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中
国
か
ら
の
留
学
生
の
多
く
が
研
究
の
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
る

の
が「
〇
〇
の
比
較
文
化
的
研
究
」「
〇
〇
に
お
け
る
中
日
比
較
文
化
論
」

と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
「
比
較
文
化
論
」
と
は
、
い
っ
た

い
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
？　

筆
者
は
そ
の
点
に
触
れ
て
解
題

の
中
で
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

比
較
文
化
論
も
比
較
文
学
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
、
ア
メ
リ
カ
型
の
相

違
の
よ
う
に
、
影
響
関
係
を
比
較
す
る
も
の
と
、
な
ん
で
あ
れ
制

限
を
つ
け
ず
に
「
比
較
」
す
る
も
の
に
大
き
く
分
か
れ
る
よ
う
で

あ
る
。
比
較
文
化
論
に
は
一
つ
の
ア
ポ
リ
ア
（
困
難
点
）
が
存
在

す
る
。
そ
れ
は
そ
の
比
較
文
化
論
の
言
説
が
客
観
的
に
正
し
い
と

言
え
る
の
か
ど
う
か
曖
昧
な
こ
と
、
そ
こ
ま
で
言
う
と
言
い
す
ぎ

で
あ
る
と
す
る
と
、
曖
昧
性
を
含
む
危
険
性
を
持
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
ま
た
、
比
較
文
化
論
の
著
者
は
研
究
者
で
な
く
、
留
学
経

学
問
と
し
て
の
比
較
文
化
論
の
構
築佐
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験
者
や
評
論
家
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
根
拠
の
な
い
印
象
批
評
、

個
別
的
感
想
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
も
、
比
較
文

化
論
の
曖
昧
性
を
助
長
し
て
い
る
。

筆
者
の
言
う
「
曖
昧
性
」
こ
そ
が
、
比
較
文
化
論
を
比
較
文
化
学
と

し
て
の
学
問
た
ら
し
め
る
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
筆

者
は
、こ

の
比
較
文
化
論
の
曖
昧
性
、
客
観
性
の
欠
如
の
危
険
性
を
克
服

す
る
た
め
に
、
私
は
言
語
の
対
照
研
究
、
私
の
場
合
は
日
中
対
照

言
語
学
、
日
中
対
照
表
現
を
基
礎
に
置
き
た
い
。
な
ぜ
日
中
対
照

言
語
学
、
日
中
対
照
表
現
を
基
礎
に
お
い
て
日
中
比
較
文
化
学
を

構
築
す
る
の
か
と
言
う
と
、
言
語
の
対
照
研
究
が
客
観
的
な
研
究

で
あ
り
、
言
語
の
対
照
研
究
を
基
礎
に
置
く
こ
と
で
恣
意
的
な
日

中
比
較
文
化
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぎ
、
客
観
性
の
高
い
日

藤
田
昌
志
著

日
本
の
中
国
観
Ⅱ

比
較
文
化
学
的
考
察
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中
比
較
文
化
学
が
構
築
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
比
較
研
究
を
行
う
た
め
に
は
自
ら
の
確
固
た
る
デ
ィ

シ
プ
リ
ン
が
必
要
で
あ
る
が
、
筆
者
は
そ
れ
を
言
語
の
対
照
研
究
と
し

て
、
見
事
に
本
書
に
お
い
て
「
日
中
比
較
文
化
学
」
を
展
開
す
る
。

本
書
は
、「
通
時
的
考
察
」
と
「
共
時
的
考
察
」
と
に
よ
っ
て
日
本

の
中
国
観
を
通
観
し
て
い
る
。
通
時
的
考
察
で
は
、
先
ず
第
一
章
は
原

始
、
古
代
、
中
世
、
近
世
と
日
中
の
歴
史
を
辿
り
な
が
ら
、
そ
の
時
々

に
お
け
る
日
本
の
中
国
観
を
概
観
す
る
。
読
者
は
自
ら
の
知
識
、
教
養

を
確
認
し
つ
つ
も
、
筆
者
が
提
示
す
る
新
た
な
る
知
見
に
よ
っ
て
、
読

み
応
え
の
あ
る
考
察
と
な
っ
て
い
る
。
続
く
第
二
章
で
は
明
治
・
大
正

期
の
日
本
の
中
国
観
を
「
万
国
公
法
・
固
陋
・
尊
崇
・
脅
威
・
軽
侮
・

小
中
華
主
義
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
概
観
す
る
。
明
治
期
で
は
福
沢

諭
吉
・
徳
富
蘇
峰
・
勝
海
舟
・
中
江
兆
民
・
岡
倉
天
心
・
高
山
樗
牛
・

石
川
啄
木
ら
を
取
り
上
げ
、
各
人
の
中
国
観
、
或
い
は
朝
鮮
観
、
ア
ジ

ア
観
と
い
っ
た
も
の
を
特
徴
的
に
提
示
す
る
。
第
三
章
は
昭
和
か
ら
現

在
に
至
る
ま
で
の
日
本
の
中
国
観
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。筆
者
が
、

明
治
・
大
正
時
代
以
上
に
昭
和
か
ら
現
在
を
扱
う
こ
と
に
は
困
難

が
伴
う
。
六
〇
代
半
ば
の
日
本
人
で
も
日
本
の
近
現
代
史
は
学
校

で
よ
く
学
ば
な
か
っ
た
と
言
う
。
そ
れ
は
利
害
が
生
々
し
く
関
係

し
、
一
つ
の
論
を
立
て
れ
ば
、
す
ぐ
さ
ま
異
論
が
立
て
ら
れ
、
収

拾
が
つ
か
な
く
な
る
か
ら
、
で
き
る
だ
け
触
れ
る
の
を
避
け
よ
う

と
す
る
エ
ト
ス
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
る
。

と
言
う
よ
う
に
、
そ
の
時
代
の
一
部
を
共
有
す
る
我
々
に
と
っ
て
は

却
っ
て
客
観
的
な
考
察
が
出
来
に
く
い
時
代
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
、本
章
に
お
い
て
も
「
満
州
事
変
・
殲
滅
戦
略
（
決
戦
戦
争
）

構
想
・
以
徳
報
怨
・
中
帰
連
・
小
中
華
主
義
」
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド

に
よ
っ
て
、
読
者
の
期
待
を
裏
切
る
こ
と
無
く
、
筆
者
な
ら
で
は
の
こ

の
時
代
に
お
け
る
日
本
の
中
国
観
を
見
事
に
我
々
に
提
示
し
て
く
れ
て

い
る
。

以
上
、
本
書
の
前
半
は
原
始
か
ら
現
代
ま
で
の
日
本
の
中
国
観
の
通

時
的
、
歴
史
的
考
察
で
あ
る
。
殊
に
近
現
代
に
お
け
る
日
本
の
中
国
観

に
お
い
て
筆
者
の
あ
げ
る
「
小
中
華
主
義
」
は
、
或
い
は
こ
れ
か
ら
の

日
中
の
関
係
を
見
て
行
く
と
き
に
も
重
要
な
鍵
と
な
る
言
葉
の
よ
う
に

感
じ
ら
れ
る
。

思
う
に
、
日
本
の
中
国
へ
の
軽
侮
心
は
明
治
以
来
の
も
の
、
よ
り

古
く
は
日
本
の
小
中
華
主
義
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
に

は
中
国
に
対
す
る
対
抗
心
、「
負
け
じ
魂
」（
徳
富
蘇
峰
の
言
っ
た
言

葉
）
が
存
在
し
、
そ
れ
が
強
く
出
す
ぎ
る
と
軽
侮
心
に
な
る
。
明

治
以
降
、
日
清
・
日
露
戦
争
を
経
て
日
本
は
近
代
化
＝
欧
米
化
を

成
し
遂
げ
、
ア
ジ
ア
に
も
そ
れ
を
成
し
遂
げ
さ
せ
る
使
命
＝
道
義

が
あ
る
と
思
い
込
み
、
ア
ジ
ア
・
モ
ン
ロ
ー
主
義
と
と
も
に
中
国
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へ
侵
攻
し
て
い
っ
た
。
政
治
・
軍
事
を
中
心
と
す
る
の
で
は
な
く
、

文
化
を
中
心
と
す
る
中
国
観
の
新
た
な
る
創
出
が
今
、
必
要
と
さ

れ
て
い
る
。
そ
う
思
う
の
は
筆
者
一
人
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
第
二
章
の
ま
と
め
に
筆
者
が
言
う
が
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。

文
化
を
中
心
と
し
た
中
国
観
の
新
た
な
る
創
出
の
た
め
に
も
「
日
中
比

較
文
化
学
」
の
確
立
が
重
要
で
あ
り
、
本
書
の
果
た
す
意
義
は
大
き
い

と
言
え
る
。

本
書
の
後
半
は
「
共
時
的
考
察
」
で
あ
る
。
第
四
章
で
は
二
〇
一
〇

年
九
月
～
翌
年
八
月
、
第
五
章
で
は
二
〇
一
一
年
九
月
～
翌
年
八
月
、

第
六
章
で
は
二
〇
一
二
年
九
月
～
翌
年
八
月
、
第
七
章
で
は
二
〇
一
三

年
九
月
～
翌
年
八
月
、
の
四
年
間
の
日
本
の
中
国
観
に
つ
い
て
の
考
察

が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
前
の
六
年
間
に
つ
い
て
は
、
前
作
の
『
日

本
の
東
ア
ジ
ア
観
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
共
時
的
考
察
に
お
い
て
筆
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
ご
と

に
日
本
で
出
版
さ
れ
た
中
国
関
連
書
籍
の
中
か
ら
日
本
の
中
国
観
と
し

て
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
⑴
社
会
関
連
書
籍
（
政
治
・
経

済
を
含
む
）
考
察
、
⑵
語
学
・
文
学
・
歴
史
・
哲
学
関
連
書
籍
考
察
、

⑶
文
化
・
比
較
文
化
関
連
書
籍
考
察
、
⑷
そ
の
他
の
書
籍
考
察
、
に
分

類
し
て
分
析
、
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
考
察
は
従
来
で
は
見

ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、そ
の
時
々
に
お
い
て
は
、ま
さ
に
ア
ッ
プ
ト
ゥ

デ
ー
ト
な
日
本
の
中
国
観
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
は
通
時
的
研
究
の
貴
重

な
資
料
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
第
四
章
の
「
は
じ
め
に
」
で
、
筆
者
は

述
べ
る
。

二
〇
一
〇
年
九
月
に
起
こ
っ
た
尖
閣
列
島
漁
船
衝
突
事
件
で
は
故

鄧
小
平
氏
の
尖
閣
列
島
領
有
権
百
年
後
決
定
、
一
時
棚
上
げ
論
の

知
恵
の
片
鱗
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
日
本
政
府
は
司
法
権
が
行
政

権
に
介
入
す
る
と
い
う
奇
妙
奇
天
烈
な
「
決
定
」
に
よ
っ
て
漁
船

船
長
を
釈
放
。
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
日
中
間
に
政
治
上
の
太
い
パ

イ
プ
の
な
い
こ
と
が
露
呈
し
た
。
政
権
与
党
の
転
換
が
事
件
発
生

に
拍
車
を
か
け
た
感
が
あ
る
。
中
国
に
は
歴
史
的
に「
人
的
関
係
」

を
重
視
す
る
文
化
が
あ
る
。
西
洋
流
の
「
契
約
」
概
念
だ
け
で
は

把
握
で
き
な
い
。
日
本
が
後
ろ
盾
と
頼
む
国
に
期
待
し
て
も
詮
な

い
こ
と
で
あ
る
。
本
考
察
で
は
、
そ
う
し
た
時
代
の
流
れ
に
も
注

意
を
払
い
、
日
本
で
出
版
さ
れ
た
中
国
関
連
書
籍
を
資
料
と
し
て

現
在
日
本
の
中
国
観
を
考
察
、
分
析
し
、
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

こ
の
よ
う
に
、後
半
の
各
章
の
初
め
に
は
、そ
の
年
の
日
中
関
係
を
概

観
し
、キ
ー
ワ
ー
ド
を
列
挙
し
て
か
ら
書
籍
の
考
察
を
行
っ
て
い
る
。取

り
上
げ
る
書
籍
が
各
ジ
ャ
ン
ル
に
わ
た
っ
て
い
る
の
で
、読
者
は
そ
の

分
類
の
範
疇
の
中
で
前
年
あ
る
い
は
翌
年
の
も
の
と
比
較
し
て
み
る
こ

と
も
で
き
る
し
、
同
じ
年
の
異
な
る
分
類
の
も
の
を
比
較
す
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
も
実
に
貴
重
な
考
察
と
な
っ
て
い
る
。



23　　学問としての比較文化論の構築

筆
者
は
本
書
の
中
で
、「
主
と
し
て
中
国
か
ら
見
た
日
本
論
・
中
国

論
に
つ
い
て
は
、
中
国
語
を
母
語
と
す
る
研
究
者
に
将
来
、
論
究
し
て

い
た
だ
き
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
日
中
比
較
文
化
学
は
全
き
体
系
性

を
持
つ
こ
と
に
な
る
」
と
言
う
。
日
本
人
に
よ
る
日
本
の
中
国
観
と
中

国
人
に
よ
る
中
国
の
日
本
観
、
こ
の
両
者
を
比
較
、
対
照
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
よ
り
日
本
の
中
国
観
が
鮮
明
に
な
る
、
こ
う
し
た
研
究
を
期

待
し
た
い
。

こ
こ
で
、
故
大
平
正
芳
首
相
が
一
九
七
二
年
一
二
月
七
日
に
、
北
京

の
政
協
礼
堂
で
行
っ
た
演
説
の
一
部
を
紹
介
し
た
い
。

由
来
、
国
と
国
と
の
関
係
に
お
い
て
最
も
大
切
な
も
の
は
、
国
民

の
心
と
心
の
間
に
結
ば
れ
た
強
固
な
信
頼
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
信

頼
を
裏
打
ち
す
る
も
の
は
、
何
よ
り
も
相
互
の
国
民
の
間
の
理
解

で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
相
手
を
知
る
努
力

は
、
決
し
て
容
易
な
業
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
日
中
両
国
は

一
衣
帯
水
に
し
て
二
〇
〇
〇
年
の
歴
史
的
、
文
化
的
つ
な
が
り
が

あ
り
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
の
み
を
も
っ
て
、
両
国
民
が
十
分
な
努

力
な
く
し
て
理
解
し
あ
え
る
と
容
易
に
考
え
る
こ
と
は
極
め
て
危

険
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
も
の
の
考
え
方
、
人
間
の

生
き
方
、
物
事
に
対
す
る
対
処
の
仕
方
に
日
本
人
と
中
国
人
と
の

間
に
は
明
ら
か
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
や
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

我
々
は
こ
の
こ
と
を
し
っ
か
り
認
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
体
制
も
違
い
流
儀
も
異
な
る
日
中
両
国
の
間
に
お
い
て

は
、
尚
更
こ
の
よ
う
な
自
覚
的
努
力
が
厳
し
く
求
め
ら
れ
る
の
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
忘
れ
、
一
時
的
な
ム
ー
ド
や
情
緒
的
な

親
近
感
、
更
に
は
、
経
済
上
の
利
害
、
打
算
の
み
の
上
に
日
中
関

係
の
諸
局
面
を
築
き
あ
げ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
所
詮
砂

上
の
楼
閣
に
似
た
は
か
な
く
、
ぜ
い
弱
な
も
の
に
終
わ
る
で
あ
り

ま
し
ょ
う
。

日
本
人
が
陥
り
や
す
い
中
国
観
、
そ
れ
に
よ
る
こ
と
が
い
か
に
危
険

で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
鋭
く
見
抜
い
た
か
の
よ
う
な
言
説
で
あ

る
。は

じ
め
に
も
見
た
よ
う
に
、
筆
者
は
言
語
の
対
照
研
究
を
基
礎
に
置

い
て
日
中
比
較
文
化
学
の
構
築
を
目
指
し
て
い
る
。
日
中
比
較
文
化
学

は
、
或
い
は
日
中
対
照
文
化
学
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
漢
字
文
化

と
い
う
同
じ
ベ
ー
ス
を
持
ち
な
が
ら
も
、
日
本
と
中
国
と
は
全
く
異
な

る
ベ
ー
ス
に
よ
る
文
化
を
有
し
て
い
る
。
筆
者
に
よ
り
学
と
し
て
の
日

中
比
較
文
化
学
が
構
築
さ
れ
ん
こ
と
を
願
っ
て
止
ま
な
い
。
本
書
は
中

国
人
研
究
者
は
も
と
よ
り
、
日
本
人
研
究
者
に
も
手
に
取
っ
て
読
ん
で

も
ら
い
た
い
一
書
で
あ
る
。

（
さ
と
う
・
と
し
ゆ
き　

広
島
大
学
）


