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―
―
日
本
へ
留
学
さ
れ
た
動
機
を

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

フ
ァ
ム

ま
ず
、
家
族
に
留
学
を
勧
め
ら
れ
た
と

い
う
こ
と
と
、
私
の
叔
母
が
１
９
９
０
年
代
前

半
に
日
本
へ
留
学
し
た
経
験
が
あ
り
、
帰
国
し

た
叔
母
に
大
変
憧
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
彼
女
が
日
本
か
ら
持
ち
帰
っ
た
、
赤
い
着

物
の
人
形
を
見
な
が
ら
、
な
ん
と
不
思
議
な
感

じ
な
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
着
物
を

は
じ
め
と
し
て
、
日
本
に
は
、
文
化
的
に
ほ
か

の
国
に
見
ら
れ
な
い
要
素
が
た
く
さ
ん
あ
る
と

思
い
ま
す
。

ハ
ノ
イ
国
家
大
学
歴
史
学
部
に
合
格
し
ま
し

た
が
、
留
学
し
た
い
気
持
ち
が
強
く
な
り
、
東

洋
学
部
日
本
学
科
に
入
り
直
し
ま
し
た
。
そ
こ

で
奨
学
金
を
も
ら
い
、
留
学
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
現
在
、
大
学
院
で
古
代
史
を
学
ん
で

い
ま
す
。

グ
エ
ン

私
は
情
報
通
信
に
つ
い
て
学
ん
で
い
ま

す
。
も
と
も
と
、
ホ
ー
チ
ミ
ン
工
科
大
学
で
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
を
専
攻
し
て
い
ま
し
た
が
、
よ
り

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
先
進
国
に
留
学
し
た
い
と
の

思
い
か
ら
、
日
本
に
来
ま
し
た
。

「
な
ぜ
世
界
で
有
名
な
電
気
製
品
は
日
本
で
つ

く
ら
れ
て
い
る
の
か
」
を
知
り
た
い
と
思
っ
て

い
ま
し
た
。
ベ
ト
ナ
ム
で
は
皆
、
電
気
製
品
を

買
う
前
に
い
つ
も
「M

ad
e
in
Jap
an

」
と

遠近 No.14

ベトナム人留学生に聞く

日
本
へ
の
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
の
留
学
生
は
、
現
在
、
１
７
０
０
名
を
超
え
、

こ
こ
最
近
は
毎
年
約
２
０
０
人
の
ペ
ー
ス
で
増
え
て
い
ま
す
。

ほ
か
の
国
や
地
域
か
ら
の
留
学
生
に
比
べ
て
も
、
人
数
で
は
中
国
、
韓
国
、

台
湾
、
マ
レ
ー
シ
ア
に
次
い
で
第
５
位
で
、
多
く
の
ベ
ト
ナ
ム
人
学
生
が

日
本
で
学
ん
で
い
ま
す
（
２
０
０
５
年
度
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
調
べ
）。

今
回
は
、
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
留
学
し
て
い
る
お
二
人
に
、
日
本
に

留
学
し
た
動
機
や
、
将
来
の
夢
な
ど
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
し
た
。（
編
集
部
）
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書
い
て
あ
る
か
を
確
認
す
る
ほ
ど
で
す
か
ら
。

ま
た
、
治
安
が
良
い
こ
と
や
日
本
政
府
か
ら

の
奨
学
金
制
度
が
充
実
し
て
い
た
こ
と
も
、
日

本
を
選
ん
だ
理
由
で
す
。

―
―
日
本
語
を
覚
え
る
の
は

大
変
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
？

フ
ァ
ム

知
識
と
し
て
の
日
本
語
は
、
そ
れ
ほ
ど

難
し
く
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
実
際
に
日
本

に
来
て
日
本
人
の
会
話
な
ど
を
理
解
す
る
の
は

少
し
難
し
か
っ
た
で
す
ね
。

グ
エ
ン

理
系
な
の
で
、
学
ぶ
に
も
専
門
用
語
が

た
く
さ
ん
あ
り
、
最
初
は
大
変
で
し
た
。
昔
は

ベ
ト
ナ
ム
で
も
漢
字
を
使
っ
て
い
ま
し
た
が
、

現
在
は
ま
っ
た
く
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
し
、
特

に
書
く
の
は
、
読
ん
だ
り
話
し
た
り
す
る
こ
と

よ
り
、
ず
っ
と
難
し
か
っ
た
で
す
ね
。

―
―
日
本
で
生
活
し
て
み
て
、

驚
い
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

グ
エ
ン

電
車
の
運
行
時
間
が
正
確
な
こ
と
で
す
。

日
本
語
学
校
に
通
っ
て
い
た
と
き
に
、
時
刻
表

で
調
べ
た
ら
出
発
が
８
時
39
分
と
な
っ
て
い
ま

し
た
。
な
ぜ
そ
ん
な
に
細
か
く
書
く
の
だ
ろ
う

と
思
っ
て
、
40
分
く
ら
い
に
駅
に
行
っ
た
ら
、

も
う
電
車
は
出
発
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、

時
刻
表
ど
お
り
に
行
動
し
て
い
ま
す
（
笑
）。

フ
ァ
ム

細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
工
夫
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
は
、
感
心
し
て
い
ま
す
。
先
日
、
目
の

不
自
由
な
人
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
歩
道
の
黄

色
い
点
字
ブ
ロ
ッ
ク
の
意
味
に
気
が
つ
き
ま
し

た
。
今
ご
ろ
遅
い
の
で
す
が
、
「
日
本
は
こ
ん

な
と
こ
ろ
ま
で
工
夫
さ
れ
て
い
る
ん
だ
。
自
分

の
国
は
こ
こ
ま
で
来
る
の
に
ど
の
く
ら
い
か
か

る
だ
ろ
う
」
と
思
い
ま
し
た
。

―
―
日
本
と
ベ
ト
ナ
ム
の
交
流
に

望
む
こ
と
は
何
で
す
か
？

フ
ァ
ム

先
日
、
一
時
帰
国
前
に
妹
か
ら
手
紙
が

届
き
、
『
犬
夜
叉
』
に
関
す
る
も
の
な
ら
何
で

も
い
い
か
ら
、
買
っ
て
き
て
ほ
し
い
と
言
っ
て

き
ま
し
た
。
私
は
何
の
こ
と
か
わ
か
ら
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
日
本
で
大
人
気
の
ア
ニ
メ
（
マ

ン
ガ
）
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

日
本
の
ド
ラ
マ
に
は
『
お
し
ん
』
以
外
に
も
、

と
て
も
素
晴
ら
し
い
作
品
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
た
だ
著
作
権
使
用
料
が
す
ご
く
高
く
て
、

ベ
ト
ナ
ム
で
は
な
か
な
か
放
映
で
き
な
い
よ
う

で
す
。
も
し
こ
の
よ
う
な
ソ
フ
ト
の
輸
出
が
で

き
れ
ば
、
さ
ら
に
お
互
い
が
理
解
し
合
え
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

グ
エ
ン

今
年
の
夏
、
帰
国
し
た
と
き
、
ベ
ト
ナ

ム
で
は
台
湾
、
中
国
の
ア
ニ
メ
が
流
れ
て
い
ま

し
た
。
日
本
の
ア
ニ
メ
に
は
も
っ
と
お
も
し
ろ

い
も
の
が
多
い
の
で
、
ベ
ト
ナ
ム
で
放
映
で
き

れ
ば
と
思
い
ま
し
た
。
日
本
語
か
ら
ベ
ト
ナ
ム

語
へ
の
翻
訳
な
ど
の
仕
事
も
た
く
さ
ん
発
生
し

て
、
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
の
私
費
留
学
生
の
良
い
ア

ル
バ
イ
ト
に
も
な
る
で
し
ょ
う
（
笑
）。
せ
っ
か

く
日
本
語
を
学
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
翻
訳
の

仕
事
な
ど
母
国
語
を
お
互
い
に
生
か
し
た
仕
事

が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

―
―
最
後
に
将
来
の
夢
を

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

フ
ァ
ム

こ
の
ま
ま
大
学
院
で
博
士
課
程
に
進
ん

で
学
ぶ
か
、
帰
国
し
て
働
く
か
、
ま
だ
少
し
迷

っ
て
い
ま
す
。
も
し
帰
国
し
た
ら
教
育
機
関
で

働
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
研
究
者
か
大
学
教
員

に
な
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
日
本
と
行
き
来
す

る
チ
ャ
ン
ス
が
あ
り
、
日
本
で
専
門
の
研
究
を

深
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

グ
エ
ン

修
士
課
程
を
終
え
た
ら
、
日
本
の
ベ
ン

チ
ャ
ー
企
業
で
３
〜
４
年
働
い
て
み
た
い
で

す
。
そ
の
後
は
日
本
に
関
係
す
る
ベ
ト
ナ
ム
の

会
社
で
働
こ
う
と
思
い
ま
す
。
出
張
や
駐
在
で
、

日
本
と
ベ
ト
ナ
ム
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
、

い
わ
ば
架
け
橋
に
な
り
た
い
で
す
ね
。
専
門
知

識
を
生
か
し
た
技
術
的
な
架
け
橋
だ
け
で
な

く
、
文
化
の
架
け
橋
に
も
な
っ
て
、
ア
ニ
メ
な

ど
い
ろ
い
ろ
な
日
本
文
化
の
紹
介
の
仕
事
も
で

き
れ
ば
い
い
な
と
考
え
て
い
ま
す
。a

（
２
０
０
６
年
10
月
18
日
、
東
京
都
港
区
赤
坂
の
ジ
ャ
パ

ン
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
に
て
、
日
本
語
で
収
録
）


