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九
州
大
学
に
於
け
る
三
十
年
間
の
教
師
生
活
を
い
ま
振
返
つ
て
み
る
と
、
何
と
し
て
も
戦
争
に
因
る
十
年
間
の
空
白
は
痛
ま
し
い
憶
出
の
種
で
あ
る
。
僕
の

よ
う
に
当
時
の
世
潮
の
波
に
乗
ら
な
い
英
文
学
を
専
攻
し
て
い
た
者
は
、
み
ず
か
ら
進
ん
で
専
門
の
領
域
か
ら
踏
み
出
し
て
仕
事
を
求
め
な
い
限
り
、
世
間
的

に
は
疎
ん
ぜ
ら
れ
、
と
き
に
は
白
眼
視
さ
れ
た
存
在
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
同
学
の
人
々
の
中
で
転
身
の
術
に
長
じ
巧
に
バ
ス
に
乗
換
え
て
花
々
し
い
活
動
を
し

た
学
者
先
生
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
は
そ
れ
で
良
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
う
し
た
人
は
戦
後
に
厳
粛
な
自
己
反
省
を
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
今

更
咎
め
立
て
る
の
は
野
暮
で
あ
る
。
し
か
し
文
化
人
と
称
せ
ら
れ
る
或
る
種
の
人
々
は
そ
の
体
内
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
病
菌
を
有
つ
て
い
て
絶
え
ず
自
分
の

名
前
や
自
分
の
仕
事
が
世
間
に
知
ら
れ
な
い
と
幸
福
感
を
味
い
得
な
い
固
疾
が
あ
る
よ
う
で
、
ま
こ
と
に
お
気
の
毒
で
あ
る
。

英
語
教
育
が
戦
争
中
軽
視
さ
れ
た
こ
と
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。
「
米
英
鬼
畜
」
の
言
語
と
し
て
英
語
を
教
課
か
ら
外
し
た
中
等
学
校
さ
え
あ
っ
た
。
勇
敢
と
先

見
の
明
を
有
っ
た
英
語
教
師
で
進
ん
で
南
方
司
政
官
に
転
身
し
た
例
を
幾
つ
か
身
近
か
に
知
つ
て
い
る
。

戦
に
関
係
し
た
軍
人
に
対
し
て
日
本
語
を
頗
る
能
率
的
に
教
え
た
。
終
戦
直
後
博
多
に
進
駐
し
て
来
た
ア
メ
リ
カ
将
兵
の
中
に
日
本
語
の
読
み
書
き
の
で
き
る

者
が
多
い
の
に
驚
い
た
記
憶
が
あ
る
）

．． 

し
か
し
九
州
大
学
に
関
す
る
限
り
英
文
学
の
研
究
と
そ
の
授
業
に
つ
い
て
当
局
か
ら
何
等
の
干
渉
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
を
い
ま
想
起
す
る
。
戦
争
の
さ
な

か
に
教
室
で
は
学
生
と
と
も
に

C
h
a
u
c
e
r
を
読
ん
で
い
た
。
英
文
学
の
専
攻
学
生
も
学
徒
動
員
の
た
め
そ
の
数
は
減
っ
た
が
、
教
室
か
ら
学
生
の
姿
が
全
く

消
え
去
っ
た
学
期
は
一
度
も
な
か
っ
た
。
結
局
英
文
学
の
学
燈
は
時
局
の
荒
い
風
に
吹
か
れ
な
が
ら
も
え
続
け
た
と
言
っ
て
よ
い
。
今
に
し
て
憶
え
ば
当
時
の

支
配
的
勢
力
に
は
案
外
寛
容
さ
が
あ
っ
て
大
学
の
自
治
に
は
容
易
に
手
を
つ
け
な
か
っ
た
ら
し
い
。
む
し
ろ
文
化
人
と
か
知
識
人
と
言
わ
れ
る
人
達
が
支
配
的

勢
力
に
迎
合
し
て
、
戦
後
に
そ
の
醜
態
を
畷
わ
れ
た
例
が
多
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

憶

出

と

偶

感

中

（
他
方
「
鬼
畜
」
の
米
国
で
は
開
戦
早
々
太
平
洋
作

山

竹

郎

ー



戦
時
の
日
常
生
活
に
於
け
る
苦
難
ー
|
苺
日
の
空
腹
感
や
空
襲
に
対
す
る
恐
怖
な
ど
_
ー
は
大
学
に
職
を
奉
ず
る
者
も
一
般
市
民
と
異
る
所
は
な
か
っ
た
ろ

う
。
し
か
し
英
文
学
と
言
わ
ず
一
般
人
文
科
学
研
究
に
た
ず
さ
わ
る
人
々
に
と
り
て
は
必
要
文
献
の
人
手
難
や
研
究
室
の
荒
廃
と
言
っ
た
別
の
苦
難
が
加
わ
っ

た
。
そ
の
苦
難
は
試
煉
で
あ
り
、
学
問
に
対
す
る
熱
意
と
人
文
科
学
者
と
し
て
の
節
操
が
厳
し
い
試
煉
の
台
に
据
え
ら
れ
た
。
僕
自
身
の
こ
と
を
言
う
と
、
そ

の
間
絶
え
ず
学
問
精
進
の
道
を
歩
み
続
け
た
な
ど
と
は
義
理
に
も
言
え
な
い
ほ
ど
虚
脱
と
昏
迷
の
中
を
さ
ま
よ
っ
た
。
営
養
失
調
の
一
歩
手
前
ま
で
来
て
は
も

の
を
読
み
筆
を
執
る
気
力
が
な
く
な
る
。
敗
戦
の
色
は
益
々
濃
く
な
り
生
活
上
の
不
安
と
焦
慮
の
う
ち
に
月
日
が
流
れ
て
ゆ
く
。
し
か
し
こ
う
し
た
空
白
の
合

間
に
自
分
が
甦
つ
て
、
こ
れ
で
は
い
け
な
い
、
こ
れ
で
は
精
神
的
の
自
殺
だ
、
と
囁
く
声
が
自
分
の
中
に
聞
え
て
来
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
防
空
濠
掘
り
に
精
力

を
消
耗
し
つ
く
す
よ
り
寧
ろ
自
分
の
好
き
な
中
世
ロ
マ
ン
ス
を
読
み
な
が
ら
爆
弾
に
あ
た
つ
て
死
ん
だ
方
が
ま
し
で
あ
る
と
感
じ
る
時
も
あ
っ
た
。
冷
酷
極
り

な
い
現
実
の
生
活
苦
の
さ
な
か
に
異
国
の
中
世
文
学
を
読
ん
で
ど
れ
程
の
感
銘
が
得
ら
れ
る
か
は
別
と
し
て
、
文
学
研
究
で
渡
世
し
て
い
る
自
分
に
と
り
、
そ

れ
は
義
務
で
あ
り
、
ま
た
悦
楽
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
そ
う
し
た
反
省
が
長
い
無
気
力
か
ら
自
分
を
救
つ
て
く
れ
た
こ
と
も
あ
る
。

生
活
か
ら
猜
離
し
た
文
学
研
究
は
人
生
の
現
実
に
直
面
し
て
そ
の
根
底
を
揺
す
ぶ
ら
れ
る
も
の
だ
、
と
痛
感
し
た
の
は
そ
の
頃
で
あ
っ
た
。
文
学
研
究
と
研

究
者
自
身
の
生
活
と
の
相
関
関
係
の
意
義
を
そ
の
頃
遅
播
き
な
が
ら
知
っ
た
。
文
学
の
鑑
賞
と
知
識
が
た
だ
単
に
文
化
生
活
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー
で
あ
っ
て
は
な

ら
ぬ
し
、
ま
た
そ
の
研
究
発
表
が
た
だ
単
に
自
分
の
業
績
リ
ス
ト
の
量
を
殖
す
た
め
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
ん
な
も
の
で
な
く
、
も
つ
と
実
践
的
な
、
も
つ

と
深
い
意
味
に
於
て
研
究
者
の
生
活
と
結
び
つ
き
、
日
常
生
活
の
中
に
溶
け
こ
む
ー
ー
や
が
て
は
研
究
者
の
人
生
観
と
性
格
に
或
る
強
い
作
用
を
及
ぼ
す
ー
ー
集

そ
こ
ま
で
行
か
ね
ば
文
学
研
究
は
本
物
で
な
い
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
。
こ
こ
で
言
う
相
関
関
係
は
狭
く
解
釈
す
る
と
妙
な
こ
と
に
な
る
。
中
世
文
学
の
研

究
者
が
中
世
人
の
生
活
に
帰
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
か
、

Milton
学
者
が
清
教
的
信
仰
を
有
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
か
の
意
味
で
は
な
い
。
凡
そ
文
学
作
品
は
そ
の
時

代
の
文
化
環
境
を
背
景
と
し
て
そ
の
作
家
の
内
的
体
験
を
直
接
に
或
は
間
接
に
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
外
的
環
境
は
現
代
の
そ
れ
と
変
つ
て
い
て

も
、
作
品
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
る
作
者
の
内
的
経
験
の
中
に
は
こ
れ
を
受
取
っ
て
吾
々
自
身
の
生
活
の
中
に
生
か
し
得
る
も
の
が
多
か
れ
少
か
れ
在
る
に
違
い

な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
文
学
作
品
は
存
在
し
な
い
し
、
ま
た
存
在
の
価
値
も
な
い
筈
で
あ
る
。
文
学
を
ま
と
も
に
鑑
賞
す
る
こ
と
は
そ
の
作
家
の
心
を
自
分
の

心
の
中
に
移
し
入
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
或
る
作
家
を
永
い
間
研
究
し
鑑
賞
を
繰
返
し
積
み
重
ね
て
ゆ
く
間
に
は
不
知
不
識
の
う
ち
に
作
家
の
内
的
経
験
が
研
究

者
の
中
に
移
植
さ
れ
消
化
さ
れ
変
形
さ
れ
て
残
る
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
研
究
者
自
身
の
思
想
や
情
緒
の
動
き
方
に
影
響
す
る
に
違
い
な
い
。
そ
こ
ま

で
行
か
ね
ば
文
学
研
究
は
本
物
で
な
い
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
。
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
研
究
も
只
知
識
と
し
て
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
で
は
足
り
な
い
。
何
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か
の
意
味
で
、
何
か
の
形
で
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
研
究
者
自
身
の
生
活
の
中
に
具
現
す
る
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

絃
で
憶
出
す
の
は
、
僕
が
学
生
時
代
に
教
わ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
ニ
コ
ル
ズ

(
R
o
b
e
r
t
N
i
c
h
o
l
s
)

が
講
義
の
と
き
言
っ
た
言
葉
の
一
節
で
あ
る
—
|
＇

S
h
e
l
l
e
y

を
研
究
す
る
日
本
の
学
生
は
硯
在
の
日
本
で
如
何
に
生
活
し
行
動
す
べ
き
か
を
考
え
給
え
、
と
言
う
趣
意
だ
っ
た
。
つ
ま
り

S
h
e
l
l
e
y
読
み
の

S
h
e
l
l
e
y
知
ら
ず
で
は
い
け
な
い
と
言
う
意
味
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
問
題
を
考
え
る
場
合
に
そ
れ
に
伴
う
幾
多
の
条
件
乃
至
制
約
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば

S
h
e
l
l
e
y
を
専
攻
す
る
学
徒
が

S
h
e
l
l
e
y

の
社
会
観
と
恋
愛
観
を
そ
の
ま
ま
実
践
に
移
す
と
す
れ
ば
そ
の
学
徒
は
現
代
生
活
の
中
で
多
く
の
壁
に
ぶ
つ
つ
か
り
血
み
ど
ろ
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
学
び
と
る

べ
き
は

S
h
e
l
l
e
y
精
神
の
根
底
に
横
わ
る
も
の
、
即
ち
私
見
に
よ
れ
ば
一
途
に
純
真
に
美
を
求
め
る
欲
求
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
れ
が
事
に
ふ
れ
て
或
は
支
配

勢
力
え
の
反
抗
、
或
は
伝
統
的
結
婚
制
度
の
否
定
と
な
つ
て
現
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。

英
文
学
に
は
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
な
社
会
観
乃
至
人
生
観
を
有
ち
、
そ
れ
を
作
品
を
通
じ
て
読
者
に
宣
べ
博
え
よ
う
と
意
図
す
る
作
家
が
頻
る
多
い
。
勿
論
「
私

的
関
心
」
を
以
て
個
人
の
情
緒
や
行
動
を
主
題
と
す
る
散
文
韻
文
の
作
品
も
数
多
い
け
れ
ど
、
作
家
が
「
公
的
関
心
」
を
以
て
社
会
を
描
合
、
社
会
制
度
の
欠

陥
を
示
し
、
或
は
文
明
、
時
代
、
人
間
性
一
般
に
対
す
る
批
判
を
テ
ー
マ
と
す
る
作
品
も
決
し
て
少
く
な
い
。
こ
の
種
の
作
品
は

m
e
s
s
a
g
e
文
学
と
言
っ
て

も
よ
か
ろ
う
。
日
本
文
学
と
較
べ
て
此
の
種
の
作
家
と
作
品
の
多
い
点
が
英
文
学
の
特
質
の
―
つ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ご
く
身
近
な
例
を
と
つ
て
み
て
も

W
e
l
l
s
の
自
然
科
学
の
進
歩
に
依
拠
す
る
社
会
改
造
説
、

S
h
a
w
の

F
a
b
i
a
n
s
o
c
i
a
l
i
s
m
に
よ
る
社
会
批
評
、

T
.
S. 
Eliot
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
的
世
界

観
に
基
く
文
明
批
評
、
或
は

A
l
d
o
u
s

H
u
x
l
e
y

の
自
然
科
学
の
将
来
に
対
す
る
懐
疑
と
こ
れ
に
関
連
し
て
神
秘
的
或
は
東
洋
的
思
想
の
導
入
に
よ
る
文
明

社
会
の
救
済
策
な
ど
枚
挙
に
追
が
な
い
程
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
作
家
の
立
つ
て
い
る
思
想
的
基
盤
が
そ
れ
ぞ
れ
異
つ
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
の
志
向
す

る
方
角
も
甚
だ
相
違
し
て
い
る
。
仮
り
に

M
i
l
t
o
n
,
S
h
a
w
,
 -
L
a
w
r
e
n
c
e
と
言
う
三
作
家
の
名
を
拉
べ
て
み
た
だ
け
で
も
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
信
ず
る
所
、
語

る
所
、
強
調
す
る
所
に
、
氷
炭
相
容
れ
な
い
も
の
が
如
何
に
多
く
存
在
す
る
か
を
暗
示
す
る
に
足
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

従
つ
て
斯
う
し
た
作
家
の

m
e
s
s
a
g
e• 
を
い
ち
い
ち
、
額
面
通
り
に
受
取
り
、
そ
れ
を
自
分
の
生
活
の
中
に
持
つ
て
来
る
な
ど
と
言
う
こ
と
は
所
詮
不
可

能
で
も
あ
り
、
愚
か
し
い
業
で
も
あ
る
。
総
じ
て
文
学
作
品
の

m
e
s
s
a
g
e
は
時
代
の
推
移
に
よ
り
そ
の
価
値
が
変
る
も
の
で
あ
り
、
文
学
と
し
て
は
そ
の
底

に
あ
る
人
間
性
が
重
大
で
あ
る
筈
で
あ
る
。

前
に
拉
べ
て
み
た
三
人
の
作
家
は
頗
る
相
異
る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
有
つ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
こ
に
は
共
通
の
底
流
が
あ
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
何
か
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ひ
た
む
き
な
意
欲
、
自
分
の
信
念
を
守
り
続
け
て
世
間
の
嘲
笑
な
り
迫
害
に
屈
し
な
い
強
毅
な
心
構
え
で
あ
る
。
殉
難
殉
教
の
体
験
に
乏
し
い
日
本
人
は

M
i
l
t
o
n
を
持
ち
、

Sir
T
h
o
m
a
s
 M
o
r
e
を
持
つ
英
文
学
か
ら
学
ぶ
所
が
多
い
筈
で
あ
る
。

L
a
w
r
e
n
c
e
の
小
説
の
特
質
は
、
彼
の
鋭
い
感
性
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
、
彼
が
現
代
資
本
主
義
社
会
と
近
代
欧
州
文
明
と
に
対
す
る
反
抗
精
神
の
真
摯
さ
に
あ
る
°
セ
ッ
ク
ス
過
剰
は
彼
の
欠
陥
で
あ
り
、
そ
れ
に
幻
惑
さ

れ
る
よ
う
で
は
文
学
は
理
解
で
善
な
い
。

英
文
学
の
い
ま
―
つ
の
特
質
は
そ
の

h
u
m
o
u
r
の
豊
か
さ
で
あ
り
、
此
の
点
で
も
吾
々
の
学
ぶ
所
は
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
英
文
学
史
上
一
流
の
作
家

で
も

h
u
m
o
u
r
が
欠
け
て
い
れ
ば
そ
れ
は
大
き
な
欠
点
と
さ
れ
る
。
ま
た
特
に
豊
か
な
諧
請
的
気
分
を
有
っ
た
作
家
で
も
そ
れ
ぞ
れ

h
u
m
o
u
r
が
質
的
に

異
つ
て
い
る
。

D
i
c
k
e
n
s
,
L
a
m
b
,
 
S
h
a
k
e
s
p
e
a
r
e
,
 
C
h
a
u
c
e
r
ー
み
な
傑
れ
た
h
u
m
o
u
r
i
s
t
s
で
あ
る
が
そ
れ
ぞ
れ
持
味
が
違
う
。
そ
の
差
異
は
容
易

に
捕
捉
し
難
い
デ
リ
ケ
ー
ト
の
違
い
で
あ
り
、
例
え
ば
食
通
の
よ
く
語
る
瀬
戸
内
の
鯛
と
外
海
の
鯛
の
味
の
違
い
に
似
た
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

き
ま
じ
め
な
、
時
に
は
圧
え
つ
け
ら
れ
そ
う
な
気
分
を
和
ら
げ
る
謂
わ
ば
緩
衝
的
な
機
能
を
有
つ
ィ
ギ
リ
ス
人
の
諧
認
に
は
吾
々
と
し
て
学
ぶ
所
が
多
い
。

断
頭
台
上
に
首
を
さ
し
の
べ
な
が
ら
獄
吏
に
向
つ
て
あ
の
諧
請
を
弄
し
得
た

Sir
T
h
o
m
a
s
 M
o
r
e

の
偉
大
さ
に
は
近
ず
善
得
な
い
と
し
て
も
、
，
吾
々
の
日

常
生
活
の
中
に
も
つ
と

h
u
m
o
u
r
の
温
み
が
あ
っ
て
欲
し
い
。

ば
刺
身
の
つ
ま
か
、
そ
ば
の
薬
味
く
ら
い
の
役
を
勤
め
る
。

公
的
私
的
の
人
間
の
集
い
に
於
け
る
適
度
の
諧
詰
は
決
し
て
儀
礼
を
損
う
も
の
で
な
く
謂
わ

英
文
学
を
三
十
年
の
あ
い
だ
教
え
て
、
若
い
学
生
と
共
に
い
ろ
い
ろ
の
作
家
を
読
ん
だ
こ
と
は
今
と
な
つ
て
楽
し
い
憶
出
で
あ
る
。
自
分
の
趣
味
は
中
世
に

あ
っ
た
け
れ
ど
も
教
室
で
の
講
読
は
そ
れ
に
偏
し
な
い
よ
う
に
心
が
け
た
つ
も
り
だ
。
難
解
な

B
r
o
w
n
i
n
g
で
学
生
を
悩
ま
し
た
り
、

C
h
a
u
c
e
r
の
猥
雑
さ

に
不
心
得
の
学
生
を
喜
ば
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
当
時
聴
講
し
た
古
い
卒
業
生
の
中
に
は
声
色
ま
じ
り
に
そ
の
頃
の
僕
の
講
義
ぶ
り
を
語
っ
て
旧
師
を
椰
楡
す

る
悪
戯
者
も
あ
る
。
翌
日
の
講
義
の
原
稿
に
苦
吟
し
た
こ
と
、
山
と
積
ま
れ
た
卒
業
論
文
の
審
査
に
て
こ
ず
ら
さ
れ
た
こ
と
な
ど
憶
出
は
尽
き
な
い
。
要
す
る

に
僕
は
凡
庸
な
一
教
師
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
今
後
も
凡
庸
な
老
学
徒
と
し
て
余
生
を
送
る
外
は
な
い
。
し
か
し
自
分
が
英
文
学
を
学
ん
だ
こ
と
は
生
涯
の
幸
福

で
あ
っ
た
と
し
み
じ
み
思
う
。
凡
庸
無
能
な
自
分
は
随
分
無
益
な
道
草
を
喰
つ
て
身
に
つ
か
な
い
読
書
に
乏
し
い
精
力
を
費
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
英
米
の
作

家
か
ら
教
え
ら
れ
る
所
が
な
い
で
も
な
か
っ
た
°
殊
に

C
h
a
u
c
e
r
か
ら
暗
示
さ
れ

M
o
r
r
i
s
と

T
h
o
r
e
a
u
か
ら
汲
み
と
り
得
た
こ
と
は
、
そ
の
幾
分
な
り

と
も
自
分
の
老
後
の
生
活
の
中
に
修
業
し
て
み
た
い
と
念
願
し
て
い
る
。
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