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研
究
所
動
静

　

退
職
し
て
2
年
に
な
ろ
う
と
い
う
の
に
、
い
ま
だ

に“
専
門
は
な
ん
で
す
か
”
と
聞
か
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
正
直
言
っ
て
、
こ
れ
が
一
番
答
え
に
窮
す
る
。

自
分
か
ら
は
め
っ
た
に
言
わ
な
い
が
、
蓬
髪
で
よ
れ

よ
れ
の
服
を
き
て
い
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
の
で
、

周
り
か
ら
は
実
社
会
で
は
役
立
つ
こ
と
を
し
て
こ
な

か
っ
た
元
大
学
教
員
に
違
い
な
い
と
見
破
ら
れ
て
い

る
の
だ
。
そ
ん
な
と
き
に
、“
中
小
企
業
と
Ｅ
Ｕ
経
済

の
両
方
で
す
”
と
言
え
ば
、
ま

ず
怪
訝
な
顔
を
さ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
そ
の
時
の
雰
囲
気
で

ど
ち
ら
か
し
か
言
わ
な
い
こ
と

に
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
た

ま
に
正
直
言
え
ば
、
長
い
話
に

な
り
か
ね
な
い
。

　

大
学
院
の
８
年
間（
博
士
課

程
を
6
年
間
も
過
ご
し
た
）で

は
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
研
究
を

マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
基
づ
い

て
や
っ
て
き
た
。
そ
れ
し
か
や
っ
て
こ
な
か
っ
た
と

い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
っ
こ
う
に
成
果
を
出
せ

な
い
の
で
、
恩
師
は
研
究
の
フ
ィ
ー
ル
ド
を
Ｅ
Ｕ
研

究
に
拡
げ
て
く
れ
た
。
そ
れ
以
来
、
Ｅ
Ｕ
と
旧
植
民

地
諸
国
と
の
関
係
を
追
っ
か
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
そ
の
研
究
は
本
学
に
奉
職
し
た
の
ち
、
運

よ
く
こ
の
研
究
叢
書
の
第
２
巻『
Ｅ
Ｕ
の
開
発
援
助

政
策
』（
２
０
０
０
年
３
月
）と
し
て
20
年
以
上
も
前
に

纏
め
る
こ
と
が
で
き
、
大
阪
市
立
大
学
か
ら
博
士
号

（
い
わ
ゆ
る
論
博
）を
授
与
さ
れ
た
。
そ
の
縁
も
あ
っ

て
、
ひ
と
こ
ろ
は
い
く
つ
か
の
大
学
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

経
済
論
の
非
常
勤
講
師
を
務
め
て
い
た
。

　

一
方
、
大
学
院
博
士
課
程
を
終
え
た
の
ち
、
思
い

が
け
ず
大
阪
府
の
中
小
企
業
研
究
所
に
職
を
得
る
こ

と
が
で
き
た
。
こ
の
職
場（
大
阪
府
立
商
工
経
済
研

究
所
）は
旧
満
州
鉄
道
調
査
部
の
流
れ
を
汲
む
人
た
ち

が
設
立
し
た
も
の
で
マ
ル
経
を
背
景
と
す
る
先
輩
諸

氏
が
数
多
く
お
ら
れ
た
。
中
小
企
業
研
究
で
は
全
国

的
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
な
り
に
自
分

を（
無
理
に
？
）納
得
さ
せ
就
職
し
た
。
こ
う
し
て
、

私
の
研
究
に
あ
ら
た
に
中
小
企
業
論
が
付
け
加
わ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
す
で
に
子
供
が
い
た
の
で
、
生
活

す
る
上
で
や
む
を
得
な
か
っ
た
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、

職
場
は
行
政
改
革
の
波
に
襲
わ
れ
組
織
再
編
を
余
儀

な
く
さ
れ
る
に
至
り（
大
阪
府
立
産
業
開
発
研
究
所

と
い
う
奇
妙
な
名
に
変
更
）、
し
か
も
研
究
内
容
に

ま
で
役
人
か
ら
口
出
し
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
。

“
も
っ
と
タ
イ
ム
リ
ー
で
役
に
立
つ
研
究（
誰
に
役
立

つ
と
い
う
の
か
）、
研
究
よ
り
も
短
期
的
な
調
査
の
重

視
を
”の
云
い
で
、
彼
ら
の
言
う
役
に
立
た
な
い
経
済

学
よ
り
も
、
経
営
者
に
有
益
と
さ
れ
る
ア
プ
ロ
ー
チ

を
迫
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
の
頃
か
ら
私
は（
職
場
が
嫌
に
な
っ
た
こ
と
も

あ
り
）、
早
朝
起
床
の
の
ち
一
時
間
半
く
ら
い
は
Ｅ

Ｕ
経
済
に
関
係
す
る
英
仏
な
ど
の
外
国
語
文
献
に
挑

大
阪
商
業
大
学
比
較
地
域
研
究
所
研
究
叢
書
第
22
巻

前
田
啓
一
・
池
田　

潔
・
和
田
聡
子
編
著

激
動
す
る
世
界
経
済
と

中
小
企
業
の
新
動
態

（
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
二
三
年
三
月
一
〇
日
）

前
田
啓
一

自著紹介
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み
、
通
勤
の
の
ち
昼
間
は（
睡
魔
と
た
た
か
い
な
が

ら
）業
務
と
し
て
の
中
小
企
業
で
の
面
談
と
レ
ポ
ー
ト

執
筆
と
い
う
日
々
を
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
た
。
当
初

は
苦
し
い
こ
と
も
多
か
っ
た
が
、
そ
れ
も
習
い
性
と

な
る
。
そ
の
よ
う
な
生
活
は
や
が
て
は
大
学
教
員
と

し
て
の
期
間
も
継
続
す
る
。
午
前
中
は
Ｅ
Ｕ
経
済
論

を
、
そ
し
て
午
後
は
中
小
企
業
論
に
い
そ
し
む
こ
と

と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
オ
オ
タ
ニ
な
ら
ぬ
二
刀

流
生
活
は
本
学
退
職
ま
で
長
く
続
き
、
退
職
後
に
は

先
祖
帰
り
し
て（
人
に
は
本
籍
地
に
戻
っ
た
と
言
っ

て
い
る
）よ
う
や
く
Ｅ
Ｕ
経
済
論
に
専
念
す
る
日
々
を

過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。周
り
に
は
、

も
う
中
小
企
業
論
は
や
ら
な
い
よ
と
伝
え
て
い
る
の

だ
が
、
そ
れ
で
も
な
か
な
か
解
放
さ
れ
な
い
。
相
変

わ
ら
ず
、
疲
れ
る
日
々
が
続
い
て
い
る（
自
業
自
得

か
も
し
れ
な
い
）。
さ
ら
に
10
年
く
ら
い
前
に
は
研
究

分
野
か
ら
派
生
し
、
ベ
ト
ナ
ム
経
済（
中
小
企
業
）研

究
も
付
け
加
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

　

今
回
、
二
人
の
畏
友
、
池
田　

潔
先
生（
大
阪
商

業
大
学
）と
和
田
聡
子
先
生（
大
阪
学
院
大
学
）の
心
配

り
の
も
と
で
、
２
０
２
１
年
10
月
に
古
稀
を
迎
え
た

私
の
記
念
出
版
の
企
画
を
す
す
め
て
く
れ
た
。
こ
の

折
に
も
、
私
の
個
人
的
事
情
を
斟
酌
く
だ
さ
り
、
本

書
の
構
成
が
欧
州
社
会・経
済
、ア
ジ
ア
社
会・経
済
、

中
小
企
業
と
の
3
部
に
分
か
れ
る
と
い
う
き
わ
め
て

変
則
的
な
構
成
に
な
っ
た
の
も
そ
の
た
め
だ
。
本
書

執
筆
の
12
名
の
方
々
は
い
ず
れ
も
私
が
こ
れ
ま
で
の

経
緯
か
ら
折
々
に
親
し
く
お
付
き
合
い
く
だ
さ
っ
て

い
る
先
生
方
で
あ
る
。
執
筆
者
の
な
か
に
は
マ
ル
経

を
ベ
ー
ス
と
す
る
数
人
の
方
も
混
じ
っ
て
い
る
。
ま

た
、
経
済
学
と
経
営
学
の
双
方
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら

執
筆
陣
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
な
に
よ
り
、
私
自
身

が
マ
ル
経
で
し
か
も
退
職
し
て
い
る
身
で
も
あ
り
、

お
二
方
に
は
多
大
な
迷
惑
を
か
け
て
し
ま
っ
た
こ
と

を
あ
ら
た
め
て
お
詫
び
し
て
お
き
た
い
。
ま
さ
に
滅

茶
苦
茶
な
企
画
だ
っ
た
と
言
う
し
か
な
い
…
。た
だ
、

率
直
に
言
え
ば
、
当
初
私
は
、
Ｅ
Ｕ
、
ア
ジ
ア
、
中

小
企
業
で
三
つ
の
シ
リ
ー
ズ
、
つ
ま
り
上
・
中
・
下

と
か
１
、２
、３
と
か
に
し
た
い
な
と
言
う
気
持
ち
も

あ
っ
た
の
だ
が
、そ
れ
は
と
う
て
い
無
理
だ
と
思
い
、

こ
の
よ
う
な
一
冊
に
3
部
を
詰
め
込
ん
で
し
ま
っ
た

の
だ
。
本
書
の
構
成（
目
次
）を
記
す
余
裕
が
こ
こ
に

は
な
い
の
で
、
執
筆
者
の
お
名
前
の
み
を
記
載
し
て

お
け
ば
、わ
れ
わ
れ
の
ほ
か
、鈴
井
清
巳
、松
永　

達
、

豊　

嘉
哲
、
許　

伸
江
、
閻　

和
平
、
井
出
文
紀
、

粂
野
博
行
、
町
田
光
弘
、
文
能
照
之
、
関　

智
宏
の

皆
さ
ん
で
あ
る
。

　

２
０
２
０
年
代
前
半
の
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
世

界
各
地
で
は
戦
争
に
よ
り
平
穏
な
市
民
生
活
は
む
ろ

ん
、
企
業
の
日
常
活
動
も
脅
か
さ
れ
る
時
代
と
な
っ

た
。
日
本
国
内
で
は
極
端
な
規
制
緩
和
方
針
に
よ
る

市
場
超
重
視
の
経
済
運
営
が
長
く
続
い
た
結
果
と
し

て
若
い
世
代
を
中
心
と
す
る
非
正
規
雇
用
の
蔓
延
と

労
働
市
場
の
歪
み
と
限
界
と
が
露
呈
し
て
い
る
。“
働
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き
方
改
革
”に
よ
っ
て
も
問
題
は
い
っ
こ
う
に
解
消
さ

れ
ず
、
そ
の
日
の
暮
ら
し
に
事
欠
く
人
々
が
多
数
生

ま
れ
る
に
至
っ
た
。
日
本
や
欧
米
は
な
ぜ
こ
の
よ
う

な
ギ
ス
ギ
ス
し
た
、
弱
者
に
冷
た
い
国
々
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
か
。
ま
た
、
現
代
の
企
業
間
競
争
は
市

場
で
の
厳
し
い
そ
の
展
開
を
通
じ
て
、
他
方
で
同
時

並
行
的
に
深
刻
な
地
域
間
格
差
も
生
み
出
し
続
け
て

い
る
。
本
書
の「
は
し
が
き
」
で
、
私
は
こ
の
よ
う
に

大
言
壮
語
し
危
機
感
を
表
明
し
た
も
の
の
、
そ
の
研

究
成
果
は
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の

か
。
大
学
教
員
の
現
場
で
は
、
世
の
大
勢
に
迎
合
し

そ
し
て
ま
た
マ
ス
コ
ミ
受
け
を
狙
う
の
で
は
な
く
、

言
葉
と
文
字
の
メ
ス
で
も
っ
て
、
そ
れ
ら
へ
の
批
判

的
精
神
の
醸
成
が
も
っ
と
も
必
要
と
さ
れ
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
批
判
的
態
度
が
欠
如
す
れ
ば
大
学
教
員

の
存
在
意
義
は
な
い
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

な
お
、
こ
の
短
文
執
筆
時
点
で
、
運
よ
く
す
で
に

お
二
人
の
方
か
ら
書
評
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き

た
。
中
小
企
業
経
営
論
の
立
場
か
ら
は
田
代
智
治
先

生（
長
崎
県
立
大
学
）に
よ
る『
中
小
企
業
季
報
』（
大

阪
経
済
大
学
中
小
企
業
・
経
営
研
究
所
、
２
０
２
３

年
11
月
、
No
１
）へ
の
掲
載
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、

“
中
小
企
業
を
研
究
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
さ
え
す
れ

ば
中
小
企
業
研
究
な
の
か
”と
の
あ
る
方
の
発
言
を
紹

介
さ
れ
て
お
り
、
私
は
そ
の
指
摘
を
き
わ
め
て
重
要

と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
中
小
企
業
の
問
題

性
研
究（
そ
し
て
そ
れ
は
資
本
主
義
批
判
へ
の
契
機

と
も
な
り
え
る
）を
軽
視
す
る
風
潮
へ
の
警
鐘
で
も
あ

る
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
田
代
さ
ん
か
ら
の
私
自
身
が

ど
う
考
え
る
の
か
と
い
う
総
括
的
分
析
が
抜
け
て
い

る
と
の
指
摘
は
ま
さ
し
く
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
。
た

し
か
に
、
本
書
の
末
尾
あ
た
り
で
少
し
で
も
触
れ
る

べ
き
で
あ
っ
た
と
反
省
し
き
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

同
志
社
大
学
元
教
授
の
嶋
田　

巧
先
生
か
ら
は
世
界

経
済
論
の
立
場
か
ら
の
書
評
が
届
く（
当
比
較
地
域

研
究
所
の『
地
域
と
社
会
』
次
号
に
掲
載
予
定
）。
こ

こ
で
は
各
章
に
つ
い
て
の（
時
に
は
や
や
辛
口
の
）コ

メ
ン
ト
の
ほ
か
、
そ
の
最
後
に「
本
書
に
よ
り
地
政

学
と
の
関
連
や
結
合
を
特
質
と
す
る
現
代
世
界
経
済

に
お
け
る
、
広
い
視
野
の
も
と
で
の
政
治
・
経
済
的

ア
プ
ロ
ー
チ
の
必
要
性
を
改
め
て
感
じ
た
」
と
の
総

評
を
い
た
だ
い
た
。
加
齢
の
せ
い
か
最
近
は
や
や
大

言
壮
語
気
味
の
私
に
と
っ
て
は
、
望
外
の
喜
び
と
し

た
い
。
た
だ
、
地
政
学
的
な
観
点
が
過
ぎ
る
と
研
究

の
客
観
性
や
科
学
性
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
も

留
意
し
て
い
き
た
い
と
自
戒
も
す
る
。
若
い
頃
に
読

ん
だ
文
章
の
な
か
で
、
あ
る
大
家
が“
良
い
子
は
地

政
学
を
や
っ
て
は
い
け
な
い
”と
記
し
て
い
た
の
が
い

ま
だ
に
こ
び
り
つ
き
、
拭
い
去
れ
な
い
の
だ
。

（
本
学
名
誉
教
授
・
特
別
教
授
）

腰を痛めた前田を懸命にマッサージするベトナム人ガ
イドさん（ ベトナムの古都ホアルーにて、2023年2月）

ベトナム北部の世界遺産チャンアンでのボートクルーズ
（2023年2月）


