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度
入
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九
州
工
業
大
学
長

尾
家

祐
二

こ
の
度
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
（CO

V
ID
-19

）
の
影
響
拡
大
に
伴
い
、

関
係
す
る
皆
さ
ま
の
健
康
面
・
安
全
面
を

考
慮
し
、
感
染
拡
大
の
リ
ス
ク
を
で
き
る

だ
け
減
ら
す
た
め
に
、
令
和
２
年
度
九
州

工
業
大
学
入
学
式
の
中
止
を
決
定
し
ま

し
た
。

入
学
生
を
は
じ
め
、
保
護
者
お
よ
び
関

係
者
の
皆
さ
ま
が
心
待
ち
に
さ
れ
て
い
た

こ
と
と
存
じ
ま
す
が
、
皆
さ
ま
の
安
全
確

保
と
感
染
拡
大
防
止
を
最
優
先
と
し
極
め

て
残
念
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
こ
の
よ
う
な

決
断
に
至
っ
た
こ
と
を
、
何
卒
ご
理
解
賜

り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
あ
り
ま
す
が
、

改
め
ま
し
て
、
ご
入
学
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
栄
え
あ
る
こ
の
日
を
迎
え
ら
れ

ま
し
た
皆
さ
ん
に
、
心
か
ら
お
祝
い
を
申

し
上
げ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
ご

努
力
に
敬
意
を
表
し
ま
す
。
九
州
工
業
大

学
に
皆
さ
ん
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
こ
と
は
、
こ
の
上
な
い
喜
び
で
あ
り
ま

す
。
教
職
員
を
代
表
し
て
お
祝
い
申
し
上

げ
ま
す
。

こ
れ
か
ら
皆
さ
ん
が
学
ば
れ
る
九
州
工

業
大
学
は
、
１
９
０
９
年
に
開
校
し
た
私

立
明
治
専
門
学
校
を
前
身
と
し
て
い
ま
す
。

創
立
者
は
、
安
川
敬
一
郎
氏
で
す
。
我
が

国
の
産
業
の
礎
と
な
っ
た
北
九
州
及
び
筑

豊
地
域
で
安
川
電
機
の
設
立
な
ど
様
々
な

産
業
を
興
さ
れ
た
経
済
界
の
重
鎮
で
す
。

明
治
時
代
の
日
本
は
、
産
業
面
、
経
済

面
に
お
い
て
、
当
時
の
世
界
の
大
国
か
ら

は
、
大
き
く
遅
れ
を
と
っ
て
い
た
た
め
、

国
家
を
支
え
る
人
材
育
成
が
必
要
で
し
た
。

安
川
先
生
は
、「
国
家
に
よ
っ
て
得
た
利

益
は
国
家
の
た
め
に
使
う
べ
き
で
あ
る
」

と
い
う
信
念
か
ら
巨
額
の
私
財
を
投
じ
、

我
が
国
の
産
業
の
振
興
を
支
え
る
技
術
者

を
育
成
す
る
明
治
専
門
学
校
を
創
設
さ
れ

ま
し
た
。

安
川
先
生
は
明
治
専
門
学
校
の
教
育
と

研
究
を
東
京
帝
国
大
学
総
長
で
あ
ら
れ
た

山
川
健
次
郎
先
生
に
託
さ
れ
ま
し
た
。
山

川
先
生
は
、
開
校
式
に
お
い
て
、
明
治
専

門
学
校
を
「
技
術
ニ
通
ジ
テ
イ
ル
ジ
ェ
ン

ト
ル
マ
ン
ヲ
養
成
ス
ル
学
校
デ
ア
ル
」
と

宣
言
さ
れ
、
品
格
と
創
造
性
を
も
つ
人
材

を
輩
出
す
る
こ
と
を
目
指
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
山
川
先
生
の
志
は
、「
技
術
に
堪
能

な
る
士
君
子
」
の
養
成
と
い
う
本
学
の
建

学
の
理
念
と
し
て
、
100
年
以
上
の
歴
史
を

超
え
て
脈
々
と
伝
え
ら
れ
、
現
在
に
至
っ

て
い
ま
す
。
新
入
生
の
諸
君
は
「
技
術
に

堪
能
な
る
士
君
子
」
と
い
う
言
葉
を
こ
の

場
で
覚
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
皆
さ
ん
が
こ
れ
か
ら
本
学
で
学

び
始
め
る
こ
の
機
会
に
、
改
め
て
、
な
ぜ

学
ぶ
の
か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
学
ぶ
の

か
、
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。

歴
史
学
者
リ
ン
・
ハ
ン
ト
は
そ
の
著

「
な
ぜ
歴
史
を
学
ぶ
の
か
」（
岩
波
書
店

刊
）
の
最
後
に
お
い
て
、
紀
元
前
の
ロ
ー

マ
時
代
の
政
治
家
キ
ケ
ロ
の
次
の
言
葉
を

引
用
し
て
い
ま
す
。「
生
ま
れ
る
前
に
起

こ
っ
た
事
項
に
対
し
て
無
知
で
い
る
こ
と

は
、
子
供
の
ま
ま
で
い
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
」。
歴
史
だ
け
で
な
く
、
様
々
な

こ
と
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
皆
さ

ん
は
、
自
ら
の
い
ろ
い
ろ
な
可
能
性
を
見

出
し
た
り
、
自
ら
を
創
り
上
げ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
多
く
を
学
び
、
多
く
を
考
え
、

多
く
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
個
性
が
築
か
れ
ま
す
。
そ
の
こ
と

の
大
切
さ
に
つ
い
て
は
、
お
よ
そ
２
５
０

０
年
前
の
中
国
の
孔
子
も
、「
直
き
を
友

り
ょ
う

た
ぶ
ん

と
し
、
諒
を
友
と
し
、
多
聞
を
友
と
す

る
は
益
な
り
。」（
季
氏
第
十
六
）
と
言
っ

て
い
ま
す
。
中
国
文
学
者
吉
川
幸
次
郎

の
著
「
論
語

下
」（
朝
日
新
聞
社
刊
）

で
は
、「『
直
き
』
と
は
、
剛
直
な
人
物
。

『
諒
』
と
は
、
誠
実
な
人
物
。『
多
聞
』

と
は
博
識
な
人
物
。
そ
れ
ら
を
友
と
す
る

の
は
利
益
で
あ
る
」
と
解
説
さ
れ
て
い
ま

す
。
真
っ
直
ぐ
で
、
誠
実
で
、
よ
く
学
ぶ

人
は
、
あ
る
種
の
理
想
的
な
人
物
で
す
。

大
学
に
お
い
て
、
よ
く
学
ぶ
仲
間
と
、
学

ぶ
大
切
さ
を
体
感
し
て
く
だ
さ
い
。

次
の
話
題
は
、「
ど
の
よ
う
に
学
ぶ
か
」
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で
す
。
皆
さ
ん
は
、
本
学
で
工
学
分
野
の

様
々
な
専
門
的
な
知
識
を
学
び
、
ス
キ
ル

を
身
に
付
け
る
た
め
に
入
学
さ
れ
ま
し
た
。

工
学
は
、
課
題
を
解
決
し
、
未
来
を
構
築

す
る
学
問
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
し

た
が
っ
て
、「
２
０
５
０
年
の
技
術
―
「
エ

コ
ノ
ミ
ス
ト
」
誌
は
予
測
す
る
―
」（
文

芸
春
秋
）
に
お
い
て
、「
社
会
と
し
て
行

動
す
る
こ
と
な
く
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
だ
け

に
問
題
の
解
決
を
委
ね
る
こ
と
は
で
き
」

ず
、「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
だ
け
で
完
結
す
る

優
れ
た
解
決
策
な
ど
、
あ
っ
た
と
し
て
も

き
わ
め
て
ま
れ
で
あ
る
」
と
指
摘
し
、「
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
問
題
が

最
終
決
着
す
る
こ
と
も
あ
り
得
な
い
。
新

た
に
挑
戦
す
べ
き
こ
と
、
解
決
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
新
た
な
頭
痛
の
種
は
常
に
出

て
く
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
工
学

を
学
ぶ
人
は
、
工
学
だ
け
で
は
な
く
、
そ

れ
を
用
い
る
人
や
、
用
い
ら
れ
る
社
会
な

ど
に
つ
い
て
も
理
解
す
る
こ
と
が
大
切
に

な
り
ま
す
。
ま
た
、
異
な
る
専
門
分
野
の

人
た
ち
と
の
連
携
活
動
が
必
須
に
な
り
ま

す
の
で
、
協
働
の
ス
キ
ル
も
大
切
で
す
。

ま
ず
、
専
門
的
知
識
お
よ
び
ス
キ
ル
を

し
っ
か
り
理
解
し
、
身
に
付
け
て
く
だ
さ

い
。
そ
し
て
、
自
分
の
専
門
以
外
の
工
学

分
野
に
つ
い
て
も
興
味
を
持
ち
、
さ
ら
に

は
、
社
会
、
経
済
、
文
化
、
芸
術
な
ど
、

様
々
な
こ
と
に
興
味
を
抱
き
勉
強
し
て
く

だ
さ
い
。
本
学
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代

で
活
躍
し
続
け
る
た
め
に
必
要
な
様
々
な

学
習
機
会
を
提
供
し
て
お
り
、
是
非
、
九

州
工
大
の
海
外
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
を

活
用
し
て
く
だ
さ
い
。
昨
年
度
は
お
よ
そ

700
名
の
学
生
諸
君
が
海
外
で
の
学
習
を
経

験
し
て
い
ま
す
。

本
学
は
昨
年
創
立
110
周
年
を
迎
え
ま
し

た
。
伝
統
は
築
き
あ
げ
て
い
く
も
の
で
す
。

皆
さ
ん
の
学
び
に
よ
っ
て
本
学
の
新
た
な

伝
統
が
築
か
れ
て
い
き
ま
す
。
入
学
さ
れ

た
皆
さ
ん
が
、
健
康
に
十
分
留
意
さ
れ
、

知
を
好
む
人
た
ち
が
集
ま
る
こ
の
大
学
で
、

様
々
な
学
習
機
会
と
環
境
を
活
用
し
、
多

く
の
事
を
試
み
、
意
義
あ
る
大
学
生
活
も

し
く
は
大
学
院
生
活
を
過
ご
さ
れ
ま
す
こ

と
を
心
か
ら
希
望
致
し
ま
し
て
、
告
辞
と

致
し
ま
す
。
本
日
は
誠
に
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
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