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はじめに

　
　
　
は
じ
め
に

　
編
者
は
二
〇
二
一
年
三
月
に
定
年
を
迎
え
、
九
州
大
学
を
退
職
し
た
。
着
任
が
一
九
八
五
年
四
月
な
の
で
、
ち
ょ
う
ど
三
十
六
年
間
在

籍
し
、
教
鞭
を
執
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
本
書
は
、
こ
の
間
に
学
生
と
し
て
編
者
と
出
会
っ
た
方
々
、
そ
し
て
友
人
と
し
て
お
付
き
合

い
い
た
だ
い
た
方
々
の
寄
稿
か
ら
な
る
。
ま
ず
、
各
論
文
の
概
要
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

　
本
論
集
は
、
全
体
を
第
一
部
「
九
州
と
対
外
交
流
」、
第
二
部
「
文
化
交
流
の
展
開
」
の
二
部
構
成
と
し
た
。

　
第
一
部
「
九
州
と
対
外
交
流
」
で
は
、
ま
ず
延
敏
洙
「
元
岡
Ｇ
―
6
号
墳
の
庚
寅
銘
大
刀
と
百
済
の
刀
剣
外
交
」
が
、
当
該
大
刀
は
百

済
王
子
護
送
の
際
の
筑
紫
火
君
の
功
績
に
対
し
て
百
済
王
か
ら
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
見
た
上
で
、
百
済
か
ら
倭
王
権
に
対
し
て
行
わ

れ
て
い
た
刀
剣
外
交
の
一
例
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
庚
寅
銘
大
刀
に
つ
い
て
は
、
そ
の
金
象
嵌
銘
文
発
見
以
来
、
編
者
の
方
か
ら
報

告
書
そ
の
他
の
情
報
を
延
氏
に
伝
え
て
お
い
た
。
こ
の
大
刀
が
倭
王
権
か
ら
の
も
の
か
百
済
王
か
ら
の
も
の
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る

が
、
延
氏
は
倭
国
内
の
暦
日
の
使
用
例
、
金
石
文
に
お
け
る
「
太
歳
」
の
用
例
、
百
済
で
刀
剣
に
込
め
ら
れ
て
い
た
思
念
に
つ
い
て
検
討

し
、
更
に
百
済
王
余
昌
が
五
六
七
年
に
父
聖
王
の
供
養
の
た
め
に
扶
余
陵
山
里
に
願
刹
を
建
て
た
際
の
舎
利
龕
の
銘
文
に
も
注
意
を
促
し

た
う
え
で
、
タ
イ
ミ
ン
グ
か
ら
み
て
五
七
〇
年
と
い
う
大
刀
の
年
紀
は
百
済
の
国
内
事
情
に
よ
く
適
合
し
、
百
済
か
ら
の
賜
与
と
見
て
良

い
と
す
る
。
説
得
力
に
富
む
推
論
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
果
た
し
て
直
接
百
済
王
か
ら
火
君
に
授
与
さ
れ
た
の
か
、
倭
王
権
を
介
し

て
の
も
の
な
の
か
、「
十
二
」
の
解
釈（
刀
の
本
数
か
、
練
り
の
回
数
か
）と
も
絡
ん
で
、
ま
だ
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
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堀
江
　
潔
「
鞠
智
城
「
繕
治
」
の
歴
史
的
意
義
」
は
、
鞠
智
城
が
大
野
城
・
基
肄
城
と
と
も
に
文
武
二
年（
六
九
八
）に
繕
治
さ
れ
た
と

い
う
『
続
日
本
紀
』
の
記
事
に
つ
い
て
、
単
に
築
城
か
ら
三
〇
年
経
っ
た
が
た
め
の
修
理
で
は
な
く
、「
小
帝
国
」
日
本
律
令
国
家
の
威

儀
を
整
え
よ
う
と
す
る
文
武
朝
初
年
の
政
策
の
一
つ
と
い
う
政
治
的
意
図
を
く
み
取
る
べ
き
だ
と
す
る
。
南
方
に
対
す
る
鞠
智
城
の
位
置

づ
け
も
、
隼
人
や
南
島
人
に
軍
事
的
に
対
処
す
る
た
め
と
い
う
の
で
は
な
く
、
朝
貢
の
門
戸
と
し
て
捉
え
た
点
が
興
味
深
い
。
こ
う
考
え

る
こ
と
で
、
現
在
鼓
楼
と
し
て
復
原
さ
れ
て
い
る
八
角
形
建
物
は
、
王
権
の
象
徴
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
方
が
七
世

紀
の
八
角
形
墳
や
朝
鮮
半
島
の
八
角
形
建
物
と
共
通
の
意
義
を
持
つ
も
の
と
し
て
理
解
し
や
す
い
。
鞠
智
城
は
西
海
道
か
ら
東
に
離
れ
て

い
る
点
に
難
点
が
あ
る
が
、
考
え
方
の
方
向
性
と
し
て
は
悪
く
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
柴
田
博
子
「
令
制
日
向
国
の
成
り
立
ち
と
大
隅
・
薩
摩
」
は
、
従
来
漠
然
と
薩
摩
・
大
隅
両
国
成
立
以
前
の
南
九
州
一
帯
は
日
向
と
呼

ば
れ
、
天
武
朝
の
国
境
画
定
以
後
は
、
一
旦
、
日
向
国
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
、
少
な
く
と
も
大
宝
元
年
の
時
点
で
は
九
州
山
地

の
南
東
側
は
す
べ
て
日
向
国
で
あ
っ
た
の
で
、
大
宝
二
年
成
立
の
薩
摩
国
は
日
向
国
か
ら
分
立
し
た
、
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
を
批
判
し
、

南
九
州（
大
隅
・
薩
摩
地
域
）は
日
向
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
な
の
で
は
な
く
、
筑
紫
大
宰（
総
領
）の
直
接
管
理
下
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

大
隅
地
域
は
立
評
が
済
ん
で
い
た
の
で
大
宝
令
施
行
に
連
動
し
て
日
向
国
に
編
入
さ
れ
え
た
が
、
薩
摩
地
域
で
は
ほ
と
ん
ど
立
評
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
の
で
、
日
向
へ
の
編
入
が
で
き
ず
、
唱
更
国
と
し
て
建
て
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
東
北
の
陸
奥
国

と
同
様
の
位
置
づ
け
を
七
世
紀
末
〜
八
世
紀
初
頭
の
日
向
国
に
求
め
る
の
は
、
日
向
国
司（
国
宰
）に
想
定
さ
れ
る
統
治
能
力
か
ら
み
て
無

理
が
あ
る
だ
ろ
う
。
肥
後
や
豊
後
か
ら
の
移
民
政
策
や
、
文
武
朝
の
筑
紫（
竺
志
）総
領
に
よ
る
南
九
州
で
の
犯
罪
に
対
す
る
決
罰
と
い
う

面
か
ら
も
、
と
う
て
い
一
日
向
国
の
レ
ベ
ル
の
施
策
で
は
あ
り
え
ず
、
こ
の
地
域
は
総
領
直
轄
と
捉
え
た
方
が
無
理
が
な
い
。
ま
た
、
大

隅
と
薩
摩
と
の
状
況
の
違
い
に
着
目
し
た
の
は
卓
見
で
あ
ろ
う
。
筑
紫
総
領
の
方
で
直
轄
の
た
め
に
ど
う
い
う
シ
ス
テ
ム
を
設
け
て
い
た

か
、
こ
の
点
に
関
す
る
示
唆
も
興
味
深
い
。

　
河
上
麻
由
子
「
宝
亀
遣
唐
使
と
「
東
大
寺
六
宗
未
決
義
」」
は
、『
大
日
本
仏
教
全
書
』
に
収
め
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
歴
史
研
究
者
が
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ほ
と
ん
ど
正
面
か
ら
取
り
あ
げ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
史
料
を
吟
味
し
た
。
宝
亀
六
年
末
に
僧
綱
か
ら
南
都
各
宗
に
対
し
て
未
決
義
を
提
出

す
る
よ
う
に
と
い
う
要
請
が
あ
り
、
こ
れ
を
受
け
て
東
大
寺
等
が
翌
七
年
二
月
に
未
決
義
を
提
出
、
こ
れ
を
遣
唐
使
に
携
え
さ
せ
た
こ
と

を
確
認
し
た
後
、
実
は
こ
の
時
に
還
学
僧
と
し
て
未
決
義
を
携
え
て
入
唐
し
た
僧
こ
そ
徳
清
と
戒
明
で
あ
っ
た
こ
と
を
、『
因
明
大
疏
抄
』

に
徳
清
が
持
参
し
た
と
さ
れ
て
い
る
未
決
義
が
、
宝
亀
七
年
に
遣
唐
使
に
託
さ
れ
た
未
決
義
の
一
つ
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
証
明
す

る
。
こ
れ
ま
で
こ
の
二
人
は
、
宝
亀
の
初
め
に
出
発
し
て
渤
海
経
由
で
往
来
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
宝
亀
の
遣
唐
使
の
一
員
と
み

て
よ
い
こ
と
が
論
証
さ
れ
、『
日
本
霊
異
記
』
に
記
す
宝
亀
七
・
八
年
に
戒
明
が
筑
紫
で
法
会
を
開
い
た
と
す
る
記
事
も
信
憑
性
が
増
す

こ
と
に
な
る
。
大
仏
頂
経
の
真
偽
を
問
う
未
決
義
の
提
出
事
情
に
つ
い
て
の
推
論
を
も
含
め
、
関
西
に
あ
っ
て
仏
教
教
学
研
究
者
と
共
通

の
テ
キ
ス
ト
に
取
り
組
む
と
い
う
一
種
学
際
的
な
場
に
身
を
置
い
て
い
る
こ
と
を
活
か
し
て
、
考
証
の
醍
醐
味
を
示
し
て
い
た
だ
い
た
。

　
重
松
敏
彦
「
平
安
時
代
に
お
け
る
大
宰
府
の
対
外
的
機
能
―
そ
の
官
制
・
財
政
と
の
関
わ
り
―
」
は
、
大
宰
府
が
ど
の
よ
う
に
支
え
、

そ
し
て
管
理
し
て
き
た
か
と
い
う
、
い
わ
ば
現
地
側
の
視
点
で
こ
の
時
期
の
貿
易
を
捉
え
よ
う
と
す
る
点
に
特
長
が
あ
る
。
平
安
時
代
の

大
宰
府
に
関
す
る
研
究
は
そ
れ
ほ
ど
厚
い
研
究
史
に
恵
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
特
に
十
世
紀
以
降
の
大
宰
府
が
持
つ
対
外
的
機
能

に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
ト
レ
ン
チ
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
段
階
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
本
論
文
で
は
、
貿
易
に
お
け
る
大
宰
府

の
機
能
の
画
期
を
十
世
紀
末
〜
十
一
世
紀
初
頭
に
置
く
理
由
と
し
て
、
大
宰
府
に
よ
る
唐
物
使
の
検
領
機
能
の
引
き
継
ぎ
と
、
管
内
所
在

官
物
を
用
い
た
決
済
法
の
採
用
を
挙
げ
、
台
頭
し
て
き
た
府
官
層
を
そ
の
担
い
手
と
し
て
見
て
い
る
。
か
つ
て
平
野
邦
雄
氏
や
岡
藤
良
敬

氏
ら
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
大
宰
府
の
収
取
シ
ス
テ
ム
が
平
安
時
代
中
期
に
ど
の
よ
う
な
形
で
運
営
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
か

ら
貿
易
に
関
わ
る
経
費
が
ど
の
よ
う
に
支
弁
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
全
体
像
の
復
原
案
を
提
示
し
て
い
た
だ
い
た
点
に
意
義
が
あ
る
と
言

え
よ
う
。

　
永
山
修
一
「
貞
観
仁
和
の
開
聞
岳
噴
火
記
事
に
関
す
る
再
論
」
は
、
鹿
児
島
県
指
宿
市
橋
牟
礼
川
遺
跡
で
検
出
さ
れ
た
紫
コ
ラ
・
泥
流

に
覆
わ
れ
た
建
物
や
畑
地
の
状
況
が
、『
三
代
実
録
』
に
載
る
現
地
報
告
と
よ
く
対
応
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
遺
構
の
年
代
観
を
九
世
紀
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後
半
と
考
え
て
き
た
永
山
氏
の
説
に
対
し
、
同
じ
紫
コ
ラ
噴
出
後
の
泥
流
に
覆
わ
れ
た
敷
領
遺
跡
の
建
物
跡
で
検
出
さ
れ
た
土
器
は
八
世

紀
末
〜
九
世
紀
前
半
で
あ
る
と
の
年
代
観
に
立
っ
て
、
問
題
の
紫
コ
ラ
の
噴
出
は
『
三
代
実
録
』
の
記
事
よ
り
は
遡
る
も
の
で
は
な
い

か
、
従
っ
て
橋
牟
礼
川
遺
跡
の
埋
没
状
況
と
『
三
代
実
録
』
の
記
述
と
を
対
応
さ
せ
る
の
は
誤
り
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
た
た

め
、
あ
ら
た
め
て
国
史
に
載
る
貞
観
・
仁
和
の
開
聞
岳
噴
火
の
記
事
を
検
証
し
、
確
か
に
こ
の
時
に
開
聞
岳
が
噴
火
し
て
政
府
が
対
応
に

尽
力
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
紫
コ
ラ
の
上
に
は
火
山
泥
流
が
確
認
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
紫
コ
ラ
を
貞
観
・
仁
和
の
噴
火
の
噴
出

物
と
見
な
さ
ざ
る
を
得
ず
、
従
来
の
見
方
で
問
題
な
い
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
文
献
史
学
の
方
法
に
よ
る
限
り
至
極
も
っ
と
も
な
推
論
に

思
わ
れ
る
。
紫
コ
ラ
は
広
く
降
り
積
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
ら
、
遠
く
な
い
将
来
に
埋
没
樹
木
の
年
輪
年
代
測
定
な
ど
、
全
く
別
の
観

点
・
方
法
か
ら
検
証
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
森
　
哲
也
「
観
世
音
寺
公
験
案
の
成
立
」
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
東
大
寺
文
書
の
保
管
・
出
納
状
況
の
復
原
研
究
に
心
血
を
注
い
で
き

た
森
氏
が
、
平
安
時
代
末
に
東
大
寺
の
末
寺
と
さ
れ
た
際
に
作
ら
れ
、
そ
し
て
東
大
寺
に
送
ら
れ
た
観
世
音
寺
文
書
の
案
文
の
も
と
と
な

っ
た
文
書
が
、
本
来
観
世
音
寺
で
ど
の
よ
う
な
形
で
伝
来
し
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
公
験
案
と
し
て
作
ら
れ
て
い
っ
た
か
を
検
討
し
た
も
の

で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
公
験
案
が
基
づ
い
た
の
は
基
本
的
に
正
文
で
あ
る
こ
と
、
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
大
半
は
未
成
巻
の
ま
ま
伝
え
ら
れ

て
き
た
ら
し
く
、
こ
れ
を
時
系
列
と
は
逆
順
に
並
べ（
同
年
な
ら
月
日
順
）、
そ
れ
を
写
し
て
公
験
案
と
し
た
ら
し
い
こ
と
を
読
み
取
っ
て

い
る
。
地
方
寺
院
に
お
け
る
伝
来
文
書
の
存
在
形
態
を
考
え
た
も
の
と
し
て
興
味
深
い
が
、
兵
馬
所
や
高
子
内
親
王
家
・
内
蔵
寮
な
ど
と

の
係
争
を
抱
え
た
こ
と
も
あ
る
寺
と
し
て
、
未
成
巻
の
状
態
で
保
管
し
て
い
て
は
参
照
に
不
便
、
か
つ
散
逸
の
恐
れ
も
あ
る
よ
う
に
思
う
。

宝
蔵
の
中
で
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
保
管
さ
れ
て
い
た
の
か
、
ま
た
、
他
の
寺
院
で
は
ど
う
な
の
か
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
田
渕
義
樹
「
大
友
家
文
書
第
四
巻
「
鎌
倉
代
々
御
教
書
」
の
再
検
討
」
は
、
柳
川
古
文
書
館
館
長
を
退
職
し
、
今
は
浙
江
大
学
日
本
文

化
研
究
所
に
在
任
し
て
い
る
田
渕
氏
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
モ
ン
ゴ
ル
侵
攻
時
の
軍
事
体
制
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
資
料
で

あ
る
当
該
巻
子
に
つ
い
て
の
村
井
章
介
氏
の
見
解
に
異
を
唱
え
た
も
の
で
あ
る
。
村
井
氏
は
本
史
料
を
、
大
友
本
宗
家
が
か
つ
て
九
州
一


