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オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
大
学
に
留
学
し
て
い
る
学

生
さ
ん
が
夏
の
休
暇
で
帰
っ
て
き
た
。
彼
女
は
英

語
の
教
師
に
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
て
、
そ
の
授

業
法
を
学
ん
で
い
る
。 

 

向
う
の
高
校
で
授
業
実
習
す
る
と
、
自
分
の
考

え
や
意
見
を
ど
ん
ど
ん
出
し
て
き
て
、
日
本
と
の

大
き
な
違
い
を
感
じ
た
。
日
本
で
は
、
概
し
て
人

前
で
話
す
こ
と
を
恥
ず
か
し
が
り
、
自
分
か
ら
進

ん
で
発
表
し
な
い
と
言
う
の
だ
。 

 

彼
女
も
留
学
当
初
は
、
自
分
の
考
え
を
伝
え
る

よ
り
、
相
手
を
理
解
し
よ
う
と
聴
く
こ
と
を
大
切

に
し
て
き
た
。
し
か
し
そ
れ
で
は
彼
女
が
何
を
考

え
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
と
思
わ
れ
て
し
ま
い
、

今
で
は
自
分
か
ら
進
ん
で
話
し
、
当
地
の
文
化
に

馴
染
む
よ
う
に
心
が
け
て
い
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

文
化
の
違
い
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
大
切
さ

を
あ
ら
た
め
て
感
じ
て
い
る
様
子
で
あ
っ
た
。 

 
 
 
 

＊ 

 

随
分
前
の
話
し
に
な
る
が
、
日
本
の
住
宅
が
西

欧
化
す
る
に
伴
っ
て
「
襖
の
文
化
、
ド
ア
の
文
化
」

が
話
題
に
な
っ
た
。
日
本
の
伝
統
的
で
あ
る
襖
は
、

隣
り
の
気
配
を
感
じ
取
れ
る
。
だ
か
ら
直
接
言
葉

に
出
さ
な
く
と
も
、
相
手
を
思
い
や
り
出
過
ぎ
な

い
様
に
、
相
手
に
沿
っ
て
気
持
ち
を
通
わ
せ
て
い

く
、
こ
れ
が
日
本
人
の
伝
統
的
な
慎
ま
し
や
か
な

美
徳
で
あ
っ
た
。
い
ち
い
ち
口
に
出
す
よ
り
阿
吽

の
呼
吸
が
心
地
よ
い
、
襖
の
文
化
で
あ
る
。 

こ
れ
に
対
し
ド
ア
は
中
と
外
と
を
遮
断
し
て
し

ま
う
の
で
、
ド
ア
の
向
こ
う
側
の
様
子
が
分
か
ら

な
い
。
だ
か
ら
相
手
を
理
解
す
る
為
に
は
、
言
葉

で
キ
チ
ン
と
気
持
ち
を
伝
え
合
い
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
欧
米
の
ド
ア
の

文
化
で
あ
る
。 

 
 
 

＊ 

 
国
際
化
が
進
み
、
文
化
、
言
語
の
壁
を
越
え
、

相
互
理
解
す
る
為
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力

が
ま
す
ま
す
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
母
国
・
日
本

の
言
葉
で

素
直
に
日

常
会
話
が

で
き
、
表

情
豊
か
に

表
現
し
、

相
手
に
伝

え
る
こ
と

が
、
一
層
大
切
に
な
っ
て
く
る
。
国
際
化
と
い
う

と
何
か
ハ
イ
カ
ラ
な
こ
と
を
考
え
、
今
ま
で
の
伝

統
的
な
日
本
の
文
化
は
ダ
メ
、
国
際
的
に
通
用
す

る
英
語
文
化
は
マ
ル
と
、
マ
ル
バ
ツ
思
考
し
が
ち

で
あ
る
。
し
か
し
豊
か
な
自
然
か
ら
多
く
の
恵
み

を
戴
き
生
活
し
て
き
た
日
本
人
、
大
自
然
か
ら
培

わ
れ
て
き
た
謙
譲
等
の
美
徳
は
、
こ
れ
か
ら
も
大

切
に
し
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
彼
女
に
も
、

慎
ま
し
や
か
な
美
し
さ
を
も
ち
つ
つ
、
キ
チ
ン
と

自
己
表
現
で
き
る
国
際
人
に
な
っ
て
欲
し
い
も
の

で
あ
る
。 

 
 
 
 

＊ 

と
こ
ろ
で
「
伊
豆
の
人
間
は
の
ん
び
り
し
て
い

る
」
と
謂
わ
れ
る
。「
の
ん
び
り
」
は
、
仕
事
が
出

来
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
自
然
の
中
で
豊

か
に
生
き
て
い
る
こ
と
の
証
で
あ
る
。
こ
の
伊
豆

の
皆
さ
ん
、
そ
し
て
お
寺
の
周
り
の
皆
さ
ん
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
あ
る
人
が
実
に
多
い
。

畑
や
田
圃
の
仕
事
を
し
な
が
ら
も
、
道
行
く
人
に

挨
拶
し
、
農
作
業
の
手
を
休
め
て
よ
も
や
ま
話
。

時
に
は
初
対
面
の
人
で
も
心
を
開
い
て
話
し
込
む
。

そ
の
為
に
仕
事
が
は
か
ど
ら
な
か
っ
た
な
ど
、
さ

ら
さ
ら
思
わ
ず
、
ま
た
農
作
業
に
向
か
う
。
実
に

柔
和
質
直
（
に
ゅ
う
わ
し
ち
じ
き
）
、

正
し
い
方
向
を
見

つ
つ
、
心
、
気
持
ち
は
柔
軟
。
お
経
の
通
り
の
人
々
、

仏
子
で
あ
る
。 

 

―― １ ―― 



 

昌子寺庭の山務日誌より 

 

   

七
月
二
日
、
今
年
も
一
年
の

折
り
返
し
点
に
立
ち
ま
し
た
。

お
寺
の
庭
の
半
夏
生
も
白
く
な

り
、
夏
の
到
来
を
告
げ
て
い
ま

す
。
暑
さ
の
中
、
お
詣
り
さ
れ

る
方
々
に
、
こ
の
白
い
葉
が
一

時
の
涼
し
さ
を
与
え
て
く
れ
て

い
ま
す
。
以
前
、
玄
関
に
こ
の

半
夏
生
の
一
葉
を
花
瓶
に
い
け
て
お
い

た
と
こ
ろ
、
訪
れ
た
お
上
人
か
ら
次
の
様

な
話
を
聞
き
ま
し
た
。 

 
 
 

＊ 

「
半
夏
生
」
は
暦
の
上
で
は
夏
至
か
ら
十
一
日
目

に
あ
た
る
日
か
ら
五
日
間
の
こ
と
で
、
仏
教
で
は

九
十
日
に
渡
る
夏
の
修
業
「
夏
安
居
」
の
中
日
と

も
い
わ
れ
、
江
戸
時
代
の
農
民
に
と
っ
て
は
半
夏

生
ま
で
に
遅
く
と
も
田
植
え
を
終
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
、
と
。 

こ
の
時
期
は
農
作
業
が
一
段
落
し
て
、
体
を
休

め
な
が
ら
も
大
雨
に
用
心
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ

た
様
で
す
。 

 
 
 

＊ 

江
戸
時
代
か
ら
、
こ
の
半
夏
生
の
葉
の
白
く
な

る
時
期
を
見
て
人
々
は
農
作
業
の
節
目
を
つ
け
て

い
た
の
か
と
思

う

と

、

昔

の

人
々
の
智
慧
、

そ
と
て
只
々
正

直
に
葉
を
白
く

染
め
る
野
の
花

に
尊
さ
を
感
じ

ま
す
。
そ
し
て

あ
ら
た
め
て
皆

さ
ま
の
一
年
の

旅
路
の
幸
せ
と
無
事
を
祈
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

     
生
活
の
変
化
に
伴
っ
て
お
葬
儀
の
方
法
も
変
わ

っ
て
き
ま
す
。
ご
本
尊
さ
ま
に
導
か
れ
霊
山
浄
土

に
旅
立
つ
と
い
う
根
本
は
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、
お

手
伝
い
や
葬
儀
会
場
等
は
、
従
来
の
近
所
で
助
け

合
う
と
い
う
良
さ
を
大
切
に
し
つ
つ
、
柔
軟
に
対

応
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。 

本
堂
で
の
お
通
夜 

 

そ
の
一
つ
と
し
て
、
お
通
夜
を
本
堂
で
行
う
こ

と
が
出
て
き
ま
し
た
。
今
ま
で
お
通
夜
・
お
葬
儀

を
本
堂
で
行
っ
た
方
か
ら
話
を
伺
い
ま
し
た
。 

・
何
よ
り
ご
本
尊
さ
ま
の
前
で
式
が
行
わ
れ
、
荘

厳
で
あ
り
落
着
い
た
気
持
ち
で
故
人
を
送
る
こ
と

が
で
き
た
。 

・
お
通
夜
の
後
、
翌
日
午
前
中
に
そ
の
ま
ま
本
堂

で
お
葬
儀
、
出
棺
、
火
葬
と
な
り
、
全
体
に
良
い

流
れ
で
行
う
こ
と
が
で
き
た
。 

・
自
宅
が
何
か
と
手
狭
な
の
で
、
本
堂
で
お
通
夜

さ
せ
て
も
ら
い
、
大
勢
の
弔
問
の
方
に
対
応
で
き

た
。 

・
葬
祭
会
館
等
を
借
り
る
よ
り
、
祭
壇
の
費
用
、

会
場
費
、
飲
食
費
等
、
経
費
の
面
で
随
分
助
か
っ

た
、
等
々
。 

 

良
い
評
価
を
頂
い
て
い
ま
す
の
で
、
護
持
会
役

員
会
を
も
ち
、
お
葬
儀
の
方
法
等
、
更
に
検
討
し

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
使
用
料
だ
け
は

決
め
て
お
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

こ
れ
か
ら
社
会
に
開
か
れ
た
お
寺
づ
く
り
を
進

め
て
い
く
必
要

が
あ
り
ま
す
が
、

そ
う
し
た
こ
と

か
ら
も
檀
信
徒

以
外
の
一
般
の

方
で
も
利
用
可

能
に
し
ま
し
た
。 

 

―― ２ ―― 



 

お
通
夜
の
本
堂
・
書
院
の
使
用
料 

 

檀
信
徒
・
永
代
供
養
の
場
合 

 

三
万
円 

 
 

一
般
の
場
合
［
脇
間
を
使
用
］ 

十
万
円 

こ
の
使
用
料
は
、
光
熱
諸
経
費
に
当
て
、
ま
た
護

持
会
会
計
に
も
入
金
し
ま
す
。
尚
、
お
葬
儀
で
の

使
用
は
従
来
通
り
で
使
用
料
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

永
代
供
養
料 

ま
た
永
代
供
養
も
あ
り
ま
す
の
で
、
暫
定
で
は

あ
り
ま
す
が
、
永
代
供
養
料
も
決
め
ま
し
た
。 

（
ア
）
永
代
供
養
料
三
十
万
円 

 
 

霊
位
の
お
骨
は
そ
の
ま
ま
に
お
預
か
り
し
、
一

周
忌
、
三
回
忌
、
…
、
三
十
三
回
忌
ま
で
、
当
山

住
職
が
責
任
を
も
っ
て
ご
回
向
し
お
祀
り
し
ま
す
。

そ
の
後
は
お
骨
を
合
祀
し
て
永
代
供
養
し
ま
す
。 

（
イ
）
永
代
供
養
料 

 

五
十
万
円 

（
ア
）
に
加
え
、
五
十
回
忌
ま
で
、
五
十
問
間
、

ご
供
養
、
ご
回
向
致
し
ま
す
。 

 

尚
、
お
葬
儀
に
係
る
布
施
は
別
に
頂
い
て
い
ま

す
。
又
ご
志
納
金
が
あ
る
場
合
は
、
従
来
通
り
志

納
金
会
計
に
入
金
し
監
査
を
う
け
皆
様
に
報
告
い

た
し
ま
す
。 

 

今
後
、
永
代
供
養
塔
を
建
立
す
る
時
に
、
永
代

供
養
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
予
定
で
す
。 

  

   

今
年
も
五
月
の
連
休
最
後
の
日
に
花
つ
ま
り
を

行
い
ま
し
た
。
お
釈
迦
さ
ま
の
誕
生
日
の
四
月
八

日
は
、
今
の
暦
（
太
陽
暦
）
で
い
え
ば
五
月
の
ち

ょ
う
ど
こ
の
頃
、
当
山
の
銘
木
「
大
つ
つ
じ
」
も

咲
き
ま
す
。
そ
こ
で
こ
の
時
期
に
お
釈
迦
さ
ま
の

誕
生
を
お
祝
い
す
る
花
ま
つ
り
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

 

地
元
で
活
動
す
る
方
を
お
願
い
し
て
の
コ
ン
サ

ー
ト
、
今
年
は
オ
カ
リ
ナ
で
し
た
。
八
幡
の
川
口

礼
子
さ
ん
は
じ
め
、
伊
豆
の
国
市
の
二
人
を
加
え

て
の
オ
カ
リ
ナ
、
小
川
の
小
川
道
雄
さ
ん
の
ギ
タ

ー
が
加
わ
り
、
と
て
も
素
敵
な
コ
ン
サ
ー
ト
と
な

り
ま
し
た
。 

 

檀
信
徒
だ
け
で
な
く
一
般
の
方
も
大
勢
参
加
、

オ
カ
リ
ナ
の
素
朴
で
奥
深
い
音
色
が
、
ギ
タ
ー
の

伴
奏
と
共
に
本

堂
に
響
き
ま
し

た
。「
良
い
演
奏

だ
な
、
良
い
響

き

の

本

堂

だ

な
」
そ
ん
な
思

い
で
の
ゆ
っ
た

り
豊
か
な
一
時

を
過
ご
し
ま
し

た
。 

   

お
盆
の
お
施
餓
鬼
会 

 
 
 

八
月
三
日
（
日
）
午
後
三
時 

少
年
少
女
・
寺
子
屋 

 
 
 

八
月
七
、
八
日
（
木
、
金
） 

詳
し
い
こ
と
は
別
紙
で 

秋
の
彼
岸
会 

 
 
 

九
月
二
十
三
日
（
火
・
祝
日
）
午
後
二
時 

 

伊
豆
連
合
大
題
目
講 

十
月
四
日
（
土
）
午
後
一
時 

会
場 

法
住
寺 

 

伊
豆
市
・
法
住
寺
、
妙
國
寺
、
伊
豆
の
国
市
・

宗
徳
寺
、
最
明
寺
、
本
道
寺
の
檀
信
徒
の
皆
さ
ん

が
集
ま
り
ま
す
。
井
本
甲
男
会
長
を
中
心
に
護
持

会
も
協
力
し
ま
す
。 

 

お
題
目
修
行
に
続
い
て
、
東
部
地
区
の
若
手
僧

侶
三
人
に
よ
る
法
話
が
あ
り
、
ど
な
た
で
も
参
加

で
き
ま
す
。
皆
さ
ん
、
一
緒
に
お
話
を
聞
き
ま
し

ょ
う
。
会
費
五
百
円
で
す
。 

    

―― ３ ―― 



御
志
納
金
［
三
月
～
六
月
］ 

五
十
万
円  

元
村    

伊
東
正
美
殿  

尊
父
葬
儀
砌 

五
十
万
円  

元
村 

手
老
英
子
殿 

尊
父
飯
田
常
弘
殿
七
七
日
忌
砌 

二
十
万
円 

修
善
寺 

杉
山
慎
一
殿 

尊
祖
父
葬
儀
砌 

十
万
円 

川
崎
市 

山
下 

泰 

殿 

尊
祖
母
一
周
忌
砌 

五
万
円  

藤
沢
市  

斉
藤
智
恵
子
殿 

夫
君
七
回
忌
砌 

五
万
円 

清
水 

  

山
下
克
俊
殿 

墓
碑
改
修
砌 

五
万
円 

西 
    

山
田
安
夫
殿 

尊
父
三
回
忌
砌 

 
 

 

数
年
前
ま
で
子
供
た
ち
が
虫
を
捕
ま
え
て
妻
の

と
こ
ろ
に
持
っ
て
い
く
と
、
都
会
出
身
の
妻
は
そ

の
虫
に
逃
げ
惑
っ
て
い
ま
し
た
が
、
最
近
は
慣
れ

た
よ
う
で
ち
ょ
っ
と
や
そ
っ
と
の
こ
と
で
は
動
じ

な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
で
も
蛙
は
苦
手
み
た
い

で
す
。 

 
 
 

＊ 

先
日
、
地
元
の
西
川
の
葦
狩
り
に
参
加
し
、
地

元
の
皆
さ
ん
と
草
刈
機
を
回
し
て
き
ま
し
た
。
こ

の
西
川
は
私
が
小
学
生
の
頃
、
よ
く
釣
り
や
、
遊

び
を
し
た
思
い
出
の
詰
ま
っ
た
川
で
す
。
こ
の
川

に
は
、
沢
山
の
遊
び
、
楽
し
み
だ
け
で
な
く
、
自

然
の
怖
さ
な
ど
色
々
な
こ
と
を
教
え
て
も
ら
い
ま

し
た
。
ま
た
川
の
中
に
は
、
ハ
ヤ
、
ウ
グ
イ
、
ヤ

マ
メ
、
ア
ユ
等
の
魚
や
、
カ
ニ
、
亀
、
目
に
見
え

な
い
虫
ま
で
い
ろ
い
ろ
生
き
物
が
暮
ら
し
て
い
ま

す
。
そ
の
中
に
、
蛍
が
い
ま
す
。
今
年
は
こ
の
西

川
の
蛍
が
、
例
年
以
上
に
沢
山
舞
い
、
と
て
も
綺

麗
だ
っ
た
と
い
う
話
を
聞
き
ま
し
た
。
私
も
是
非

そ
の
舞
を
見
た
か
っ
た
と
、「
灯
台
も
と
暗
し
」
と

は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
だ
と
残
念
に
思
い
ま
し
た
。 

 
 
 

＊ 

こ
の
蛍
の
一
生
は
、 

①
五
月
～
六
月 

オ
ス
と
メ
ス
の
蛍(

成
虫)

が
交

尾
し
て
、
メ
ス
が
苔(

コ
ケ)

等
に
産
卵(

黄
色
い
卵

を
約5

0
0

個)

。 

②
産
卵
か
ら
約
一
ヶ
月
で 

卵
が
孵
化
し
幼
虫
と

な
り
直
ぐ
に
水
の
中
に
入
り
、
カ
ワ
ニ
ナ
な
ど
を

食
べ
な
が
ら
川
底
の
石
の
下
な
ど
の
暗
い
場
所
で

遠
い
春
を
待
つ
。 

③
翌
年
四
月
～
五
月
頃 

幼
虫
は
水

の
中
か
ら
陸
に
あ
が
り
、
土
の
中
に

潜
り
一
ヵ
月
後
に
蛹(

さ
な
ぎ)

に
変

化
。 

④
蛹
に
な
っ
て
十
日
後 

蛹
か
ら
羽

化
し
、
土
か
ら
出
て
成
虫
と
な
り
、

交
尾
相
手
を
探
す
。
蛍
の
命
は
残
り

約
一
週
間
と
短
命
。 

と
て
も
短
い
命
だ
そ
う
で
す
。 

 
 
 
 

＊ 

 

た
だ
短
い
と
い
う
の
は
人
間
を
基
準
に
考
え
て

い
る
か
ら
で
、
蛍
に
と
っ
て
は
こ
の
一
週
間
が

我
々
の
八
十
年
や
九
十
年
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

き
っ
と
大
往
生
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
間
に

蛍
は
一
生
懸
命
に
生
き
輝
き
、
子
孫
を
残
し
ま
す
。

そ
し
て
私
た
ち
に
光
の
舞
を
見
せ
、
心
を
癒
し
、

感
動
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。 

私
た
ち
に
と
っ
て
、
蛍
の
光
は
、
あ
た
え
ら
れ

た
時
間
を
一
生
懸
命
に
生
き
る
か
ら
こ
そ
美
し
い

の
で
あ
り
、
そ
の
光
は
ま
る
で
「
ど
ん
な
人
生
で

も
一
生
懸
命
に
生
き
る
こ
と
が
大
切
で
、
輝
け
る

こ
と
な
ん
だ
」
と
教
え
て
く
れ
て
い
る
気
が
し
ま

す
。
そ
し
て
「
こ
の
一
生
懸
命
が
時
に
、
周
り
の

人
を
癒
し
、
感
動
を
与
え
る
ん
だ
」
と
語
り
か
け

て
い
る
気
が
し
ま
し
た
。
ま
さ
に
蛍
の
光
は
仏
さ

ま
の
教
え
の
光
だ
と
思
い
ま
す
。 

 
 
 

＊ 

私
も
ま
だ
ま
だ
若
輩
で
偉
そ
う
な
こ
と
は
い
え

ま
せ
ん
。
た
だ
仏
さ
ま
、
ご
先
祖
さ
ま
、
そ
し
て

親
か
ら
頂
い
た
こ
の
命
を
大
切
に
生
き
、
毎
日
の

生
活
の
な
か
で
全
部
で
な
く
て
も
、
一
つ
で
も
一

生
懸
命
に
何
か
を
す
る
こ
と
で
、
時
に
蛍
の
よ
う

に
輝
け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
も
蛍
の

よ
う
に
、
尐
し
で
も
周
り
の
皆
さ
ん
に
貢
献
出
来

た
ら
幸
い
で
す
。 

―― ４ ―― 


