
今
年
３
月
か
ら
４
月
ま
で

ジ
ャ
パ
ン
フ
ァ
ウ
ン

デ
ー
シ
ョ
ン
の
日
本
研
究
客
員
教
授

派
遣
制
度
に
よ
り
ス
ロ
ベ
ニ
ア
共
和

国
の
リ
ュ
ブ
リ
ヤ
ー
ナ
大
学
に
赴
き
、

日
本
文
学
の
講
義
を
行
な
っ
た
。

ス
ロ
ベ
ニ
ア
は
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ

ア
か
ら
独
立
し
て
ま
だ
14
年
と
い
う

若
い
国
で
あ
る
が
、
こ
の
国
の
国
立

大
学
で
あ
る
リ
ュ
ブ
リ
ヤ
ー
ナ
大
学

文
学
部
に
は
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
学
科

が
あ
り
、
そ
の
中
の
日
本
研
究
講
座

に
在
籍
す
る
大
学
生
た
ち
（
主
と
し

て
３
年
生
と
４
年
生
）
に
日
本
文
学
を

教
え
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

当
初
は
、
私
が
専
門
と
し

て
い
る
俳
諧
文
学
、

と
く
に
季
語
に
見
ら
れ
る
日
本
の
美

意
識
な
ど
に
つ
い
て
の
講
義
を
行
な

お
う
と
考
え
て
い
た
が
、
現
在
海
外

で
日
本
語
を
学
ん
で
い
る
学
生
た
ち

が
最
も
興
味
を
抱
い
て
い
る
の
は
ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

な
日
本
の
現
代
文
化
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
伝
え
聞
き
、
単
な
る
古
典
文

学
の
講
義
を
行
な
う
だ
け
で
は
意
味

が
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
現
在
の
日
本
文
化
の
基

盤
を
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
よ

う
な
古
典
文
学
を
も
含
め
た
日
本
文

学
の
講
義
と
し
て
、『
古
事
記
』『
万

葉
集
』
と
い
っ
た
上
代
の
日
本
文
学

か
ら
、
『
古
今
集
』
『
更
級
日
記
』

『
山
家
集
』『
方
丈
記
』『
好
色
一
代

男
』『
奥
の
細
道
』『
草
枕
』『
暗
夜

行
路
』
と
い
っ
た
中
古
、
中
世
、
近

世
、
近
代
の
時
代
の
代
表
的
な
文
学

作
品
や
茶
道
、
能
楽
と
い
っ
た
芸
能

を
取
り
上
げ
て
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る

自
然
と
の
か
か
わ
り
方
や
捉
え
方
を

検
討
し
て
い
き
、
最
後
に
宮
崎
駿
の

ア
ニ
メ
と
し
て
『
と
な
り
の
ト
ト
ロ
』

『
も
の
の
け
姫
』『
千
と
千
尋
の
神
隠

し
』
な
ど
を
取
り
上
げ
て
、
現
代
文

化
に
見
ら
れ
る
自
然
観
に
も
検
討
を

加
え
る
と
い
う
、
か
な
り
欲
張
っ
た

内
容
の
講
義
案
を
立
て
て
み
た
。

各
回
の
講
義
で
は
、
ビ
デ
オ
教
材

や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
資
料
を
積
極
的
に
用
い
る

こ
と
で
、
学
生
の
理
解
を
深
め
る
一

助
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
さ
ら
に
、

日
本
の
高
校
生
た
ち
が
国

語
・
古
典
の
授
業
時
に

用
い
て
い
る
副
教
材

を
、
講
義
の
た
び
ご

と
に
配
布
し
、
２
人

に
１
冊
ず
つ
机
の
上

に
置
い
て
も
ら
い
、

講
義
内
容
に
あ
わ

せ
て
年
表
や
地
図
類

を
参
照
し
て
も
ら
う

こ
と
に
し
た
。
こ
れ
も

内
容
の
理
解
を
助
け
る

こ
と
を
ね
ら
っ
た
も
の
で

あ
る
。さ

て
、
私
が
リ
ュ
ブ
リ
ヤ
ー

ナ
に
到
着
し
た
３
月

の
は
じ
め
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
記
録

的
な
寒
波
が
襲
っ
て
お
り
、
観
光
地

と
し
て
有
名
な
ブ
レ
ッ
ド
湖
も
氷
結

し
、リ
ュ
ブ
リ
ヤ
ー
ナ
市
内
も
家
々
の

屋
根
に
雪
が
降
り
積
も
っ
て
い
た
。

講
義
開
始
の
日
は
昼
間
の
気
温
が
マ

イ
ナ
ス
15
度
と
い
う
寒
さ
で
あ
っ
た

が
、
学
生
た
ち
は
そ
ん
な
な
か
で
も

講
義
室
が
い
っ
ぱ
い
に
な
る
く
ら
い
集

ま
り
、
熱
心
に
耳
を
傾
け
て
く
れ
た
。

講
義
で
は
、
ま
ず
そ
の
回
で
取
り

上
げ
る
時
代
に
つ
き
、
講
師
の
ほ
う
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か
ら
簡
単
な
説
明
を

行
な
っ
た
あ
と
で
、

ビ
デ
オ
教
材
を
視
聴

し
て
も
ら
っ
た
。
そ
の

後
、
ビ
デ
オ
内
容
に

対
す
る
補
足
説
明
を

行
な
い
な
が
ら
、
そ

の
時
代
の
社
会
や
文

化
の
あ
り
方
を
説
明

し
、
さ
ら
に
そ
の
時

代
の
代
表
的
な
文
学

作
品
を
取
り
上
げ
て

読
み
、
自
然
と
の
か
か
わ
り
と
い
う

観
点
か
ら
検
討
を
加
え
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
講
義
を
原
則
的
に
週
に

２
回
、
１
回
３
時
間
、
平
易
な
日
本

語
を
用
い
て
行
な
っ
て
い
っ
た
。

内
容
が
多
岐
に
わ
た
る
上
に
む
ず

か
し
い
用
語
も
多
い
の
で
、
学
生
た

ち
が
ど
こ
ま
で
つ
い
て
き
て
く
れ
る

か
心
配
な
面
も
あ
っ
た
が
、
３
年
生
、

４
年
生
を
中
心
に
つ
ね
に
40
名
近
い

学
生
た
ち
が
講
義
に
出
席
し
て
く
れ

た
。
毎
回
、
出
席
票
を
か
ね
て
授
業

の
感
想
や
質
問
な
ど
を
日
本
語
で
書

い
て
提
出
し
て
も
ら
っ
た
が
、
そ
れ

を
読
む
と
、
大
変
興
味
を
持
っ
て
講

義
を
受
け
て
く
れ
て
い
る
様
子
が
う

か
が
え
、
ま
た
ビ
デ
オ
教
材
に
よ
っ

て
理
解
が
進
ん
だ
と
い
う
声
も
多
か

っ
た
。
改
め
て
視
聴
覚
教
材
の
力
の

大
き
さ
に
気
づ
か
さ
れ
た
。

ス
ロ
ベ
ニ
ア
の
学
生
た
ち
は
一
般
に

ま
じ
め
で
努
力
家
だ
が
、
ち
ょ
っ
と

内
気
な
面
が
あ
り
、
講
義
に
つ
い
て

の
質
問
も
講
義
の
最
中
に
手
を
挙
げ

て
聞
い
て
く
る
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
、

あ
と
か
ら
個
人
的
に
尋
ね
て
く
る
こ

と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
点
で
も
出
席

票
を
か
ね
て
の
感
想
文
の
提
出
は
有

効
で
、
講
義
中
に
は
出
て
こ
な
か
っ

た
質
問
や
疑
問
点
を
知
る
こ
と
が
で

き
、
次
回
の
講
義
の
折
に
補
足
説
明

を
行
な
う
こ
と
が
で
き
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
大
学
に
入
っ
て

か
ら
新
た
に
学
び
始
め
た
外
国
語
で

あ
る
日
本
語
を
用
い
て
、
漢
字
か
な

交
じ
り
の
書
き
言
葉
の
文
章
（
も
ち

ろ
ん
多
少
の
誤
り
な
ど
見
ら
れ
は
す
る

が
）
を
一
生
懸
命
に
書
い
て
く
れ
る

学
生
た
ち
の
姿
に
は
私
自
身
大
い
に

教
え
ら
れ
た
。
毎
回
の
講
義
後
に
彼

ら
が
書
い
て
く
れ
た
日
本
語
の
感
想

文
を
読
む
こ
と
は
本
当
に
楽
し
み
で

あ
り
、
彼
ら
の
熱
意
に
負
け
な
い
よ

う
な
、
わ
か
り
や
す
く
て
内
容
の
あ

る
講
義
を
し
な
く
て
は
、
と
勇
気
づ

け
ら
れ
る
思
い
で
あ
っ
た
。

幸
運
な
こ
と
に
は
、
こ
の
講
義
期

間
中
の
３
月
14
日
に
は
リ
ュ
ブ
リ
ヤ

ー
ナ
市
内
の
劇
場
に
お
い
て
歌
舞
伎

舞
踊
の
公
演
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
れ

は
２
０
０
５
年
が
日
本
と
Ｅ
Ｕ
の
友

好
年
に
当
た
る
こ
と
か
ら
企
画
さ
れ

た
も
の
で
、
市
内
に
も
大
き
な
ポ
ス

タ
ー
が
あ
ち
こ
ち
に
貼
ら
れ
て
人
目

を
引
い
て
い
た
。
私
も
講
義
の
な
か

で
そ
の
日
程
に
あ
わ
せ
て
歌
舞
伎
の

歴
史
や
特
色
に
つ
い
て
の
説
明
を
行

な
い
、
公
演
に
足
を
運
ぶ
よ
う
呼
び

か
け
た
と
こ
ろ
、
か
な
り
の
数
の
学

生
た
ち
が
見
に
行
っ
て
く
れ
た
。
彼

ら
は
歌
舞
伎
舞
踊
の
独
特
の
美
し
さ

に
魅
せ
ら
れ
た
様
子
で
、
公
演
後
の

授
業
の
際
に
は
感
想
を
話
し
て
く
れ

る
者
も
多
く
、
講
義
も
大
い
に
盛
り

上
が
っ
た
。

今
回
の
経
験
は
私
に
海
外
に
お
い

て
日
本
文
学
、
日
本
文
化
を
伝
え
る

こ
と
の
楽
し
さ
と
む
ず
か
し
さ
と
を

教
え
て
く
れ
た
。
今
後
も
楽
し
く
わ

か
り
や
す
く
、
し
か
も
深
い
内
容
の

あ
る
講
義
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え

続
け
て
い
き
た
い
と
思
う
。a
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