
講
義
を
休
講
に
す
る
こ
と
、
補
講
の
日
に
ち
、
そ

し
て
お
わ
び
の
こ
と
ば
が
書
か
れ
て
い
た
。
こ
れ

ま
で
学
ん
で
い
た
日
本
の
大
学
と
は
大
違
い
だ
っ

た
。
だ
が
、
何
よ
り
違
っ
て
い
た
の
は
、
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
資
料
や
楽
譜
が
い
く
ら
で
も
転
が
っ
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。
パ
リ
国
立
図
書
館
の
音
楽
部
門

で
当
時
の
作
曲
家
の
自
筆
譜
に
初
め
て
触
れ
た
と

き
の
心
の
と
き
め
き
は
今
で
も
覚
え
て
い
る
。
こ

う
し
て
、
二
年
目
に
フ
ラ
ン
ス
の
十
九
世
紀
初
期

の
作
曲
家
メ
ユ
ー
ル
に
つ
い
て
論
文
を
書
い
て
ど

う
や
ら
修
士
課
程
を
修
了
し
、
帰
国
し
て
日
本
の

修
士
課
程
に
復
学
し
た
。

帰
国
後
の
研
究

そ
の
後
、
研
究
の
中
身
は
少
し
ず
つ
変
化
し
た

が
、
こ
の
一
〇
年
ほ
ど
は
、
パ
リ
万
博
と
音
楽
と

の
関
係
に
つ
い
て
調
べ
て
い
る
。
一
九
九
八
年
に

は
手
は
じ
め
に
「
パ
リ
万
博
音
楽
案
内
」（
音
楽

之
友
社
）を
出
版
し
た
が
、
そ
の
後
も
研
究
を
続

け
て
い
る
。
そ
れ
と
関
連
し
て
、「
日
本
音
楽
・

芸
能
を
め
ぐ
る
異
文
化
接
触
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
研
究

―
―
一
九
〇
〇
年
パ
リ
万
博
前
後
に
お
け
る
東
西

の
視
線
の
相
互
変
容
」（
日
本
学
術
振
興
会
科
学

研
究
費
採
択
課
題
）に
つ
い
て
も
、
共
同
研
究
の

代
表
者
に
な
っ
て
い
る
。

現
在
は
愛
知
県
立
芸
術
大
学
で
教
え
て
い
る
が
、

つ
い
最
近
も
教
え
子
が
フ
ラ
ン
ス
の
大
学
院
に
映

画
音
楽
の
研
究
の
た
め
に
留
学
し
た
。
彼
女
か
ら

届
い
た
メ
ー
ル
に
は
大
学
の
事
務
局
で
登
録
を
め

ぐ
っ
て
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
し
、
担

当
教
授
の
と
り
な
し
で
無
事
入
学
で
き
た
こ
と
が

綿
々
と
つ
づ
ら
れ
て
い
た
。

そ
れ
を
読
ん
で
、「
こ
れ
で

ソ
ル
ボ
ン
ヌ
に
入
学
で
き
な
か

っ
た
ら
、
経
団
連
の
方
た
ち
に

な
ん
と
説
明
し
て
お
わ
び
す
れ

ば
よ
い
の
か
」
と
悩
ん
だ
昔
の

自
分
に
一
瞬
戻
っ
た
気
が
し
た
。

そ
の
と
き
は
無
我
夢
中
で
過
ご

し
た
が
、
本
当
に
夢
の
よ
う
な

二
年
間
だ
っ
た
。

こ
の
場
を
借
り
て
改
め
て
御

礼
申
し
あ
げ
た
い
。

翔べ！ 世界へ 奨学生体験記

ソルボンヌ大学の前で（１９８１年クリスマス）
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当
た
っ
た
鉄
砲

「
下
手
な
鉄
砲
も
数
打
ち
ゃ
当
た
る
っ
て
い
う
か

ら
ね
。
受
け
る
だ
け
受
け
て
み
た
ら
」
と
い
う
の

が
Ｆ
先
生
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
だ
っ
た
。
大
学
の
掲

示
板
に
小
さ
く
貼
り
出
さ
れ
て
い
た
国
際
文
化
教

育
交
流
財
団
の
奨
学
生
募
集
を
見
て
、
院
の
一
年

生
だ
っ
た
私
は
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し
た
経
験
の
あ

る
先
生
に
相
談
し
に
行
っ
た
の
だ
。
今
か
ら
四
半

世
紀
近
く
も
昔
の
こ
と
で
、
留
学
は
そ
れ
な
り
に

大
変
だ
っ
た
。

ど
の
学
問
分
野
に
も
流
行
ら
し
き
も
の
が
あ
る

と
思
う
が
、
音
楽
学
の
分
野
で
は
当
時
、
バ
ロ
ッ

ク
音
楽
研
究
と
民
族
音
楽
研
究
が
さ
か
ん
だ
っ
た
。

し
か
し
、
私
自
身
の
興
味
は
フ
ラ
ン
ス
の
十
九
世

紀
に
向
い
て
い
た
。
自
分
の
中
で
は
、
フ
ラ
ン
ス

と
い
う
こ
と
で
ひ
と
つ
ハ
ン
デ
ィ
、
十
九
世
紀
と

い
う
こ
と
で
も
う
ひ
と
つ
ハ
ン
デ
ィ
を
背
負
っ
た

気
分
だ
っ
た
。
研
究
者
も
少
な
く
、
資
料
は
も
ち

ろ
ん
、
参
考
文
献
す
ら
日
本
に
は
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
。

準
備
万
端
と
は
い
い
が
た
か
っ
た
が
、
奨
学
生

の
試
験
を
受
け
た
と
こ
ろ
、
あ
り
が
た
い
こ
と
に

採
用
し
て
い
た
だ
け
た
。「
下
手
な
鉄
砲
」
の
一

発
目
が
ビ
ギ
ナ
ー
ズ
・
ラ
ッ
ク
で
当
た
っ
た
よ
う

な
も
の
だ
。
こ
う
し
て
翌
年
夏
に
は
、
パ
リ
の
ソ

ル
ボ
ン
ヌ
大
学
の
修
士
課
程
に
留
学
す
る
た
め
に

日
本
を
離
れ
た
。
夏
の
間
は
語
学
研
修
の
た
め
、

デ
ィ
ジ
ョ
ン
で
過
ご
し
た
。
楽
し
い
語
学
教
室
、

お
い
し
い
ワ
イ
ン
、
外
国
旅
行
な
ど
、
新
し
い
経

験
の
連
続
で
、
こ
の
夏
は
す
べ
て
が
バ
ラ
色
に
輝

い
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
秋
に
入
っ
て
パ
リ
に
戻

り
、
い
ざ
大
学
が
始
ま
る
と
、
現
実
が
押
し
寄
せ

て
き
た
。
夏
の
間
に
学
制
が
変
更
さ
れ
、
予
備
登

録
し
て
お
い
た
は
ず
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。

事
務
局
で
交
渉
し
た
も
の
の
全
く
ら
ち
が
あ
か
な

い
。
話
が
通
じ
な
い
、
天
気
は
悪
い
、
だ
ん
だ
ん

寒
く
な
っ
て
日
も
短
く
な
っ
て
く
る
、
宿
舎
は
住

み
心
地
が
悪
い
…
…
さ
す
が
に
落
ち
込
み
、
大
学

に
入
れ
な
か
っ
た
ら
ど
う
し
よ
う
と
本
気
で
悩
ん

だ
。
と
こ
ろ
が
、
指
導
教
授
の
Ｍ
先
生
と
面
会
す

る
や
い
な
や
、
登
録
の
問
題
は
電
話
一
本
で
い
っ

ぺ
ん
に
片
付
い
た
。
ま
さ
し
く
「
ツ
ル
の
一
声
」

だ
っ
た
。

ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
先
生
た
ち

フ
ラ
ン
ス
人
は
部
屋
の
電
気
を
暗
く
し
て
テ
レ

ビ
を
見
る
が
、
こ
の
先
生
の
研
究
室
も
真
っ
暗
に

近
い
状
態
で
、
机
の
上
に
は
、
白
熱
灯
の
ス
タ
ン

ド
と
タ
バ
コ
を
く
わ
え
さ
せ
た
し
ゃ
れ
こ
う
べ
が

ひ
と
つ
置
か
れ
て
い
た
。
私
は
な
る
べ
く
そ
ち
ら

を
見
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
が
、「
メ
メ
ン
ト
・

モ
リ（
死
を
思
え
）
（
注
）
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
と
も
あ
れ
こ
の
部
屋
で
、
学
問
的
な
方
法

論
を
鍛
え
直
さ
れ
た
。
論
文
指
導
の
ほ
か
に
講
義

も
い
く
つ
か
と
っ
て
い
た
が
、
あ
る
日
、
文
献
調

査
法
の
先
生
か
ら
自
宅
に
手
紙
が
送
ら
れ
て
き
た
。

読
ん
で
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、
や
む
を
え
ず
次
の

ソ
ル
ボ
ン
ヌ
で
の
二
年
間

国
際
文
化
教
育
交
流
財
団
第
五
回
生（
一
九
八
〇
年
度
）。

一
九
七
九
年
東
京
芸
術
大
学
音
楽
学
部
楽
理
科
卒
業
。

八
二
年
パ
リ
・
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
大
学
院
音
楽
科
修
士
課
程
修
了
。

八
三
年
東
京
芸
術
大
学
大
学
院
音
楽
研
究
科
修
士
課
程
修
了
。
八

六
年
同
博
士
課
程
満
期
退
学
、
助
手
に
採
用
さ
れ
る
。
八
九
年
愛

知
県
立
芸
術
大
学
に
赴
任
。
九
五
年
よ
り
現
職
。
専
門
は
近
代
フ

ラ
ン
ス
音
楽
史
。

（注）メメント・モリ（memento mori）：ラテン語で「死を思え」「死を忘れるな」の意で、死の前
には現世的なものの一切が無力であること、あるいは人間の誤りやすさを示す警句。また、死の
象徴（イコン）としてのしゃれこうべのことも指す。

井
上
さ
つ
き

い
の
う
え

さ
つ
き

愛
知
県
立
芸
術
大
学
音
楽
学
部
助
教
授

●
国
際
文
化
教
育
交
流
財
団
は
、
経
団
連
第
二
代
会
長

故
石
坂
泰
三
氏
の
遺
徳
を
記
念
し
、
一
九
七
六
年
に
設
立

さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
に
、
世
界
三
〇
カ
国
の
大
学
・
大
学

院
へ
一
五
四
名
の
日
本
人
留
学
生
を
派
遣
す
る
と
と
も
に
、

世
界
三
五
カ
国
四
二
九
名
の
外
国
人
留
学
生
へ
の
奨
学
金

の
供
与
や
講
演
会
等
を
実
施
し
て
き
て
い
る
。
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