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オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
留
学
が
研
究
の
き
っ
か
け

　

戸
田
貴
子
教
授
は
学
生
時
代
、
言
語
学
を
学
ぶ
た
め
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
に
留
学
し
、
同
大
学
院
に

進
学
し
た
。
当
時
は
日
本
が
ま
だ
バ
ブ
ル
全
盛
期
の
一
九
八
〇
年
代
後
半
、
飛
ぶ
鳥
を
落
と
す
勢
い
だ
っ
た
日
本

企
業
が
ま
さ
に
世
界
経
済
を
席
巻
せ
ん
と
し
て
い
た
こ
ろ
だ
。
当
然
の
ご
と
く
、日
本
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
で
も
日
本
語
教
室
が
生
徒
で
あ
ふ
れ
返
る
、
そ
ん
な
活
気
に
満
ち
た
時
代
で
あ
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
は
多
文
化
・
多
言
語
国
家
で
知
ら
れ
る
が
、
ア
ジ
ア
で
い
え
ば
中
国
、
韓
国
、
ベ
ト
ナ
ム
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か

ら
は
ギ
リ
シ
ャ
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
英
語
圏
以
外
の
国
か
ら
も
た
く
さ
ん
の
人
が
移
住
や
留
学
で
集
ま
っ
て
い
た
。

 

「
教
員
や
学
生
の
言
語
文
化
背
景
が
実
に
多
種
多
様
で
し
た
。
そ
う
い
う
中
で
言
語
学
を
学
び
、
い
ろ
い
ろ
な
国

の
人
と
交
流
で
き
た
こ
と
は
大
き
な
収
穫
」

　

そ
う
語
る
戸
田
教
授
の
当
時
の
指
導
教
授
は
、
音
響
音
声
学
を
専
門
と
し
、
英
国
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
博

士
号
を
取
得
し
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
移
住
し
て
き
た
英
国
人
の
教
授
だ
っ
た
。

　

音
響
音
声
学
と
は
、
音
声
デ
ー
タ
を
解
析
、
分
析
す
る
実
証
的
な
学
問
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学

で
は
、
消
え
ゆ
く
言
語
と
言
わ
れ
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
先
住
民
の
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
言
語
を
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で

収
集
し
、
分
析
す
る
研
究
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
た
。
バ
ッ
ク
パ
ッ
ク
を
か
つ
い
で
広
大
な
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大

陸
の
砂
漠
を
越
え
、
話
者
を
求
め
て
言
語
収
集
を
す
る
先
輩
の
姿
に
感
銘
を
受
け
た
と
い
う
。

　

戸
田
教
授
は
こ
う
し
た
環
境
の
中
で
勉
強
を
続
け
る
と
同
時
に
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
で
日
本
語
を
教

音声コミュニケーションを
科学的に分析し
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え
始
め
る
。
生
徒
は
様
々
な
母
語
を
持
つ
人
た
ち
。
日
本
語
を
教
え
る
こ
と
が
初
め
て
の
戸
田
教
授
に
と
っ
て
貴

重
な
体
験
で
あ
る
と
同
時
に
、
大
い
に
刺
激
を
受
け
る
機
会
と
な
っ
た
。

 

「
日
本
語
を
教
え
る
こ
と
は
、
私
自
身
が
学
ぶ
こ
と
で
も
あ
り
ま
し
た
。
発
音
、
語
彙
、
文
法
な
ど
、
普
段
、
自

分
が
無
意
識
に
使
っ
て
い
る
言
葉
の
一
面
を
外
国
人
に
教
え
る
わ
け
で
す
が
、
改
め
て
日
本
語
を
見
直
す
き
っ
か

け
に
な
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
」

　

特
に
発
音
は
、
日
本
語
教
育
の
中
で
も
ま
だ
研
究
が
そ
れ
ほ
ど
進
ん
で
い
な
い
言
語
領
域
で
あ
る
。
戸
田
教
授

が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
に
い
た
こ
ろ
は
、
有
効
な
指
導
法
の
検
討
す
ら
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
同
大
学

で
一
〇
年
近
く
日
本
語
を
教
え
て
い
た
が
、
こ
の
と
き
の
経
験
が
将
来
の
研
究
で
の
礎
に
な
っ
た
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。

 

同
じ
表
現
で
も
音
声
次
第
で
意
味
が
変
わ
る

　

音
声
学
の
研
究
領
域
に
は
言
語
学
（
音
声
学
、
音
韻
論
）、
教
育
学
（
外
国
語
教
育
、
言
語
習
得
）、
心
理
学
（
音

声
知
覚
、
音
声
認
識
）、
情
報
工
学
（
音
声
合
成
、
音
響
分
析
）
な
ど
幅
広
い
関
連
分
野
が
あ
る
。
そ
の
中
で
も

戸
田
教
授
は
、
音
声
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
を
研
究
し
て

い
る
。

　

日
本
語
を
例
に
と
れ
ば
、
日
常
会
話
に
よ
く
使
わ
れ
る
「
そ
う
で
す
か
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
こ
れ
は
あ
い

づ
ち
的
用
法
で
は
「
分
か
り
ま
し
た
」「
了
解
し
ま
し
た
」
と
い
う
意
味
だ
が
、
言
い
方
次
第
で
意
味
が
大
き
く

変
化
す
る
。

　

①
「
う
ち
の
娘
が
結
婚
す
る
ん
で
す
よ
」「
そ
う
で
す
か
！
」
～
喜
び
の
表
現

　

②
「
実
は
不
合
格
だ
っ
た
ん
で
す
よ
」「
そ
う
で
す
か
…
…
」
～
落
胆
の
表
現

　

③
「
定
休
日
は
火
曜
日
で
す
よ
」「
そ
う
で
す
か
？
」
～
疑
念
の
表
現

　

こ
こ
に
挙
げ
た
①
～
③
の
例
は
、
表
記
す
る
と
一
様
に
「
そ
う
で
す
か
」
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
会
話
で
は
音

声
的
特
徴
が
使
い
分
け
ら
れ
、
話
し
手
の
表
現
意
図
や
心
的
態
度
が
聞
き
手
に
伝
わ
っ
て
い
く
。

　

こ
の
三
つ
の
喜
び
、
落
胆
、
疑
念
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
解
析
し
た
ピ
ッ
チ
曲
線
を
見
れ
ば
違
い
が
明
確
で

あ
る
。
ピ
ッ
チ
曲
線
と
は
、
声
の
高
さ
の
変
動
を
示
し
、

イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
分
析
に
使
用
さ
れ
る
音
響
特
性
で

あ
る
。

 

「
日
本
語
を
母
語
と
す
る
人
で
あ
れ
ば
、
声
の
高
さ
、
長

さ
、
強
さ
で
音
声
表
現
を
場
面
に
よ
っ
て
難
な
く
使
い
分

け
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
母
語
が
異
な
る
外
国
人
の
日
本

語
学
習
者
は
、
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
使
い
分
け
が
で
き

な
い
ま
ま
会
話
を
し
て
し
ま
い
、
相
手
の
誤
解
を
招
い
て

し
ま
う
こ
と
も
あ
る
の
で
す
」
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問
題
意
識
か
ら
研
究
の
未
開
拓
分
野
に
着
手

　

あ
る
留
学
生
が
、
自
分
の
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
面
倒
見
て
く
れ
る
親
切
な
日
本
人
に
、
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
間

違
い
で
誤
解
さ
れ
た
経
験
を
語
っ
て
く
れ
た
。

 

「
私
が
ア
パ
ー
ト
を
探
し
て
い
た
と
き
に
、
知
り
合
い
の
日
本
人
の
女
性
が
一
生
懸
命
手
伝
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

『
今
日
は
猛
暑
の
中
を
あ
ち
こ
ち
走
り
ま
わ
っ
て
と
て
も
大
変
だ
っ
た
の
よ
』。
こ
の
女
性
は
私
に
こ
う
話
し
か
け

ま
し
た
。
そ
れ
で
す
ご
く
申
し
訳
な
い
気
持
ち
で
『
そ
う
で
す
か
』
と
返
答
し
た
ら
、
急
に
そ
の
女
性
の
顔
色
が

変
わ
っ
て
不
機
嫌
に
な
り
、
怒
ら
れ
ま
し
た
。
私
は
理
由
が
分
か
ら
な
く
て
戸
惑
い
ま
し
た
。
後
で
そ
の
場
に
一

緒
に
い
た
日
本
人
か
ら
私
の
『
そ
う
で
す
か
』
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
、
相
手
を
疑
っ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え

た
と
言
わ
れ
、
初
め
て
間
違
い
に
気
が
付
き
ま
し
た
」

　

こ
れ
は
、
文
法
や
語
彙
を
し
っ
か
り
学
ん
で
も
、
音
声
表
現
が
適
切
で
な
け
れ
ば
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
支

障
が
起
き
る
典
型
的
な
ケ
ー
ス
と
い
え
る
。
し
か
し
、
日
本
語
学
習
者
の
音
声
に
つ
い
て
は
十
分
な
研
究
が
行
わ

れ
て
い
な
い
の
が
現
状
だ
。

　

ア
ク
セ
ン
ト
や
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
韻
律
情
報
は
文
字
に
表
せ
な
い
の
で
、
学
習
者
が
意
識
し
に
く
い

だ
け
で
な
く
、教
師
の
側
も
指
導
に
困
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
音
響
解
析
の
技
術
を
駆
使
す
れ
ば
、イ
ン
ト
ネ
ー

シ
ョ
ン
の
特
徴
な
ど
を
可
視
化
し
て
指
導
に
応
用
で
き
る
。
戸
田
教
授
の
音
声
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
室
で

は
、
複
数
の
音
響
分
析
機
器
を
導
入
し
て
科
学
的
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
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界
期
仮
説
と
呼
ば
れ
ま
す
が
、日
本
語
の
発
音
習
得
に
つ
い
て
科
学
的
な
研
究
は
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。我
々

が
調
査
し
て
み
る
と
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
学
習
し
て
も
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
レ
ベ
ル
の
発
音
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

人
が
少
な
く
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
す
」

　

言
語
学
習
の
成
功
者
た
ち
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
て
み
る
と
、
共
通
点
が
見
つ
か
っ
た
。
ほ
ぼ
全
員
が
、
テ
レ

ビ
、
ラ
ジ
オ
な
ど
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
音
声
に
対
し
ほ
ぼ
同
時
に
、
同
じ
発
音
を
口
頭
で
繰
り
返
す
、
シ
ャ
ド
ー

イ
ン
グ
と
い
う
訓
練
法
を
実
践
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
学
習
成
功
者
た
ち
は
自
分
な
り
の
工
夫
を
し
た
結
果

と
し
て
、
短
期
間
で
ネ
イ
テ
ィ
ブ
レ
ベ
ル
の
発
音
を
習
得
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
そ
の
学
習
者
の
母
語
は
特
定
の
言
語
に
偏
っ
て
い
な
か
っ
た
。「
学
ぼ
う
と
す
る
言
語
に
発
音
が
似

て
い
る
母
語
を
話
す
人
た
ち
が
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
レ
ベ
ル
の
発
音
を
習
得
し
や
す
い
」
と
い
う
通
説
も
覆
す
結
果
に

な
っ
た
。

　

調
査
結
果
は
、
学
習
次
第
で
ネ
イ
テ
ィ
ブ
レ
ベ
ル
の
発
音
、
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
発
音
を
身
に
付
け
ら
れ
る
こ

と
に
希
望
を
持
た
せ
る
も
の
と
な
っ
た
。

 

「
世
間
に
存
在
す
る
通
説
の
多
く
が
人
々
の
直
感
と
一
致
す
る
も
の
で
す
。
根
拠
が
全
く
な
い
通
説
は
有
り
得
な

い
で
し
ょ
う
が
、
印
象
論
を
語
る
の
で
は
な
く
、
実
際
に
調
査
を
行
っ
て
み
る
と
、
新
た
な
側
面
が
見
え
て
き
ま

す
。
例
え
ば
Ｌ
と
Ｒ
の
発
音
が
曖
昧
で
英
語
の
発
音
に
苦
労
す
る
と
言
わ
れ
る
日
本
人
で
も
、
学
習
方
法
次
第
で

は
短
期
間
で
ネ
イ
テ
ィ
ブ
レ
ベ
ル
の
発
音
を
習
得
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
す
」

　

こ
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
た
上
で
、
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
新
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
現
在
開
発
中
の
シ
ャ

 
「
音
声
教
育
と
い
う
未
開
拓
の
分
野
を
、
自
分
の
研
究
テ
ー
マ
に
し
よ
う
と
い
う
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
が
い
ま
に
つ

な
が
っ
て
い
ま
す
。
音
声
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
科
学
し
、
日
本
語
教
育
に
生
か
す
こ
と
を
目
標
に
研
究
を
続

け
て
い
る
の
で
す
」

　

戸
田
教
授
は
二
〇
〇
四
年
に
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
日
本
語
発
音
レ
ッ
ス
ン
』
を
著
し
た
。
音
声

と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
結
び
付
け
て
、
教
師
用
の
理
論
的
な
指
導
書
と
学
習
者
用
の
実
践
的
な
練
習
問
題
を

取
り
上
げ
た
初
め
て
の
書
籍
だ
。
韓
国
語
版
も
出
版
さ
れ
る
な
ど
、
大
き
な
注
目
を
浴
び
た
。
研
究
成
果
を
一
般

に
広
く
知
っ
て
も
ら
う
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
も
貴
重
な
存
在
だ
。

 

言
語
学
習
の
通
説
を
覆
す
研
究

　

戸
田
教
授
の
も
う
一
つ
の
研
究
の
柱
は
、
言
語
習
得
の
通
説
を
追
跡
調
査
し
、
根
拠
と
実
態
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
文
部
科
学
省
の
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
研
究
で
、
個
人
要
因
に
焦
点
を
当
て
、
発
音
習
得
に
関
与

す
る
要
因
を
探
る
も
の
だ
。
子
供
の
と
き
に
外
国
語
学
習
を
開
始
し
た
場
合
は
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
よ
う
な
発
音
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
が
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
で
は
母
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
残
る
と
い
う
よ
う
な
印
象
を
持
つ
人

が
多
い
。

 

「
ほ
か
に
も
言
語
を
学
ぶ
と
き
に
は
数
多
く
の
通
説
が
存
在
し
ま
す
。
こ
れ
は
年
齢
要
因
と
発
音
の
関
連
性
で
臨
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ド
ー
イ
ン
グ
用
Ｄ
Ｖ
Ｄ
教
材
が
公
開
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

 
日
本
語
を
学
び
に
来
る
留
学
生
は
増
加
傾
向

　

戸
田
教
授
が
所
属
し
て
い
る
日
本
語
教
育
研
究
科
は
二
〇
〇
一
年
度
に
早
稲
田
大
学
に
新
設
さ
れ
た
大
学
院
だ
。

下
部
組
織
に
日
本
語
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
が
あ
り
、
世
界
中
か
ら
や
っ
て
来
る
留
学
生
を
対
象
に
日
本
語
教
育
を

行
っ
て
い
る
。
戸
田
教
授
は
同
研
究
科
で
音
声
学
・
音
韻
論
、
音
響
音
声
学
、
日
本
語
教
育
学
な
ど
の
講
義
を
担

当
し
、
日
本
語
教
員
の
養
成
に
力
を
注
い
で
い
る
。
留
学
生
の
中
に
は
母
国
に
帰
り
、
日
本
語
関
連
の
教
職
に
就

き
た
い
と
考
え
て
い
る
人
も
多
い
。

　

日
本
語
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
に
は
現
役
の
日
本
語
教
師
、
こ
れ
か
ら
日
本
語
教
師
を
目
指
す
人
な
ど
を
対
象
に

し
た
日
本
語
教
育
学
オ
ン
デ
マ
ン
ド
講
座
が
あ
る
。
オ
ン
デ
マ
ン
ド
講
座
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
在
宅

学
習
で
き
る
シ
ス
テ
ム
だ
。
特
徴
は
、
Ｂ
Ｂ
Ｓ
（
電
子
掲
示
板
）
を
活
用
す
る
こ
と
で
意
見
交
流
を
活
発
化
さ
せ
、

受
講
生
が
孤
立
し
が
ち
な
オ
ン
デ
マ
ン
ド
講
座
を
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
型
に
変
え
た
こ
と
で
あ
る
。
ほ
か
の

日
本
語
学
習
者
の
発
音
を
聞
く
こ
と
が
で
き
、
話
者
の
母
語
を
当
て
る
ク
イ
ズ
な
ど
も
盛
り
込
ん
で
楽
し
く
学
習

で
き
る
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
る
。

　

受
講
者
か
ら
は
「
先
生
の
顔
を
見
て
、
声
を
聞
い
て
勉
強
で
き
る
の
が
魅
力
」「
音
声
は
一
人
で
本
を
読
ん
で

も
分
か
り
に
く
い
の
で
、
オ
ン
デ
マ
ン
ド
講
座
の
利
点
を
実
感
し
て
い
る
」
な
ど
の
声
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

最
後
に
戸
田
教
授
の
音
声
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
室
を
紹
介
し
よ
う
。
こ
こ
で
は 

「
日
本
語
教
育
と
音
声

研
究
会
」
を
年
に
二
回
開
催
し
て
お
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
音
声
が
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
理
解

を
深
め
、
日
本
語
教
育
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
最
前
線
で
活
躍
し
て
い
る
研
究
者
や
日

本
語
教
育
関
係
者
に
講
演
を
依
頼
し
、
研
究
発
表
も
行
う
。
研
究
会
の
趣
旨
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

①
音
声
研
究
・
音
声
教
育
の
分
野
に
お
け
る
最
新
の
研
究
動
向
を
学
ぶ

　

②
音
声
研
究
・
音
声
教
育
に
関
心
の
あ
る
参
加
者
に
意
見
交
換
の
場
を
提
供
す
る

　

③
理
論
と
実
践
の
両
輪
を
備
え
た
研
究
基
盤
を
構
築
す
る

　

二
〇
〇
六
年
度
は
、
複
数
の
専
任
教
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
領
域
か
ら
見
た
日
本
語
教
育
の
歴
史
と
展
望
を
ま

と
め
た
『
早
稲
田
日
本
語
教
育
の
歴
史
と
展
望
』
を
出
版
。
戸
田
教
授
は
編
集
長
と
し
て
携
わ
っ
た
。
早
稲
田
か

ら
世
界
へ
の
発
信
が
戸
田
教
授
た
ち
の
合
言
葉
で
あ
る
。
現
在
、
子
供
か
ら
大
人
ま
で
の
日
本
人
を
対
象
に
し
た

「
日
本
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
指
導
へ
の
要
請
も
高
ま
っ
て
い
る
。

 

「
子
供
た
ち
の
間
に
は
、
一
方
的
に
話
す
だ
け
で
双
方
向
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
う
ま
く
で
き
な
い
と
い
う

問
題
が
あ
り
ま
す
。
口
形
な
ど
に
注
意
し
て
は
っ
き
り
と
し
た
発
音
で
話
す
、
そ
の
場
の
目
的
に
応
じ
た
適
切
な

音
量
や
速
さ
で
話
す
と
い
っ
た
こ
と
は
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
新
学
習
指
導

要
領
に
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
今
後
は
こ
う
し
た
社
会
的
な
要
請
に
も
応
え
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」

　

音
声
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
、
未
開
拓
の
分
野
を
切
り
開
い
て
き
た
戸
田
教
授
の
研
究
は
、
今
後
さ
ら

に
幅
広
い
分
野
で
活
用
さ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。


