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最
終
講
義
の
教
壇
に
立
つ
。

　

資
料
を
小
脇
に
抱
え
て
、
教
授
は
壇
上

に
進
ん
だ
。
資
料
を
し
ず
か
に
机
に
置
く
。

「
六
法
全
書
」
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
号

の
古
い
、「
ジ
ュ
リ
ス
ト
」
誌
…
…
。

　

た
ぶ
ん
、
ゼ
ミ
も
一
般
講
義
の
風
景
も

こ
う
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
淡
々
と

し
て
ふ
だ
ん
と
ど
こ
も
変
わ
ら
な
い
、
そ

ん
な
雰
囲
気
に
見
え
た
。

先
輩
の
業
績
伝
え
る
気
風
を

　

８
号
館
大
教
室
の
右
列
の
席
に
、
教
職

員
の
姿
が
あ
る
。
角
田
邦
重
学
長
を
は
じ

め
本
学
関
係
者
と
と
も
に
、
学
外
か
ら
も
、

福
岡
大
学
・
牛
嶋
仁
教
授
、
高
知
女
子
大

学
・
橋
本
基
弘
教
授
、
熊
本
大
学
・
葉
陵

陵
教
授
、
神
奈
川
県
庁
・
出
口
裕
明
氏
ら

の
顔
ぶ
れ
が
あ
っ
た
。

　

マ
イ
ク
を
握
る
。「
２
，
３
日
前
に
ゼ

ミ
の
学
生
や
大
学
院
生
と
懇
談
し
た
折
、

最
終
講
義
の
話
に
な
り
ま
し
た
。
大
学
院

の
諸
君
は
知
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
学
部

の
学
生
は
橋
本
公
亘
先
生
の
名
前
さ
え
ほ

と
ん
ど
知
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
じ

つ
は
び
っ
く
り
し
ま
し
た
」

　

低
く
太
い
、
よ
く
通
る
声
で
あ
る
。

  

「
教
員
、
学
生
を
含
め
て
、
す
ぐ
れ
た

先
輩
の
業
績
を
顕
彰
し
後
輩
に
伝
え
て
い

く
と
い
う
気
風
が
薄
れ
て
き
て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。
中
大
だ
け
の
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
と
く
に
す
ぐ
れ
た

先
人
の
業
績
に
学
び
、
励
ん
で
発
展
さ
せ

る
こ
と
こ
そ
学
問
の
源
で
あ
り
、
高
等
教

育
機
関
で
は
と
く
に
重
要
な
こ
と
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
」

　

短
い
マ
ク
ラ
の
話
が
、
大
学
関
係
者
へ

ぜ
ひ
と
も
残
し
て
お
き
た
い
メ
ッ
セ
ー
ジ

で
あ
り
、
本
題
の
モ
チ
ー
フ
で
も
あ
る
よ

う
だ
っ
た
。

　
　

ほ
か
ま
・
ひ
ろ
し　

１
９
３
２
年

沖
縄
生
ま
れ
。
54
年
中
央
大
学
法

学
部
卒
。本
土
復
帰
前
だ
か
ら「
私

も
留
学
生
」
と
よ
く
口
に
し
た
。

東
京
大
学
大
学
院
博
士
課
程
満
期

退
学
。
61
年
本
学
法
学
部
講
師
、

助
教
授
を
へ
て
68
年
教
授（
専
攻
・

行
政
法
）
に
。
87
年―

91
年
法
学

部
長
。
93
年―

99
年
、
２
期
学
長

を
つ
と
め
た
。

　　

「
橋
本
公
亘
先
生
と
行
政
手
続
法
」―

―

堅
い
演
題
で
は
あ
る
。

　

か
つ
て
学
生
た
ち
は
、「
は
し
も
と
・

コ
ウ
タ
ン
」と
よ
び
慣
わ
し
た
。
思
想
家
・

吉
本
隆た
か

明あ
き

を
「
リ
ュ
ウ
メ
イ
」
と
よ
ん
だ

よ
う
に
。
音
読
み
は
一
般
の
目
か
ら
み
た

尊
称
で
も
あ
る
が
、
近
く
に
あ
っ
て
長
く

私
淑
し
た
教
授
は
正
し
く
「
は
し
も
と
・

き
み
の
ぶ
先
生
」
と
よ
ぶ
。
学
長
時
代
の

98
年
死
去
、
享
年
78
。
訃
報
に
接
し
て
、

そ
の
悲
嘆
ぶ
り
は
学
長
室
に
あ
っ
て
も
ま

わ
り
が
声
を
か
け
ら
れ
な
い
ほ
ど
だ
っ
た
、

と
い
う
。
そ
の
師
の
経
歴
に
は
じ
ま
っ
て
、

業
績
の
全
体
を
俯
瞰
す
る
講
義
で
あ
る
。

戦
後
法
曹
界
の
峰―

―

そ
し
て
「
橋
本
草
案
」

　

橋
本
氏
は
中
大
法
学
部
長
な
ど
を
歴
任
、

90
年
ま
で
看
板
教
授
と
し
て
在
職
し
た
。

本
学
で
初
の
日
本
学
士
院
会
員
。
戦
後
法

曹
界
で
、
憲
法
学
・
行
政
法
学
の
一
つ
の

峰
を
な
し
た
、
と
い
っ
て
い
い
。
後
年
、

80
年
刊『
日
本
国
憲
法
』で
展
開
し
た「
憲

法
変
遷
論
」
も
ま
た
有
名
で
あ
る
。「
第

九
条
の
規
範
的
な
意
味
が
変
化
し
た
」
と
、

自
衛
隊
違
憲
論
か
ら
合
憲
論
へ
、
新
た
な

解
釈
を
提
示
し
て
大
き
な
反
響
を
よ
ん
だ
。

　

62
（
昭
和
37
）
年―

―

64
年
、
臨
時
行

政
調
査
会
（
第
一
次
臨
調
）
の
専
門
委
員

を
つ
と
め
る
。
一
般
に
広
く
知
ら
れ
る
の

は
こ
の
と
き
の
活
動
で
あ
る
。「
橋
本
報

告
」「
橋
本
草
案
」
の
名
で
語
ら
れ
る
。

　

日
本
の
行
政
処
分
の
実
態
を
独
自
に
精

査
し
た
う
え
で
「
統
一
的
行
政
手
続
法
」

の
制
定
を
強
く
提
言
し
た
。
そ
の
意
味
す

る
も
の
を
、
語
る
。
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「
行
政
手
続
法
を
も
た
な
い
行
政
法
は

人
民
を
行
政
権
の
支
配
の
客
体
に
す
ぎ
な

い
、
と
み
る
の
に
対
し
て
、
手
続
法
を
も

つ
行
政
法
は
、
行
政
権
と
人
民
と
を
統
一

的
基
盤
に
立
た
し
め
る
。
橋
本
報
告
・
草

案
に
あ
る
そ
れ
が
核
心
の
認
識
で
あ
り
、

画
期
的
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
り
ま
し

た
」　

　

「
行
政
手
続
法
」
は
、
行
政
に
よ
る
一

方
的
な
処
分
に
歯
止
め
を
か
け
、
厳
正
な

手
続
き
に
よ
る
「
公
正
な
行
政
」
を
要
請

す
る
。
当
事
者
の
「
弁
明
権
」
に
重
き
を

置
き
、
た
と
え
ば
行
政
処
分
を
受
け
る
当

事
者
は
「
処
分
に
先
だ
っ
て
」
意
見
を
述

べ
る
権
利
を
も
ち
、
処
分
に
「
参
加
」
で

き
る
、
と
す
る
。「
草
案
」
は
、
行
政
側

に
強
い
制
約
を
課
す
多
条
文
か
ら
成
っ
て

い
た
。

　

こ
こ
に
も
、
橋
本
法
学
を
貫
く
「
自
由

主
義
」
的
な
考
え
方
、「
平
等
」
の
理
念

が
強
く
脈
打
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

学
会
が
「
画
期
的
な
草
案
」
と
こ
れ
を

高
く
評
価
し
た
一
方
で
、
行
政
各
省
庁
の

反
応
は
「
あ
ま
り
に
も
国
民
の
権
利
保
護

が
厚
す
ぎ
る
」「
行
政
効
率
の
面
で
問
題

が
大
き
す
ぎ
る
」
と
そ
ろ
っ
て
否
定
的

だ
っ
た
。

　

資
料
を
参
照
し
つ
つ
、
教
授
は
そ
れ
ぞ

れ
の
意
見
を
も
細
か
く
紹
介
し
て
い
く
。

ノ
ー
ト
と
る
〈
最
終
「
講
義
」
〉

　

「
行
政
手
続
法
」の
制
定
は
93
年
だ
っ
た
。

「
橋
本
草
案
」
と
の
異
同
を
条
文
の
数
の

比
較
か
ら
そ
の
内
容
評
価
ま
で
子
細
に
論

じ
つ
つ
、
結
論
的
に
述
べ
る
。

　

「
橋
本
草
案
か
ら
30
年
後
の
制
定
に
な

り
ま
し
た
が
、
行
政
手
続
法
の
立
案
に
あ

た
っ
て
は
、
草
案
の
諸
規
定
を
参
照
し
、

精
選
し
、
洗
練
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
橋
本
草
案
の
果
た
し
た
意
味
は

そ
れ
ほ
ど
大
き
か
っ
た
の
で
す
。
〈
公
正

な
行
政
〉
と
い
う
先
生
の
考
え
方
は
こ
れ

に
と
ど
ま
ら
ず
、『
情
報
公
開
法
』
な
ど

今
日
の
問
題
に
も
指
針
を
与
え
る
、
じ
つ

に
お
お
き
な
広
が
り
を
も
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
ま
す
」

　

ノ
ー
ト
を
と
る
。
聴
講
の
学
生
も
、
教

職
員
も
そ
う
だ
っ
た
。
最
終
講
義
で
は
め

ず
ら
し
い
だ
ろ
う
。

　

「
最
終
」
と
い
う
言
葉
が
も
つ
余
韻
や

感
慨
と
い
っ
た
も
の
を
見
事
な
ま
で
に
排

し
た
、
こ
れ
は
最
終
「
講
義
」
に
ち
が
い

な
か
っ
た
。
終
え
て
、
教
授
は
「
本
当
は

通
常
の
講
義
の
続
き
を
や
り
た
か
っ
た
の

で
す
。
最
後
な
の
で
、
こ
の
テ
ー
マ
に
し

ま
し
た
」
と
語
る
の
だ
。

　

「
学
問
的
潔
癖
さ
」
と
い
う
べ
き
だ
ろ

う
か
。
一
様
に
「
外
間
先
生
ら
し
い
」
と

い
う
声
が
聞
か
れ
た
。

　

諄
々
と
説
き
進
む
講
義
の
な
か
で
２
カ

所
、「
ｄ
ｕ
ｅ　
ｐ
ｒ
ｏ
ｃ
ｅ
ｓ
ｓ
」（
適

正
手
続
き
）「
ｐ
ｕ
ｂ
ｌ
ｉ
ｃ　

ｃ
ｏ
ｍ

ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
」
と
い
う
英
語
が
、
美
し
く
響

い
た
。
学
長
時
代
、
ア
ナ
ン
国
連
事
務
総

長
来
校
の
折
、
随
行
の
高
官
が
「
す
ば
ら

し
く
き
れ
い
な
発
音
で
す
ね
」
と
感
嘆
し

た
、
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
そ
れ

ほ
ど
の
英
語
の
使
い
手
で
あ
る
。
冗
談
に

「
日
本
語
よ
り
英
語
の
ほ
う
が
…
…
」
と

言
わ
れ
る
ほ
ど
に
。
フ
ラ
ン
ス
語
に
も
堪

能
で
最
上
級
の
仏
教
育
功
労
賞
を
受
賞
、

エ
ク
ス
・
マ
ル
セ
イ
ユ
第
三
大
学
名
誉
博

士
に
も
。国
際
派
学
長
と
し
て
海
外
を
回
り
、

「
中
央
大
学
の
国
際
化
（
「
世
界
で
存
在

感
の
あ
る
大
学
」）
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
が
、

離
陸
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
ま
で
、
そ
の

礎
を
築
か
れ
た
」
と
、
行
政
法
の
石
川
敏
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行
教
授
は
あ
い
さ
つ
で
業
績
を
た
た
え
た
。

　

説
き
来
た
り
、
説
き
去
る
。

  

「
40
年
以
上
に
わ
た
り
、
中
央
大
学
に

大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
な
し
得
た

こ
と
は
ご
く
さ
さ
い
な
こ
と
で
す
が
、
中

央
大
学
で
の
生
活
は
感
慨
深
い
も
の
が
あ

り
ま
し
た
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」

　

白
髪
。
温
厚
な
笑
み
。
元
学
長
は
ゆ
っ

く
り
と
し
た
足
ど
り
で
壇
を
下
り
、
同
僚

教
授
ら
の
握
手
に
応
え
た
。

　

教
室
の
な
か
ほ
ど
、
正
面
の
席
に
、
良

子
夫
人
と
三
女
・
伸
子
さ
ん
の
姿
が
あ
っ

た
＝
前
ペ
ー
ジ
写
真
。「
朝
、
見
送
る
と

き
に
、
最
後
だ
け
ど
、
普
通
に
や
っ
て
、

と
だ
け
言
っ
た
ん
で
す
よ
」
と
夫
人
は
語

る
。
法
学
部
法
律
学
科
の
同
級
生
同
士
だ

そ
う
で
あ
る
。「
（
主
人
の
）
講
義
を
こ

う
し
て
聞
く
の
は
、
も
ち
ろ
ん
最
初
で
最

後
の
こ
と
。
は
じ
め
、
す
こ
し
緊
張
し
て

い
る
よ
う
で
し
た
け
ど
、
あ
と
は
落
ち
着

い
た
感
じ
で
…
…
ご
苦
労
さ
ま
、
と
い
う

気
持
ち
で
す
」

談
笑
と
祝
辞
と 

「
裏
門
下
生
」

　

夕
方
か
ら
の
懇
親
会
は
盛
況
だ
っ
た
。

同
僚
教
授
ら
の
親
し
み
を
こ
め
た
話
が
ポ

ン
ポ
ン
と
飛
び
だ
し
た
。

　

労
働
法
の
角
田
学
長
。「
さ
す
が
に
名

調
子
の
講
義
で
し
た
ね
。
行
政
手
続
法
と

は
こ
う
い
う
も
の
な
の
か
と
、
初
め
て
分

か
り
ま
し
た
。
と
て
も
細
か
く
」
と
笑
わ

せ
、「
先
生
は
敬
虔
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
、

右
の
頬
を
打
た
れ
た
ら
左
の
頬
を
、
と
い

う
穏
健
な
人
柄
で
い
っ
ら
し
ゃ
い
ま
す
が
、

そ
れ
が
で
き
な
い
職
責
に
も
あ
ら
れ
た
。

頑
固
に
自
説
を
曲
げ
な
い
、
や
さ
し
い
ば

か
り
じ
ゃ
な
い
ん
だ
な
、
と
い
う
姿
も
拝

見
し
ま
し
た
」

  

永
井
和
之
法
学
部
長
に
よ
れ
ば
、「
学

問
上
の
〝
表
〞
の
外
間
門
下
生
と
、〝
裏
〞

の
外
間
門
下
生
」
が
存
在
す
る
ら
し
い
。

 

「
囲
碁
」
仲
間
で
あ
る
。

 

「
弟
子
た
ち
が
一
向
に
強
く
な
ら
な
い

の
は
、
師
匠
の
指
導
力
が
足
り
な
い
、
指

導
力
に
問
題
あ
り
」
と
〞
裏
〞
を
代
表
し

て
本
間
修
平
・
法
学
部
教
授
。「
裏
の
世

界
に
引
き
こ
ま
れ
、
と
き
に
は
学
長
室
に

２
人
こ
も
っ
て
、
思
え
ば
何
度
ぎ
り
ぎ
り

と
〝
殺
し
合
い
〞
を
し
た
こ
と
か
。
そ
ん

な
先
生
の
印
象
を
一
度
家
内
に
た
ず
ね
た

ら
、
…
…
『
か
わ
い
い
人
ね
』
と
言
っ
て

お
り
ま
し
た
」

　

教
授
は
た
だ
笑
っ
て
い
る
。
談
笑
の
輪

の
中
で
、
照
れ
た
よ
う
に
、
い
か
に
も
楽

し
げ
に
。

  「
大
学
基
準
協
会
」

常
務
理
事
に
就
任

「
感
慨
は
こ
れ
か
ら
…
…
」

　

教
授
に
聞
い
た
。
最
終
講
義
を
終
え
た

日
の
感
慨
は
？

　

「
う
ん
、
ま
だ
感
慨
は
ね
、
な
か
な
か

…
…
。
優
勝
し
た
ス
ポ
ー
ツ
選
手
が
、
ま

だ
実
感
が
わ
か
な
い
、
と
よ
く
言
う
で

し
ょ
う
。
あ
れ
と
同
じ
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。

何
日
か
し
て
か
ら
、
じ
わ
っ
と
く
る
の
か

な
」

　

70
歳
。
中
大
を
定
年
で

辞
し
て
、
４
月
か
ら
国
公

私
大
の
お
目
付
役
「
大
学

基
準
協
会
」
の
常
務
理
事

と
い
う
重
職
に
就
く
。「
ま

だ
十
分
に
お
若
い
。
ぞ
ん

ぶ
ん
な
ご
活
躍
を
」
と
ね

ぎ
ら
い
と
門
出
の
祝
辞
が

続
い
た
。（

本
誌
編
集
室
）

花束を受ける外間教授。笑顔を浮かべて


