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本
特
集
に
つ
い
て

　

今
回
の
特
集
は
、
研
究
科
の
紀
要
に
し
て
は
例
外
的
に
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
直
接
的
に
は
、
震
災
原
発
事
故
か
ら

三
ヶ
月
に
あ
た
る
六
月
一
一
日
に
一
橋
大
学
で
行
わ
れ
た
震
災
原
発
事
故
を
め
ぐ
る
テ
ィ
ー
チ
イ
ン
の
反
省
会
か
ら
生
ま
れ
た
案
で
あ
り
、『
言
語

社
会
』
六
号
の
編
集
長
を
は
じ
め
と
し
て
他
の
協
力
者
の
強
い
後
押
し
の
も
と
で
実
現
し
た
企
画
で
あ
る
。
た
だ
し
、
特
集
執
筆
者
が
原
稿
を
書
い

て
い
る
時
点
で
も
、
す
べ
て
は
ま
だ
進
行
中
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
紀
要
が
刊
行
さ
れ
る
予
定
の
二
〇
一
二
年
三
月
末
時
点
で
も
終
わ
る
は
ず
も
な

い
。
原
稿
を
引
き
受
け
て
い
た
だ
い
た
方
々
、
座
談
会
に
参
加
い
た
だ
い
た
方
々
は
、
普
段
論
文
を
執
筆
す
る
と
い
っ
た
過
程
と
は
全
く
異
な
る
あ

り
方
で
言
葉
を
紡
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
も
し
か
す
る
と
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
研
究
と
い
う
形
で
言
葉
に
携
わ
る
多

く
の
ひ
と
た
ち
が
共
有
す
る
も
ど
か
し
さ
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
以
下
で
は
本
特
集
を
概
観
し
た
上
で
、
若
干
の
補
足
を
加
え
た

い
。

　

座
談
会
及
び
他
の
四
つ
の
論
考
は
、
現
況
下
で
人
文
科
学
の
領
域
か
ら
い
か
な
る
言
葉
を
紡
ぐ
こ
と
が
可
能
か
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
現
在
起
き
て

し
ま
っ
た
／
い
る
事
態
の
深
奥
に
い
か
よ
う
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
自
ら
問
い
つ
つ
、
各
々
の
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
ま
ず
、
座
談
会
に
つ

い
て
だ
が
、
参
加
者
た
ち
に
共
通
の
背
景
と
い
え
ば
、
言
語
社
会
研
究
科
に
所
属
し
て
い
る
／
い
た
と
い
っ
た
も
の
で
し
か
な
い
。
出
身
地
（
国
）

も
年
齢
も
現
在
身
を
置
く
状
況
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
四
人
が
、
震
災
当
日
か
ら
数
日
、
ど
こ
で
ど
の
よ
う
な
経
験
を
し
、
当
時
何
を
感
じ
取
っ
た
か

を
ま
ず
語
り
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
事
態
の
変
化
の
な
か
で
、
何
を
考
え
て
き
た
か
を
語
る
中
で
、
現
在
進
行
形
の
事
態
を
表
現
す
る
言
葉
を
探
し
は

じ
め
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
現
在
進
行
形
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
に
至
る
「
過
去
」
を
振
り
返
り
、
現
在
と
分
か
ち
が
た
く
続
い
て
い
る
「
未

来
」
に
つ
い
て
構
想
す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
い
う
過
去
、
現
在
、
未
来
と
い
う
区
分
は
、
単
線
的
な
時
間
の
流
れ
を
意
味
し
な
い
。
複
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数
で
、
時
に
交
差
し
、
速
度
も
異
な
る
時
間
の
こ
と
で
あ
る
。

　

四
本
の
論
考
は
今
回
の
震
災
を
起
点
に
、
過
去
と
未
来
を
眼
差
す
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
池
上
善
彦
氏
の
論
文
で
は
、
や
や
も
す
れ
ば
共
産
党
の

混
乱
と
敗
北
と
し
か
総
括
さ
れ
な
い
日
本
の
敗
戦
直
後
の
多
様
な
動
き
を
、
民
衆
自
ら
の
ア
メ
リ
カ
主
導
で
は
な
い
民
主
主
義
を
模
索
す
る
動
き
で

あ
っ
た
と
喝
破
し
、
そ
こ
に
深
く
関
わ
っ
て
い
く
芸
術
家
桂
川
寛
の
絵
画
的
抵
抗
の
試
み
を
読
み
取
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
本
来
な
ら
ば
戦
時
中
に
描

か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
抵
抗
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
抵
抗
を
無
に
帰
そ
う
と
す
る
冷
戦
構
造
へ
の
抵
抗
と
い
う
二
重
の
抵
抗
の
意
味
を
担
っ

て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
結
局
敗
北
に
至
る
。
し
か
し
、
敗
北
が
敗
北
感
に
お
い
て
自
覚
さ
れ
る
の
は
ま
ず
も
っ
て
抵
抗
が
あ
っ
て
こ
そ
で
あ
り
、

ま
た
敗
北
感
の
自
覚
な
し
に
は
抵
抗
は
生
ま
れ
得
な
い
。
こ
こ
に
は
二
重
の
抵
抗
が
あ
る
。
肝
要
な
の
は
、
二
次
的
な
意
味
に
お
い
て
敗
北
を
忘
却

し
よ
う
と
す
る
自
己
に
抵
抗
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
今
回
の
原
発
事
故
で
明
ら
か
と
な
っ
た
経
済
成
長
の
敗
北
を
経
験
し
た
私
た

ち
自
身
が
変
わ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
こ
の
敗
北
の
自
覚
の
深
さ
に
か
か
っ
て
い
る
と
結
ば
れ
る
。

　

池
上
論
文
が
敗
北
と
忘
却
と
抵
抗
の
力
学
を
示
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
山
口
菜
穂
子
氏
は
自
己
検
閲
に
お
け
る
忘
却
の
関
係
性
に
つ
い
て
論
じ
る
。

被
爆
地
で
あ
る
長
崎
の
経
験
を
取
り
上
げ
、
ア
メ
リ
カ
や
日
本
政
府
に
よ
る
情
報
統
制
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
被
爆
者
自
身
が
当
時
の
差
別
的
ま
な

ざ
し
と
い
う
二
次
的
な
暴
力
の
な
か
で
自
ら
の
経
験
を
語
る
事
を
否
定
さ
れ
て
い
く
様
子
が
描
写
さ
れ
る
が
、
外
圧
的
な
要
素
だ
け
で
は
な
く
、
そ

こ
で
は
「
経
験
」
を
語
る
こ
と
へ
の
困
難
さ
と
聞
き
手
の
想
像
力
に
よ
る
接
近
の
困
難
さ
と
い
う
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
も
当
然
見
い
だ
さ
れ
る
。
し
か

し
、
同
時
に
山
口
氏
は
、
原
爆
体
験
の
共
有
を
図
る
う
え
で
あ
る
種
の
自
己
検
閲
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
注
意
を
促
す
。「
適
切
」
で
あ
る
と
さ
れ
る

感
情
抑
制
的
か
つ
政
治
性
を
漂
白
し
た
語
り
や
文
学
が
こ
れ
ま
で
評
価
、
受
容
さ
れ
て
き
た
こ
と
へ
の
研
究
者
や
評
論
家
へ
の
責
任
追
求
と
、
周
縁

に
追
い
や
ら
れ
た
「
不
適
切
」
な
語
り
を
聴
き
と
る
必
要
性
は
、
い
ま
こ
こ
に
お
い
て
喚
起
さ
れ
る
べ
き
提
言
と
い
え
る
。

　

次
に
西
亮
太
氏
の
論
文
は
、
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
の
震
災
に
よ
る
原
発
事
故
を
歴
史
の
断
絶
と
み
な
す
か
、
あ
る
い
は
連
続
と
し
て
捉
え
る

か
と
い
う
世
論
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
「
原
子
力
メ
デ
ィ
ア
」
が
担
っ
て
き
た
「
進
歩
」、「
成
長
」、「
未
来
」
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
い
か
に
原
子

力
の
危
険
性
を
隠
蔽
し
て
き
た
か
を
確
認
し
た
後
に
、「
未
来
」
を
ど
う
構
想
す
る
か
に
か
か
わ
る
認
識
地
点
に
立
つ
必
要
を
説
く
。
そ
の
た
め
に
、

Ｅ
・
サ
イ
ー
ド
、
Ｒ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
、
そ
し
て
Ｆ
・
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の
議
論
を
敷
衍
し
な
が
ら
、
ま
ず
「
未
来
」
を
構
想
す
る
条
件
を
確
認
し
て

い
く
。「
未
来
」
を
構
想
す
る
と
は
す
な
わ
ち
「
現
在
」
を
考
え
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
「
現
在
」
を
読
み
取
る
作
業
に
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の
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「
内
容
」
と
「
形
式
」
に
関
す
る
考
察
を
引
き
、
そ
の
う
え
で
、
そ
の
中
に
組
み
込
ま
れ
つ
つ
も
（
論
文
に
お
い
て
は
第
四
象
限
に
あ
た
る
形
式
の

内
容
）「
現
在
」
を
読
み
取
る
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
が
措
定
す
る
と
こ
ろ
の
「
わ
れ
わ
れ
」
を
、
閉
域
だ
と
し
て
批
判
す
る
サ
イ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
る
。

で
は
、
閉
域
に
陥
ら
な
い
「
わ
れ
わ
れ
」
を
ど
う
構
想
し
う
る
の
か
。
ま
ず
、
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
に
欠
け
て
い
る
視
点
は
「
地
理
」
概
念
で
あ
る
と
し
、

ウ
ェ
ー
ル
ズ
出
身
で
あ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
『
田
舎
と
都
会
』
に
お
い
て
、「
二
つ
（
田
舎
と
都
会
）
の
地
理
的
実
体
を
区
別
す
る
と
こ
ろ
か
ら
」

考
察
を
は
じ
め
る
姿
勢
に
な
ら
う
。
そ
の
際
に
、『
田
舎
と
都
会
』
が
「
自
伝
的
」
で
あ
る
こ
と
に
注
視
を
促
し
て
い
る
。
こ
の
自
伝
的
語
り
は

「『
追
想
』
し
つ
つ
そ
の
『
過
去
』
を
『
描
き
直
』
す
行
為
で
も
あ
り
、
同
時
に
『
現
在
と
未
来
』
に
向
か
う
も
の
で
も
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
そ
こ
に

お
い
て
、
原
子
力
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
吹
聴
さ
れ
て
き
た
「
わ
れ
わ
れ
」
に
と
っ
て
の
「
成
長
」
を
、「
私
」
の
経
験
と
し
て
語
り
直
す
地
点
か
ら

逆
説
的
に
別
様
の
諸
関
係
を
結
び
う
る
「
わ
れ
わ
れ
」
が
見
い
だ
さ
れ
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
。
な
お
、
山
口
氏
と
西
氏
の
論
文
は
と
も
に
、
二

〇
一
一
年
七
月
一
〇
日
に
開
催
さ
れ
た
日
本
英
文
学
会
関
東
支
部
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
原
子
力
と
文
学
」
で
の
発
表
原
稿
に
加
筆
、
修
正
を
加
え
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
お
く
。

　

特
集
最
後
を
飾
る
藤
野
寛
氏
の
論
考
は
、
倫
理
学
の
問
い
で
あ
る
「
よ
き
生
」
を
構
想
す
る
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能
か
と
い
う
問
い
と
、
そ
こ

で
の
倫
理
学
者
の
役
割
を
突
き
つ
め
た
論
文
で
あ
る
。
今
回
の
原
発
問
題
を
科
学
の
領
域
に
押
し
や
り
、
専
門
家
の
み
理
解
可
能
で
一
般
市
民
は
科

学
者
の
見
解
を
聞
く
と
い
う
姿
勢
に
対
し
て
、
原
発
は
、
科
学
―
倫
理
―
政
治
と
い
う
三
項
関
係
で
考
察
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
。
原
発
と
「
よ
き

生
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
専
門
家
、
素
人
の
区
別
な
く
誰
も
が
参
加
し
合
意
形
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
倫
理
学
者
の
役
割
と
は
そ
の
合
意
形
成

の
プ
ロ
セ
ス
を
調
整
し
推
進
す
る
こ
と
で
あ
る
と
概
括
さ
れ
る
が
、
途
方
も
な
く
み
え
る
そ
の
合
意
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
し
か
し
、
そ
れ
を
怠
っ

て
き
た
か
ら
こ
そ
現
在
が
あ
る
と
思
え
ば
、
是
が
非
で
も
必
要
な
手
続
き
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
よ
う
。
原
発
と
「
よ
き
生
」
が
共
存
で
き
る
か
、

そ
の
問
い
へ
の
合
意
形
成
は
い
ま
こ
こ
か
ら
始
ま
り
、
粘
り
強
く
継
続
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

人
文
科
学
と
い
う
領
域
か
ら
の
震
災
お
よ
び
原
発
事
故
へ
の
接
近
が
い
か
な
る
形
で
可
能
で
あ
る
か
、
手
探
り
で
始
ま
っ
た
本
特
集
で
あ
っ
た
が
、

こ
こ
で
は
蛇
足
な
が
ら
も
ひ
と
つ
だ
け
補
足
し
た
い
。
そ
れ
は
、
対
談
で
福
島
第
一
原
発
か
ら
最
も
近
い
大
学
に
勤
務
す
る
本
多
氏
が
吐
露
す
る
よ

う
に
、「
放
射
線
の
問
題
を
ほ
と
ん
ど
忘
却
す
る
と
い
う
こ
と
が
自
分
の
中
で
起
こ
っ
て
い
る
」
と
の
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
。
図
ら
ず
も
特
集
論
文

の
う
ち
二
本
は
「
忘
却
」
を
鍵
言
葉
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
忘
却
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
そ
こ
に
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
が
見
い
だ
せ
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よ
う
。
ひ
と
つ
は
「
忘
却
へ
と
押
し
や
る
力
」、
も
う
ひ
と
つ
は
「
忘
却
を
望
む
力
」
で
あ
る
。
概
括
す
れ
ば
外
的
な
力
と
内
的
な
力
と
な
る
だ
ろ

う
か
。
外
的
な
要
因
に
関
し
て
は
「
忘
却
へ
と
押
し
や
る
力
」
に
抗
う
、
と
い
う
抵
抗
が
生
ま
れ
え
る
。
し
か
し
、
自
ら
望
む
忘
却
は
ど
う
だ
ろ
う

か
。
こ
と
原
発
に
関
し
て
は
、
言
葉
に
は
な
ら
な
い
人
々
を
不
安
に
陥
れ
る
何
か
「
不
気
味
な
も
の
」
が
常
に
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。

そ
れ
が
人
々
を
駆
り
立
て
る
し
、
忘
却
へ
と
誘
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
み
え
る
。
忘
却
に
ま
つ
わ
る
双
方
の
力
の
抗
争
に
注
意
深
く
あ
る
こ
と
も

ま
た
、
求
め
ら
れ
て
い
る
。

災
害
と
原
発

　

そ
の
意
味
で
、
原
子
力
発
電
所
の
存
在
に
比
べ
、
津
波
お
よ
び
震
災
が
東
北
を
襲
っ
た
と
い
う
事
態
は
最
も
忘
却
さ
れ
や
す
い
事
態
で
あ
る
と
い

え
る
。
津
波
災
害
の
直
接
の
打
撃
を
被
っ
た
東
北
の
歴
史
の
地
層
／
断
層
と
つ
き
あ
わ
せ
つ
つ
、
原
子
力
へ
の
問
い
を
問
い
直
す
と
い
う
こ
と
は
、

単
に
問
題
を
複
雑
化
す
る
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
双
方
を
共
に
思
考
す
る
と
は
、
年
間
被
爆
量
二
〇
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
上
限
と
し
て
定

め
た
文
科
省
の
あ
り
よ
う
と
沖
縄
戦
の
記
憶
を
接
続
し
つ
つ
、
新
城
郁
夫
が
述
べ
る
と
こ
ろ
の
、「
死
へ
の
封
じ
込
め
を
国
が
既
に
想
定
内
の
こ
と

と
し
て
暗
に
命
じ
る
と
い
う
事
態
」（1
）へ
の
相
互
扶
助
的
な
抗
い
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
か（

2
）。
そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
原
発
・
原
子
力
を

巡
る
議
論
及
び
情
報
の
交
錯
が
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
範
疇
へ
囲
い
込
ま
れ
る
事
態
へ
の
批
判
に
繫
が
る
回
路
を
開
示
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
こ
に
は
、
例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
、
相
反
す
る
事
例
を
呼
び
込
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

ま
ず
、
既
に
閑
却
さ
れ
て
久
し
い
事
実
の
一
つ
に
、
元
駐
日
米
総
領
事
で
米
国
務
省
日
本
部
長
（
当
時
）
で
あ
っ
た
ケ
ヴ
ィ
ン
・
メ
ア
の
更
迭
が

あ
る
。
ア
メ
リ
カ
ン
大
学
学
生
に
向
け
て
の
講
演
の
中
で
、
メ
ア
は
、
沖
縄
県
民
を
「
ゆ
す
り
の
名
人
」
と
発
言
し
た
こ
と
が
、
参
加
者
に
よ
る
記

録
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
、
三
月
一
〇
日
に
更
迭
さ
れ
た
。（3
）し
か
し
、
後
に
普
天
間
飛
行
場
の
海
兵
隊
が
「
ト
モ
ダ
チ
」
作
戦
と
称
し
て
被
災
地

の
救
援
に
あ
た
っ
た
際
に
そ
の
指
揮
を
と
っ
た
の
も
ま
た
メ
ア
で
あ
っ
た
。
作
戦
成
功
に
「
感
謝
」
し
た
日
本
政
府
は
毎
年
約
一
八
八
〇
億
円
の
思

い
や
り
予
算
を
五
年
間
追
加
す
る
こ
と
を
決
め
る
。
一
九
五
一
年
以
来
、
潜
在
主
権
と
い
う
名
の
も
と
に
裁
判
権
を
放
棄
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
て

き
た
沖
縄
に
あ
っ
て
、
原
発
事
故
と
い
う
災
害
が
「
日
米
同
盟
」
強
化
の
ま
た
と
な
い
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
強
化
は
、
八
重
山
に
お
い
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て
「
つ
く
る
会
」
系
の
教
科
書
が
、
文
科
省
お
よ
び
か
つ
て
小
泉
政
権
下
で
教
育
再
生
委
員
を
務
め
た
元
「
ヤ
ン
キ
ー
先
生
」
と
し
て
知
ら
れ
る
自

民
党
議
員
の
後
押
し
に
よ
っ
て
、
石
垣
市
及
び
与
那
国
町
に
お
い
て
採
択
さ
れ
よ
う
と
す
る
動
き
、
さ
ら
に
、
防
衛
省
に
よ
る
与
那
国
島
へ
の
自
衛

隊
配
備
を
進
め
る
動
き
に
よ
っ
て
加
速
さ
れ
つ
つ
あ
る（

4
）。

　

こ
の
よ
う
に
「
災
害
」
が
、
戦
時
の
、
あ
る
い
は
戦
時
を
予
期
さ
せ
る
事
態
を
呼
び
寄
せ
て
し
ま
う
事
態
に
は
十
分
な
批
判
が
尽
く
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
流
れ
に
抗
う
記
憶
が
召
還
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
昭
和
三
陸
津
波
地
震
（
一
九
三
三
年
三
月
三
日
）
の
際
に
、

「
救
援
の
輪
は
全
国
都
道
府
県
か
ら
、
果
て
は
、
海
外
に
ま
で
広
が
り
、
日
本
が
侵
略
中
の
相
手
国
、
中
華
民
国
か
ら
ま
で
義
援
金
が
寄
せ
ら
れ

た
」（5
）。
こ
れ
ら
は
、
原
発
が
中
央
か
ら
離
れ
た
地
方
に
立
地
さ
せ
ら
れ
て
き
た
歴
史
と
相
互
に
関
連
づ
け
て
さ
ら
に
考
察
さ
れ
る
べ
き
地
層
／
断

層
の
ご
く
一
部
に
す
ぎ
な
い
が
、
今
後
、
こ
の
よ
う
な
事
態
へ
の
批
判
的
検
討
は
、
様
々
な
場
所
で
積
み
重
ね
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

隘
路
を
回
路
へ

　

あ
の
日
以
降
で
す
べ
て
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
人
も
、
変
わ
ら
ず
に
日
常
を
続
け
よ
う
と
す
る
人
も
、
ど
こ
か
に
言
葉
に
な
ら
な
い
思
い

が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
、
ど
こ
か
で
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
時
間
を
秘
め
た
ま
ま
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
何
も
始
め
る
気
さ
え
起
こ
ら

な
い
、
あ
る
い
は
何
も
で
き
な
い
人
だ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
未
だ
明
瞭
な
形
を
と
ら
な
い
思
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
性
を
有
し
、

現
在
も
継
続
し
、
な
お
か
つ
開
か
れ
た
ま
ま
で
あ
る
諸
々
の
問
い
に
接
続
さ
れ
う
る
回
路
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
二
〇
一
二
年
に
、
あ
え
て

震
災
及
び
原
発
事
故
の
特
集
を
実
現
へ
と
促
し
た
の
は
、
未
だ
事
態
が
進
行
し
つ
つ
あ
る
中
、
各
々
が
各
々
の
や
り
方
で
現
実
を
問
う
こ
と
へ
、
と

り
あ
え
ず
の
肯
定
の
意
を
表
明
し
た
い
と
い
う
渇
望
で
あ
る
。

　

市
民
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
自
主
的
な
計
測
、
二
〇
一
一
年
年
四
月
一
二
日
の
高
円
寺
、
同
年
一
月
の
エ
ジ
プ
ト
の
タ
ハ
リ
ー
ル
広
場
、
同
年
九

月
の
ウ
ォ
ー
ル
・
ス
ト
リ
ー
ト
占
拠
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
各
自
各
様
の
方
法
で
現
実
を
問
う
行
動
が
続
い
て
い
る
。
既
に
、
震
災
及
び
原
発
に

関
連
す
る
雑
誌
や
書
籍
が
大
量
に
出
版
さ
れ
る
中
、
あ
え
て
研
究
科
の
紀
要
と
い
う
形
で
世
に
問
う
こ
と
と
は
、
そ
れ
は
、
自
ら
の
研
究
領
域
に
軸

足
を
お
き
つ
つ
も
、
よ
り
切
迫
し
た
現
実
に
対
し
て
既
に
様
々
な
場
所
で
様
々
な
形
で
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
異
議
申
し
立
て
へ
と
連
な
ろ
う
と
す
る
試
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み
で
あ
る
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
歴
史
上
幾
度
と
な
く
行
わ
れ
て
き
た
、
理
論
と
実
践
を
接
続
す
る
試
み
の
ひ
と
つ
、
乃

至
は
、
人
々
の
行
動
に
突
き
動
か
さ
れ
て
き
た
様
々
な
思
考
の
一
形
態
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
言
葉
を
発
明
し
な
お
す

　

座
談
会
参
加
者
の
一
人
で
あ
る
山
内
明
美
さ
ん
が
図
ら
ず
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
過
去
の
こ
と
を
研
究
す
る
訓
練
は
さ
ん
ざ
ん
受
け
て
き
た

け
れ
ど
も
、
未
来
の
こ
と
を
研
究
す
る
力
は
持
ち
合
わ
せ
て
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
す
ぐ
さ
ま
、
私
を
含
め
た
、
と
り
わ
け
人
文
学
系
の
研
究
者

に
跳
ね
返
っ
て
く
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
先
行
研
究
が
な
い
中
で
未
来
を
構
想
す
る
批
判
的
な
言
葉
を
発
明
し
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
境
を
ま
た
い
で
活
動
す
る
市
場
経
済
原
理
主
義
の
「
協
力
者
た
ち
」
が
、
災
害
に
乗
じ
て
「
復
興
」
か
ら
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
試
み
を
少
し
で

も
遅
ら
せ
る
た
め
に（

6
）。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
発
明
の
企
図
は
、
詩
人
の
、
文
学
者
の
、
哲
学
者
の
、
歴
史
家
の
、
科
学
者
の
言
葉
に
、
さ
ら
に

言
え
ば
、
未
だ
言
葉
に
な
っ
て
い
な
い
言
葉
に
、
言
葉
に
な
る
こ
と
な
く
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
言
葉
た
ち
に
対
し
て
向
き
合
う
こ
と
と
不
可
分
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
こ
の
先
十
年
、
二
十
年
あ
る
い
は
、
そ
れ
以
上
に
わ
た
っ
て
、
震
災
「
復
興
」
及
び
原
発
事
故
の
影
響
は
間
違
い
な
く
続
く
。
そ
の

時
々
に
、
言
葉
を
紡
ぐ
こ
と
を
、
記
録
／
記
憶
す
る
こ
と
を
、
語
り
合
う
こ
と
を
、
批
判
へ
の
意
志
を
継
続
す
る
こ
と
を
後
押
し
し
て
く
れ
る
の
は
、

固
有
の
危
機
に
お
い
て
刻
ま
れ
て
き
た
言
葉
た
ち
か
ら
、
そ
し
て
、
刻
ま
れ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
言
葉
を
聞
く
方
法
を
、
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。

　

原
稿
執
筆
を
引
き
受
け
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
は
改
め
て
敬
意
を
表
し
た
い
。
ま
た
、
こ
の
特
集
が
生
ま
れ
る
直
接
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
「
た

ま
ウ
オ
ー
クin

国
立
」
に
参
加
さ
れ
た
方
々
及
び
企
画
立
案
に
関
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
方
々
へ
感
謝
の
意
を
示
し
た
い
。
こ
の
特
集
を
通
し
て
、
読

者
の
方
々
の
な
か
に
一
抹
の
問
い
の
始
ま
り
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
願
う
。
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（
1
）
新
城
郁
夫
「
沖
縄
の
傷
と
い
う
回
路
」『
世
界
』
一
二
月
号no.824.

二

〇
一
一
年
、
七
八
頁
。

（
2
）
レ
ベ
ッ
カ
・
ソ
ル
ニ
ッ
ト
『
災
害
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
は
、「
相
互
扶
助
」
の

理
念
的
始
祖
と
し
て
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
名
を
挙
げ
、
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
ル

ボ
ン
や
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ス
に
代
表
さ
れ
る
民
衆
蔑
視
と
対
置
さ
せ
て
い

る
（
高
月
園
子
訳
、
亜
紀
書
房
、
二
〇
一
一
年
）。
二
〇
一
一
年
三
月
一

一
日
以
後
の
相
互
扶
助
に
対
す
る
バ
ッ
ク
ラ
ッ
シ
ュ
を
取
り
上
げ
た
最
も

早
い
記
事
の
一
つ
と
し
て
、
徳
田
匡
『「
相
互
扶
助
」
が
弾
圧
さ
れ
、「
反

（
脱
）
原
発
運
動
」
が
嫌
悪
さ
れ
る
⁉
』（las barcas, vol. 1, pp.9-12

）

が
あ
る
。

（
3
）「
差
別
発
言　

メ
ア
更
迭　

米
、
反
発
沈
静
化
を
図
る
」『
沖
縄
タ
イ
ム

ス
』、
二
〇
一
一
年
三
月
一
〇
日
、「
メ
ア
日
本
部
長
を
更
迭　

次
官
補
、

外
相
に
謝
罪
」、『
琉
球
新
報
』
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
。

（
4
）
こ
と
の
経
緯
、
お
よ
び
、
家
永
裁
判
以
降
の
教
科
書
問
題
の
文
脈
に
お
け

る
位
置
づ
け
は
、
新
城
郁
夫
「
教
科
書
問
題
を
問
題
化
す
る
た
め
に
」

（『
け
ー
し
風
』
七
二
号
、
二
〇
一
一
年
九
月
）
に
詳
し
い
。

（
5
）
山
下
文
男
『
津
波
て
ん
で
ん
こ

―
近
代
日
本
の
津
波
史
』、
新
日
本
出

版
社
、
二
〇
〇
八
年
、
九
八
頁
。
こ
の
本
を
知
る
直
接
の
き
っ
か
け
と
な

っ
た
の
は
、
東
琢
磨
氏
の
論
考
「
ヒ
ロ
シ
マ
4
と
命
て
ん
で
ん
こ
の
あ
い

だ
で
」（『
現
代
思
想
』「
東
日
本
大
震
災

―
危
機
を
生
き
る
思
想
」
二

〇
一
一
年
五
月
号
、
一
九
二
―
二
〇
一
頁
）
に
よ
る
。
記
し
て
感
謝
し
た

い
。

（
6
）
ナ
オ
ミ
・
ク
ラ
イ
ン
『
シ
ョ
ッ
ク
・
ド
ク
ト
リ
ン
』（
幾
島
幸
子
、
村
上

由
見
子
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
）
は
、
同
様
の
事
態
を
、
チ
リ
を

初
め
と
す
る
中
南
米
諸
国
、
ス
マ
ト
ラ
津
波
後
の
タ
イ
や
ス
リ
ラ
ン
カ
、

オ
ス
ロ
合
意
後
の
パ
レ
ス
チ
ナ
、
イ
ラ
ク
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
ハ
リ
ケ

ー
ン
・
カ
ト
リ
ー
ナ
の
被
災
地
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
な
ど
膨
大
な
例
を
挙

げ
例
証
し
て
い
る
。

註




