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共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
研
究
会
報
告

平
成
二
八
年
一
二
月
一
八
日
（
日
）、

さ
く
ら
講
堂
に
お
い
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
を
開
催
し
た
。「
死
生
学
」
は
、
人

文
社
会
や
医
療
等
、
異
分
野
の
知
を
結

集
し
て
、
死
に
ま
つ
わ
る
あ
ら
ゆ
る
課

題
に
向
き
合
う
学
問
で
あ
る
。
学
問
と

し
て
は
新
し
い
が
、
少
子
高
齢
化
が
進

み
、
自
然
災
害
が
頻
発
す
る
昨
今
、
人

の
い
の
ち
の
終
焉
に
い
か
に
向
き
合
う

か
と
い
う
意
味
で
、
重
要
性
が
高
ま
っ

て
い
る
学
問
で
あ
る
。

死
は
普
段
、
私
た
ち
の
輝
か
し
い
生

の
真
逆
に
位
置
す
る
も
の
と
し
て
、
日

常
か
ら
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
い
る
。
死
を

考
え
る
の
は
、
命
の
終
わ
り
を
意
識
し

は
じ
め
る
老
年
期
で
十
分
、
死
を
考
え

る
な
ん
て
縁
起
が
悪
い
、
と
い
っ
た
考

え
方
を
持
つ
人
も
多
い
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
良
い
の
だ
ろ
う

か
？
も
う
少
し
早
く
か
ら
、
死
に
関
す

る
正
し
い
知
識
の
習
得
と
準
備
を
行
え

ば
、
よ
り
望
ま
し
い
形
で
最
期
を
迎
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
そ

う
い
っ
た
疑
問
を
己
の
分
野
で
考
え
て

続
け
て
き
た
面
々
が
、
七
月
に
入
り
死

生
学
研
究
会
を
発
足
さ
せ
、
本
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
の
開
催
に
向
け
て
準
備
を
し
て

き
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
二
部
構
成
で
、
第

一
部
は
〈
ニ
ュ
ー
ス
の
職
人
〉
と
し
て

著
名
な
鳥
越
俊
太
郎
氏
に
基
調
講
演

を
し
て
頂
い
た
。
鳥
越
氏
は
自
身
の

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
体
験
や
、

が
ん
罹
患
体
験
を
も
と
に
、
若
年
時
か

ら
死
に
つ
い
て
意
識
し
考
え
る
こ
と
の

重
要
性
を
述
べ
ら
れ
た
。「
人
間
到
る

所
青
山
あ
り
」
と
い
う
格
言
や
『
方
丈

記
』
等
、
人
生
と
死
を
考
え
る
古
来
の

言
葉
を
引
用
し
つ
つ
の
講
演
は
、
若
い

学
生
た
ち
に
力
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し

て
届
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

第
二
部
は
人
間
文
化
研
究
科
土
屋
有

里
子
、
医
学
研
究
科
明
智
龍
男
教
授
、

附
属
病
院
平
岡
翠
看
護
部
長
、
芸
術
工

学
研
究
科
鈴
木
賢
一
教
授
、
人
間
文
化

研
究
科
吉
田
一
彦
教
授
の
五
名
に
よ
る

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
っ
た
。

ま
ず
土
屋
は
、「
死
生
学
の
可
能
性

―
過
去
の
探
究
か
ら
未
来
の
創
造
へ

―
」
と
題
し
、
過
去
の
日
本
と
西
洋
に

お
け
る
死
の
表
現
や
格
言
を
紹
介
し
た

う
え
で
、
元
来
思
索
的
、
内
省
的
な
日

本
人
は
、
死
を
考
え
る
に
適
し
た
精
神

性
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
過
去
の
蓄
積

を
利
用
し
つ
つ
、
医
療
に
お
け
る
死
の

問
題
や
次
世
代
へ
の
死
生
観
教
育
等
、

死
に
ま
つ
わ
る
現
代
的
課
題
に
取
り
組

む
必
要
性
を
述
べ
た
。
そ
し
て
叡
智
と

想
像
力
を
も
と
に
あ
ら
ゆ
る
分
野
が
協

力
し
て
問
題
解
決
に
あ
た
る
死
生
学
の

可
能
性
を
、〈
死
生
学
曼
荼
羅
〉
と
し

て
紹
介
し
た
。

明
智
氏
は
、「
死
に
ゆ
く
患
者
に
対

し
て
現
代
の
医
学
、
医
療
は
本
当
に
貢

献
で
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
題

し
、
割
合
的
に
は
二
人
に
一
人
が
が
ん

に
罹
患
す
る
現
在
、
が
ん
診
断
後
は
自

殺
率
が
高
ま
り
、
余
命
一
ヶ
月
以
内
の

う
つ
病
は
ほ
ぼ
改
善
し
な
い
こ
と
、
が

ん
の
終
末
期
患
者
の
、
喪
失
感
を
伴
う

精
神
的
苦
痛
を
緩
和
す
る
た
め
に
カ
ナ

ダ
で
案
出
さ
れ
た
デ
ィ
グ
ニ
テ
ィ
・
セ

ラ
ピ
ー
も
、
日
本
で
は
八
六
％
の
人
に

参
加
を
拒
否
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
で
も

参
加
し
た
人
の
満
足
度
は
高
か
っ
た
こ

と
な
ど
を
述
べ
ら
れ
た
。
早
期
か
ら
緩

第
一
回
名
古
屋
市
立
大
学
死
生
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　「
脱
領
域
の
死
生
学

　
　
　
　
―
〈
死
〉
の
タ
ブ
ー
視
を
問
い
な
お
す
」
開
催
報
告

名
古
屋
市
立
大
学
大
学
院
人
間
文
化
研
究
科
　
土
屋
　
有
里
子

鳥越氏

ポスター



78

和
ケ
ア
に
入
っ
た
人
（
無
理
な
化
学
療

法
を
し
な
い
）
の
生
存
期
間
が
延
び
た

こ
と
な
ど
も
あ
げ
て
、
医
療
技
術
の
進

歩
に
過
度
に
取
り
込
ま
れ
た
人
間
の
死

を
再
び
考
え
直
す
た
め
に
、
医
療
と
人

文
系
学
問
の
協
働
に
よ
る
、
生
死
問
題

の
再
考
が
必
要
で
は
な
い
か
、
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
。

平
岡
氏
は
、「
看
護
の
立
場
か
ら
─

エ
ン
ゼ
ル
ケ
ア
を
通
し
て
、
ひ
と
の
生

と
死
を
考
え
る
─
」
と
題
し
て
、
看
護

部
長
と
し
て
医
療
現
場
に
携
わ
る
立
場

か
ら
、
エ
ン
ゼ
ル
ケ
ア
は
、
エ
ン
ゼ
ル

メ
イ
ク
（
死
化
粧
）
と
グ
リ
ー
フ
ケ
ア

（
遺
族
へ
の
ケ
ア
）
を
含
む
広
義
の
死

後
の
ケ
ア
で
あ
る
こ
と
、
死
亡
退
院
時

の
事
務
手
続
き
や
遺
族
の
動
揺
が
続
く

中
、
あ
ら
ゆ
る
配
慮
を
し
つ
つ
行
う
エ

ン
ゼ
ル
ケ
ア
は
看
護
者
と
し
て
と
て
も

重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
話
さ
れ
た
。
死

を
迎
え
る
最
期
の
瞬
間
だ
け
が
独
立
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、
生
前
か
ら
の
連

続
の
ケ
ア
の
延
長
線
上
に
そ
の
時
が
来

る
こ
と
、
だ
か
ら
こ
そ
、
生
前
の
ケ
ア

の
中
に
充
足
感
を
得
て
患
者
の
最
期
に

向
き
合
う
こ
と
が
大
切
、
と
い
う
言
葉

に
は
、
長
年
現
場
に
携
わ
っ
て
こ
ら
れ

た
重
み
と
説
得
力
が
感
じ
ら
れ
た
。

鈴
木
氏
は
、
長
年
建
築
の
立
場
か
ら

生
と
死
の
空
間
を
見
つ
め
て
き
た
経
験

を
生
か
し
、
自
身
が
設
計
さ
れ
た
大
宇

宙
の
輪
廻
転
生
を
あ
ら
わ
し
た
太
陽
と

月
の
墓
石
を
皮
切
り
に
、
昨
今
の
き
ら

び
や
か
な
ロ
ッ
カ
ー
式
納
骨
堂
、
暗
さ

や
湿
っ
ぽ
さ
と
は
無
縁
の
火
葬
場
、
霊

安
室
の
現
状
な
ど
を
示
し
、
明
る
く
楽

し
い
雰
囲
気
の
小
児
救
急
病
棟
デ
ザ
イ

ン
を
紹
介
さ
れ
た
。
病
院
の
中
に
も
、

生
と
死
の
空
間
は
混
在
す
る
が
、
そ
れ

ら
は
多
く
別
世
界
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
大
宇
宙
の
中
で
生
と
死
は

循
環
し
、
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
、
と

い
う
壮
大
な
空
間
認
識
を
も
と
に
、
死

の
空
間
の
み
を
忌
避
し
、
タ
ブ
ー
視
す

る
こ
と
へ
の
疑
義
を
提
示
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
。

吉
田
氏
は
、「
日
本
の
先
人
た
ち
の

複
数
の
死
生
観
―
医
療
が
発
達
す
る
以

前
の
時
代
―
」
と
題
し
て
、
先
人
達
が

死
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
き
た
か

を
、
冥
界
の
観
念
、
仏
教
の
因
果
の
思

想
、
極
楽
往
生
、
現
世
利
益
、
葬
式
仏

教
の
成
立
、
祖
先
信
仰
の
流
れ
で
概
観

し
、
日
本
人
は
思
弁
的
な
哲
学
や
歴
史

叙
述
が
苦
手
で
、
代
わ
り
に
和
歌
や
物

語
と
い
っ
た
文
学
表
現
が
得
意
で
あ
る

と
話
さ
れ
た
。
加
え
て
現
代
日
本
人
の

信
心
は
現
世
で
の
幸
せ
を
求
め
る
こ
と

に
あ
り
、
宗
教
的
に
死
の
問
題
を
解
決

す
る
、
救
済
さ
れ
る
こ
と
は
難
し
い
。

過
去
の
宗
教
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
も
の

は
現
代
で
は
サ
イ
エ
ン
ス
か
も
し
れ
な

い
が
、
サ
イ
エ
ン
ス
に
お
い
て
も
死
は

苦
手
分
野
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
の
中
で
、
自
己
の
人
生
を
語
り
、

潜
在
化
し
て
い
る
自
己
の
「
も
の
が
た

り
」
を
顕
在
化
し
、
聞
き
手
を
得
る
こ

と
が
、
満
足
す
る
死
を
迎
え
る
た
め
に

重
要
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
終
了
後
、
多
く
の
参

加
者
が
ア
ン
ケ
ー
ト
に
協
力
し
て
下

さ
っ
た
。
そ
の
中
で
目
立
っ
た
こ
と
は
、

人
文
系
の
学
生
が
医
学
、
建
築
系
の
発

表
を
意
義
深
い
と
感
じ
、
医
学
、
看
護

系
の
学
生
や
従
事
者
が
人
文
系
の
発
表

に
価
値
を
見
い
出
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

限
ら
れ
た
分
野
内
で
は
得
る
こ
と
が
出

来
な
い
貴
重
な
〈
気
づ
き
〉
を
、
分
野

の
垣
根
を
越
え
た
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
で
示
す
こ
と
が
出
来
た
の
だ
と
し
た

ら
、
主
催
者
側
と
し
て
こ
れ
ほ
ど
嬉
し

い
こ
と
は
な
く
、
今
後
の
活
動
の
励
み

と
な
る
。

平
成
二
九
年
四
月
に
は
全
学
部
学
生

を
対
象
と
し
て
、
死
生
観
ア
ン
ケ
ー
ト

を
行
い
、
そ
の
結
果
を
も
と
に
分
野
横

断
的
な
死
生
学
の
授
業
を
構
築
し
た
い

と
考
え
て
い
る
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で

得
ら
れ
た
知
見
と
成
果
を
停
滞
さ
せ
る

こ
と
な
く
、
今
後
の
活
動
に
つ
な
げ
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

討論


