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二
〇
一
二
年
一
月
か
ら
二

〇
一
三
年
三
月
ま
で
私
は
ア

ジ
研
の
客
員
研
究
員
と
し
て

日
本
に
滞
在
し
た
。そ
の
間
、

私
は
、
日
本
の
様
々
な
興
味

深
い
場
所
を
訪
問
す
る
機
会

に
恵
ま
れ
た
。
と
り
わ
け
東

京
や
近
隣
の
県
に
存
在
す
る

数
多
く
の
博
物
館
巡
り
は
と

て
も
お
も
し
ろ
く
感
じ
ら
れ

た
。
こ
れ
ら
の
博
物
館
は
日

本
社
会
の
歴
史
の
豊
饒
さ
と

同
時
に
歴
史
が
経
験
し
た
悲

惨
な
出
来
事
を
も
み
せ
て
く

れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
歴
史
的
経
験
か
ら
学
び

う
る
の
は
、
単
に
過
去
ど
う
い
う
出
来
事
が
起
こ
っ
た
の

か
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
そ
の
時
代
に
生
き
た
人
び

と
が
ど
の
よ
う
な
思
考
の
在
り
方
を
し
て
い
た
か
と
い
う

こ
と
も
学
び
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　

数
あ
る
印
象
的
な
博
物
館
の
う
ち
で
伊
能
忠
敬
記
念
館

は
と
く
に
感
銘
深
い
博
物
館
で
あ
っ
た
。
同
館
は
佐
原
市

に
立
地
し
、
Ｊ
Ｒ
で
東
京
か
ら
二
時
間
ほ
ど
の
距
離
に
あ

る
。
伊
能
忠
敬
の
業
績
を
記
念
し
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。博
物
館
は
忠
敬
の
偉
業
の
数
々
を
所
蔵
し
て
い
る
。

日
本
の
地
図
、
測
量
の
た
め
の
道
具
類
、
書
状
類
、
そ
の

他
、
地
図
製
作
の
過
程
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
様
々
な
も

の
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。

　

伊
能
に
よ
り
日
本
の
正
し
い
形
が
日
本
人
に
紹
介
さ
れ

る
ま
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
日
本
の
形
は
風
説
や
憶
測

を
元
に
描
か
れ
て
い
た
。
正
確
な
地
理
的
情
報
は
ほ
と
ん

ど
な
か
っ
た
。
ま
た
日
本
人
は
書
く
目
的
に
応
じ
て
─
宗

教
的
な
背
景
を
も
と
に
、
そ
し
て
時
代
の
違
い
に
応
じ
て

─
日
本
を
様
々
な
形
に
描
い
た
。

　

伊
能
忠
敬
は
五
〇
歳
に
し
て
天
文
学
の
学
習
を
は
じ
め

た
。
そ
し
て
一
七
年
間
を
か
け
て
日
本
中
を
く
ま
な
く
調

査
し
て
、
日
本
地
図
を
完
成
さ
せ
た
。
そ
し
て
江
戸
で
七

三
歳
の
人
生
を
閉
じ
た
。

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
シ
ャ
ム
（
後
の
タ
イ
）
に
お
け
る

近
代
の
最
初
の
地
図
は
ラ
ー
マ
五
世
の
代
（
日
本
の
明
治

期
）
に
作
ら
れ
た
の
だ
が
、
タ
イ
の
国
王
は
近
代
的
な
地

図
製
作
の
た
め
の
調
査
、
製
作
に
当
た
り
西
洋
人
を
雇
っ

た
。
特
に
シ
ャ
ム
と
ラ
オ
ス
お
よ
び
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
の
国

境
に
つ
い
て
は
正
確
な
地
図
が
求
め
ら
れ
た
。
こ
の
事
実

は
西
洋
の
知
識
を
社
会
に
取
り
入
れ
る
際
に
、
日
本
と
タ

イ
と
で
は
取
り
込
み
の
仕
方
に
違
い
が
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
日
本
の
人
び
と
は
西
洋
の
知
識
を
自
分
た
ち
自

身
で
読
み
解
き
日
本
語
に
変
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
シ
ャ
ム
で
は
西
洋
の
知
識
へ
の
ア
ク
セ

ス
は
エ
リ
ー
ト
層
や
高
位
な
支
配
者
層
だ
け
に
限
ら
れ
て

い
た
。
そ
の
た
め
、
タ
イ
社
会
に
お
い
て
は
「
西
洋
知
識

の
偉
大
な
る
父
」
が
幾
人
も
現
れ
た
。
た
と
え
ば
、「
科

学
の
父
」
は
ラ
ー
マ
六
世
、「
司
法
制
度
の
父
」
は
ラ
ー

マ
五
世
の
息
子
、「
タ
イ
史
の
父
」
は
ラ
ー
マ
五
世
の
弟

と
い
う
具
合
に
。
こ
の
点
が
日
本
と
大
い
に
異
な
る
点
で

あ
る
。
日
本
で
は
市
井
の
人
々
が
知
識
を
得
、
そ
れ
を
社

会
に
広
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

こ
れ
は
西
洋
の
知
識
を
自
分
た
ち
の
も
の
へ
と
取
り
込

む
方
法
や
社
会
に
お
け
る
人
び
と
の
姿
勢
が
両
国
の
間
で

相
違
し
て
い
る
こ
と
の
反
映
だ
と
い
え
よ
う
。

（
原
文
英
語
。
編
集
部
和
訳
）
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博物館にて
― 西洋知識の取り入れ方
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