
有
想

デ
ジ
タ
ル
画
像

F
M
8
に
始
ま
っ
た
趣
味
と
し
て

の
コ
ン
ヒ
ユ
ー
タ
と
の
付
き
合
い

W
1
N
D
O
W
S
飾
を
働
か
せ

゛
)
、

力る
処
ま
で
来
た
時
に
、
そ
の
新
し
い

能
力
を
如
何
に
使
い
こ
な
そ
う
か
と

考
え
て
い
た
と
こ
ろ
へ
現
れ
た
の

漸
く
使
い
物
に
な
る
ま
で
に
進

゛
)
、

力歩
し
て
き
た
デ
ジ
タ
ル
・
カ
メ
ラ
で

(
医
師
)

'
年
中
学
校
(
旧
制
)
卒
業

郷
原
憲
一

し
た
。
日
進
月
歩
の
デ
ジ
タ
ル
・
カ

メ
ラ
の
中
か
ら
選
ん
で
今
な
お
愛
用

し
て
い
る
の
が
ソ
ニ
ー
の
マ
ビ
カ
で

す
。
今
で
は
市
場
に
一
五
0
万
画
素

と
い
、
2
局
画
質
の
カ
メ
ラ
が
出
て
い

る
の
に
、
三
五
万
画
素
の
マ
ビ
カ
に

留
ま
っ
て
い
る
の
は
、
メ
モ
リ
ー
や

ズ
ー
ム
・
レ
ン
ズ
で
優
れ
て
い
る
他

E
メ
イ
ル
や
ホ
ー
ム
・
ヘ
ー
ジ

、

こに
使
う
の
に
は
、
こ
の
標
準
画
素
数

の
カ
メ
ラ
が
か
え
っ
て
便
利
だ
か
ら

で
す
。
し
か
し
プ
リ
ン
タ
ー
か
ら
大

き
く
刷
り
出
す
段
に
な
る
と
、
四
倍

も
の
画
素
数
の
あ
る
高
画
質
カ
メ
ラ

に
は
及
び
ま
せ
ん
。
私
の
プ
リ
ン
タ

ー
は
A
4
サ
イ
ズ
で
京
都
と
そ
の
近

一
と
し
ま
す
と
画
像
が
数
十
倍
、
音

声
は
数
百
倍
と
い
う
情
報
量
に
な
り

ま
し
ょ
う
か
私
は
画
像
の
方
か
ら

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
入
っ
て
来
ま
し

た
の
で
、
他
の
人
に
比
べ
る
と
画
像

を
多
用
す
る
方
で
す
。
欧
米
の
友
達

で
画
像
を
添
付
し
て
く
る
人
は
少
な

く
、
日
本
の
よ
う
に
デ
ジ
タ
ル
・
カ

メ
ラ
は
一
般
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
ス
キ
ャ
ナ
ー
で
読
み
込
ん
で
送

つ
て
来
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
デ
ジ
タ

ル
画
像
を
得
る
た
め
の
一
つ
の
方
法

な
の
で
、
私
も
よ
く
使
い
ま
す
が
画

素
数
が
大
き
く
な
る
の
で
圧
縮
に
一

工
夫
必
要
で
す
。
も
う
一
つ
、
デ
ジ

タ
ル
・
ビ
デ
オ
・
カ
メ
ラ
か
ら
静
止

画
像
を
取
り
出
す
方
法
が
あ
り
ま

す
。
デ
ジ
タ
ル
・
カ
メ
ラ
の
弱
点
で

あ
る
シ
ャ
ッ
タ
ー
・
チ
ャ
ン
ス
を
捉

え
に
く
い
の
を
補
え
ま
す
し
、
高
倍

率
の
ズ
ー
ム
・
レ
ン
ズ
、
メ
モ
リ
ー

容
量
等
で
多
く
の
利
点
を
持
っ
て
い

ま
す
。
ビ
デ
オ
は
テ
レ
ビ
に
支
配
さ

れ
ま
す
の
で
、
高
画
質
の
画
像
は
期

待
で
き
ま
せ
ん
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
に
は
十
分
な
画
質
を
得
る
こ
と

辺
、
海
外
の
風
物
詩
や
季
節
の
花
々

な
ど
を
撮
っ
て
き
て
刷
り
出
し
、
待

合
室
を
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
称
し
て
見
て

も
ら
っ
て
い
ま
す
。
九
枚
が
展
示
出

来
各
画
像
の
下
に
は
短
歌
(
ら
し

き
も
の
)
を
添
え
て
説
明
代
わ
り
に

し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
ま
た
意
外

に
好
翆
、
私
は
た
だ
三
十
一
文
字

に
な
る
よ
う
に
書
い
て
い
る
だ
け
な

の
で
、
い
さ
さ
か
面
映
ゆ
い
こ
と
で

す
。

他
方
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
E

メ
イ
ル
や
ホ
ー
ム
.
ヘ
ー
ジ
に
画
像

を
載
せ
る
時
、
圧
縮
と
い
う
技
術
を

使
っ
て
画
素
数
を
小
さ
く
し
ま
す
。

画
像
を
送
っ
た
り
受
け
取
っ
た
り
す

る
時
間
を
短
縮
す
る
た
め
で
す
。
圧

縮
度
を
上
げ
る
と
時
間
は
短
縮
さ
れ

ま
す
が
、
画
像
の
質
は
低
下
し
ま
す

の
で
、
時
間
と
画
質
を
天
秤
に
掛
け

な
が
ら
許
容
さ
れ
る
点
を
模
索
す
る

の
で
す
。
 
E
メ
イ
ル
で
も
ホ
ー
ム

.

ヘ
ー
ジ
で
も
音
声
を
送
る
こ
と
が
出

来
ま
す
が
、
音
声
は
情
報
量
が
極
端

に
大
き
く
な
る
の
で
、
そ
う
簡
単
に

は
使
い
ま
せ
ん
。
メ
イ
ル
の
文
章
を
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は
出
来
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
各
種
の
電
子
機
器
を

駆
使
し
て
、
ど
う
す
れ
ば
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
や
作
品
展
な
ど
の
た
め
に
、

よ
り
良
い
画
像
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
か
を
日
々
研
究
し
て
い
る
の
で

)し

す
。ひ

と
り
ご
と

な
い
の
に
脚
の
骨
折
と
の
事
で
競
走

馬
と
し
て
の
役
目
を
終
え
即
刻
安
楽

毛
、

つ
ま
り
築
枚
さ
れ
て
し
ま
っ
た

ヲと
の
事
で
す
。
私
に
は
釈
然
と
し
な

い
思
い
が
残
り
ま
し
た
人
間
の
金

儲
け
と
娯
楽
の
為
に
人
工
的
に
造
り

出
さ
れ
力
競
走
馬
、
健
気
に
全
力
疾

疋
し
た
馬
が
役
に
立
た
な
く
な
っ
た

と
い
っ
て
す
ぐ
処
分
さ
れ
る
。
近
頃

の
人
問
社
会
を
見
る
様
で
す
。
ま
だ

酉
退
社
を
勧
め
ら
れ
る
人
は
幸
せ

で
、
突
然
薬
殺
さ
れ
る
様
に
国
や
銀

行
や
会
社
か
ら
斬
り
棄
て
ら
れ
る
事

態
も
珍
し
く
な
く
な
っ
て
来
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
は
金
を
稼
げ
な
い
も
の

は
役
に
立
た
な
い
、
役
に
立
た
な
い

も
の
は
必
要
が
な
い
と
い
う
事
。
競

走
社
会
の
原
則
で
し
ょ
う
が
、
景
気

の
良
い
時
は
鞭
を
入
れ
て
稼
げ
る
だ

け
稼
が
さ
れ
、
景
気
が
悪
く
な
る
と

自
分
の
脚
を
引
っ
張
る
と
、
立
場
の

強
い
者
の
判
断
で
弱
い
者
を
斬
り
簗

て
る
。
効
率
だ
け
で
考
え
ら
れ
て
は

あ
ん
ま
り
で
す
。
今
ま
で
は
社
会
の

少
し
で
も
良
い
位
遺
に
つ
け
る
為
、

良
い
就
職
、
良
い
大
学
、
そ
の
為
に

フ
工
三
ス
ト
カ
ウ
ン
セ
一
フ
ー

と
し
て

井
上
摩
耶
子

ウ
ィ
メ
ン
ズ
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
京
都
代
表
)

劇
年
大
学
文
学
部
社
会
学
科
卒
業

私
は
、
十
六
人
の
仲
問
と
と
も
に
、

女
性
の
た
め
の
女
性
に
ょ
る
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
ル
ー
ム
を
京
都
で
開
業
し

て
い
る

フ
エ
ミ
ニ
ス
ト
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

と
は
、
簡
単
に
い
ぇ
ば
、
フ
エ
ミ
ニ

ズ
ム
の
視
点
に
立
つ
カ
ウ
ン
セ
リ
ン

グ
で
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
心
理
的
問

題
に
悩
む
女
性
た
ち
が
、
女
性
の
自

由
・
平
等
・
人
権
を
手
に
す
る
方
向

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
悩
み
や
問
題
を
解

決
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。

秋
の
或
る
日
、
観
る
と
も
な
し
に

観
て
い
た
ニ
ユ
ー
ス
番
組
は
競
馬
の

ビ
ッ
グ
レ
ー
ス
を
映
し
て
い
ま
し

た
。
ギ
ャ
ン
プ
ル
に
は
興
味
を
持
た

な
い
の
で
そ
の
本
命
と
倒
さ
れ
る
馬

の
名
は
覚
え
て
い
ま
せ
ん
が
、
集
団

を
引
っ
張
っ
て
走
っ
て
い
た
そ
の
馬

が
危
に
ス
ロ
ー
ダ
ウ
ン
し
コ
ー
ス
を

外
れ
る
と
や
が
て
レ
ー
ス
を
棄
権
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。
コ
ー
ス
の
脇
で

立
ち
停
っ
た
馬
は
転
倒
し
た
訳
で
も

池
田
良
則

(
洋
画
家
)

卵
年
高
等
学
校
卒
業

は
良
い
高
校
、
史
に
そ
の
為
に
良
い

中
学
、
そ
の
為
に
は
当
然
小
学
校
で

は
塾
通
い
と
い
う
園
わ
ば
子
馬
の
頃

か
ら
の
競
走
社
会
で
あ
っ
た
。
あ
る

意
味
で
は
横
並
び
の
レ
ー
ス
で
あ
っ

た
が
、
今
や
本
当
の
サ
バ
イ
バ
ル
レ

ス
、
脱
落
せ
ず
に
最
後
に
立
場
の

強
い
者
に
な
っ
た
が
勝
ち
。
骨
折
し

な
い
で
最
後
ま
で
全
力
疾
疋
し
な
い

と
薬
殺
で
は
た
ま
り
ま
せ
ん
。
何
の

為
に
生
き
て
い
る
か
判
り
ま
せ
ん
。

力
の
あ
る
者
は
横
柄
さ
を
増
し
、
カ

無
い
者
は
卑
屈
に
な
る
か
犠
牲
を
承

知
で
抵
抗
す
る
か
で
す
。
何
か
に
生

か
さ
れ
て
い
る
白
分
、
色
々
な
素
質

を
も
っ
た
個
人
個
人
が
そ
れ
を
活
か

せ
て
、
出
来
れ
ば
日
々
心
安
ら
か
に

生
き
る
の
が
本
当
で
あ
る
で
し
ょ

う
。
そ
の
向
分
を
見
付
け
る
大
切
な

時
問
が
十
代
か
ら
二
十
代
に
至
る
学

校
牛
活
の
間
で
は
な
い
で
し
ょ
う

そ
れ
が
い
つ
か
ら
か
物
質
消
費

)
0

力文
明
、
経
済
優
先
拝
金
競
走
社
会
に

学
校
と
い
う
場
が
呑
み
込
ま
れ
、
今

や
そ
の
片
棒
を
扣
い
で
い
る
事
す
ら

気
が
付
い
て
い
な
い
の
で
は
な
い
で

随
粗
一

し
ょ
う
か
例
え
ば
同
志
社
と
い
う

日
本
で
は
伝
統
あ
る
私
立
学
校
も
、

建
学
の
精
神
や
理
念
、
教
育
の
豊
か

さ
や
見
識
は
片
隅
へ
追
い
や
ら
れ
、

企
業
経
営
に
重
き
を
置
く
様
な
状
況

に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
良
い
の
で
す

゛
)カ

:
:
:
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フ
エ
ミ
ニ
ス
ト
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

な
ら
で
は
の
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
に
、

性
暴
力
の
問
題
が
あ
る
。
強
姦
、
セ

ク
ハ
ラ
、
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ

オ
レ
ン
ス
(
夫
・
恋
人
か
ら
の
暴
力
)
、

児
童
期
の
性
虐
待
と
い
っ
た
問
題

)し

が
、
近
年
や
っ
と
社
会
問
題
化
し
て

き
た
。
被
害
者
の
女
性
た
ち
が
、
沈

黙
を
破
っ
て
語
り
は
じ
め
た
か
ら
で

あ
る
。三

十
年
前
、
大
学
院
で
ド
ロ
シ

イ
・
デ
ッ
ソ
オ
先
生
か
ら
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
い
た

頃
デ
ッ
ソ
オ
先
生
が
開
設
さ
れ
て

い
た
葵
橋
フ
ァ
ミ
リ
ー
.
ク
リ
ニ

ツ
ク
」
に
、
性
暴
力
を
は
っ
き
り
と

訴
え
て
く
る
人
は
い
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
、
男
1
女
関
係
に
お
け
る

大
き
な
変
化
だ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
女

性
の
人
権
が
認
め
ら
れ
て
き
た
わ
け

だ
。

私
は
、
現
在
、
性
暴
力
被
害
者
の

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
し
、
ま
た
性
暴

力
裁
判
に
お
い
て
、
性
暴
力
被
害
者

を
代
弁
し
て
意
見
書
を
提
出
し
た

り
、
専
門
家
'
盲
を
し
て
い
る
。
裁

判
所
に
対
し
て
、
性
暴
力
と
は
ど
の

よ
う
な
犯
罪
な
の
か
、
ま
た
被
害
者

は
性
暴
力
に
直
面
し
た
と
き
、
ど
の

よ
う
な
心
理
状
態
に
な
り
、
ど
の
よ

う
な
対
処
行
動
を
と
る
の
か
、
さ
ら

に
性
暴
力
被
害
者
の
心
の
傷
(
「
心
的

外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
」
)
な
ど
に
つ

い
て
証
言
す
る
代
弁
者
活
動
で
あ

る
0

こ
れ
ま
で
沢
山
の
性
暴
力
裁
判
に

関
わ
っ
て
き
た
が
、
裁
判
長
も
弁
護

士
も
男
性
ば
か
り
と
い
う
ま
だ
ま
だ

男
性
中
心
の
法
廷
は
、
女
性
被
害
者

に
と
っ
て
非
常
に
ス
ト
レ
ス
が
高

傍
聴
席
の
私
ま
で
も
が
、
「
な
ぜ

)
0

もあ
な
た
た
ち
男
性
は
、
そ
ん
な
に
わ

か
ら
な
い
の
?
・
し
と
怒
り
と
悔
し
さ

の
感
情
に
さ
い
な
ま
れ
る
こ
と
が
あ

る

今
回
私
は
北
京
大
学
と
同
志
社
女

子
大
学
と
の
学
術
交
流
協
定
に
も
と

づ
き
、
交
換
教
授
と
し
て
派
遣
さ
れ

半
年
滞
在
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
講
義
・
研
究
の
余
暇
を
利
用
し
、

あ
ち
こ
ち
を
見
学
し
た
り
し
て
、
京

都
文
化
の
特
徴
や
、
日
本
文
化
と
中

国
文
化
と
の
つ
な
が
り
の
深
さ
へ
の

認
識
を
一
層
深
め
ら
れ
た
の
だ
が
、

紙
面
の
都
合
に
ょ
り
、
京
都
に
来
た

ば
か
り
の
頃
、
目
に
入
っ
た
そ
の
一

部
の
地
名
の
読
み
方
に
つ
い
て
気
が

付
い
た
こ
と
を
二
、
三
述
べ
さ
せ
て

い
た
だ
く

京
都
市
内
の
地
名
は
い
ろ
い
ろ
特

徴
が
あ
る
そ
の
一
つ
に
、
一
条

条
:
:
:
九
条
十
条
と
い
、
つ
よ
、
つ

L
、
数
字
の
順
番
で
命
名
す
る
地
名

る
し
か
し
、
私
は
「
女
」
に
で
は

な
く
、
人
間
の
「
対
等
性
L
 
あ
る
い

「
差
別
意
識
L
 
に
こ
だ
わ
っ
て
い

はる
の
だ
。

「
人
間
と
し
て
み
ん
な
同
じ
だ
け

ど
、
違
い
が
あ
る
ね
」
と
い
う
道
筋

に
ょ
っ
て
で
は
な
く
、
「
女
、
男
、
障

害
を
も
つ
人
、
在
日
朝
鮮
人
で
あ
る

こ
と
・
:
、
そ
れ
ぞ
れ
に
違
っ
て
い
る

け
ど
、
人
問
と
し
て
同
じ
だ
ね
」
と

い
う
道
筋
に
ょ
っ
て
し
か
、
差
別
は

解
消
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
し
て
、
差
別
を
受
け
て
い
る

側
が
、
ま
ず
自
分
に
こ
だ
わ
り
、
自

分
の
こ
と
ば
で
、
自
分
を
語
る
必
要

が
あ
る

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
い
う
手
法
を

使
っ
て
、
自
己
変
革
を
実
現
す
る
と

同
時
に
、
社
会
変
革
を
も
目
指
す
ラ

シ
カ
ル
な
フ
エ
ミ
ニ
ス
ト
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
に
行
き
着
い
た
の
は
、
私
が

同
志
社
と
い
う
自
由
な
キ
ャ
ン
バ
ス

で
青
春
時
代
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き

た
か
ら
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。

顧
海
根

そ
し
て
、
男
1
女
関
係
の
わ
か
り

あ
え
な
さ
を
再
確
認
し
、
あ
ら
た
め

て
男
女
の
対
等
性
や
男
女
共
生
の
む

ず
か
し
さ
を
思
う
。

こ
う
い
う
話
を
は
じ
め
る
と
、
必

ず
な
ぜ
そ
ん
な
に
「
女
で
あ
る
こ
と
」

に
こ
だ
わ
る
の
と
尋
ね
る
人
が
い

「
四
条
」
「
七
条
」
は
ど
う

読
む
の
か

北
京
大
学
教
授
(
女
子
大
学
交
換
教
員
)
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が
あ
る
。
最
初
地
図
を
見
た
ら
、
す

ぐ
中
国
北
京
市
内
に
あ
る
同
じ
名
前

の
地
名
が
頭
に
ち
ら
っ
と
浮
か
ん
で

き
て
、
こ
こ
か
ら
も
、
日
本
文
化
と

中
国
文
化
と
の
つ
な
が
り
の
一
端
が

う
か
が
え
る
な
あ
と
思
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
地
名
の
う

ち
、
「
四
条
」
「
七
条
」
「
九
条
L
 
は
、

体
ど
う
読
ん
だ
ら
い
い
の
か
、
ち

よ
つ
と
た
め
ら
う
0
 
こ
れ
と
い
う
自

佑
が
持
て
な
い
。
と
い
う
の
は
、
日

本
語
の
数
字
は
読
み
方
が
厄
介
で
、

特
に
「
四
L
「
七
」
「
九
L
 
が
そ
れ
だ
。

「
四
」
は
音
読
み
が
「
シ
L
 
で
、
訓
読

み
が
「
ヨ
ン
、
ヨ
」
だ
。
「
七
L
は
「
シ

チ
」
と
い
う
音
読
み
に
対
し
、
「
ナ
ナ
L

と
い
う
訓
読
み
が
あ
る
。
そ
れ
に

を
訓
読
み
の
ヨ
ン
」
あ
る
い
は
「
ヨ
」

と
如
い
換
え
、
音
読
み
の
「
シ
チ
」

を
ナ
ナ
」
と
訓
読
み
す
る
こ
と
。

②
漢
字
四
九
L
の
発
音
は
縁
起

の
よ
し
あ
し
に
か
か
わ
る
。
例
え
ば

「
四
、
の
音
は
死
」
と
同
音
、
「
九
L

の
ク
L
 
は
苦
L
 
に
通
じ
る
こ
と
、

と
い
、
つ
こ
と
だ
。
そ
、
つ
い
、
つ
わ
け
で
、

「
四
条
L
は
一
体
「
シ
ジ
ョ
ウ
」
か
「
ヨ

ン
ジ
ョ
ウ
」
か
、
「
七
条
」
は
「
シ
チ

ジ
ョ
ウ
」
か
「
ナ
ナ
ジ
ョ
ウ
」
か
ち

よ
つ
と
迷
っ
て
い
た
の
だ
。
後
に
地

兀
の
方
に
聞
い
た
ら
、
「
四
条
L
は
「
シ

ジ
ョ
ウ
L
 
で
、
「
七
条
L
 
は
「
シ
チ
ジ

ヨ
ウ
L
だ
っ
た
要
す
る
に
、
「
ヨ
ン

ジ
ョ
ウ
」
「
ナ
ナ
ジ
ョ
ウ
」
と
は
一
言
わ

な
い
の
だ
と
言
わ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
京
都
市
で
は
、
実
際

そ
の
「
四
条
L
「
七
条
」
は
「
ヨ
ン
ジ

ヨ
ウ
」
「
ナ
ナ
ジ
ョ
ウ
L
と
呼
ぶ
こ
と

も
あ
る
よ
う
だ
。
丸
谷
才
一
氏
の
『
日

本
語
相
談
』
に
ょ
る
と
、
京
都
の
市

バ
ス
で
は
乗
客
に
「
次
は
河
原
町
ヨ

ン
ジ
ョ
ウ
(
四
条
)
L
 
と
か
「
鳥
丸
ナ

ナ
ジ
ョ
ウ
(
七
条
)
」
と
か
い
う
車
内

放
送
が
あ
る
と
い
う
。
私
も
市
バ
ス

う
異
な
っ
た
音
読
み
が
あ
る
の
だ
。

中
国
の
日
本
語
教
育
で
は
学
習
者

に
漢
語
の
数
詞
を
教
え
る
と
き
、
下

記
の
二
項
目
に
か
か
さ
ず
説
明
を
加

え
る
。
①
漢
字
「
四
L
 
と
「
七
」
の

音
読
み
は
発
音
が
似
て
い
て
聞
き
間

違
い
や
す
い
の
で
、
そ
の
紛
ら
わ
し

さ
を
避
け
る
た
め
に
、
よ
く
「
シ
」

の
中
で
「
ナ
ナ
ジ
ョ
ウ
京
阪
前
と

聞
い
た
こ
と
が
あ
る
お
そ
ら
く
先

に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
よ
そ
の
士
地

の
人
の
便
宜
を
考
え
「
四
」
と
「
七
」

の
区
別
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
親
切
な

配
慮
か
ら
使
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
一
外
国
人
と
し
て
の
私
に
は

あ
り
が
た
い
こ
と
だ
が
、
一
方
、
こ

れ
に
ょ
っ
て
地
名
の
読
み
に
混
乱
を

も
た
ら
し
か
ね
な
い
こ
と
が
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ぎ
に
、
先
に
触
れ
た
地
名
鳥

丸
」
の
発
音
だ
が
、
最
初
こ
の
地
名

を
見
た
時
、
「
カ
ラ
ス
マ
ル
」
と
、
す

こ
し
も
た
め
ら
わ
ず
に
自
信
を
も
っ

て
読
ん
だ
。
地
下
鉄
や
市
バ
ス
内
の

車
内
放
送
も
そ
の
つ
も
り
で
聞
い
て

い
た
。
後
で
、
「
鳥
丸
」
の
読
み
は
力

ラ
ス
マ
ル
L
で
は
な
く
て
、
「
カ
ラ
ス

マ
」
だ
と
分
か
り
、
お
や
っ
と
び
っ

く
り
し
た
。
「
鳥
丸
丸
太
町
」
の
よ
う

つ
の
地
名
の
中
に
並
ん
だ
二
つ

こ

.

.

.

の
同
じ
漢
字
が
「
鳥
マ
マ
ル
太
町
」

と
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
発
音
を
す
る

の
は
お
も
し
ろ
い
も
の
だ
0
 
で
も
、

鳥
丸
」
を
、
正
し
く
読
め
な
い
の
は

私
人
だ
け
で
は
な
か
っ
た
ら
し

宇
野
義
方
氏
監
修
の
『
日
本
の

)し漢
字
』
に
ょ
る
と
、
「
よ
そ
の
人
が
『
京

都
の
鳥
丸
通
』
を
『
カ
ラ
ス
マ

』

と
読
む
人
も
多
い
が
、
士
地
の
人
は

決
し
て
そ
う
い
わ
な
い
し
と
書
い
て

あ
る
。
一
方
、
全
国
地
名
辞
典
な
ど

を
調
べ
る
と
、
「
鳥
丸
L
は
江
戸
時
代

前
に
は
カ
ラ
ス
マ
ル
」
と
読
ん
で

た
よ
、
つ
だ
。

い

ち
な
み
に
、
い
ま
私
が
泊
ま
っ
て

い
る
宿
泊
地
「
向
島
(
ム
カ
イ
ジ
マ
)
」

を
よ
そ
の
地
方
の
方
が
「
ム
コ
ウ
ジ

マ
」
と
読
む
の
を
何
回
か
聞
い
た
こ

と
が
あ
る
。
日
本
の
地
名
(
人
名
も
)

罷
み
は
ほ
ん
と
う
に
難
し
い
も
の

と
あ
ら
た
め
て
感
じ
た
。

随
想

九
は
「
ク
と

出
版
五
十
年
に
お
も
う

と
い

杉
田
信
夫

(
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
代
表
取
締
役
会
長
)

昭
年
大
学
法
学
部
経
済
学
科
信
制
)
卒
業

お
か
げ
さ
ま
で
、
昨
年
九
月
、
当

ー'1
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社
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
は
創
業
五
十
周

年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

か
え
り
み
れ
ば
、
昭
和
二
十
三
年
、

北
白
川
で
文
字
通
り
机
ひ
と
つ
、
電

話
一
本
で
出
版
の
仕
事
を
は
じ
め
て

ま
さ
に
半
世
紀
、
「
歳
月
人
を
待
た

ず
」
と
申
し
ま
す
が
、
あ
っ
と
い
う

間
に
五
十
年
が
過
ぎ
て
い
き
ま
し

か
つ
て
「
出
版
は
京
都
に
育
た
な

い
」
と
い
う
ジ
ン
ク
ス
が
あ
り
ま
し

た
。
物
流
に
も
情
報
に
も
さ
ま
ざ
ま

な
ハ
ン
デ
ィ
を
も
つ
京
都
に
見
切
り

を
つ
け
て
東
京
へ
移
っ
て
し
ま
っ
た

出
版
社
も
数
社
に
と
ど
ま
り
ま
せ

ん
。
「
継
続
は
力
な
り
し
と
い
い
ま
す
。

当
社
の
あ
ゆ
み
は
ま
こ
と
に
非
力
で

は
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
ジ
ン
ク
ス
ヘ

の
挑
戦
の
五
十
年
で
あ
っ
た
よ
う
に

思
い
ま
す
。
お
か
げ
さ
ま
で
、
平
成

兀
年
、
出
版
社
に
与
え
ら
れ
る
日
本

で
唯
一
の
賞
で
あ
る
梓
会
出
版
文
化

賞
を
関
西
で
は
じ
め
て
い
た
だ
け
た

の
も
、
こ
の
ジ
ン
ク
ス
へ
の
挑
戦
に

対
す
る
励
ま
し
で
は
な
い
か
と
受
け

と
め
て
い
ま
す
。

京
都
は
日
本
の
出
版
業
発
祥
の
地

で
あ
り
、
十
七
・
八
世
紀
に
は
出
版

文
化
の
成
立
と
発
展
の
中
心
地
で
し

た
。
そ
れ
が
、
明
治
以
降
の
東
京

極
集
中
化
の
流
れ
に
ょ
っ
て
、
出
版

の
分
野
で
も
京
都
は
東
京
に
大
き
く

遅
れ
を
と
っ
て
お
り
ま
す
。

欧
米
諸
国
を
み
る
と
一
国
の
各
地

に
特
色
の
あ
る
出
版
社
が
散
在
し
、

首
都
以
外
に
も
異
色
の
出
版
社
が
数

多
く
あ
り
ま
す

先
日
、
京
都
大
学
の
あ
る
先
生
か

ら
、
「
私
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学

の
客
員
研
究
員
と
し
て
、
都
ム
ロ
一
年

間
か
の
地
に
滞
在
し
ま
し
た
が
、
京

都
よ
り
も
小
さ
く
て
人
口
も
少
な
い

あ
の
よ
う
な
町
に
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ

ー
ド
大
学
出
版
局
と
ブ
ラ
ッ
ク
ウ
エ

ル
書
店
と
い
う
世
界
に
発
信
す
る
大

出
版
社
が
あ
る
の
を
見
る
に
つ
け
、

京
都
は
も
っ
と
頑
張
れ
る
」
と
い
う

た
い
へ
ん
心
強
い
お
便
り
を
い
た
だ

き
、
意
を
強
く
し
ま
し
た
。

国
内
に
違
っ
た
発
信
基
地
を
も

つ
こ
と
は
、
十
一
世
紀
日
本
の
発

展
の
た
め
の
大
き
な
課
題
に
な
る
も

の
と
信
じ
て
お
り
ま
す
。

当
社
は
創
業
以
来
人
文
・
社
会

科
学
と
福
祉
の
二
つ
の
柱
を
軸
と
し

て
出
版
を
つ
づ
け
て
ま
い
り
ま
し
た

が
、
創
業
五
十
年
を
機
と
し
て
、
さ

゛
)
、

ら
に
ユ
ニ
ー
ク
な
書
物
の
出
版
に
努

力
し
て
い
き
た
い
所
存
で
す
。

わ
た
し
は
昭
和
十
八
年
九
月
、
同

志
社
大
学
を
卒
業
し
ま
し
た
が
、
戦

中
の
学
徒
出
陣
前
の
慌
た
だ
し
い
な

か
を
追
わ
れ
る
よ
う
に
し
て
出
ま
し

た
。
そ
れ
で
も
同
志
社
に
対
す
る
思

い
は
い
ま
も
強
く
尾
を
ひ
い
て
い
ま

す
。
加
齢
と
と
も
に
毎
年
、
先
生
と

友
人
を
失
い
ま
す
。
戦
後
も
ご
交
誼

を
い
た
だ
い
た
ジ
ョ
ン
・
ホ
ー
ル
先

生
が
一
昨
年
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た

昨
年
も
人
間
形
成
の
上
で
影
響
を
受

け
た
同
期
の
也
藤
武
二
君
(
同
志
社

大
学
名
誉
教
授
)
、
中
村
泰
夫
君
我

楽
経
営
)
の
人
が
申
し
合
わ
せ
た

よ
う
に
亡
く
な
ら
れ
、
大
変
残
念
に

思
っ
て
お
り
ま
す
。

夫
の
生
家
で
あ
る
京
都
府
の
山

村
、
美
山
町
で
「
炭
や
き
業
L
 
を
営

ん
で
七
年
目
を
迎
え
ま
す
。
こ
と
さ

ら
炭
や
き
業
L
 
と
名
乗
る
の
は
、

趣
味
で
な
く
、
生
業
と
し
て
い
る
こ

と
に
こ
だ
わ
る
か
ら
で
す
。
財
政
的

に
は
赤
字
で
す
が
、
い
ま
ど
き
米
で

も
野
菜
で
も
、
作
っ
て
利
益
を
上
げ

て
い
る
農
家
な
ど
無
い
に
等
し
い
の

で
す
か
ら

実
の
と
こ
ろ
、
最
初
は
私
も
深
い

谷
を
抱
い
た
山
並
み
や
季
節
が
廻

る
た
び
に
新
し
い
装
い
を
凝
ら
す

木
々
に
惹
か
れ
て
、
「
美
山
で
炭
や
き

で
も
し
て
遊
ぽ
う
か
し
と
や
っ
て
き

た
の
で
す

里
山
に
踏
み
込
ん
で
み
て
、
ど
の

山
に
も
谷
に
も
名
前
が
あ
り
、
至
る

炭
や
き
を
し
て
見
え
て

く
る
共
同
体
の
姿

竹
澤
玲
子

(
美
山
総
合
木
炭
生
産
組
合
天
狗
松
>
代
ぎ

豹
年
大
学
文
学
部
社
会
学
科
卒
業

た
0
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所
に
祭
ら
れ
て
い
る
神
々
に
見
守
ら

れ
て
、
里
山
の
林
道
は
奥
深
く
ま
で

の
び
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

近
年
忽
然
と
現
れ
た
山
頂
を
走
る
ゼ

ネ
コ
ン
が
ら
み
の
公
益
林
道
な
ど
と

は
異
な
り
、
集
落
の
人
々
が
「
日
役

(
ひ
や
く
)
L
 
と
呼
ば
れ
る
共
同
作
業

で
造
り
、
維
持
し
て
き
た
林
道
で
す
。

日
役
は
集
落
構
成
員
の
義
務
的
な
労

働
提
供
で
、
林
道
だ
け
で
な
く
山
か

ら
谷
、
水
路
か
ら
水
田
、
つ
い
に
は

河
川
敷
ま
で
、
集
落
の
全
て
を
潤
し

て
い
ま
す
。
日
役
に
出
る
よ
う
に
な

つ
て
、
山
や
川
が
か
ろ
う
じ
て
美
し

い
姿
を
保
っ
て
い
る
の
は
、
山
村
共

同
体
が
あ
り
、
村
人
の
日
役
が
続
け

ら
れ
て
き
た
か
ら
だ
と
解
っ
た
の
で

す
。
そ
の
山
村
共
同
体
も
今
、
過
疎

化
と
高
齢
化
に
ょ
り
瀕
死
の
状
態
で

す
。
里
山
で
炭
焼
き
を
始
め
た
私
に

と
り
あ
え
ず
出
来
る
こ
と
は
仕
事
と

し
て
の
炭
焼
き
を
取
り
戻
す
こ
と
で

す
。
昔
取
っ
た
杵
柄
で
高
齢
者
も
賃

金
を
得
て
い
く
こ
と
、
更
に
若
い
人

も
新
た
な
森
林
に
関
係
す
る
仕
事
を

開
発
し
な
が
ら
山
林
を
生
か
し
た
生

業
の
場
を
増
や
す
必
要
が
あ
る
と
考

え
る
に
至
り
ま
し
た
。

一
方
、
村
の
一
員
と
し
て
の
付
き

合
い
は
、
首
を
か
し
げ
た
り
、
負
扣

に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ハ
ム
民
館

行
事
に
愛
宕
講
が
組
み
込
ま
れ
て
い

た
り
、
檀
家
と
し
て
の
お
寺
の
維
持

い
く
つ
も
の
神
社
の
氏
子
に
な
っ
て

て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
労
働
奉
仕
や
維

い持
費
の
負
担
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
こ

と
で
す
。

「
出
る
釘
は
打
た
れ
る
L
式
の
風
潮

も
残
っ
て
お
り
、
私
た
ち
の
出
来
た

ぱ
か
り
の
木
炭
生
産
組
合
も
例
外
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
炭
や
き
に

も
適
用
さ
れ
る
補
助
金
を
府
と
町
が

組
ん
で
く
れ
た
の
に
、
何
と
町
議
会

が
予
算
の
組
み
換
え
動
議
を
出
し
、

折
角
の
補
助
金
は
お
流
れ
と
な
っ
た

の
で
す
。
反
対
理
由
は
組
合
の
名
称

が
大
袈
裟
で
あ
り
、
半
数
以
上
が
新

し
く
移
り
住
ん
で
き
た
町
民
で
あ
る

こ
と
の
よ
、
つ
で
す
。

美
山
町
で
一
度
は
消
え
て
い
た
炭

や
き
の
煙
も
こ
こ
二
年
の
問
に
四
基

の
窯
が
作
ら
れ
、
我
が
テ
ン
グ
タ
ロ

ベ
工
窯
と
共
に
稼
動
し
て
い
ま
す

体
験
を
求
め
て
く
る
若
者
の
姿
も
増

え
て
、
特
に
こ
の
二
年
間
、
大
学
経

済
学
部
室
田
ゼ
ミ
が
当
方
で
炭
や
き

体
験
を
実
習
し
て
下
さ
っ
て
い
る
こ

と
は
大
き
な
励
ま
し
と
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
学
術
的
に
炭
の
浄
化
能

力
が
数
百
年
に
及
ぶ
こ
と
を
証
明
し

た
海
外
の
研
究
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

室
田
武
氏
の
論
文
に
も
勇
気
付
け
ら

れ
ま
し
た
。
欲
を
言
え
ぱ
、
京
都
大

学
農
学
部
森
林
・
人
問
関
係
学
研
究

室
の
美
山
町
で
の
調
査
結
果
も
含

め
、
研
究
機
関
が
連
携
し
て
山
村
再

生
の
導
き
の
星
と
な
っ
て
く
だ
さ
る

こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

報
道
さ
れ
る
た
び
に
心
が
痛
む
な

ぜ
何
が
と
自
問
自
答
す
る
。

子
供
達
の
問
題
行
動
を
取
り
扱
っ

て
い
る
書
で
は
「
・
・
症
L
 
と
い
う

口
葉
と
そ
の
概
念
で
子
供
の
問
題
行

動
を
括
る
こ
と
が
氾
濫
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

病
で
あ
る
な
ら
医
者
に
任
せ
る
よ

り
方
法
は
な
い
。
病
に
な
ら
な
い
よ

う
に
子
供
が
自
己
管
理
す
べ
き
な
ら

ば
、
私
達
大
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

と
場
に
お
い
て
サ
ポ
ー
ト
す
れ
ば
い

)
0

そ
う
す
る
こ
と
は
、
マ
ス
コ
ミ

、の
話
題
に
な
っ
て
い
な
い
子
供
達
に

目
を
向
け
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

私
が
日
々
接
し
て
い
る
多
く
の
子

供
達
は
、
い
わ
ゆ
る
子
供
ら
し
く
い

ろ
い
ろ
な
こ
と
に
頭
を
突
っ
込
も
う

と
し
、
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
成
長
す

る
姿
を
見
せ
て
く
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
子
供
達
と
動
植
物
の
世
話
を
す
る

機
会
が
多
い
。
そ
の
中
で

雨
が
降
っ
た
後
に
も
朝
顔
に
水

を
や
る
」ン

ジ
ー
に
毎
日
さ
よ
う
な
ら

ハ

の
挨
拶
を
し
握
手
を
す
る
」

珍
香
も
た
か
ず
屁
も
ひ
ら
ず

随
想

(
神
戸
市
立
錘
f
小
学
校
教
諭
)

砧
年
大
学
法
学
部
卒
業

田
村
勝
太
郎

教
育
の
現
場
に
い
る
と
、
子
供
達

の
問
題
汀
動
が
マ
ス
コ
ミ
で
大
き
く
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「
野
菜
を
み
じ
ん
切
り
に
し
て
ウ

サ
ギ
に
与
え
る

ウ
サ
ギ
の
体
が
汚
れ
て
き
た
と

つ
て
は
、
シ
ャ
ン
プ
ー
し
ド
ラ
イ

いヤ
ー
で
乾
か
す

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
ウ
サ
ギ
の

赤
ち
ゃ
ん
を
親
か
ら
引
き
離
し
噛
乳

ビ
ン
で
ミ
ル
ク
を
飲
ま
せ
る
」

な
ど
、
思
い
も
か
け
な
い
行
動
を
見

せ
る
こ
と
も
多
い
こ
の
不
自
然
さ

は
、
自
分
た
ち
の
行
動
様
式
を
相
手

に
当
て
は
め
る
の
が
い
い
こ
と
だ
と

考
え
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
ま
た
、

大
人
た
ち
の
片
寄
っ
た
噌
好
を
投
影

し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ

は
、
都
会
で
生
活
す
る
者
が
自
然
界

か
ら
だ
ん
だ
ん
離
さ
れ
て
き
た
結
果

で
も
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
子
供
達
は

草
花
、
虫
、
小
動
物
な
ど
命
あ
る
も

の
と
の
係
わ
り
を
求
め
、
そ
れ
を
大

切
に
し
て
い
る
心
を
込
め
て
世
話

を
し
て
い
た
生
き
物
が
死
ん
で
し
ま

つ
た
時
に
悲
し
み
嘆
く
姿
に
は
慰
め

よ
う
も
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。
墓
を

作
り
、
花
を
供
え
、
帰
り
に
は
合
掌

し
て
い
る
子
供
達
も
い
る

こ
の
よ
う
な
経
験
で
、
生
き
物
の

暖
か
み
と
命
の
大
切
さ
を
感
じ
取
る

の
だ
ろ
う
。

私
が
日
々
出
会
っ
て
い
る
子
供
達

は
、
よ
く
も
悪
く
も
マ
ス
コ
ミ
の
話

題
に
な
ら
な
い
こ
ん
な
声
な
き
子

供
大
衆
は
、
「
・
・
症
L
 
に
も
陥
ら
な

い
で
、
大
人
た
ち
の
過
大
な
期
待
や

放
任
と
い
う
輔
に
刺
さ
れ
な
が
ら
も

精
一
杯
生
き
て
い
る
。

声
な
き
子
供
達
の
声
を
だ
れ
が
広

め
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
か

ず
、
公
益
の
た
め
に
数
多
く
の
仕
事

を
さ
れ
た
方
で
あ
る
。

私
は
、
加
藤
与
五
郎
先
生
誕
立

さ
れ
た
創
造
科
学
技
術
研
究
所
で
大

学
二
年
以
来
の
数
年
問
を
研
修
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
研
修
期
間
中

に
氏
は
毎
年
お
出
で
下
さ
り
、
私
た

ち
学
生
を
鼓
錘
激
励
し
て
く
れ
た
印

象
深
い
方
で
あ
っ
た
。
告
別
式
の
折

は
、
胃
痛
の
あ
ま
り
、
意
識
を
失
わ

ん
ば
か
り
に
悲
し
か
っ
た
。

私
は
氏
と
の
三
十
七
年
間
の
つ
き

あ
い
で
、
二
回
厳
し
い
指
導
を
う
け

た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。

そ
の
一
つ
は
、
 
T
D
K
株
式
会
社

を
辞
め
よ
う
と
思
い
、
会
長
室
に
相

談
に
行
っ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
時
氏
は
、

「
君
は
と
こ
ろ
で
相
談
に
来
た
の

か
ね
。
そ
れ
と
も
報
告
に
来
た
の
か

ね
。
も
し
報
告
な
ら
ば
時
間
の
無
駄

で
あ
る
か
ら
知
っ
て
く
れ
た
ま
え
し

と
、
え
ら
い
剣
"
布
!

「
今
後
偉
い
人
に
物
事
の
話
を
す

る
場
合
は
、
相
手
の
時
問
を
失
敬
し

て
い
る
の
だ
か
ら
、
ご
迷
惑
を
か
け

山
崎
貞
一
氏
の
こ
と

〒
導
体
エ
ネ
ル
ギ
ー
研
究
所
代
表
取
締
役
社
墨

刀
年
大
学
大
学
院
工
学
研
究
科
修
了

同
志
社
大
学
の
大
先
輩
で
あ
る
加

藤
与
五
郎
先
生
の
一
番
弟
子
の
山
崎

貞
一
氏
(
享
年
八
十
九
歳
)
が
去
る

十
一
月
二
十
日
に
亡
く
な
ら
れ
た
。

氏
は
、
 
T
D
K
株
式
会
社
の
社
長

.

会
長
・
相
談
役
を
さ
れ
た
の
み
な
ら

て
い
る
こ
と
と
考
え
な
さ
い
。
君
が

T
D
K
を
辞
め
る
の
は
分
か
っ
た
。

し
か
し
、
在
職
中
に
使
っ
た
研
究
費

は
全
て
返
し
な
さ
い
。
 
T
D
K
に
も

協
力
さ
せ
る
か
ら
」
と
。

そ
れ
か
ら
が
大
変
!
自
分
の
学
生

時
代
か
ら
退
職
ま
で
の
十
年
近
く
の

間
に
為
し
た
発
明
百
三
十
件
の
特
許

出
願
を
何
と
し
て
で
も
特
許
に
し
て

第
者
か
ら
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
を
も
ら

わ
な
い
と
研
究
費
を
返
す
こ
と
が
で

き
な
い
。
普
段
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の

生
活
が
あ
る
か
ら
、
休
日
の
仕
事
で

あ
る
。
毎
週
土
曜
日
、
 
T
D
K
担
当

者
が
拙
宅
に
来
ら
れ
、
夜
ま
で
特
許

取
得
に
明
け
暮
れ
、
数
年
に
及
ん
だ
。

本
当
に
毎
週
の
休
日
に
で
あ
る
ー

他
は
、
私
が
昨
年
五
十
四
歳
で

紫
綬
褒
章
を
頂
い
た
時
、
氏
の
お
宅

を
お
伺
い
致
し
、
報
告
し
た
時
の
こ

と
で
あ
る
い
つ
も
は
一
時
間
ぐ
ら

)し

で
失
礼
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の

い時
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
、
黙
っ
て

聞
い
て
お
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

失
礼
な
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
っ

た
が
、
数
十
秒
の
沈
黙
が
何
回
も
お

山
崎
舜
平



と
ず
れ
た
。
ふ
と
、

「
私
も
加
藤
与
五
郎
先
生
の
ご
指

導
で
こ
こ
ま
で
来
ら
れ
ま
し
た
。
こ

れ
か
ら
は
若
い
人
の
育
成
を
全
力
で

致
し
た
く
考
え
て
お
り
ま
す
し

と
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、

「
そ
の
言
葉
を
君
が
后
、
つ
の
を
待

つ
て
し
た
し

と
、
園
0
 
そ
し
て
、

「
△
,
日
は
わ
ざ
わ
ざ
お
出
で
ド
さ

り
、
あ
り
が
と
、
つ
し

と
深
々
と
頭
を
下
げ
ら
れ
た
。

氏
は
加
藤
先
生
の
教
え
を
実
際
に

自
ら
に
気
付
か
せ
、
ま
た
、
行
わ
せ

る
こ
と
を
通
じ
て
の
本
当
の
教
育
者

で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

大
学
教
育
と
は
、
何
を
す
べ
き
か
。

す
ぐ
「
知
識
L
、
「
情
報
」
と
い
う
人

は
多
い
。
し
か
し
、
人
と
し
て
の
歩

み
方
を
一
対
一
で
一
っ
一
っ
体
を
は

つ
て
気
付
か
せ
な
が
ら
教
え
て
下
さ

る
人
生
の
先
生
は
多
く
は
い
な
い
。

氏
は
私
に
と
り
、
ま
さ
に
師
で
あ
っ

た
。

加
藤
先
生
を
本
当
に
心
底
か
ら
慕

つ
て
お
ら
れ
る
弟
子
は
多
い
。
そ
れ

は
心
の
琴
に
触
れ
た
教
育
を
先
牛
が

し
て
お
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
こ
と
を

氏
は
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
た
。

玄
界
灘
を
眺
め
な
が
ら

王
相
殷

(
協
成
海
運
代
表
理
事
、
韓
国
総
同
志
社

大
学
校
友
会
会
長
)

Ⅲ
年
同
志
社
高
等
商
業
学
校
卒
業

た
す
ら
英
語
の
学
習
に
没
頭
し
、
ド

ラ
マ
を
演
じ
た
り
、
全
同
志
社
バ
ー

ト
レ
ッ
ト
カ
ッ
プ
英
語
弁
論
大
会
で

等
を
も
ら
っ
た
り
も
し
た
。
幸
い

な
こ
と
に
英
語
が
で
き
た
の
で
、
外

国
人
に
京
都
市
内
の
観
光
案
内
を
し

た
の
も
追
憶
の
一
こ
ま
で
、
比
叡
山

に
上
っ
た
り
、
琵
琶
湖
で
遊
ぶ
な
ど

今
で
も
京
都
の
地
図
は
は
っ
き
り
と

頭
に
残
っ
て
い
る

一
九
四
一
年
に
卒
業
、
大
阪
中
之

島
に
本
社
を
構
え
る
江
商
株
式
会
社

に
入
社
し
た
。
江
商
は
当
時
日
本
に

於
け
る
三
井
、
三
菱
に
次
ぐ
総
合
貿

易
会
社
で
あ
り
商
社
マ
ン
と
し
て
入

社
出
来
た
事
は
一
っ
の
誇
り
で
も
あ

つ
た
。
一
九
四
四
年
の
秋
ま
で
本
社

に
勤
務
し
た
後
ソ
ウ
ル
支
店
に
移

り
や
が
て
戦
争
終
結
を
迎
え
た
。

同
志
社
で
学
ん
だ
学
問
を
も
と
に

江
商
で
の
貿
易
、
海
運
実
務
に
関
す

る
勉
強
が
私
と
い
う
人
間
を
つ
く

り
、
戦
後
は
企
業
を
起
こ
し
今
日
ま

で
海
運
業
を
通
じ
て
国
際
的
に
ま
た

国
内
で
政
界
を
は
じ
め
色
々
な
社
会

活
動
を
支
え
る
力
と
な
っ
た
。

私
の
東
務
所
は
釜
山
港
が
一
望
で

き
る
ビ
ル
の
十
階
に
あ
る
。

歳
末
の
慌
六
た
し
い
或
る
日
、
釜

山
港
に
は
多
く
の
貨
物
船
に
混
じ
っ

て
最
近
就
航
し
た
ば
か
り
の
関
釜
フ

エ
リ
ー
,
は
ま
ゆ
う
0
 
が
優
雅
な
船

体
を
見
せ
て
い
る
。
ま
も
な
く
八
十

歳
を
迎
え
る
私
は
、
そ
の
颯
爽
と
し

た
姿
と
、
青
春
時
代
玄
界
灘
を
越
え

て
旅
立
っ
た
私
の
姿
を
重
ね
て
し
ば

し
の
思
い
に
ふ
け
る

同
志
社
に
入
学
し
た
の
は
九

九
年
の
こ
と
だ
憲
法
の
田
畑
忍
先

生
や
経
済
原
論
の
北
野
熊
喜
男
先
牛

ら
の
薫
陶
を
受
け
る
か
た
わ
ら
、
ひ

韓
国
は
今
、
 
1
M
F
支
援
の
も
と

で
<
第
二
の
建
国
>
を
め
ざ
し
、
か

つ
て
な
か
っ
た
厳
し
い
試
練
の
た
だ

中
に
あ
る
。
一
九
八
八
年
の
ソ
ウ
ル

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
こ
ろ
ま
で
、
韓
国

経
済
の
成
長
を
支
え
た
勤
労
意
識
が

衰
え
た
と
こ
ろ
に
韓
国
動
乱
に
も
た

と
え
ら
れ
る
経
済
破
綻
が
起
き
た
。

韓
国
は
日
本
同
様
資
源
の
な
い
国
で

あ
り
、
経
済
立
国
の
た
め
に
は
、
こ

の
港
か
ら
陸
地
に
向
か
っ
て
で
な

く
、
広
い
海
に
目
を
向
け
る
こ
と
が

、

大
事
で
あ
る
と
思
う
。

日
本
で
は
国
際
化
、
韓
国
で
は
世

界
化
と
い
う
こ
と
が
叫
ば
れ
て
お

り
、
そ
れ
を
口
に
し
な
い
者
は
時
代

遅
れ
か
の
よ
う
な
風
潮
が
支
配
的
だ

゛
)
、

か
、
思
う
に
偏
狭
な
愛
国
心
を
超
越

し
て
品
位
と
教
養
、
そ
れ
に
謙
遜
の

美
徳
を
身
に
付
け
る
べ
き
で
あ
る
。

母
校
同
志
社
は
言
わ
ず
も
が
な
新

島
先
生
の
精
神
の
下
、
早
く
か
ら
国

際
主
義
教
育
を
実
践
し
て
き
た
の
で

あ
る
。過

ぎ
し
日
々
を
省
み
れ
ば
、
同
志

社
で
充
実
し
た
青
春
の
一
時
期
を
送

随
想
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れ
た
こ
と
が
私
の
人
格
、
人
生
を
決

定
す
る
力
と
な
っ
た
と
し
み
じ
み
思

い
乍
ら
も
適
切
な
感
謝
の
園
葉
が
見

つ
か
ら
な
い
。

冬
の
玄
界
灘
は
荒
波
が
絶
え
な

だ
が
、
地
底
で
は
半
島
と
列
島

)
0

しは
し
っ
か
り
繋
っ
て
い
る
0

茂
山
千
之
永

棒
縛
主
人太

郎
冠
者
茂
山
正
邦

次
郎
冠
者
茂
山
あ
き
ら

口
葉
が
通
じ
な
い
外
国
へ
は
所
作

だ
け
で
ス
ト
ー
リ
ー
が
わ
か
る
曲
を

シ
カ
ゴ
に
て

千
之
丞
師
に
こ
う
口
わ
れ
た
時
、

一
瞬
ケ
ビ
ン
・
コ
ス
ナ
ー
主
演
の
『
ア

ン
タ
ツ
チ
ャ
プ
ル
を
思
い
浮
か
べ
、

ギ
ャ
ン
グ
た
ち
か
ヒ
ス
ト
ル
片
手
に

ス
ラ
ム
街
を
俳
椢
す
る
前
時
代
的
な

情
景
が
ち
ら
つ
い
た
の
で
す
が
、
現

実
の
シ
カ
ゴ
は
実
に
美
し
く
平
和
な

町
で
し
た
。

オ
ヘ
ア
空
港
か
ら
ハ
イ
ゥ
エ
イ
を

走
る
こ
と
四
十
分
余
り
、
左
に
涯
な

い
ミ
シ
ガ
ン
湖
の
広
が
り
を
望
み
、

右
に
は
映
画
ホ
ー
ム
ア
ロ
ー
ン

の
錘
台
と
な
っ
た
緑
の
多
い
郊
外
住

宅
地
を
眺
め
つ
つ
前
方
に
目
を
や
る

と
、
遠
景
な
が
ら
天
に
向
か
っ
て
屹

立
す
る
よ
う
な
高
層
建
築
群
が
し
だ

い
に
威
容
を
増
し
て
き
ま
す
。
や
が

て
市
街
地
に
入
る
と
、
周
囲
に
は
壮

大
な
石
造
建
築
が
そ
び
え
、
さ
な
が

ら
摩
天
楼
の
森
の
谷
問
を
行
く
思
い

が
し
た
も
の
で
す
。
聞
け
ば
、
こ
れ

ら
の
建
築
群
は
、
一
八
七
一
年
の
大

火
災
で
市
街
地
が
焼
失
し
た
跡
に
作

ら
れ
た
そ
う
で
す
が
、
様
式
も
意
匠

も
そ
れ
ぞ
れ
に
独
創
的
な
建
築
群

昨
年
は
大
阪
市
と
シ
カ
ゴ
市
と
の

姉
妹
都
市
提
携
十
五
周
年
に
当
た

り
、
シ
カ
ゴ
市
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
記

念
事
業
が
h
わ
れ
た
そ
う
で
す
。
そ

の
環
と
し
て
、
八
月
十
日
か
ら
十

五
日
ま
で
、
茂
山
千
之
示
を
団
長
と

す
る
大
蔵
流
狂
口
の
公
演
ツ
ァ
ー
が

企
画
さ
れ
、
は
じ
め
て
ア
メ
リ
カ
の

士
を
踏
ん
で
き
ま
し
た
。

「
網
チ
ャ
ン
、
八
月
は
学
校
も
ヒ
マ

や
ろ
、
シ
カ
ゴ
へ
h
つ
て
く
れ
へ
ん

網
谷
正
美

(
高
等
学
校
教
諭
)

が
、
そ
れ
で
い
て
景
観
全
体
の
中
で

見
事
な
調
和
を
保
っ
て
い
る
美
し
さ

に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。
郊
外
の
住
宅

も
、
個
々
の
家
屋
が
そ
の
個
性
を
主

張
し
な
が
ら
、
町
並
み
の
ハ
ー
モ
ニ

ー
を
産
み
出
し
て
い
る
の
で
す
。
こ

の
よ
う
な
建
造
物
が
現
在
も
作
ら
れ

て
い
て
、
今
も
生
き
続
け
る
フ
ロ
ン

テ
ィ
ア
精
神
を
感
じ
る
と
共
に
、
個

が
自
己
主
張
し
つ
つ
自
ず
と
全
体
に

融
和
す
る
ア
メ
リ
カ
の
「
知
L
 
に
思

い
を
致
し
た
こ
と
で
す
。

さ
て
、
肝
心
の
狂
言
で
す
が
、
市

街
中
心
部
に
あ
る
カ
ル
チ
ユ
ラ
ル
セ

ン
タ
ー
と
、
ノ
ー
ス
ウ
エ
ス
タ
ン
大

学
ホ
ー
ル
で
の
二
回
公
演
で
し
た
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
次
の
通
り
で
す
。

二
人
大
名
シ
テ
大
名
茂
山
千
五
郎

ツ
レ
大
名
網
谷
正
美

道
通
り
茂
山
千
之
永

持
っ
て
行
く
の
で
、
こ
の
二
演
目
も

海
外
公
演
の
定
番
な
の
で
す
が
、
千

人
を
超
す
ア
メ
リ
カ
人
観
客
は
、
心

か
ら
う
ち
と
け
て
狂
言
を
楽
し
ん
で

く
れ
ま
し
た
。
観
る
姿
勢
が
柔
軟
で
、

笑
う
べ
き
ホ
イ
ン
ト
を
外
さ
な
い
の

で
す
。
こ
こ
で
も
、
貪
欲
な
好
奇
心

に
支
え
ら
れ
、
柔
ら
か
い
心
で
物
事

を
受
容
し
よ
う
と
す
る
ア
メ
リ
カ
の

「
知
L
 
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
し
た

こ
の
公
演
の
司
会
を
し
て
い
た
だ

い
た
の
は
、
シ
カ
ゴ
大
阪
姉
妹
都
市

委
員
会
の
力
1
氏
と
い
う
方
で
す

が
、
氏
は
南
山
大
学
卒
業
後
大
学

゛
)
、

院
法
学
研
究
科
の
聴
講
生
と
し
て
同

志
社
に
在
籍
し
て
い
た
と
の
事
。
明

る
く
フ
ラ
ン
ク
で
、
聡
明
な
氏
の
人

柄
と
風
貌
が
、
同
じ
同
志
社
人
と
い

う
た
め
か
、
シ
カ
ゴ
の
町
を
よ
り
身

近
に
感
じ
さ
せ
て
く
れ
た
よ
う
で

す
。

か



駅
の
美
術
館
と
フ
ン
デ

ル
ト
ワ
ッ
サ
ー

(
=
=
=
号
ユ
乏
器
⑦
含
)

働
く
者
に
と
っ
て
は
有
り
難
い
。
こ

な
す
べ
き
仕
事
が
た
ま
っ
て
い
る

と
、
関
心
を
引
く
展
覧
会
が
市
内
で

開
か
れ
て
い
て
も
、
普
段
乗
ら
な
い

バ
ス
を
わ
ざ
わ
ざ
使
っ
て
ま
で
見
に

行
き
た
い
と
は
思
わ
な
い
の
で
あ

る
そ
ん
な
元
気
が
な
い
。
し
か
し
、

駅
の
展
覧
会
な
ら
好
都
合
で
あ
る
。

気
軽
に
途
巾
下
卓
し
て
ち
ょ
つ
と
買

い
物
で
も
す
る
よ
う
な
気
分
で
、
美

術
館
と
い
う
非
現
実
的
な
空
問
に
し

ば
し
身
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
るフ

ン
デ
ル
ト
ワ
ッ
サ
ー
は
オ
ー
ス

ト
リ
ア
の
ウ
ィ
ー
ン
を
拠
点
と
し

て
、
世
界
各
地
で
活
躍
し
て
い
る
グ

ラ
フ
ィ
ッ
ク
・
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
あ

る
日
本
に
滞
在
し
て
創
作
活
動
を

し
た
こ
と
も
あ
る
。
展
覧
会
で
は
、

各
種
の
版
画
(
木
版
エ
ッ
チ
ン
グ
、

リ
ト
グ
ラ
フ
、
シ
ル
ク
ス
ク
リ
ー
ン
)

に
ょ
る
表
現
が
私
に
は
面
白
い
と
思

わ
れ
た
が
、
油
絵
や
水
彩
画
は
も
ち

ろ
ん
、
他
に
も
様
々
な
表
現
手
段
が

用
い
ら
れ
て
い
た
。
建
物
に
ょ
る
表

現
に
も
触
手
を
の
ば
し
て
お
り
、
本

十
二
月
半
ば
、
京
都
駅
ビ
ル
内
の

美
術
館
「
え
き
」
で
フ
ン
デ
ル
ト
ワ

ツ
サ
ー
の
展
覧
会
を
見
た
。
以
前
か

ら
こ
の
人
に
は
関
心
を
持
っ
て
い
た

の
で
、
田
辺
校
地
で
授
業
を
終
え
た

の
ち
研
究
室
の
あ
る
今
出
川
校
地
に

戻
る
途
中
、
一
時
問
ほ
ど
立
ち
寄
っ

た
の
で
あ
る
。
両
校
地
の
移
動
も
、

時
間
に
余
裕
が
あ
っ
て
途
中
に
立
ち

寄
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
楽
し
い
も
の

に
な
る
。
二
つ
の
目
的
地
だ
け
を
見

る
の
で
は
な
く
、
無
駄
に
思
わ
れ
る

そ
の
途
上
を
積
極
的
に
見
直
し
て
み

る
の
も
悪
く
な
い
よ
う
に
思
、
つ
。

駅
の
建
物
に
美
術
館
が
あ
る
の
は

(
大
学
神
学
部
専
任
誠
師
)

石
川
立

拠
地
ウ
ィ
ー
ン
に
は
、
実
際
、
彼
が

デ
ザ
イ
ン
し
た
異
様
な
ア
ハ
ー
ト
が

建
っ
て
い
る
ち
な
み
に
、
ゲ
イ
ジ

ユ
ツ
精
神
が
燃
え
立
つ
奇
怪
な
ア
パ

ー
ト
に
住
ん
で
い
る
の
は
民
問
人
で

あ
り
、
彼
ら
は
ご
く
普
通
の
生
活
を

お
と
な
し
く
営
ん
で
い
る
。

美
術
館
で
求
め
た
カ
タ
ロ
グ
に
は

フ
ン
デ
ル
ト
ワ
ッ
サ
ー
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
い
く
つ
か
載
っ
て
い
た
。
そ
の

う
ち
の
一
つ
に
「
直
線
に
神
は
宿
ら

ず
」
と
い
う
の
が
あ
っ
た
。
ゲ
イ
ジ

ユ
ツ
家
が
ふ
と
霊
感
を
得
て
気
ま
ぐ

れ
に
書
き
記
し
た
文
句
な
の
か
も
し

れ
な
い
。
そ
、
つ
一
言
え
ば
、
田
辺
校
地

最
寄
り
の
近
鉄
「
興
戸
L
 
か
ら
地
下

鉄
今
出
川
」
ま
で
は
ほ
ぽ
直
線
で

あ
る
0
 
フ
ン
デ
ル
ト
ワ
ッ
サ
ー
の
こ

の
.
凶
葉
を
真
に
受
け
る
な
ら
ば
、
私

は
両
校
地
間
の
直
線
の
途
中
で
し
ば

し
時
問
を
割
く
く
ら
い
で
満
足
し
て

い
て
は
い
け
な
い
、
と
い
、
つ
こ
と
に

な
る
。
両
地
点
を
移
動
す
る
と
き
は
、

も
っ
と
大
き
く
道
を
は
ず
れ
、
大
小

の
円
や
無
秩
序
な
線
を
描
い
て
行
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な

い
。
フ
ン
デ
ル
ト
ワ
ッ
サ
ー
と
は
「
百

水
」
と
い
う
意
味
だ
が
、
百
本
に
別

れ
た
水
の
流
れ
は
、
さ
ら
に
互
い
に

離
れ
、
ま
た
合
流
し
、
実
に
多
様
な

模
様
を
作
る
は
ず
で
あ
る
。
私
の
歩

み
も
百
本
の
水
の
流
れ
の
よ
う
に
複

雑
多
岐
で
あ
る
ぺ
き
だ
ろ
う
か
美

術
館
が
駅
に
あ
る
の
は
働
く
者
に
は

都
合
か
よ
い
し
な
ど
と
気
取
っ
た
こ

と
を
凶
っ
て
い
る
場
合
で
は
な
い
。

故
意
に
で
も
回
り
道
を
し
て
美
術
館

に
赴
き
、
様
々
な
方
向
を
向
い
た
足

跡
に
ょ
っ
て
、
奇
怪
な
模
様
を
残
し

て
い
く
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

フ
ン
デ
ル
ト
ワ
ッ
サ
ー
い
わ
く
、

美
術
館
へ
向
か
う
あ
な
た
の
足
ど

り
が
描
く
線
は
、
そ
の
美
術
館
の
壁

面
の
絵
の
線
よ
り
も
、
は
る
か
に
貴

重
で
ま
た
美
し
い
」
。

想
乳



his childhood were sunnier and the skies

bluer. when was this mythical past? Did

it ever exist? when exactly did students

read more?

It may weⅡ be generaⅡy true that stu・

dents read less dassica1 1iterature

nowadays. Yet what does this teⅡ US?

Itcertainly does not mean that less

Iearning is taking place, merely less

Orthodox learning.1t further suggests to

me that teaching methods and curricula

are lagging behind the needs and desires

Of today's young people who have evi・

denuy become disi11Usioned with en・

Countering other cultures through the

Painstaking translation of literary works.

Perhaps the 、vhole question of ho、v and,

indeed, why foreign languages and cul・

tures are taught needs to be looked at

With a more critical eye.

Just as young people in Britain and

America in the 1950s and 60s asserted

their needs over the prescriptions of the

Older generations, so young people in

Japan during my ten years here appear

to be opening up more and more to the

Wodd outside, and, as a result, express・

ing themselves more direcuy and honest・

Iy.1t is surely time that the education

System as a whole responded to this shift

by enquiring into the needs of these

Students rather than dictating to them.

By the time my 20th year in Japan

Comes around lhope thatthe Ministry of

Education and other educational

decisi0η・making bodies wiⅡ have woken

Up to the pressing need for change. AS I

See it, three key areas in the teaching of

Ianguage and culture that should be

addressed: D the study of foreign lan・

guages (especiaⅡy English, of course)

Should become an elective rather than a

Compulsory part of the curriculum; 2)

English and other languages should be

Studied as living modes of communica・

tion rather than as arid exercises in

grammar and translation and as a means

to assess university entrance; and 3)

Students should be exposed increasingly

to the many forms of living popular

Culture that speak directly to them

rather than the products of so・ca11ed

'high' culture which manifestly have less

and less significance for them.

With such changes l believe the inter・

est of students in other languages and

Cultures could be fostered and encour・

aged rather than blighted in the bud as

is so often the case now. perhaps we

Should listen more to our students to

discover how we may beslserve them.
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◆◆◆◆1999年度◆◆◆◆

同志社大学
公開講座のお知らせ

同志社大学では人文系・自然系各6

回の講義を、学内外から毎回違う講師

を迎えて行います。学生・一般の方を

対象に来年度の受講生を募集いたしま

す。受講料はいずれも無料。開催場所

は田辺校地。詳細のお問い合わせは、

田辺校地教務事務室(丑0774 65 7050)

まで。

人文系
イ961"D

English teaching 2000

日

『考古学に歴史を読む』 川の文化

程

5羽H臼

例

講毅テーマ

東アジアの川と文化
貞河・長江・鴨絲江・日本の河川

5 j125臼
働

6月8日

四

Robert cROSS
(人学口語文化教育研究センター助教授)

朝鮮半島の川をめぐる古代文化
鴨緑江から淀川・大和川

Recently l held a party with some

friends to celebrate my loth year in

Japan.1t 、vas quite a surprise to realise

that l had spenl such a considerable part

Of my life here. Looking back,1 Can say

that it has been a 、vonderfU11y enriching

and enjoyable decade, fU11 0f personal

discoveries. The anniversary caused me

to rened on some of the many changes

that l have noticed in Japanese society

during my time as a teacher here, and

also on some of the things l would per・

Sona11y like to see changed.

One of the most striking changes for

me, and one that l encounter every day

On the Doshisha campuses,is a new and

reheshing spirit of personalfreedom and

Curiosity among students.1t can be seen

in the more individualistic style of dress

and hairstyle, the increasing number of

Students 、uho travel abroad, often alone,

and in the conversations l overhear

about the European art films currenay

being screened a11he Minami Kaikan

Even s0 1 0ften hear disgrunued c01・

Ieagues assert that our students are less

industrious and enquiring these days

than they were in the past. They read

Iess, it is claimed, and they lack essential

又eneral knowledge. when l hear such

talk, it reminds me of my grandfather

Who used to claim that the summers in

10月12日
姻

西からの玄関綻川の酉代仲世

10月26n

側

大和川と大和

講師

同急社大学
名杵教授

森

U、教大学助教授

門田誠一

Ⅱ月9日
図

平安京・京都の川

自然系
{五ど 6 師D

日ネ王

古代王権と木津川

同志社大学
歴史音料館、7美貞

鋤柄俊夫

花剛大学名音教授

伊達宗泰

京都文化悶物館
学芸U

山田邦和
向恕札大学
歴史賣料館学会n

辰巳和弘

5月]41ヨ
団

『人と自然』 創造の世界

5月28日

囲

地球大気と航空機

講猫テーマ

6 阿 11日

倒

お酒とビール、よもやま話

10月8 1ヨ
岡

高脂血症治療剤メバロチンの
開発と心血管系疾患の抑制

人工肝臓ヒトの肝臓にどこ球で

10月22臼

倒

自己組織再生医療の現況と将来

講師

兀川岐爪1航空
"1円喋部枝術昂長

柴田眞
キリンビール
幕盤技術研究所R

大野寿彦
三共蛛式会社
学術開充第一剖R

駒井享
京都火学
医学研究斜駿授

山岡義生
同志社大学
工学部教授

坂口一彦
京都大学再4医斜学
研究所教授

清水慶彦

Ⅱ月5日
倒

人工関節材料の昨日・今日・明日

近づけるのか?

認

随
想


