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所

課

題

研

n'n 
yし

員

坂
井
達
朗

共
同
研
究
「
福
津
門
下
生
の
地
方
で
の
活
躍
」
に
参
加
し
、
開
塾

以
来
福
津
の
没
年
ま
で
の
入
門
者
に
つ
い
て
、
そ
の
全
国
的
な
分
布

状
況
を
統
計
的
に
検
討
す
る
と
共
に
、
特
徴
の
あ
る
い
く
つ
か
の
地

方
に
つ
い
て
は
‘
具
体
的
に
塾
生
の
出
自
を
探
求
す
る
こ
と
を
試
み

て
い
る
。
福
津
と
そ
の
塾
が
日
本
の
近
代
化
に
ど
の
様
に
関
わ
り
合

っ
た
か
を
、
福
津
の
思
想
の
受
容
の
さ
れ
方
、
門
下
生
の
地
方
に
お

け
る
活
躍
の
仕
り
方
の
中
に
求
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
熊
本
、
福
岡
、
島
根
の
各
県
に
つ
い
て
は
現
地
調
査

を
行
な
っ
て
お
り
、
熊
本
県
に
つ
い
て
は
中
間
的
報
告
を
試
論
と
し

て
発
表
し
た
。

小
野
修
三

日
本
の
近
代
史
を
理
論
の
位
置
か
ら
照
明
し
た
い
と
考
え
て
い
る

が
、
私
の
言
う
理
論
と
は
自
己
理
解
か
ら
始
め
る
世
界
の
再
構
成
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
日
本
の
近
代
と
福
津
お
よ
び
福
津
と
何
ら
か

の
形
で
関
係
を
も
っ
た
者
た
ち
と
の
接
点
で
の
、
当
事
者
た
ち
の
自

己
理
解
と
世
界
把
握
、
そ
し
て
理
論
に
立
つ
私
自
身
に
お
け
る
そ
れ

ら
に
ポ
イ
ン
ト
を
置
き
、
人
聞
が
生
き
て
ゆ
く
こ
と
を
歴
史
と
し
て
、

表
わ
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
一
年
間
で
は
商
学
部
日
吉

論
文
集
品
号
に
「
武
藤
山
治
の
思
想
」
を
執
筆
。

藤
田
弘
夫

都
市
1

農
村
関
係
を
軸
と
し
た
比
較
社
会
学
を
研
究
テ
l
マ
と
し

て
い
る
。

一
定
の
領
域
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
組
織
が
、
範
囲
を
異
に
し
な

が
ら
重
層
し
て
い
る
。
往
々
に
し
て
権
力
は
こ
れ
ら
の
重
層
す
る
地

域
組
織
の
な
か
か
ら
、
そ
の
一
部
を
〈
制
度
化
〉
し
、
時
に
は
〈
法

制
化
〉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
の
行
為
を
規
制
し
よ
う
と
す
る
。

現
在
の
と
こ
ろ
、
都
市
｜
農
村
関
係
の
あ
り
方
が
、
こ
う
し
た
動
き

に
い
か
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
を
、
古
今
東
西
に
例
を
求
め
な
が

ら
研
究
中
。

佐

志

博現
在
、
考
証
し
て
い
る
テ
l
マ
は
、
義
塾
の
三
田
移
転
に
際
し
、

起
草
さ
れ
た
現
在
の
学
則
規
程
と
も
い
え
る
『
慶
雁
義
塾
社
中
之
約

束
』
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
『
約
束
』
は
明
治
四
年
版
か
ら
同
三

十
年
版
ま
で
十
数
種
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
べ
当
面
は
そ
の

161 



四
年
（
三
田
移
転
当
初
の
も
の
）
と
五
年
（
三
田
の
土
地
払
下
げ
以

降
の
も
の
）
と
の
内
容
の
比
較
吟
味
、
並
び
に
そ
れ
ら
に
先
行
す
る

『
芝
新
銭
坐
慶
臆
義
塾
之
記
』
（
慶
応
四
年
四
月
）
と
『
慶
慮
義
塾
新

議
』
（
明
治
二
年
八
月
）
等
と
の
関
連
か
ら
「
社
中
」
の
意
義
の
解

明
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

16:? 

高
木
不
二

主
に
和
歌
山
県
及
び
愛
媛
県
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
、
慶
慮
義
塾

卒
業
生
の
活
動
を
自
由
民
権
運
動
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
追
跡
し

て
い
き
た
い
。
現
在
は
そ
の
第
一
段
階
と
し
て
、
和
歌
山
県
に
お
け

る
代
表
的
な
豪
農
民
権
家
で
あ
る
児
玉
仲
児
に
対
象
を
し
ぼ
り
、
慶

慮
義
塾
・
福
津
と
の
か
か
わ
り
方
を
軸
に
、
彼
が
地
租
改
正
反
対
闘

争
を
経
て
自
由
民
権
運
動
に
身
を
投
じ
て
い
く
過
程
を
、
現
地
資
料

と
慶
腹
側
資
料
を
つ
き
あ
わ
せ
つ
つ
検
討
し
て
い
る
。

松
崎
欣
一

当
面
の
課
題
と
し
て
は
、
明
治
前
半
期
の
日
本
の
諸
状
況
が
交
錯

す
る
中
で
、
学
塾
と
し
て
の
基
礎
を
確
立
し
て
い
っ
た
慶
慮
義
塾
の
、

と
く
に
そ
れ
が
近
代
日
本
の
知
の
形
成
の
場
の
一
つ
と
し
て
い
か
な

る
特
質
を
有
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
現
在
は
義

塾
出
身
者
の
い
わ
ゆ
る
「
演
説
」
活
動
の
軌
跡
に
つ
い
て
の
追
跡
を

試
み
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。


