係
者
の
各

位
、
或
は
日
本
に
、
或
は
外
国
に
於
て
、
そ
の
た
め
に
色
々
と
経
済
的
に
も
援
助
を
下
さ
っ
た
方
々
、
又
、
設
計
者
、
技
師
、
又
、

こ
れ
が
成
立
つ
為
に
汗
を
か
い
て
働
い
た
労
働
者
ま
で
も
、
私
達
は
こ
こ
で
本
当
に
そ
の
尽
力
に
感
謝
を
表
す
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

大
学
の
中
に
聖
堂
が
出
来
上
が
り
ま
し
た
事
は
、
特
殊
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
大
学
と
聖
堂
と
の
間
に
一
体
ど
の

様
な
関
係
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
一
つ
こ
の
機
会
に
私
達
は
大
学
教
育
の
理
念
に
つ
い
て
反
省
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、

大
学
と
聖
堂
と
の
相
互
関
係
が
直
ち
に
分
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

そ
こ
で
私
は
一
つ
の
対
照
を
以
て
大
学
教
育
の
理
念
を
説
明
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
ほ
ぼ
百
年
前
、
科
学
の
世
紀
又
は
唯
物
論
の
世

紀
と
も
呼
ば
れ
る
十
九
世
紀
の
半
ば
頃
に
、
西
洋
教
育
史
上
に
於
て
重
大
な
位
置
を
占
め
て
い
る
二
つ
の
大
作
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

一
つ
は
、
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ

）
2
（

ー
の
書
い
た
『
教
育
論

）
3
（

』
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
後
程
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
中
で
枢
機
卿
の

地
位
を
与
え
ら
れ
た
ジ
ョ
ン
・
ヘ
ン
リ
ー
・
ニ
ュ
ー
マ

）
4
（

ン
の
『
大
学
の
理
念

）
5
（

』
と
い
う
本
で
あ
り
ま
す
。

　

前
者
に
つ
い
て
申
し
ま
す
と
、
そ
れ
は
我
々
の
若
い
世
代
を
教
育
す
る
為
に
一
体
何
を
最
も
重
要
視
す
る
か
に
つ
い
て
述
べ
て
居

り
ま

）
6
（

す
。
確
か
に
教
育
と
い
う
事
は
、
若
い
人
に
知
識
を
授
け
る
事
で
あ
り
ま
す
。
知
識
と
云
え
ば
し
か
し
非
常
に
範
囲
の
広
い
も
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の
で
、
選
択
を
し
な
け
れ
ば
や
り
き
れ
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
文
字
通
り
一
切
の
知
識
を
与
え
る
事
は
不
可
能
で
あ
り
ま
す
。
で

は
、
適
当
に
選
択
す
る
と
す
る
と
、
ど
う
い
う
風
な
基
準
の
も
と
に
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
し
ょ
う
か
。
ス
ペ
ン
サ
ー

）
7
（

は
、
人
間
に

最
も
有
益
な
、
最
も
役
に
立
つ
、
そ
う
い
う
よ
う
な
知
識
を
選
ん
で
教
え
る
事
と
し
、
生
活
に
様
々
な
分
野
を
調
べ
て
そ
れ
を
大
き

く
五
つ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
最
も
必
要
な
知
識
は
何
ぞ
や
と
考
え
ま
し

）
8
（

た
。
一
つ
、
人
間
の
自
己
保
存
、
そ
れ
か
ら
職
業
生
活
、

家
庭
生
活
、
社
会
生
活
等
を
行
う
為
に
必
要
な
知
識
、
最
后
に
趣
味
や
娯
楽
の
生
活
を
行
う
為
に
最
も
必
要
な
知
識
と
し
て
、
そ
れ

は
自
然
科
学
の
知
識
で
あ
る
と
の
結
論
を
下
し
ま
し
た
。
人
間
を
育
て
る
為
に
、
人
間
に
生
き
る
糧
を
与
え
、
他
人
と
の
間
も
円
滑

に
行
く
為
に
自
然
科
学
の
知
識
が
必
要
で
あ
り
、
そ
う
い
う
意
味
に
於
い
て
、
哲
学
や
宗
教
の
知
識
も
或
は
役
立
つ
も
の
で
あ
る
か

も
知
れ
な
い
と

）
9
（

し
、
ひ
と
え
に
自
然
科
学
の
知
識
が
人
類
を
し
て
明
る
い
将
来
に
向
っ
て
進
ま
し
め
る
も
の
と
考
え
ま
し
た
。

　

さ
て
、
ニ
ュ
ー
マ
ン
は
、
当
時
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
よ
ば
れ
、
そ
こ
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
大
学
を
設
立
す
る
と
い
う
重
大
な
仕
事
に
と

り
か
か
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
自
分
の
大
学
に
対
す
る
考
え
方
を
発
表
し
ま
し
た
。
し
か
し
当
時
彼
の
理
念
を
理
解
す
る
者
は
な

く
、
四
・
五
年
た
っ
て
も
大
学
は
創
立
さ
れ
ま
せ
ん
で
し

）
10
（

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
困
難
に
も
め
げ
ず
、
こ
の
大
学
に
つ
い
て
の

正
し
い
理
念
を
述
べ
た
著
作
を
世
に
発
表
し
た
の
で
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
彼
は
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
サ
ル
・
ノ
レ
ッ
ジ
即
ち
一
切
の
知
識
、

一
般
的
知
識
を
若
い
世
代
に
与
え
、
普
及
さ
せ
る
事
が
教
育
で
あ
る
と

）
11
（

し
、
そ
の
一
切
の
知
識
の
中
で
最
も
大
切
な
も
の
と
し
て
神

学
を
あ
げ
ま
し
た
。
神
学
は
、
凡
て
の
存
在
の
源
で
あ
り
絶
対
者
で
あ
る
と
こ
ろ
の
神
に
関
す
る
学
問
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
も
し
神

が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
凡
ゆ
る
学
問
の
基
礎
で
あ
り
、
第
一
の
も
の
で
あ
る
は
ず
で
す
。
も
し
仮
に
神
が
存
在
し
な
い
と
す
れ
ば

一
切
の
学
問
は
空
想
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
結
論
は
、
神
に
対
す
る
学
問
、
即
ち
神
学
、
云
い
か
え
れ
ば
、
は
っ
き

り
と
し
た
精
神
的
な
生
活
理
念
こ
そ
、
凡
ゆ
る
学
問
の
基
礎
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
で
す
。
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近
代
の
諸
大
学
を
見
る
と
、

│
あ
る
い
は
時
代
錯
誤
と
云
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

│
欧
州
の
大
学
を
ま
わ
っ
て
み
ま

す
と
、
そ
し
て
そ
の
歴
史
を
辿
っ
て
み
る
と
、
一
体
大
学
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
、
ど
こ
か
ら
発
生
し
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。
オ
ッ
ク

ス
フ
ォ
ー
ド
に
は
幾
つ
も
の
カ
レ
ッ
ジ
が
あ
り
、
中
に
は
八
百
年
の
歴
史
を
持
つ
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
夫
々
の
中
心
を
な
し
て
い

る
も
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
聖
堂
で
あ
り
ま
す
。
欧
州
の
一
流
の
大
学
は
全
て
教
会
の
歴
史
を
与
え
ら
れ
て
発
足
し

て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
我
々
は
残
念
乍
ら
忘
れ
て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

大
学
の
中
心
と
な
る
の
は
聖
堂
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
又
大
学
の
課
程
の
中
心
と
な
る
の
は
神
学
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
今

日
こ
の
聖
心
大
学
の
聖
堂
の
献
堂
式
を
行
う
事
は
、
私
達
と
し
て
は
、
大
学
教
育
の
基
礎
が
出
来
上
る
こ
と
と
し
て
、
何
よ
り
羨
し

い
限
り
で
あ
り
ま
す
。
で
は
こ
の
大
学
の
聖
堂
の
献
堂
式
の
終
り
に
、
こ
の
最
も
重
要
な
意
義
を
持
つ
聖
堂
が
、
大
学
の
中
心
と
し

て
、
そ
の
使
命
を
立
派
に
果
た
す
事
を
祈
り
乍
ら
、
簡
単
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
私
の
あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

註（
1
）　

和
文
の
文
書
は
、
原
稿
用
紙
に
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
、「
ル
ー
メ
ル
神
父
様
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
日
本
語
と
し
て
は
や

や
生
硬
で
、
文
意
が
通
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
と
こ
ろ
、
締
め
く
く
り
の
挨
拶
な
ど
か
ら
推
測
す
る
と
、
当
日
の
説
教
を
元
に
、

何
ら
か
の
記
録
や
報
告
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
英
文
の
文
書
に
つ
い
て
も
作
成
の
経
緯
は
不
明

で
あ
る
。
た
だ
し
、
日
本
語
の
原
稿
と
異
同
は
あ
る
も
の
の
、
英
文
の
方
が
全
体
と
し
て
文
意
が
整
っ
て
お
り
、
こ
ち
ら
が
ル
ー

メ
ル
師
自
身
の
手
に
な
る
元
原
稿
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
参
考
ま
で
に
、
和
文
の
意
味
が
通
り
に
く
い
と
こ
ろ
、
英
文
と
大

き
く
異
な
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
英
文
に
基
づ
く
邦
訳
を
注
記
し
た
。
詳
細
は
、
以
下
の
英
語
原
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）　

ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
（H

erbert Spencer 

一
八
二
〇
―
一
九
〇
三
）
は
、
社
会
進
化
論
な
ど
で
知
ら
れ
る
イ
ギ
リ
ス
の
哲
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学
者
、
社
会
学
者
。

（
3
）　
『
教
育
論
』（Education: Intellectual, M

oral, and Physical, N
ew

 York, 1860 .

た
だ
し
、
以
下
の
英
文
で
は
タ
イ
ト
ル
は

Essays on Education

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
原
著
に
関
連
す
る
幾
つ
か
の
論
考
を
加
え
てEverym

an’s Library

の
一
巻

と
し
て
、
出
版
さ
れ
たH

erbert Spencer, Essays on Education and K
indred Subjects, Intro. by C

.W
. Eliot, London, 

1911
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
）。『
教
育
論
』
は
一
八
八
〇
年
に
邦
訳
さ
れ
（
尺
振
八
訳
『
斯
氏
教
育
論
』）、
明
治
期
以
降
の
日
本
の
社

会
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
副
題
に
も
あ
る
「
知
的
」「
道
徳
的
」「
身
体
的
」
の
三
分
類
は
、
現
在
で
も
日
本
の
教
育
で
掲
げ

ら
れ
る
「
知
育
」「
徳
育
」「
体
育
」
の
起
源
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
現
代
の
訳
と
し
て
は
、『
知
育
・
徳
育
・
体
育
論
』
世
界
教
育
学

選
集
五
〇
、
三
笠
乙
彦
訳
、
明
治
図
書
出
版
、
一
九
六
九
年
が
あ
る
）。

（
4
）　

ジ
ョ
ン
・
ヘ
ン
リ
ー
・
ニ
ュ
ー
マ
ン
（John H

enry N
ew

m
an 

一
八
〇
一
―
一
八
九
〇
）
は
、
英
国
の
神
学
者
・
教
会
聖
職
者
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
の
司
祭
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
し
、
枢
機
卿
と
な
っ
た
。

（
5
）　
『
大
学
の
理
念
』（The Idea of a U
niversity, 18 52 , 18 58

）。
本
文
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
カ
ト
リ

ッ
ク
大
学
の
学
長
就
任
に
あ
た
っ
て
、
行
っ
た
一
連
の
講
義
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
普
遍

的
知
識
」
の
統
合
の
要
と
な
る
神
学
に
つ
い
て
論
じ
る
前
半
の
講
義
で
あ
る
。
邦
訳
は
二
種
類
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
、「
一
般
教

養
」
を
論
じ
た
後
半
だ
け
し
か
訳
出
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
日
本
に
お
け
る
こ
の
著
作
の
受
容
を
考
え
る
点
で
興
味
深
い
。（
ニ

ュ
ー
マ
ン
『
大
学
の
理
念
』
増
野
正
衛
訳
、
弘
文
堂
、
一
九
四
九
年
。
Ｊ
・
Ｈ
・
ニ
ュ
ー
マ
ン
『
大
学
で
何
を
学
ぶ
か
』
ピ
ー
タ

ー
・
ミ
ル
ワ
ー
ド
編
、
田
中
秀
人
訳
、
大
修
館
書
店
、
一
九
八
三
年
）。

（
6
）　

英
文
「
前
者
に
よ
る
と
、
若
い
世
代
の
教
育
に
お
い
て
、
最
も
重
要
な
こ
と
は
『
知
識
』
で
す
。」

（
7
）　

以
下
、
こ
の
段
落
の
終
わ
り
ま
で
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
紹
介
は
、
英
文
で
は
、
以
下
の
通
り
。「
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
私
た
ち
の
日
常
生

活
に
お
い
て
最
も
有
用
な
知
識
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
書
い
て
い
ま
す
。
彼
は
、
生
活
の
様
々
な
領
域
を
五
つ
に
分
け
、

そ
れ
ぞ
れ
に
最
も
必
要
な
知
識
を
考
案
し
ま
し
た
。
一
つ
目
は
、
自
己
保
存
の
た
め
の
知
識
で
あ
り
、
次
の
三
つ
は
、
職
業
生
活
、

家
庭
生
活
、
社
会
生
活
の
た
め
の
知
識
で
す
。
そ
し
て
、
最
後
に
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
娯
楽
の
た
め
の
知
識
で
す
。
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、

こ
れ
ら
全
て
の
知
識
に
お
い
て
、
自
然
科
学
の
知
識
が
最
も
重
要
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
ま
す
。
彼
に
よ
れ
ば
、
自
然
科
学
の

知
識
が
若
い
世
代
に
与
え
ら
れ
て
こ
そ
、
人
類
に
輝
か
し
い
未
来
が
開
か
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
で
す
。」
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（
8
）　C

f. Spencer, op. cit., C
hap.1 .

（
9
）　
「
人
間
を
育
て
る
為
に
…
…
知
れ
な
い
と
し
」
の
一
節
は
文
意
が
や
や
通
ら
ず
、
ま
た
英
文
に
な
い
。
ま
た
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
『
教

育
論
』
の
内
容
に
も
合
致
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
10
）　

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
カ
ト
リ
ッ
ク
大
学
は
、
一
八
五
四
年
に
、
ニ
ュ
ー
マ
ン
を
学
長
と
し
て
開
学
し
た
が
、
様
々
な
反
対
に
あ
っ
て
、

当
初
の
計
画
は
実
現
せ
ず
、
ニ
ュ
ー
マ
ン
は
一
八
五
七
年
に
失
意
の
う
ち
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
去
っ
た
。
ミ
ル
ワ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、

失
敗
の
根
本
的
な
理
由
は
、
ニ
ュ
ー
マ
ン
を
招
請
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
司
教
た
ち
の
中
に
、
国
教
会
か
ら
の

改
宗
者
で
あ
る
と
い
う
彼
の
経
歴
に
疑
念
を
抱
い
た
者
が
い
た
か
ら
だ
と
い
う
。
ニ
ュ
ー
マ
ン
『
大
学
で
何
を
学
ぶ
か
』（
前
掲
書
）

ⅴ
―
ⅶ
頁
参
照
。

（
11
）　

英
文
「
彼
に
よ
る
と
、
教
育
と
は
、
若
い
人
々
に
『
普
遍
的
知
識
』
を
与
え
る
こ
と
な
の
で
す
」。
こ
こ
で
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
が
、

教
育
の
目
的
を
、
単
純
に
「
知
識
（know

ledge

）」、
具
体
的
に
は
、
生
活
の
諸
分
野
に
対
応
し
た
有
用
な
諸
知
識
、
中
で
も
自
然

科
学
の
知
識
と
し
た
の
に
対
し
て
、
ニ
ュ
ー
マ
ン
が
「
普
遍
的
な
知
識
（universal know

ledge

）」
を
目
的
と
し
て
掲
げ
た
こ
と

が
対
比
さ
れ
て
い
る
。
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献堂式説教

【英文】（1）

　
　It is a very great joy for all of us to have the opening ceremony of this 
new chapel of the Sacred Heart University today. First we would like to ex-

press our hearty gratitude for the cooperation and contribution of the Moth-

ers, Sensei, all the people concerned either in Japan or abroad, and for the 
great work of the architect, contractors, engineers, and all the workmen who 
laboured strenuously from morn till night.

　I think it has a special meaning that a chapel is completed in the universi-

ty. But what relation is there between the university and the chapel? If we 
reconsider the idea of college education, that relation will at once be realized. 
Now, I will explain the idea of college education by a contrast.

　About one hundred years ago, in the middle of the nineteenth century, 
which is often called the scientifi c or the materialistic century, two works, 
which take an important part in the history of education in Europe, were 
published. One is the “Essays on Education” by Herbert Spencer, and the 
other is “The Idea of a University” by John Henry Newman, who later was 
given the title of Cardinal in the Catholic Church.

　The former takes ‘knowledge’ as the most important thing in education of 
the young generation. True, education is to give knowledge to the young. 
However, knowledge covers so wide a range that we cannot but choose a 
part of it. It is impossible to give all knowledge. In order to choose properly, 
what standard shall we take? Spencer writes that we have to choose the most 
useful knowledge in our daily life. He divided various fi elds of life into fi ve 
and thought out the most necessary knowledge for each of them. One is the 
knowledge necessary for self-protection, and the next three are those for oc-

cupational life, domestic life and social life, and the last one is that for any 
kind of amusement. Spencer concludes that knowledge of natural science is 
the most important of all these. He says that a glorious future will open for 



ii

man kind, if only scientifi c knowledge is given to the young generation.

　At the time that Newman was called to Ireland and began the great work 
of establishing a Catholic university there, and with that great programme in 
mind, he expressed his idea of a university. In fact, however, practically no-

body understood his idea and consequently the university was not established 
even after four or fi ve years. For all that, Newman published his great work, 
“The Idea of a University”, to the world, which is really a collection of his 
lectures on the most correct idea of the university. According to him, educa-

tion is to give ‘universal knowledge’ to young people. What does it contain 
and what is the most important thing? He said that theology is the fi rst and 
the most important of all studies, for it concerns God, the Source of all that 
exists, God, the Absolute. It is the basis of all the learning, if God exists. If 
God were not to exist, then it were nothing but a dream. In conclusion, the 
study of God, theology and religion, in other words, an absolute spiritual 
idea must be the basis of a university.

　If we look back on the history of the universities in Europe, we come to 
know their origin. Most of the big universities in Europe began form a 
church. Oxford University has many colleges, and among them are some that 
are more than eight hundred years old. But the point is, what has been the 
centre of each college is the chapel. Unfortunately, many have forgotten that. 
　The centre of the courses of a university must be theology, so that the cha-

pel must be the centre of the whole college. Therefore, it is a great event that 
this new chapel has been completed in this University. It must be the basis of 
true college education. In the end, we pray that this chapel may fulfi ll its 
great mission as the centre of this University.

註
（1）　著者名などの記載はない。１枚目の欄外に1959という書き込みがあ

るほか、数カ所、冠詞など微細な修正の書き入れがある。ここでは、
それらの修正に従い、また、一部明らかな誤記も訂正した。
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聖心女子大学聖堂の大理石について

聖
心
女
子
大
学
聖
堂
の
大
理
石
に
つ
い
て

乾　

睦
子

　

聖
心
女
子
大
学
の
聖
堂
は
、
竹
腰
健
造
の
設
計
で
一
九
五
八
年
に
竣
工
し
一
九
五
九
年
（
昭
和
三
四
年
）
一
月
二
四
日
に
献
堂
式

が
行
わ
れ
た
。
こ
の
建
物
の
石
工
事
は
（
現
在
の
）
矢
橋
大
理
石
株
式
会
社
が
請
け
負
っ
て
い
て
、
聖
堂
の
祭
壇
、
内
陣
と
ホ
ワ
イ

エ
に
今
で
は
入
手
困
難
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
貴
重
な
大
理
石
が
使
わ
れ
て
い
る
。
今
回
調
査
し
た
結
果
、
四
種
類
の
大
理
石
石
材
を

認
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
本
稿
で
そ
れ
ら
の
大
理
石
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

　

大
理
石
が
多
く
使
わ
れ
て
い
た
の
は
聖
堂
の
ホ
ワ
イ
エ
（
玄
関
ホ
ー
ル
）
の
床
と
、
聖
堂
内
の
内
陣
付
近
で
あ
る
。
目
視
で
推
定

で
き
る
範
囲
で
、
イ
タ
リ
ア
産
の
「
ネ
ン
ブ
ロ
ロ
ザ
ー
ト
」
と
「
ボ
テ
チ
ー
ノ
」、
茨
城
県
産
の
「
水
戸
寒
水
石
」、
山
口
県
産
の

「
霰
」
の
四
種
類
の
銘
柄
が
認
め
ら
れ
た
。
以
下
に
そ
れ
ぞ
れ
の
石
材
の
使
用
箇
所
と
概
要
を
述
べ
る
。

　

な
お
、
本
稿
の
タ
イ
ト
ル
で
は
「
大
理
石
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
が
、
建
築
石
材
業
界
で
慣
習
的
に
「
大
理
石
」
と
呼
ば
れ
て

い
る
も
の
の
中
に
、
学
術
的
に
は
大
理
石
に
当
て
は
ま
ら
な
い
岩
石
も
多
い
こ
と
を
注
記
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
た
め
、
以
下
の
説

明
に
お
い
て
は
「
石
灰
岩
」
と
い
う
名
称
も
一
部
用
い
て
い
る
。
石
灰
岩
と
は
、
主
に
方
解
石
（
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
）
か
ら
な
る
堆

積
岩
の
こ
と
で
、
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
で
で
き
た
殻
を
も
つ
生
物
の
死
骸
な
ど
が
海
底
に
積
も
っ
て
で
き
た
も
の
が
多
い
。
従
っ
て
、
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石
灰
岩
に
は
貝
殻
や
サ
ン
ゴ
の
化
石
が
残
っ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
一
方
、
大
理
石
と
は
、
石
灰
岩
が
地
中
の
温
度
や
圧
力
で

結
晶
し
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
大
き
な
結
晶
の
集
合
体
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
結
晶
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
よ
り
大
き
く
透
明
に
な

る
こ
と
に
よ
っ
て
岩
石
の
見
た
目
は
白
っ
ぽ
く
、
磨
く
と
光
沢
が
出
や
す
く
な
っ
た
も
の
が
本
来
の
大
理
石
で
あ
る
。

　

聖
堂
ホ
ワ
イ
エ
の
床
に
は
淡
紅
色
〜
淡
黄
褐
色
の
石
材
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
丸
み
の
あ
る
独
特
の
模
様
が
印
象
的
で
あ
る
（
図

一
、
図
二
）。
祭
壇
を
支
え
る
柱
の
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
の
部
分
（
図
七
）
に
も
同
じ
模
様
の
石
材
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
模
様
は
イ

タ
リ
ア
産
の
「
ネ
ン
ブ
ロ
ロ
ザ
ー
ト
」
と
い
う
石
灰
岩
に
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
。
ネ
ン
ブ
ロ
ロ
ザ
ー
ト
は
国
内
に
大
理
石
が
輸
入

さ
れ
始
め
た
か
な
り
初
期
の
頃
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
石
材
で
、
昭
和
初
期
頃
ま
で
の
首
都
圏
の
近
代
建
築
物
に
は
多
く
の
使
用
例

が
あ
る
（
全
国
建
築
石
材
工
業
会 200 3

）。
日
本
橋
三
越
本
店
、
国
立
科
学
博
物
館
な
ど
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
ホ
ワ
イ
エ

の
床
に
用
い
ら
れ
た
石
材
は
方
形
の
タ
イ
ル
状
に
成
形
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
径
数
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
ま
で
の
不
規
則
な

形
の
塊
（
レ
キ
）
で
あ
る
。
多
数
の
石
灰
岩
レ
キ
を
モ
ル
タ
ル
で
固
め
、
表
面
を
平
滑
に
磨
い
て
レ
キ
の
断
面
を
見
せ
て
い
る
。
モ

ル
タ
ル
部
分
に
も
淡
紅
色
が
つ
け
ら
れ
て
い
て
全
体
の
色
合
い
が
調
和
し
て
い
る
（
図
二
の
右
上
と
左
下
に
斜
め
に
入
っ
て
い
る
ピ
ン

ク
色
の
部
分
が
モ
ル
タ
ル
部
。
写
真
中
央
の
大
部
分
を
占
め
る
の
が
ネ
ン
ブ
ロ
ロ
ザ
ー
ト
）。
全
体
を
見
回
し
て
も
方
形
に
切
ら
れ
た
目
地

が
な
い
（
図
一
）
た
め
、
お
そ
ら
く
ホ
ワ
イ
エ
の
床
全
体
が
一
体
で
あ
り
、
施
工
が
す
べ
て
こ
の
現
場
で
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
推
測
で
き
る
。
現
在
の
石
工
事
は
ほ
と
ん
ど
が
加
工
場
で
仕
上
げ
て
現
場
で
取
り
付
け
る
形
で
あ
り
、
人
件
費
の
関
係
も
あ
っ
て

こ
の
よ
う
な
工
法
は
ほ
ぼ
採
用
さ
れ
な
い
た
め
、
工
法
か
ら
見
て
も
貴
重
な
例
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

聖
堂
内
の
内
陣
へ
の
石
段
に
用
い
ら
れ
て
い
る
石
材
は
、
ベ
ー
ジ
ュ
色
を
基
調
と
し
褐
色
の
細
い
筋
が
ギ
ザ
ギ
ザ
模
様
を
描
い
て

い
る
（
図
三
、
図
四
）。
こ
れ
は
、
ネ
ン
ブ
ロ
ロ
ザ
ー
ト
と
同
じ
く
第
二
次
世
界
大
戦
前
か
ら
多
く
輸
入
さ
れ
用
い
ら
れ
て
い
る
イ
タ
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聖心女子大学聖堂の大理石について

リ
ア
産
石
灰
岩
「
ボ
テ
チ
ー
ノ
」
に
特
徴
的
な
模
様
で
あ
る
（
全
国
建
築
石
材
工
業
会200 3

）。
ボ
テ
チ
ー
ノ
は
控
え
め
な
色
合
い
と

高
級
感
か
ら
よ
く
用
い
ら
れ
、
例
え
ば
明
治
生
命
館
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
聖
堂
内
で
は
、
説
教
壇
、
聖
体
櫃
台
座
、
洗
礼

盤
な
ど
に
も
同
じ
ボ
テ
チ
ー
ノ
が
認
め
ら
れ
た
。

　

内
陣
と
身
廊
を
隔
て
る
最
初
の
段
の
上
に
は
、
白
大
理
石
の
柵
が
設
置
さ
れ
て
い
る
（
図
五
）。
祭
壇
に
上
が
る
段
石
も
同
じ
石

材
で
あ
る
（
図
六
）。
細
粒
で
白
色
〜
ク
リ
ー
ム
色
の
地
の
色
合
い
と
、
緑
色
〜
褐
色
の
筋
が
入
る
パ
タ
ー
ン
か
ら
、
こ
の
石
材
は

お
そ
ら
く
茨
城
県
北
部
産
の
「
水
戸
寒
水
石
」
と
推
測
さ
れ
る
。
水
戸
寒
水
石
は
、
山
口
県
美
祢
市
産
白
大
理
石
「
薄
雲
」
な
ど
と

並
び
、
一
時
期
は
日
本
を
代
表
す
る
白
大
理
石
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
い
た
銘
柄
で
あ
る
。
真
弓
山
を
中
心
と
し
た
、
日
立
市
と
常
陸

太
田
市
に
ま
た
が
る
地
域
に
石
灰
石
（
岩
石
と
し
て
は
石
灰
岩
）
鉱
山
が
あ
り
、
主
に
セ
メ
ン
ト
工
業
な
ど
の
産
業
向
け
に
採
掘
さ

れ
て
い
る
が
、
採
掘
さ
れ
た
石
の
う
ち
色
が
白
い
も
の
が
寒
水
石
と
呼
ば
れ
、
建
築
石
材
や
工
芸
品
の
材
料
と
し
て
出
荷
さ
れ
て
い

た
。
粒
度
は
比
較
的
細
か
く
肉
眼
に
は
粒
が
目
立
た
な
い
滑
ら
か
な
外
観
で
あ
り
、
工
芸
品
に
は
こ
の
よ
う
な
細
粒
石
材
の
方
が
向

く
と
言
わ
れ
て
い
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
前
ま
で
の
方
が
多
く
使
用
例
が
知
ら
れ
て
い
て
、
国
会
議
事
堂
、
東
京
都
庭
園
美
術
館

（
旧
朝
香
宮
邸
）
な
ど
に
使
用
さ
れ
て
い
る
（
工
藤
ほ
か1995

、
乾20 13

）。
戦
後
は
産
出
が
減
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
聖
心
女
子
大

学
の
聖
堂
と
同
時
期
に
読
売
会
館
（
一
九
五
七
年
竣
工
）
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
（
木
村 20 18

）。
現
在
も
産
業
用
石
灰
石
の
採
掘
は

続
け
ら
れ
て
い
る
が
石
材
用
は
新
た
に
採
掘
さ
れ
て
は
い
な
い
と
の
こ
と
で
、
貴
重
な
石
材
で
あ
る
。
今
回
の
調
査
で
は
、
産
地
側

で
こ
の
聖
堂
の
建
設
時
期
に
出
荷
し
た
記
録
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
（
木
村20 18

）
た
め
、
水
戸
寒
水
石
で
あ
る
確
証
は
今
の
と
こ

ろ
得
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
外
観
は
水
戸
寒
水
石
の
特
徴
と
よ
く
合
う
こ
と
か
ら
、
在
庫
を
使
っ
て
施
工
し
た
可
能
性
が
あ
る

と
考
え
て
い
る
。



32

　

祭
壇
の
天
板
に
は
粗
粒
な
白
大
理
石
が
使
用
さ
れ
て
い
る
（
図
七
）。
こ
れ
は
山
口
県
美
祢
市
産
の
「
霰
（
ア
ラ
レ
）」
で
あ
る
（
矢

橋 20 18

）。
近
づ
か
な
く
て
も
方
解
石
の
粒
子
が
目
に
見
え
る
程
度
に
大
き
く
再
結
晶
し
て
お
り
、
ま
た
青
灰
色
の
パ
タ
ー
ン
が
入

る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
（
図
八
）。
美
祢
市
秋
吉
台
周
辺
の
石
灰
岩
台
地
で
は
、
明
治
時
代
後
半
か
ら
昭
和
中
期
に
か
け
て
、「
霰
」

「
薄
雲
」
な
ど
粒
度
の
異
な
る
一
連
の
白
大
理
石
の
ほ
か
、
多
様
な
色
・
柄
の
石
灰
岩
・
大
理
石
が
建
築
石
材
と
し
て
採
掘
さ
れ
て

い
た
（
乾 20 16
）。
国
内
の
大
理
石
産
地
で
最
後
ま
で
継
続
的
な
生
産
を
続
け
て
い
た
の
は
美
祢
市
で
あ
る
。
近
年
は
ほ
と
ん
ど
採

掘
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
霰
は
現
在
で
も
石
材
と
し
て
採
掘
す
る
こ
と
が
可
能
で
、
文
化
財
の
改
修
な
ど
で
特
に
必
要
が
あ
る
時

に
は
採
掘
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
霰
は
日
本
橋
三
越
本
店
な
ど
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
建
築
物
も
竣
工
後
半
世
紀
を
超
え
る
も
の
が
増
え
て
き
て
、
改
修
や
文
化
財
と
し
て
の
評
価
の
プ
ロ
セ
ス

が
こ
れ
か
ら
始
ま
る
こ
と
に
な
る
。
将
来
の
東
京
に
残
し
た
い
建
築
物
を
正
し
く
評
価
す
る
た
め
に
も
、
使
わ
れ
て
い
る
建
材
ひ
と

つ
ひ
と
つ
を
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
大
変
重
要
に
な
る
。
聖
心
女
子
大
学
の
聖
堂
も
間
違
い
な
く
そ
の
よ
う
な
建
築
物
の
ひ
と
つ
で

あ
り
、
本
稿
の
報
告
が
わ
ず
か
な
貢
献
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

謝
辞

　

本
調
査
の
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
聖
心
女
子
大
学 
加
藤
和
哉
氏
に
厚
く
感
謝
し
ま
す
。
こ
の
調
査
は
科
学
研
究
費
補
助
金

（
課
題
番
号17 H
02008

）
の
助
成
を
受
け
て
い
ま
す
。
矢
橋
修
太
郎
氏
に
は
各
種
石
材
の
鑑
定
と
工
事
の
経
緯
に
つ
い
て
、
木
村
幸

裕
氏
に
は
水
戸
寒
水
石
の
生
産
に
つ
い
て
様
々
な
こ
と
を
ご
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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図1. ホワイエの床（ネンブロロザート）

図2. ネンブロロザート（右上と左下のピンク色の太い筋はモルタル部）
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図3. 内陣への段石（ボテチーノ）

図4. ボテチーノ
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聖心女子大学聖堂の大理石について

図5. 内陣への段上の柵（水戸寒水石）

図6. 祭壇への段石（水戸寒水石）
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図7. 祭壇の天板（霰）

図8. 霰
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