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セ
ン
タ
ー
通
信

躍
中
の
研
究
者
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
Ｊ
Ｒ
が
こ
の
よ
う
な
特
集
企

画
を
開
始
し
た
の
は
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
一
弾
目
は
、
二
〇
一
三
年

に
刊
行
し
た
春
画
の
特
集 Shunga: sex and hum

or in Japanese art 

and literature

だ
っ
た
。
か
な
り
の
好
評
を
え
た
た
め
継
続
的
に
出
し
た

い
と
考
え
た
。
特
集
は
二
年
に
一
度
の
ペ
ー
ス
で
刊
行
す
る
が
、
第
三
弾

目
の
下
準
備
に
は
も
う
す
で
に
入
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
欧
米
で
今
話
題
と

な
っ
て
い
るW

ar and tourism

が
テ
ー
マ
で
、
刊
行
は
二
〇
一
八
年

に
予
定
し
て
い
る
。

学
術
雑
誌
の
編
集
長
の
責
任
は
重
い
。
責
任
が
多
く
あ
る
中
で
、
そ

の
雑
誌
を
常
に
進
化
さ
せ
、
よ
り
広
く
読
ま
れ
、
高
く
評
価
さ
れ
る
も

の
に
し
て
い
く
の
が
最
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
特
集
号
は
、
筆
者
が

編
集
長
に
な
っ
て
か
ら
導
入
し
た
一
つ
の
﹁
進
化
﹂
で
あ
る
。
Ｊ
Ｒ
の

過
去
を
振
り
返
っ
て
見
れ
ば
、
一
九
九
〇
年
の
創
刊
号
以
来
見
間
違
え

Ja
pan

 R
eview

 

三
〇
号
を
む
か
え
て
（
そ
の
二
）

ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン

Japan R
eview

︵
以
下
、
Ｊ
Ｒ
︶
三
〇
号
は
年
度
内
に
出
る
。
こ
れ

は
記
念
す
べ
き
節
目
で
あ
る
。
三
〇
号
は
通
常
号
で
は
な
く
、
日
本
の

﹁
世
俗
﹂
を
テ
ー
マ
と
す
る
別
冊
の
特
集
号
と
し
て
組
ん
で
い
る
。
欧

米
の
学
者
は
近
年
﹁
世
俗
と
は
何
か
﹂
を
盛
ん
に
議
論
し
て
い
る
が
、

議
論
の
成
果
を
近
現
代
の
日
本
に
当
て
は
め
る
試
み
は
ほ
と
ん
ど
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
。Form

ations of the secular in Japan 

と
題
す
る
こ

の
特
集
は
、
そ
の
穴
を
少
し
だ
け
で
も
埋
め
る
狙
い
を
も
つ
。
執
筆
陣

は
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
ド
イ
ツ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ

ア
、
ノ
ル
ウ
エ
イ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
そ
し
て
日
本
で
活
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る
ほ
ど
進
化
し
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
時
に
は
、
そ
の
進
化
が
大
胆

な
「
飛
躍
」
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
編
集
長
の
交
代

が
主
な
契
機
で
あ
っ
た
。
鈴
木
貞
美
氏
（
日
文
研
の
名
誉
教
授
）
が

一
九
九
八
年
に
編
集
長
に
な
っ
た
こ
と
で
Ｊ
Ｒ
が
方
向
転
換
を
な
し

た
こ
と
が
ま
ず
注
目
に
値
す
る
。
そ
れ
ま
で
は
日
本
と
一
切
関
係
の

な
い
論
文
さ
え
掲
載
さ
れ
、
研
究
論
文
の
他
に
も“lectures ”, “team

 

research projects ”, “notes ”, “discussions ”

な
ど
な
ど
の
コ
ー
ナ
ー

も
設
け
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
判
然
と
し
な
い
「
紀
要
」
で
あ
っ

た
。
鈴
木
氏
の
お
か
げ
で
Ｊ
Ｒ
が
日
本
研
究
の
学
術
雑
誌
と
し
て
初
め

て
「
一
人
前
」
に
な
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
っ
か
り
し

た
査
読
制
度
が
導
入
さ
れ
た
の
も
、
鈴
木
時
代
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
所
内
の
紀
要
か
ら
国
際
的
に
認
識
さ
れ
始
め
る
学

術
雑
誌
へ
と
脱
皮
し
て
い
っ
た
Ｊ
Ｒ
だ
が
、
そ
の
新
し
い
方
向
を
新
た

な
自
信
を
も
っ
て
歩
み
だ
し
た
の
は
、
二
〇
〇
一
年
に
編
集
長
に
就
任

し
た
ジ
ム
・
バ
ク
ス
タ
ー
氏
で
あ
る
。（
元
日
文
研
教
授
の
）
バ
ク
ス

タ
ー
氏
の
遺
産
は
大
き
い
。
一
つ
は

Ja
p
a
n

 
R

e
v
ie

w
 is open to all 

authors

と
い
う
文
言
を
氏
が
「
執
筆
要
項
」
に
初
め
て
挿
入
し
て
明

記
し
た
よ
う
に
、
投
稿
資
格
は
、
も
は
や
所
内
の
先
生
方
及
び
外
国
人

研
究
員
に
限
定
し
な
い
、
日
本
研
究
者
な
ら
だ
れ
に
で
も
門
戸
を
開
く
、

と
い
う
方
向
性
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
査
読
は
こ
れ
ま
で
所
内
の
先
生
方

を
中
心
に
行
っ
て
き
た
が
、
バ
ク
ス
タ
ー
氏
は
所
外
へ
も
適
切
な
人
材

を
探
し
査
読
を
依
頼
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
当
時
は
雑
誌
の
体

裁
、
文
体
上
の
乱
れ
が
色
々
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
で
そ
の
統
一
を
は

か
っ
た
の
も
バ
ク
ス
タ
ー
氏
で
あ
る
。C

h
ic

a
g
o
 

M
a
n

u
a
l 

o
f 

S
ty

le

を

ベ
ー
ス
と
し
た

M
o
n

u
m

e
n

ta
 
N

ip
p
o
n

ic
a

の
文
体
を
Ｊ
Ｒ
で
活
躍
し
た

こ
と
も
ま
た
大
い
に
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。

筆
者
は
編
集
長
に
就
任
し
た
の
が
二
〇
〇
九
年
だ
が
、
鈴
木
・
バ
ク

ス
タ
ー
両
氏
の
業
績
を
踏
ま
え
な
が
ら
微
調
整
を
何
度
か
施
し
て
き

た
。
以
下
そ
れ
を
簡
単
に
紹
介
す
る
が
、
な
か
で
も
所
内
の
一
部
か
ら

強
い
抵
抗
に
出
会
っ
た
微
調
整
も
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
筆
者
の
目
的
は
一
貫
し
て
Ｊ
Ｒ
を
よ
り
良
い
雑
誌
、

一
流
と
認
め
ら
れ
る
雑
誌
に
す
る
の
が
狙
い
で
あ
り
続
け
て
き
た
。
ま

ず
手
を
つ
け
た
の
は
、
見
た
目
、
体
裁
で
あ
る
。
長
年
利
用
さ
れ
た
薄

緑
の
装
丁
を
や
め
、
日
文
研
図
書
館
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
魅
力
的
な

イ
メ
ー
ジ
を
選
ん
で
、
そ
れ
を
表
紙
に
貼
り
、
衣
替
え
を
実
現
し
た
。

光
沢
の
あ
る
紙
を
や
め
、
よ
り
読
み
や
す
い
紙
に
し
、
フ
ォ
ン
ト
も
変

え
た
。
そ
し
て
文
末
注
を
脚
注
に
し
た
。
他
に
、
和
文
要
旨
を
雑
誌
か

ら
外
し
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
移
し
た
。
以
上
の
よ
う
な
体
裁
問
題
と
関

係
の
な
い
と
こ
ろ
で
も
、
Ｊ
Ｒ
の
進
化
を
あ
え
て
推
し
進
め
て
き
た
。

以
下
簡
単
に
述
べ
て
み
よ
う
。
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組
織
面
で
は
、
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
編
集
小
委
員
会
を
立
ち
上
げ

た
。
必
要
に
応
じ
て
Ｊ
Ｒ
の
編
集
方
針
等
に
つ
い
て
委
員
に
相
談
す
る

こ
と
と
し
た
。
広
報
面
で
は
Ｊ
Ｒ
をJST

O
R

に
登
録
し
た
。JST

O
R

は
人
文
、
社
会
な
ど
の
学
術
雑
誌
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
、
電
子
的
に

保
存
す
る
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
だ
が
、
Ｊ
Ｒ
が
広
く
認
識
さ
れ
る
の

に
は
登
録
が
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
内
容
面
で
は
、
書
評
欄
を

導
入
し
て
世
界
中
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
に
話
題
の
日
本
研
究
書
に
メ
ス
を

入
れ
て
も
ら
う
こ
と
と
し
た
。「
研
究
ノ
ー
ト
」
も
、
貴
重
な
資
料
の

「
英
訳
」
も
ま
た
新
し
い
企
画
で
あ
る
。
最
後
に
冒
頭
で
紹
介
し
た
よ

う
に
特
集
号
も
二
〇
一
三
年
の
導
入
で
あ
っ
た
。
こ
れ
で
決
し
て
満
足

で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
課
題
は
多
く
残
っ
て
い
る
。
投
稿
原
稿
の
数

が
不
足
気
味
な
の
で
募
集
に
更
な
る
力
を
入
れ
、
工
夫
を
す
る
必
要
が

あ
る
。
募
集
の
た
め
に
も
、T

hom
son R

euters

のA
rts and H

um
an-

ities C
itation Index

に
も
、Scopus

に
も
Ｊ
Ｒ
を
載
せ
て
も
ら
う
こ

と
を
狙
っ
て
い
る
。
商
業
出
版
と
何
ら
か
の
タ
イ
ア
ッ
プ
が
で
き
な
い

か
の
検
討
を
す
る
こ
と
も
大
事
か
も
知
れ
な
い
。
Ｊ
Ｒ
は
日
文
研
が
英

語
圏
に
向
け
る
「
顔
」
で
も
あ
る
た
め
、
常
に
よ
り
い
い
も
の
に
し
て

い
く
責
任
を
編
集
長
の
筆
者
は
痛
感
し
て
い
る
。

 

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）


