
て
、
私
が
助
教
授
に
な
っ
た
頃
修
身
を
担
当
し
て
い
た
菅
原
教
造
は
極
め
て
デ

カ
ダ
ン
の
教
育
者
で
、
笑
い
絵
の
よ
う
な
も
の
を
沢
山
カ
バ
ン
に
入
れ
て
持
っ

て
お
り
、
修
身
の
授
業
で
七
ッ

ク
ス
の
話
な
ど
も
堂
々
と
喋
る
と
い
っ
た
風
だ

っ
た
。
白
浜
先
生
が
心
配
し
て
私
に
「
君
、
行

っ
て
聴
い
て
来
い
」
と
言
う
の

で
、
生
徒
の
後
ろ
の
方
で
聴
い
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
和
田
英
作
が

校
長
と
な
っ
た
。
倫
理
道
徳
を
教
え
る
の
は
校
長
な
ど
が
一
番
良
い
の
だ
が
、

和
田
と
い
う
人
は
非
常
に
潔
癖
な
人
で
、
自
分
は
そ
ん
な
人
格
者
で
は
な
い
か

ら
と
、
高
島
米
峰
に
依
頼
し
た
。
高
島
の
講
義
は
社
会
学
的
倫
理
と
で
も
言
う

べ
き
も
の
で
、
身
近
な
実
例
を
挙
げ
な
が
ら
極
め
て
平
易
に
説
い
た
。

学
科
は
他
に
英
語
、

美
学
、
色
彩
学
な
ど
が
あ
り
、
教
授
練
習
の
授
業
は
、

皆
で
時
々
余
所
の
学
校
へ
行
き
、
そ
の
中
の
代
表
者
が
教
授
の
練
習
を
や
る
の

だ
っ
た
。
体
操
は
主
に
赤
間
運
蔵
の
担
当
で
、
こ
の
人
は
生
徒
の
名
を
覚
え
る

こ
と
に
か
け
て
は
天
才
的
だ
っ
た
。

実
技
の
う
ち
、
絵
画
は
日
本
画
と
西
洋
画
を
一
週
間
交
代
で
や
り
、
三
年
に

な
っ
て
か
ら
ど
ち
ら
か
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
西
洋
画
は
田
辺
至

の
指
導
で
、
殆
ど
デ
ッ
サ
ソ
ば
か
り
や
り
、
油
絵
は
少
し
し
か
描
か
ず
、
水
彩

は
や
ら
な
か
っ
た
。
日
本
画
は
一
年
で
は
主
に
動
植
物
写
生
、
二
年
で
は
人
物

写
生
（
日
本
画
式
デ
ッ
サ
ン
）
で
、
模
写
は
狩
野
派
や
白
描
の
も
の
を
少
し
や

っ
た
。
文
庫
に
は
荒
木
寛
畝
や
川
端
玉
章
の
つ
け
た
て
没
骨
の
絵
が
沢
山
あ
っ

て
、
私
は
暇
が
あ
る
と
そ
れ
を
模
写
し
た
か
ら
、
絵
が
逹
者
に
な
っ
た
。
彫
刻

は
手
エ
の
一
部
と
し
て
や
っ
た
。
水
谷
鉄
也
の
指
埠
で
、

一
年
で
は
石
五
ロ
デ

ッ

サ
ン
、
二
年
以
降
は
モ
デ
ル
を
使
っ
て
制
作
し
た
。

書
道
は
一
年
か
ら
三
年
ま
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
や
る
と
学
校
に
赴
任
し
て

書
道
も
受
持
つ
こ
と
に
な
り
、
負
担
が
増
え
る
の
が
嫌
で
、
な
る
べ
く
や
ら
な

い
連
中
が
多
か
っ
た
。
担
当
は
岡
田
起
作
で
、
手
本
を
書
い
て
く
れ
た
。
だ

が
、
非
常
に
や
か
ま
し
い
先
生
だ
っ
た
の
で
、
生
徒
は
逃
げ
て
し
ま
う
。
二
十

人
試
験
を
受
け
て
免
状
を
貰
っ
た
の
は
五
、
六
人
だ
っ
た
。
こ
の
先
生
が
老
い

て
、
そ
の
後
比
田
井
天
来
、
小
琴
（
仮
名
専
門
）

夫
妻
が
教
え
、
天
来
の
歿
後

は
尾
上
柴
舟
、
石
橋
犀
水
が
教
え
に
来
た
。

私
共
の
卒
業
の
と
き
は
論
文
と
作
品
を
提
出
し
た
が
、
論
文
な
ど
は
誰
も
見

な
い
。
作
品
に
関
す
る
考
え
方
は
本
科
と
同
じ
で
、
特
に
教
育
者
の
た
め
の
絵

を
習
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
も
本
科
五
年
と
師
範
科
三
年
で
は
卒
業
制
作
の

段
階
で
当
然
差
が
出
る
か
ら
、
皆
本
科
に
負
け
な
い
よ
う
に
と
一
生
懸
命
や
っ

た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
白
浜
先
生
は
師
範
科
は
飽
く
ま
で
教
師
に
な
る
た

め
の
科
で
あ
る
か
ら
、
絵
描
き
に
な
り
た
い
な
ら
本
科
へ
行
け
と
言
い
、
何
も

か
も
教
師
向
き
に
や
っ
た
。
仲
間
に
。ヒ
カ
ソ
や
マ
チ
ス
の
真
似
を
し
た
者
が
あ

っ
た
が
、
先
生
は
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
は
い
か
ん
と
言
わ
れ
た
。

師
範
科
教
師
と
し
て
母
校
に
戻
っ
た
と
き
は
実
に
忙
し
か
っ
た
。
手
エ
、
用

器
画
法
、
日
本
画
、
西
洋
画
の
授
業
の
外
に
理
事
と
し
て
の
事
務
的
な
仕
事
や

卒
業
生
た
ち
の
世
話
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
月
給
は
七
十
五
円
だ
っ

た
。
師
範
科
在
学
、
在
職
を
通
し
て
見
て
、
そ
の
教
育
内
容
自
体
に
は
余
り
大

き
な
変
化
は
無
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
絵
画
の
内
容
が
多
少
変
化
し
た
こ

と
、
解
剖
学
授
業
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
、
戦
争
激
化
と
と
も
に
軍
事
教
練
が
盛

ん
に
な
っ
た
こ
と
、
澤
田
源

一
校
長
時
代

〔昭
和
十
九
年
〕
に
教
員
全
員
が
辞
表

を
出
し
た
こ
と
な
ど
を
除
け
ば
、
目
立
っ
た
変
化
と
い
う
も
の
は
無
か
っ
た
。

③

高
村
光
雲
喜
寿
祝
宴
、
木
彫
科
へ
の
寄
附
金

昭
和
一―一
年
四
月
十
六
日
、
名
誉
教
授
高
村
光
雲
の
喜
寿
を
祝
う
宴
が
催
さ
れ
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り
た
。
同
日
の
『
十
三
松
堂
日
記
』
に

〔
上
略
〕
午
後
四
時
よ
り
東
京
會
館
に
開
か
れ
た
る
高
村
光
雲
翁
喜
壽
祝
宴

に
赴
く
頗
る
盛
會
に
て
来
會
者
四
百
五
十
人
に
逹
せ
り
此
日
高
村
氏
よ

り
美
術
學
校
木
彫
科
標
本
費
の
中
へ
壼
千
圃
美
術
協
會
玄
闊
修
築
費
の
中

ヘ
壺
千
圃
東
京
府
美
術
館
増
築
費
の
中
へ
壺
千
圃
寄
付
の
申
出
あ
り
た

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
日
は
正
木
直
彦
、
彫
刻
科
教
官
ら
の
外
に
横
山
大

観
、
川
合
玉
堂
、
和
田
英
作
、
小
室
翠
雲
そ
の
他
美
術
界
の
面
々
が
大
勢
出
席

し
、
大
宴
会
と
な
っ
た
の
で
、
翌
日
の
各
紙
が
写
真
入
り
で
大
き
く
採
り
上
げ

た
。
『
東
京
毎
夕
新
聞
』
は
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

〔
上
略
〕
貞
丈
の
講
談
谷
風
や
、
天
洋
の
奇
術
や
結
城
孫
一
＿
一
郎
の
操
人
形
十

種
香
な
ど
の
餘
興
の
中
に
、
光
雲
翁
は
一
族
四
人
と
共
に
山
本
瑞
雲
氏
に
案

内
さ
れ
て
ニ
コ
／
＼
と
し
て
設
け
の
席
に
つ
く
、
彼
地
か
ら
も
此
地
か
ら
も

翁
を
取
巻
い
て
賀
辟
を
述
べ
る
、
餘
興
が
演
む
と
愈
々
祝
賀
會
に
移
る
、
司

會
は
内
藤
伸
氏
、
賀
辟
は
平
山
成
信
男
と
正
木
直
彦
氏
、
そ
の
賀
辟
の
中
に

は
簡
雖
な
が
ら
翁
が
五
十
餘
年
美
術
界
に
致
し
た
功
努
が
よ
く
盛
く
さ
れ
て

ゐ
る
、
そ
れ
が
終
る
と
平
尾
賛
平
氏
が
恭
し
く
記
念
品
目
録
を
賑
呈
す
る
、

そ
れ
は
此
日
参
會
し
た
人
々
の
自
署
の
帖
と
、
郎
興
の
詩
歌
書
聾
の
帖
、
そ

れ
か
ら
老
の
身
を
安
ら
か
に
と
い
ふ
意
味
の
夜
具
一
襲
ね
、
綸
聾
一
頓
で
あ

る
、
翁
の
あ
の
福
相
に
一
層
の
嬉
し
さ
を
甚
へ
つ

4
感
極
つ
て
謝
辟
を
述
べ

た
、
か
う
し
て
式
は
七
時
十
分
頃
終
り
食
堂
も
開
か
れ
春
の
一
夜
を
楽
し
く

語
り
合
ひ
つ
4
九
時
頃
散
會
し
た
、
翁
は
こ
の
賀
宴
に
感
激
し
て
観
昔
像
千

憫
を
彫
刻
す
る
一
方
我
美
術
界
の
た
め
三
千
園
を
寄
付
す
る
こ
と
に
な
っ
た

が
、
千
圃
は
美
術
學
校
の
木
彫
科
の
研
究
費
に
、
千
圃
は
日
本
美
術
協
會
の

迎
賓
館
建
築
費
に
、
あ
と
の
千
薗
は
東
京
府
美
術
館
の
増
築
費
に
充
て
る
旨

正
木
美
術
學
校
長
か
ら
稜
表
さ
れ
た
尚
大
阪
の
木
彫
家
か
ら
光
雲
翁
に
立

派
な
記
念
品
が
賑
ら
れ
た
〔
下
略
〕

④

学
生
思
想
問
題
お
よ
び
。フ
ロ
レ
タ
リ
ア
美
術
運
動

昭
和
初
期
の
本
校
生
の
間
に
現
れ
た
顕
著
な
傾
向
と
し
て
、

一
般
に
学
生
思

想
問
題
と
呼
ば
れ
る
左
粟
思
想
活
動
と
そ
れ
に
関
連
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
美
術

運
動
へ
の
参
加
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

学
生
思
想
問
題
と
い
う
の
は
、
「
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
学
生
層

を
中
心
と
す
る
左
翼
的
、
社
会
主
義
的
思
想
お
よ
び
運
動
を
主
と
し
て
官
側
に

お
け
る
治
安
維
持
の
観
点
か
ら
当
時
総
括
し
た
言
葉
」
（
『
日
本
近
代
教
育
史
事

典
』
昭
和
四
十
六
年
、
平
凡
社
）
で
あ
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
は
大
正
七
年
に
終

結
し
た
が
、
い
わ
ゆ
る
戦
争
景
気
に
よ
っ
て
日
本
の
大
企
業
が
飛
躍
的
発
展
を

遂
げ
た
一
方
で
、
物
価
が
著
し
く
騰
貴
し
て
庶
民
生
活
の
困
窮
が
甚
し
く
な

り
、
全
国
各
地
で
米
騒
動
が
起
こ
る
な
ど
し
、
社
会
問
題
が
激
増
し
た
。
大
正

期
の
後
半
は
い
わ
ゆ
る
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
気
運
と
と
も
に
国
内
体
制
の
矛

盾
を
背
景
と
し
た
社
会
主
義
運
動
が
著
し
く
興
隆
し
た
時
代
で
あ
る
が
、
前
の

戦
争
景
気
は
一
転
し
て
恐
慌
の
到
来
を
招
き
、
経
済
界
の
不
況
が
続
く
な
か
で

庶
民
の
生
活
不
安
は
深
刻
な
も
の
と
な
っ
て
行
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
大
正

十
二
年
九
月
一
日
に
は
関
東
大
震
災
が
起
こ
り
、
東
京
と
そ
の
近
辺
は
大
混
乱

に
陥
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
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