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は

し

が

き

円
高
だ
、
超
電
導
だ
、
高
齢
化
だ
、
と
次
々
に
大
問
題
が
出
て
き
て
、
こ
れ
か
ら
一
体
ど
う
な
っ
て
い
く
の

か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
働
く
し
か
な
い
、
と
思
っ
て
い
る
人
が
多
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、

こ
れ
ら
の
大
問
題
は
、
実
は
自
分
に
ふ
り
か
か
っ
て
い
る
こ
と
な
の
だ
。
こ
の
事
は
、
そ
の
こ
と
を
、
筋
を
通

し
て
伝
え
る
た
め
に
書
か
れ
た
。
そ
の
筋
は
「
有
用
」
と
い
う
こ
と
に
眼
を
据
え
て
あ
る
。

終
身
雇
用
と
い
う
こ
と
に
、
い
い
加
減
な
説
明
が
ま
か
り
通
っ
て
い
る
。
終
身
雇
用
と
は
文
字
通
り
、
雇
っ

た
側
が
生
涯
に
わ
た
っ
セ
社
貞
を
雇
用
し
っ
づ
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
ほ
か
に
定
義
は
な
い
の

だ
。
こ
の
内
容
を
動
か
し
て
し
ま
う
か
ら
説
明
が
ウ
サ
ン
く
さ
く
な
っ
て
し
ま
う
。

「
わ
が
社
の
た
め
に
骨
を
埋
め
て
く
れ
」
、
「
会
社
の
た
め
に
粉
骨
砕
身
、
頑
張
り
ま
す
」
、
「
君
の
骨
は
拾
っ
て

や
る
ぞ
」
と
い
う
会
社
と
社
員
と
の
結
び
つ
き
が
終
身
雇
用
の
思
想
で
あ
っ
て
、
こ
の
思
想
に
も
と
づ
い
て
い

る
の
が
終
身
雇
用
慣
行
な
の
だ
。
学
校
卒
業
後
に
入
社
し
た
社
員
は
、
そ
の
会
社
に
勤
め
続
け
る
。
社
風
は
社

宅
に
入
り
、
や
が
て
結
婚
し
、
子
供
が
生
ま
れ
、
親
は
子
供
に
そ
れ
な
り
の
学
校
を
卒
業
さ
せ
る
ま
で
教
育
を



続
け
、
や
が
て
卒
業
後
に
子
供
は
就
職
し
、
結
婚
す
る
。
こ
の
サ
イ
ク
ル
を
続
け
る
中
で
家
計
費
は
増
大
す
　
2

る
。
増
大
し
て
い
く
家
計
費
を
ま
か
な
う
こ
と
を
知
っ
て
会
社
が
支
給
す
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
年
功
賃
金
で
あ

り
、
こ
の
賃
金
は
家
計
費
の
サ
イ
ク
ル
を
に
ら
ん
だ
生
活
費
を
ベ
ー
ス
と
し
、
こ
れ
に
勤
続
を
重
ね
る
こ
と
で
、

そ
の
社
員
が
獲
得
し
た
仕
事
の
熟
練
の
増
加
を
合
わ
せ
た
額
だ
。

や
が
て
年
齢
を
唯
一
の
理
由
と
す
る
会
社
か
ら
の
解
雇
で
あ
る
定
年
が
く
る
。
定
年
を
終
身
雇
用
慣
行
は
ど

う
突
破
し
た
か
。
そ
の
原
型
は
こ
う
だ
。
定
年
退
職
し
た
社
員
は
、
退
職
金
で
土
地
を
借
り
、
家
を
建
て
る
。

社
員
は
会
社
で
働
い
た
報
酬
で
、
こ
の
社
会
で
自
分
の
資
産
ス
ト
ッ
ク
を
持
っ
た
わ
け
だ
。
結
婚
し
た
子
供
は

両
親
と
同
居
し
、
二
世
代
は
両
親
の
貯
金
と
子
供
の
給
与
で
暮
す
。
や
が
て
親
は
死
去
す
る
。
終
身
雇
用
慣
行

は
こ
こ
で
終
る
。
木
造
家
屋
の
建
て
直
し
が
子
供
の
定
年
時
に
や
っ
て
く
る
。
こ
の
縁
り
返
t
が
勤
労
者
の
生

活
な
の
で
あ
っ
て
、
終
身
雇
用
慣
行
の
「
雇
用
」
は
「
雇
わ
れ
て
飽
く
」
期
間
だ
け
で
は
な
く
「
雇
．
わ
れ
て
働

い
た
」
こ
と
で
生
涯
が
そ
の
会
社
に
「
保
障
」
さ
れ
る
事
実
を
意
味
し
て
お
り
、
だ
か
ら
雇
用
の
「
慣
行
」
な

の
で
あ
る
。

こ
れ
以
外
の
定
義
は
す
べ
て
ウ
サ
ン
く
さ
い
。
な
ぜ
ウ
サ
ン
く
、
さ
い
説
明
が
出
て
く
る
か
と
い
え
ば
、
終
身

雇
用
慣
行
と
は
会
社
と
社
員
の
間
の
思
想
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
価
値
観
な
の
だ
か
ら
、
実
際
の
あ
ら
わ
れ
か

た
は
変
わ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
か
ら
だ
。
会
社
は
市
場
経
済
を
動
か
す
も
と
に
な
っ
て
い
る
。
会
社
は
経
済
組

織
だ
。
経
済
組
織
だ
か
ら
市
場
経
済
の
中
で
浮
き
沈
み
が
避
け
ら
れ
な
い
し
、
浮
き
沈
み
を
く
ぐ
っ
て
生
き
残

っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
市
場
経
済
に
も
大
き
な
流
れ
が
あ
り
、
経
済
組
織
の
必
要
な
姿
は
変
わ
っ
て
い
く

し
、
市
場
経
済
が
活
動
し
て
い
る
社
会
全
体
も
変
わ
っ
て
い
く
。
経
済
組
織
で
あ
．
る
会
社
に
と
っ
て
必
要
な
人

材
の
質
も
量
も
変
化
し
、
社
会
全
体
の
生
活
の
質
や
水
準
、
そ
し
て
人
口
構
成
も
変
わ
っ
て
い
く
。
そ
の
中
で

終
身
雇
用
慣
行
の
あ
ら
わ
れ
か
た
を
変
え
て
い
く
た
め
の
新
し
い
説
明
が
出
て
く
る
。

新
し
い
説
明
が
、
原
型
の
思
想
に
キ
チ
ン
と
沿
っ
・
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
。
だ
が
、
そ
の
説
明
が

原
型
の
思
想
か
ら
ど
ん
ど
ん
遠
ざ
か
っ
て
い
く
と
、
ど
こ
か
で
原
型
の
思
想
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
と
こ
ろ
に

来
て
し
ま
う
。
こ
こ
が
終
身
雇
用
慣
行
の
思
想
の
限
度
だ
。
い
ま
が
こ
の
限
度
に
来
た
時
期
だ
。
い
や
、
も
う

こ
の
限
度
を
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
社
員
に
と
っ
て
も
、
こ
れ
か
ら

会
社
貞
に
な
る
人
に
と
っ
て
も
、
大
問
題
中
の
大
問
題
で
は
な
い
か
。

終
身
雇
用
慣
行
を
思
想
ど
お
り
に
実
現
し
た
会
社
に
は
す
ご
み
が
あ
る
。
こ
の
慣
行
を
会
社
は
外
枠
に
し

て
、
社
員
の
生
涯
の
活
力
を
会
社
の
た
め
に
注
が
せ
る
た
め
の
経
営
シ
ス
テ
ム
を
日
本
の
会
社
は
開
発
し
て
き

た
。
こ
れ
が
外
国
に
ほ
と
ん
ど
例
凌
見
な
い
「
日
本
的
経
営
」
の
経
営
シ
ズ
テ
ム
だ
。
こ
の
経
営
シ
ス
テ
ム
の
．

す
ご
み
を
十
分
に
発
揮
し
て
、
第
二
次
大
戦
の
敗
戦
後
の
廃
墟
か
ら
、
四
〇
年
間
で
世
界
最
高
の
国
際
競
争
力

を
身
に
つ
け
た
の
が
日
本
の
企
業
だ
。
日
本
の
企
業
の
中
に
は
、
こ
の
日
本
的
経
営
の
経
営
シ
ス
テ
ム
の
開
発

者
の
企
業
群
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
企
業
群
は
自
分
で
開
発
し
た
経
営
シ
ス
テ
ム
に
自
信
を
も
っ
て
い
る
。
だ

2
ノ

が
、
こ
う
い
う
企
業
群
の
数
は
日
本
の
一
七
〇
万
も
あ
る
企
業
の
中
で
は
ま
こ
と
に
少
な
い
。



い
ま
は
時
代
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
く
曲
り
角
だ
。
曲
っ
た
先
に
何
が
あ
る
の
か
、
恐
れ
ず
に
そ
れ
を
見
詰

め
よ
う
で
は
な
い
か
。

本
音
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
は
P
H
P
研
究
所
出
版
部
の
今
井
章
博
氏
に
大
へ
ん
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て

謝
意
を
表
し
た
い
。

著
　
者

昭
和
六
十
二
年
十
一
月
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