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初
め
て
国
際
社
会
に
関
心

を
抱
い
た
の
は
、
小
学
生
の

と
き
。
各
学
期
に
１
回
実
施

さ
れ
た
「
ハ
イ
チ
デ
ー
」
が

き
っ
か
け
だ
。
当
時
の
最
貧

国
・
ハ
イ
チ
に
向
け
て
、
そ

の
日
の
お
弁
当
を
お
に
ぎ
り

だ
け
に
し
、
我
慢
し
た
お
か

ず
の
費
用
分
を
募
金
す
る
と

い
う
行
事
で
、
今
で
も
続
い

て
い
る
と
い
う
。

「
お
に
ぎ
り
だ
け
で
は
当

然
お
な
か
が
空
き
ま
す
が
、

そ
の
瞬
間
、
ハ
イ
チ
に
生
き

る
人
た
ち
の
こ
と
を
考
え
る

わ
け
で
す
。
こ
の
と
き
か

ら
、
日
本
は
と
て
も
豊
か
な

国
で
あ
り
、
世
界
に
は
そ
う

で
な
い
国
が
あ
る
の
だ
と
、

遥
か
遠
く
の
国
々
や
広
い
世

界
の
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
」

将
来
は
国
際
社
会
に
関
わ

る
何
か
を
、
と
の
想
い
を
抱

い
て
大
学
へ
。
そ
こ
で
亡
き

恩
師
が
担
当
す
る
国
際
法
の

授
業
に
触
れ
「
こ
れ
ほ
ど
面

白
い
学
問
分
野
が
あ
っ
た
の

か
」
と
感
銘
を
受
け
た
。
そ

の
少
し
前
、
世
界
で
は
冷
戦

の
終
結
を
経
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
や
ア
フ
リ
カ
で
内
戦
が
生

じ
る
と
と
も
に
民
族
浄
化
が

発
生
。
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア

や
ル
ワ
ン
ダ
で
の
そ
う
し
た

事
態
に
対
処
す
る
た
め
、
国

際
的
な
刑
事
法
廷
が
設
立
さ

れ
て
い
っ
た
。

大
学
院
時
代
に
は
米
国
同

時
多
発
テ
ロ
（
2
0
0
1

年
）
が
発
生
。
翌
年
に
は
史

上
初
の
常
設
国
際
刑
事
法
廷

で
あ
る
国
際
刑
事
裁
判
所

（
I
C
C
）
が
設
立
、
と
国

際
法
の
一
分
野
で
あ
る
国
際

刑
事
法
が
発
達
し
た
時
期
に

あ
り
、
自
身
の
研
究
も
自
然

と
国
際
犯
罪
に
お
け
る
事
柄

が
軸
を
為
し
た
。
ま
た
、
日

本
政
府
代
表
随
員
と
し
て
の

国
連
に
お
け
る
I
C
C
の

会
議
へ
の
参
加
や
、
任
期
付

職
員
と
し
て
の
外
務
省
で
の

勤
務
な
ど
、〝
生
の
外
交
〟

を
目
の
当
た
り
に
し
た
大
学

院
生
時
代
の
実
務
経
験
が
、

今
日
の
研
究
・
教
育
活
動
に

も
生
き
て
い
る
と
い
う
。

法
の
支
配
に
よ
る
平
和
を

「
国
際
社
会
に
お
け
る
法

の
支
配
に
よ
る
平
和
の
実
現

が
研
究
の
根
底
で

す
。
特
に
関
心
を

有
す
る
の
は
、
個

人
の
国
際
犯
罪
の

処
罰
の
法
的
構

造
。
戦
争
犯
罪
や

海
賊
行
為
な
ど
の

処
罰
を
研
究
し
た
上
で
国
際

テ
ロ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
法
的

規
制
と
い
う
テ
ー
マ
に
た
ど

り
着
き
ま
し
た
」

始
ま
り
は
、
犯
罪
の
行
為

地
、
実
行
者
・
被
害
者
の
国

籍
に
関
係
な
く
、
犯
罪
実
行

者
の
身
柄
拘
束
の
み
を
根
拠

と
し
て
刑
事
裁
判
管
轄
権
の

行
使
を
可
能
と
す
る
普
遍
的

管
轄
権
へ
の
関
心
。
海
賊
行

為
や
戦
争
犯
罪
に
対
し
て
適

用
さ
れ
て
き
た
が
、
テ
ロ
関

連
条
約
に
お
い
て
も
容
疑
者

を
「
引
き
渡
す
か
訴
追
す
る

か
」
と
い
う
原
則
の
基
盤
と

し
て
適
用
さ
れ
て
い
る
。
た

だ
し
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
は
国
際

法
上
の
確
立
し
た
定
義
が
無

く
、
航
空
機
ハ
イ
ジ
ャ
ッ

ク
、
人
質
行
為
、
爆
弾
テ
ロ

な
ど
、
個
別
類
型
ご
と
に
多

数
国
間
条
約
が
作
成
さ
れ
て

き
た
。
現
在
、
そ
の
数
は
13

に
の
ぼ
る
。

「
条
約
が
作
ら
れ
る
ご
と

に
裁
判
管
轄
権
が
設
定
さ
れ

る
締
約
国
の
範
囲
が
拡
大

し
、
テ
ロ
リ
ス
ト
の
『
不
処

罰
を
許
さ
な
い
』
と
い
う
法

の
網
の
目
が
張
り
巡
ら
さ
れ

て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
過
程

を
、
国
連
や
I
C
A
O
（
国

際
民
間
航
空
機
関
）
な
ど
の

条
約
起
草
に
関
す
る
議
事
録

を
読
み
込
み
分
析
し
、
各
国

が
い
か
に
し
て
『
テ
ロ
を
抑

止
す
る
た
め
の
効
果
的
な
処

罰
の
構
造
』
と
『
各
国
家
が

有
す
る
主
権
』
と
の
間
で
バ

ラ
ン
ス
を
取
っ
て
き
た
の
か

を
検
討
し
て
い
ま
す
」

危
機
管
理
の
視
点
か
ら

直
近
で
は
、
各
国
の
国
内

法
に
共
通
す
る
原
則
で
あ
る

「
法
の
一
般
原
則
」
が
テ
ロ

関
連
条
約
の
形
成
に
お
い
て

ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る

か
に
つ
い
て
研
究
、
９
月
の

国
際
法
学
会
に
お
い
て
報
告

を
し
終
え
た
ば
か
り
。
本
年

3
月
ま
で
7
年
間
、
国
際
関

係
学
部
に
所
属
し
、
4
月
か

ら
新
学
部
の
危
機
管
理
学
部

へ
。
今
後
は
、
危
機
管
理
の

視
点
か
ら
も
積
極
的
に
さ
ま

ざ
ま
な
国
際
問
題
に
つ
い
て

国
際
法
の
枠
組
み
を
用
い
て

検
討
し
て
い
く
と
の
こ
と

だ
。
国
際
法
や
国
際
人
道
法

な
ど
を
担
当
す
る
危
機
管
理

学
部
に
お
け
る
抱
負
を
次
の

よ
う
に
語
る
。

「
世
界
規
模
の
さ
ま
ざ
ま

な
危
機
に
溢
れ
た
現
実
社
会

の
動
き
と
常
に
連
動
し
た
授

業
を
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

そ
こ
か
ら
学
生
に
は
国
際
法

と
い
う
切
り
口
を
通
し
て
国

際
社
会
に
お
け
る
諸
問
題
を

解
き
明
か
し
て
い
く
と
と
も

に
、
な
ぜ
そ
う
し
た
事
態
が

発
生
し
た
の
か
と
い
う
背
景

ま
で
を
見
る
力
を
養
っ
て
ほ

し
い
と
思
い
ま
す
」

平
面
な
の
に
立
体
像
が
見

え
る
ホ
ロ
グ
ラ
ム
。
今
や
実
物

と
見
分
け
が
つ
か
な
い
高
精

細
な
三
次
元
像
が
得
ら
れ
る

ま
で
技
術
は
進
歩
し
、
カ
ー
ド

や
紙
幣
の
偽
造
防
止
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
分
野
に
応
用
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
ホ
ロ
グ
ラ
ム
を

製
造
す
る
技
術
「
ホ
ロ
グ
ラ
フ

ィ
」
の
研
究
で
世
界
的
に
注
目

さ
れ
て
い
る
の
が
、
吉
川
浩
教

授
だ
。

吉
川
教
授
は
も
と
も
と
光

フ
ァ
イ
バ
ー
の
研
究
に
携
わ
っ

て
い
た
が
、
１
９
８
８
年
に
マ

サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学（
Ｍ

Ｉ
Ｔ
）
の
メ
デ
ィ
ア
研
究
所
に

派
遣
さ
れ
、
ホ
ロ
グ
ラ
フ
ィ
研

究
で
世
界
的
に
有
名
な
ス
テ

フ
ァ
ン
・
ベ
ン
ト
ン
教
授
の
研

究
グ
ル
ー
プ
に
加
わ
っ
た
こ
と

が
、
研
究
者
と
し
て
の
転
機
と

な
っ
た
。

ベ
ン
ト
ン
教
授
か
ら
手
ほ
ど

き
を
受
け
、
ス
ー
パ
ー
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
に
よ
る
ホ
ロ
グ
ラ
ム

の
生
成
に
取
り
組
み
、
世
界
で

初
め
て
三
次
元
動
画
の
表
示

に
成
功
す
る
。

「
当
時
は
ま
だ
ホ
ロ
グ
ラ

フ
ィ
に
よ
る
三
次
元
動
画
は

実
現
で
き
な
い
と
思
わ
れ
て

い
ま
し
た
の
で
、
私
た
ち
の

研
究
は
大
き
な
話
題
と
な
り

ま
し
た
。『
本
当
に
で
き
た

の
か
』
と
問
い
合
わ
せ
が
殺

到
し
た
ほ
ど
で
す
」

こ
れ
を
き
っ
か
け
に
こ
の

分
野
を
極
め
よ
う
と
決
心

し
、
以
来
四
半
世
紀
以
上
に

わ
た
っ
て
ホ
ロ
グ
ラ
フ
ィ
の

研
究
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

ホ
ロ
グ
ラ
ム
の
原
理
と
は

そ
も
そ
も
ホ
ロ
グ
ラ
ム
と

は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
。

通
常
の
写
真
は
レ
ン
ズ
を
使

っ
て
外
界
の
明
暗
、
つ
ま
り

「
光
の
強
さ
」
だ
け
を
記
録

す
る
。
一
方
、
ホ
ロ
グ
ラ
ム

で
は
「
光
の
強
さ
」
だ
け
で

な
く
「
光
の
来
る
方
向
」
も

記
録
す
る
。
フ
ィ
ル
ム
を
通

過
す
る
す
べ
て
の
光
を
記
録

す
る
こ
と
で
、
奥
行
き
を
出

す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。

で
は
、
光
の
「
方
向
」
は

ど
う
し
た
ら
記
録
で
き
る
の

か
。
こ
れ
に
は
光
の
「
波
」

と
し
て
の
性
質
が
利
用
さ
れ

る
。
水
面
に
石
を
二
つ
投
げ

入
れ
る
と
、
二
つ
の
波
紋
が

強
め
合
う
と
こ
ろ
と
弱

め
合
う
と
こ
ろ
が
生
じ

る
が
、
こ
の
「
干
渉
」

の
原
理
を
応
用
し
、
物

体
に
当
て
た
二
つ
の
光

を
干
渉
さ
せ
て
で
き
る

縞
模
様
を
撮
影
す
る
こ

と
で
、
光
の
方
向
を
完

全
に
記
録
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
る
。

こ
の
縞
模
様
は
光
の
波
長

と
同
じ
く
ら
い
細
か
い
た

め
、
ホ
ロ
グ
ラ
ム
の
生
成
に

は
膨
大
な
量
の
情
報
を
処
理

す
る
必
要
が
生
じ
る
。
立
体

画
像
が
動
き
続
け
る
動
画
と

も
な
れ
ば
、
さ
ら
に
多
く
の

情
報
を
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
こ
れ
が
実
用
化
の
ネ
ッ

ク
と
な
っ
て
い
る
。

最
近
で
は
、
４
Ｋ
、
８
Ｋ

な
ど
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
で
表
示

で
き
る
情
報
は
飛
躍
的
に
増

大
し
て
い
る
が
、
ホ
ロ
グ
ラ

フ
ィ
に
よ
る
動
画
を
実
現
す

る
に
は
８
Ｋ
で
も
不
十
分

で
、
そ
の
30
倍
以
上
の
画
素

数
が
必
要
に
な
る
と
い
う
。

「
そ
ん
な
に
画
素
数
を
増

や
さ
ず
に
、
高
精
細
な
３
Ｄ

動
画
が
得
ら
れ
な
い
か
、
と

い
う
の
が
目
下
の
研
究
課
題

で
す
。
私
の
専
門
は
ホ
ロ
グ

ラ
ム
を
効
率
的
に
表
示
す
る

た
め
の
計
算
が
中
心
で
す
の

で
、
表
示
の
高
速
化
に
向
け

た
計
算
に
日
々
取
り
組
ん
で

い
ま
す
」

「
予
算
」よ
り
も「
頭
脳
」

映
画『
ス
タ
ー
ウ
ォ
ー
ズ
』

シ
リ
ー
ズ
の
第
１
作
に
レ
イ

ア
姫
の
ホ
ロ
グ
ラ
ム
映
像
が

映
し
出
さ
れ
る
印
象
的
な
シ

ー
ン
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
現

実
の
も
の
と
な
る
時
代
が
や

っ
て
く
る
の
だ
。

「
と
は
い
え
、
３
Ｄ
テ
レ
ビ

の
製
品
化
に
は
、
ま
だ
い
く

つ
も
の
ハ
ー
ド
ル
が
控
え
て

い
ま
す
。
そ
こ
で
、
直
近
の

目
標
に
据
え
て
い
る
の
が
、

プ
リ
ン
タ
ー
の
開
発
で
す
。

パ
ソ
コ
ン
に
つ
な
い
で
、
イ

ン
ク
ジ
ェ
ッ
ト
プ
リ
ン
タ
ー

の
よ
う
に
手
軽
に
ホ
ロ
グ
ラ

ム
の
印
刷
が
で
き
る
よ
う
に

し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

そ
れ
に
し
て
も
、
世
界
最

先
端
の
研
究
に
は
莫
大
な
費

用
が
か
か
る
の
で
は
？

「
わ
れ
わ
れ
の
研
究
は
計

算
が
中
心
な
の
で
、
同
じ
ホ

ロ
グ
ラ
ム
で
も
デ
ィ
ス
プ
レ

イ
の
研
究
に
比
べ
る
と
、
さ

ほ
ど
高
額
な
研
究
予
算
が
必

要
な
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
む
し
ろ
必
要
な
の
は
、

人
間
の
〝
頭
脳
〟
で
す
」

十
分
な
予
算
が
な
く
て
も

頭
脳
さ
え
あ
れ
ば
限
界
を
突

破
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
。

「
学
生
に
も
よ
く
こ
う
言
っ

て
戒
め
て
い
ま
す
。『
お
金
が

使
え
る
と
頭
を
使
わ
な
く
な

る
。
逆
に
お
金
が
使
え
な
け

れ
ば
頭
を
使
う
こ
と
に
な

る
』。
本
当
は
お
金
も
頭
も
両

方
使
え
れ
ば
申
し
分
な
い
の

で
す
が
」
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国際法を通じた国際テロリズムの規制を研究
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を経て現職。博士（国際関係）。東京都出身。

“テロリストの不処罰を許さない”
法の網の目が張り巡らされていく過程を分析

三次元表示システムの研究

吉川　浩（よしかわ・ひろし）
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ホログラフィによる3Ｄ動画、実用化間近
レイア姫の「立体映像」がいよいよ現実に

共同シンポジウムで訪れた
インドネシア、バンドンにて

コンピューターで計算したホログラム画像を
レーザーで映し出し、印刷する実験に取り組む


