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東
京
大
学
の
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
開
始
さ
れ
た
第
一
期
「
死
生
学
の
構
築
」
以
来
、
ず
っ

と
注
目
を
持
っ
て
き
た
。
今
回
、
中
山
大
学
で
第
二
期
「
死
生
学
の
展
開
と
組
織
化
」
に
基
づ
く
「
東
ア
ジ
ア
の
死
生
学
へ
」
の

日
台
国
際
会
議
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
は
、
日
台
の
哲
学
思
想
・
宗
教
及
び
霊
性
文
化
の
今
後
の
交
流
を
い
っ
そ
う
促
す
画
期
的
な

試
み
と
し
て
、
と
て
も
期
待
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

私
は
主
に
倫
理
学
・
哲
学
的
人
間
学
を
研
究
し
て
き
た
。
私
の
宗
教
的
背
景
は
日
本
の
新
宗
教
の
一
つ
の
天
理
教
で
あ
る
が
、

台
湾
の
宗
教
文
化
、
と
く
に
慈
済
に
つ
い
て
は
人
間
仏
教
の
思
想
に
基
づ
く
社
会
参
加
的
な
実
践
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
。
本
務

校
は
日
本
の
天
理
大
学
で
あ
る
が
、
こ
の
九
月
か
ら
中
国
文
化
大
学
日
文
系
に
所
属
し
て
い
る
の
で
、
台
湾
側
か
ら
の
討
論
者
と

し
て
登
壇
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

「
総
合
討
論
」
コ
メ
ン
ト

　

金
子
昭
｜
天
理
大
学
お
や
さ
と
研
究
所
教
授
・
中
国
文
化
大
学
客
員
教
授
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楊
濟
襄
氏
・
余
德
慧
氏
・
廖
欽
彬
氏
に　

―

と
く
に
慈
済
の
実
践
と
死
生
観
に
関
し
て

現
在
、
日
本
の
死
生
学
を
臨
床
面
で
語
る
際
、
今
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
を
抜
き
に
し
て
語
れ
な
い
。
地

震
発
生
直
後
か
ら
、
日
本
の
数
多
く
の
宗
教
者
が
さ
ま
ざ
ま
な
救
援
・
支
援
に
立
ち
上
が
り
、
そ
の
活
動
は
現
在
も
継
続
し
て
い

る
。
そ
う
し
た
活
動
の
背
後
に
あ
る
思
想
は
、
一
九
九
九
年
九
月
二
十
一
日
に
発
生
し
た
台
湾
大
地
震
（
九
二
一
大
地
震
）
の
際

の
台
湾
の
宗
教
者
の
救
援
思
想
と
も
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
し
、「
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
大
災
害
が
起
こ
っ
た
の
か
？
」、「
な
ぜ
こ

れ
ほ
ど
の
多
く
の
無
辜
の
人
々
が
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？
」、「
神
や
仏
は
我
々
人
間
に
何
を
要
求
し
て
い
る
の
か
？
」

と
い
っ
た
、
死
生
観
・
救
済
観
に
か
か
わ
る
実
存
的
な
問
い
も
、
両
者
に
共
通
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

今
回
の
六
名
（
七
名
）
の
発
表
の
中
で
は
、
楊
濟
襄
氏
（
第
二
部
）
が
台
湾
の
「
父
後
七
日
」
と
日
本
の
「
お
く
り
び
と
」
の

比
較
宗
教
学
的
な
知
見
の
提
示
を
さ
れ
た
。
近
年
、
本
当
の
近
親
者
だ
け
で

行
う
家
族
葬
が
増
え
て
き
た
日
本
で
あ
る
が
、
東
日
本
大
震
災
を
契
機
に
、

家
族
葬
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
だ
け
に
家
族
の
絆
を
よ
り
深
め
る
傾
向
が
強

ま
っ
た
と
聞
く
。
そ
こ
で
、
台
湾
大
地
震
と
東
日
本
大
震
災
の
際
に
見
せ
た

震
災
犠
牲
者
へ
の
日
台
に
お
け
る
葬
送
儀
礼
的
対
応
で
は
ど
の
よ
う
な
「
死

生
の
イ
メ
ー
ジ
」
の
類
似
や
相
違
が
あ
る
の
か
？　

ご
存
知
の
と
こ
ろ
だ

け
で
も
良
い
の
で
、
こ
の
点
を
ぜ
ひ
お
聞
き
し
た
い
と
思
う
。

台
湾
大
地
震
で
も
今
回
の
東
日
本
大
震
災
で
も
大
規
模
な
活
動
を
展
開

し
た
台
湾
の
〝
宗
教
団
体
〞
は
、
慈
済
（
財
団
法
人
仏
教
慈
済
基
金
会
）
で

あ
る
。
慈
済
の
活
動
は
、
私
も
岩
手
県
に
被
災
者
へ
の
支
援
金
配
布
に
同

金子昭氏
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行
し
て
取
材
し
た
。
そ
の
と
き
、
慈
済
が
被
災
し
た
小
中
学
校
の
建
物
を
建
て
る
と
申
し
入
れ
て
い
た
。
被
災
者
と
し
て
は
大
変

あ
り
が
た
い
話
で
あ
る
が
、
一
抹
の
不
安
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
学
校
を
建
て
る
こ
と
で
、
そ
の
後
の
教
育
内
容
に
ま
で
慈
済
側
か

ら
の
な
ん
ら
か
の
指
導
が
入
る
の
で
は
な
い
か
？　

と
い
う
こ
と
だ
。
二
〇
〇
九
年
八
月
の
「
八
八
水
害
」
の
後
を
受
け
て
建
設

さ
れ
た
慈
済
大
愛
村
で
、
そ
の
宗
教
文
化
の
違
い
か
ら
先
住
民
族
の
人
々
が
強
く
反
発
し
た
事
例
を
思
い
、
私
は
将
来
起
こ
る
か

も
し
れ
な
い
文
化
摩
擦
の
可
能
性
に
つ
い
て
危
惧
し
て
い
る
。

ま
た
、
慈
済
の
活
動
で
特
筆
す
べ
き
も
の
の
一
つ
が
医
療
分
野
に
お
け
る
積
極
的
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
参
加
で
あ
り
、
日
本
の

病
院
で
は
医
療
法
の
関
係
も
あ
っ
て
出
来
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
ま
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
驚
異
的
で
あ
り
、

感
動
的
で
も
あ
る
。
慈
済
病
院
で
は
、
入
院
患
者
の
心
の
ケ
ア
は
も
ち
ろ
ん
、
緊
急
処
置
室
や
手
術
室
や
病
理
解
剖
や
遺
体
安
置

所
な
ど
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
活
動
し
て
い
る
。
し
か
し
、
専
門
職
と
し
て
の
医
師
・
看
護
師
な
ど
の
ス
タ
ッ
フ

と
は
、
職
務
上
の
衝
突
や
軋
轢
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
？　

公
式
に
は
両
者
の
関
係
は
う
ま
く
行
っ
て
い
る
と
は
聞
く
も
の
の
、
実

際
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
？　

職
務
遂
行
の
際
に
お
い
て
は
、
異
な
る
立
場
の
ス
タ
ッ
フ
同
士
の
間
で
一
種
の
文
化
摩
擦
が
発
生
す

る
も
の
な
の
だ
が
、
ど
の
よ
う
に
そ
う
し
た
摩
擦
を
解
決
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら
、
私
は
、
慈
済
大
学
の
余
德
慧
氏
（
第
二
部
）、
ま
た
田
辺
元
の
「
死
の
哲
学
」
と
慈
済
の
宗
教

的
世
界
に
つ
い
て
比
較
考
察
を
さ
れ
た
廖
欽
彬
氏
（
第
三
部
）
に
は
、
と
く
に
慈
済
の
死
生
観
と
救
援
思
想
に
つ
い
て
、
①
従
来

の
仏
教
思
想
に
な
い
独
自
な
実
践
的
性
格
が
ど
こ
か
ら
由
来
す
る
の
か
、
あ
ら
た
め
て
確
認
の
意
味
も
込
め
て
伺
い
た
い
。
ま

た
あ
わ
せ
て
、
②
慈
済
の
活
動
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
こ
と
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
的
摩
擦
が
発
生
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
の
で
、

そ
の
あ
た
り
の
事
例
と
解
決
策
に
つ
い
て
も
お
聞
き
で
き
れ
ば
と
思
う
。
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池
澤
優
氏
・
竹
内
整
一
氏
・
一
ノ
瀬
正
樹
氏
に　

―

感
覚
（
道
徳
感
情
）
へ
の
諸
々
の
問
い

宗
教
は
今
日
、
ど
の
国
に
お
い
て
も
〝
部
分
社
会
〞
で
あ
り
、
決
し
て
特
定
の
宗
教
の
教
え
が
社
会
全
体
を
覆
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
宗
教
の
内
部
で
さ
え
価
値
が
多
元
化
し
て
い
る
現
実
も
あ
る
。
例
え
ば
天
理
教
の
内
部
で
は
、
脳

死
・
臓
器
移
植
の
賛
否
を
め
ぐ
る
議
論
が
今
な
お
続
い
て
い
る
（
し
か
も
同
じ
教
理
か
ら
正
反
対
の
見
解
が
出
る
こ
と
も
あ
る
）。

け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
と
は
む
し
ろ
単
純
に
一
元
的
な
結
論
を
出
し
て
こ
れ
を
自
ら
の
公
式
見
解
と
し
て
い
る
宗
教
よ
り
は
、
信
仰

に
基
づ
く
多
元
的
選
択
の
余
地
が
あ
っ
て
、
ず
っ
と
懐
が
深
い
と
言
う
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
〝
全
体
社
会
〞
の
枠
組
み
だ
け
の
形
式
的
合
意
事
項
だ
け
だ
と
す
る
市
民
社
会
の
倫
理
に
対
し
て
、
多

元
的
な
価
値
の
源
泉
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？　

市
民
社
会
も
そ
れ
な
り
に
実
質
的
な
価
値
の
枠
組

み
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
時
に
は
抵
触
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
超
越
的
根
拠
か
ら
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
と
き

に
は
身
を
持
っ
て
生
き
様
と
し
て
示
す
）
と
こ
ろ
に
、
宗
教
的
な
生
命
倫
理
の
価
値
が
あ
る
と
、
私
は
考
え
る
。
市
民
社
会
の
倫

理
に
決
し
て
成
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
逆
に
常
に
市
民
社
会
と
異
な
る
も
の
と
し
て
自
ら
の
存

在
を
訴
え
る
と
こ
ろ
に
宗
教
的
価
値
観
の
問
題
提
起
と
し
て
の
存
在
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。

実
際
、
日
本
の
諸
宗
教
団
で
は
、
異
な
る
宗
教
者
同
士
が
教
団
布
置
研
究
所
懇
話
会
と
い
う
グ
ル
ー
プ
を
組
織
し
て
い
る
。
同

会
は
毎
年
の
よ
う
に
日
本
生
命
倫
理
学
会
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
自
主
企
画
し
て
、
教
え
は
相
互
に
異
な
る
に
せ
よ
宗
教
か
ら
の

提
言
と
し
て
脳
死
・
臓
器
移
植
や
尊
厳
死
問
題
な
ど
で
の
問
題
提
起
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
問
題
提
起
の
中
に
は
、
ま
さ
に
池
澤

優
氏
（
第
三
部
）
が
強
調
さ
れ
た
「
標
準
的
生
命
倫
理
言
説
（
パ
ー
ソ
ン
論
）」
を
超
え
る
対
抗
言
説
の
多
く
が
含
ま
れ
て
い
る
。

た
だ
、
そ
の
場
合
、
日
本
の
宗
教
だ
か
ら
こ
そ
、
教
え
は
異
な
っ
て
も
共
有
で
き
る
「
感
覚
（
道
徳
感
情
）」
が
あ
り
、
そ
の
一

方
で
例
え
ば
同
じ
仏
教
者
同
士
で
も
、
脳
死
・
臓
器
移
植
に
全
面
的
に
賛
成
し
積
極
的
に
自
ら
の
病
院
で
も
推
進
し
て
い
る
慈
済
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と
は
、「
感
覚
（
道
徳
感
情
）」
に
相
当
へ
だ
た
り
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

で
は
、
宗
教
的
な
「
感
覚
（
道
徳
感
情
）」
と
国
家
や
民
族
の
文
化
的
な
「
感
覚
（
道
徳
感
情
）」
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は

今
後
ど
ち
ら
が
優
勢
に
な
る
と
見
て
い
る
の
か
？　

エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
の
言
う
よ
う
に
、
両
者
は
と
も
に
相
対
化
さ
れ
て
エ
キ
ュ

メ
ニ
カ
ル
な
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
し
て
拡
散
し
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
？　

私
は
国
家
が
国
家
で
あ
る
こ
と
、
宗
教
が
宗

教
で
あ
る
こ
と
を
止
め
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
よ
う
な
相
対
化
は
限
界
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
点
を
、
池
澤
氏
に
は
、「
東

ア
ジ
ア
の
死
生
学
へ
」
と
い
う
大
テ
ー
マ
の
下
で
池
澤
氏
自
身
の
展
望
も
含
め
て
お
聞
き
し
た
い
。

今
回
、
日
本
国
内
に
独
自
な
宗
教
文
化
的
な
「
感
覚
（
道
徳
感
情
）」
に
つ
い
て
、
東
日
本
大
震
災
で
の
日
本
人
の
対
応
の
背

後
に
あ
る
死
生
観
を
詳
し
く
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
竹
内
整
一
氏
（
第
一
部
）
で
あ
る
。
ご
発
表
の
中
で
は
、「
無
常
観
」
に
あ
っ

て
な
お
か
つ
「
人
間
の
荘
厳
さ
」
を
強
調
さ
れ
た
。
宗
教
文
化
は
日
本
に
お
い
て
も
多
元
的
で
あ
り
、
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
た
「
無

常
観
」
と
は
異
質
な
、
も
っ
と
世
界
人
生
肯
定
的
な
志
向
も
、
日
本
の
伝
統
的
死
生
観
の
中
に
あ
る
。
鎌
倉
新
仏
教
の
日
蓮
や
、

幕
末
維
新
期
の
民
衆
宗
教
の
思
想
に
そ
れ
が
能
動
的
な
「
世
直
し
」
思
想
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
東
日
本
大
震
災
で
の
日
本
の
諸

宗
教
の
積
極
的
な
救
援
活
動
を
見
て
も
、
決
し
て
〝
前
の
め
り
の
科
学
・
技
術
〞
対
〝
日
本
的
「
は
か
な
さ
」〞
の
図
式
で
受
け

止
め
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

た
だ
単
に
慈
母
・
厳
父
と
し
て
自
然
を
受
動
的
に
受
け
入
れ
て
い
る
／
受
け
入
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
側
面
だ
け
で
は
な
い
と
思

う
。
大
災
害
が
自
分
た
ち
の
生
活
を
大
規
模
に
直
撃
し
た
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
が
、
人
々
を
し
て
自
然
の
〝
子
ど
も
〞
た
る
人

間
へ
の
警
告
と
し
て
受
け
取
り
、
自
分
た
ち
が
築
い
て
き
た
文
明
・
文
化
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
自
分
の
〝
父
母
〞
の
思
い
に
即

し
た
も
の
に
変
え
て
い
く
べ
き
だ
と
い
う
能
動
的
な
問
題
提
起
と
実
践
へ
と
駆
り
立
て
て
い
る
点
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？

　

そ
う
し
た
日
本
宗
教
の
世
界
人
生
肯
定
的
な
倫
理
思
想
の
側
面
に
つ
い
て
、
竹
内
氏
に
あ
ら
た
め
て
確
認
し
た
い
と
思
う
。
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最
後
に
、
今
日
の
死
生
学
は
、
い
わ
ゆ
る
理
系
・
文
系
の
壁
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
問
い
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
も

あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
一
ノ
瀬
正
樹
氏
（
第
一
部
）
に
よ
る
「
日
本
に
お
け
る
低
線
量
被
曝
論
争
の
構
図
」
を
め
ぐ
る
ご
発
表

は
、
文
系
か
ら
い
か
に
理
系
の
専
門
領
域
に
深
く
精
密
に
迫
れ
る
か
を
示
し
た
優
れ
た
内
容
で
あ
る
。
多
く
の
人
々
は
、
ベ
ク
レ

ル
や
シ
ー
ベ
ル
ト
、
ま
た
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
の
勧
告
基
準
な
ど
に
つ
い
て
ど
れ
だ
け
正
確
な
科
学
的
知
見
を
持
っ
て
、
福
島
第
一
原
発
の

放
射
能
漏
れ
の
議
論
を
し
て
い
る
か
、
お
お
い
に
疑
問
が
あ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
今
後
も
、
ど
こ
ま
で
そ
う
し

た
議
論
が
可
能
か
非
常
に
心
も
と
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
放
射
能
・
放
射
線
と
い
う
も
の
が
人
間
の
感
覚
を
素
通
り
し
て
し
ま
う
と
い
う
性
格
に
あ
り
、
そ
こ
に
は
日
本
人
と

し
て
、
い
や
人
間
と
し
て
の
感
覚
（
道
徳
感
情
）
が
ど
う
し
て
も
実
感
で
き
な
い
見
え
な
い
脅
威
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
原
発
被
害
」
と
「
原
発
の
風
評
被
害
」
と
の
間
は
想
像
以
上
に
深
い
と
こ
ろ
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
々
の
「
安

心
」
が
「
安
全
」
に
た
ど
り
つ
く
こ
と
は
ど
う
あ
っ
て
も
不
可
能
で
は
な
い
か
？　

一
ノ
瀬
氏
は
、
そ
の
こ
と
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
理

解
し
つ
つ
、
可
能
な
か
ぎ
り
低
線
量
被
曝
の
基
準
値
に
つ
い
て
の
問
題
を
分
か
り
や
す
く
読
み
説
い
て
く
れ
た
。

し
か
し
、
ひ
る
が
え
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
唯
一
の
被
爆
国
の
国
民
と
し
て
、
放
射
能
の
潜
在
的
な
危
険
性
に
つ
い
て
は
十
分

頭
で
分
か
っ
て
い
る
の
に
、
大
事
故
が
起
こ
る
ま
で
ず
る
ず
る
と
原
発
を
こ
こ
ま
で
普
及
さ
せ
て
き
た
国
こ
そ
、
ま
さ
に
日
本
で

あ
っ
た
。
も
し
か
し
て
実
は
こ
こ
に
こ
そ
、
日
本
人
の
感
覚
（
道
徳
感
情
）
が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
対
応
で
き
て
こ
な
か
っ
た
問
題
が

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？　

た
し
か
に
今
回
の
原
発
事
故
に
よ
り
我
々
は
「
未
体
験
ゾ
ー
ン
」
に
足
を
踏
み
入
れ
た
か
も
し

れ
な
い
が
、
む
し
ろ
我
々
一
人
ひ
と
り
の
中
に
お
い
て
、
頭
で
理
解
し
て
き
た
危
険
性
の
認
識
と
感
覚
（
道
徳
感
情
）
の
乖
離
の

問
題
を
人
文
学
が
掘
り
下
げ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
？　

日
本
の
場
合
、
過
去
の
原
発
受
容
の
経
過
を
振
り
返
る
こ
と
の
必
要

性
の
中
で
見
え
て
く
る
も
の
が
、
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？　

そ
の
あ
た
り
の
問
題
を
、
一
ノ
瀬
氏
に
う
か
が

い
た
い
と
思
う
。


