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国
際
日
本
学
部
国
際
文
化
交
流
学
科
は
4
つ
の
コ
ー
ス

か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ー
ス
が
2
年

次
に
演
習
系
の
科
目
で
あ
る
「
コ
ー
ス
演
習
Ⅰ
・
Ⅱ
」
を

開
講
し
て
い
る
。
こ
の
科
目
は
、
3
年
次
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

に
て
自
身
の
関
心
に
沿
っ
た
本
格
的
な
学
修
を
予
定
し
て

い
る
学
生
が
事
前
に
行
う
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
意
識
し
た
構

成
を
と
っ
て
い
る
。
コ
ー
ス
演
習
の
内
容
は
各
コ
ー
ス
の

学
び
に
合
わ
せ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、
筆
者
（
中

林
）
の
所
属
す
る
文
化
交
流
コ
ー
ス
で
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

一
つ
と
し
て
校
外
学
習
の
機
会
を
設
け
て
い
る
。

こ
の
校
外
学
習
で
は
異
文
化
理
解
や
多
文
化
共
生
と

い
っ
た
本
コ
ー
ス
の
テ
ー
マ
を
踏
ま
え
つ
つ
、
担
当
教
員

の
専
門
に
応
じ
た
施
設
が
複
数
選
ば
れ
、
学
生
は
自
身
の

関
心
に
応
じ
て
訪
問
先
と
な
る
施
設
を
選
ぶ
こ
と
と
な
っ

て
い
る
。
筆
者
が
今
年
度
実
施
し
た
訪
問
先
は
横
浜
中
華

街
に
あ
る
関
帝
廟
で
あ
る
が
、
こ
の
関
帝
廟
に
つ
い
て
施

設
見
学
に
参
加
し
た
学
生
が
そ
の
概
要
を
ま
と
め
て
く
れ

た
の
で
、
以
下
紹
介
を
行
っ
て
い
き
た
い
。�

（
中
林
）

〇
関
帝
廟
に
つ
い
て

関か
ん

帝て
い

廟び
ょ
うと

は
、
古
代
中
国
の
武
将
、
関
羽
を
御
神
体
と

し
て
祀
っ
て
い
る
宗
教
施
設
で
あ
る
。
関
羽
は
信
義
に
厚

い
武
将
と
し
て
有
名
で
あ
り
、
民
衆
に
よ
っ
て
様
々
な
逸

話
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
。後
に
そ
の
存
在
が
神
格
化
さ
れ
、

祀
ら
れ
た
祠
が
関
帝
廟
の
始
ま
り
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

現
在
、
横
浜
中
華
街
に
建
て
ら
れ
て
い
る
関
帝
廟
は

１
９
９
０
年
8
月
14
日
に
再
建
さ
れ
た
四
代
目
で
あ
り
、

初
代
か
ら
三
代
目
の
も
の
は
火
事
や
自
然
災
害
で
倒
壊
、

焼
失
し
て
し
ま
っ
た
。
因
み
に
初
代
が
建
設
さ
れ
た
の
は

１
８
７
１
年
と
今
か
ら
１
０
０
年
以
上
も
前
で
あ
る
。
そ

し
て
、以
前
は
中
華
街
の
裏
通
り
に
建
設
さ
れ
て
い
た
が
、

通
り
に
面
し
た
場
所
に
再
建
し
た
結
果
、
人
々
が
気
軽
に

足
を
運
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

建
物
に
使
わ
れ
て
い
る
素
材
の
ほ
と
ん
ど
は
中
国
か
ら

取
り
寄
せ
た
も
の
で
、
中
国
出
身
の
職
人
達
が
構
築
に
携

わ
っ
た
。
日
本
と
は
違
い
、
極
彩
色
の
龍
な
ど
の
色
鮮
や

か
で
煌
び
や
か
な
装
飾
が
目
立
つ
。
ま
た
、
入
口
の
所
に

は
日
本
で
も
お
馴
染
み
の
「
狛
犬
」
の
よ
う
な
石
獅
の
像

が
あ
り
、
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
な
表
情
が
特
徴
的
だ
。

主
神
は
関
聖
帝
君
（
上
記
の
関
羽
）
と
い
う
商
売
繁
盛

の
神
様
で
あ
り
、
そ
の
他
に
も
玉
皇
上
帝
（
国
泰
平
安
の

神
）、
観
音
菩
薩
（
解
難
、
健
康
の
神
）、
地
母
娘
娘
（
除

災
、
長
命
の
神
）、
福
徳
正
神
（
財
産
保
全
の
神
）
と
合

わ
せ
て
五
人
の
神
様
が
祀
ら
れ
て
い
る
。

本
殿
内
で
の
参
拝
を
希
望
す
る
場
合
は
、
受
付
に
て
線

香
を
購
入
す
る
こ
と
で
入
場
で
き
る
。
ま
た
、
参
拝
記
念

と
し
て
表
面
に
関
聖
帝
君
が
描
か
れ
、
裏
面
が
お
札
に

な
っ
て
い
る
カ
ー
ド
を
貰
う
こ
と
が
出
来
る
。裏
面
に「
護

符
」
と
書
い
て
あ
る
た
め
、
こ
の
カ
ー
ド
自
体
が
お
守
り

と
な
る
そ
う
だ
。

い
く
つ
も
の
災
厄
を
乗
り
越
え
、
人
々
に
愛
さ
れ
て
き

た
関
帝
廟
は
、
横
浜
中
華
街
屈
指
の
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と

も
言
わ
れ
て
い
る
。
是
非
一
度
訪
れ
て
み
て
ほ
し
い
。

�

（
蒲
谷　

舞
羽
）

〇
参
拝
方
法
に
つ
い
て

関
帝
廟
で
の
参
拝
方
法
は
日
本
の
神
社
と
大
き
く
異

な
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
最
初
に
、
お
供
え
物
と
し
て
線
香

を
5
人
の
神
様
を
表
す
5
つ
の
香
炉
に
順
に
供
え
て
い
き

ま
す
。
手
順
は
線
香
に
火
を
つ
け
、
手
で
あ
お
い
で
炎
を

消
し
ま
す
。
こ
の
と
き
線
香
に
息
を
吹
き
か
け
て
は
い
け

な
い
そ
う
で
す
。
ま
た
、
参
拝
で
使
用
す
る
線
香
は
日
本

で
お
墓
参
り
の
時
な
ど
に
使
用
す
る
線
香
で
は
な
く
、
太

く
て
長
い
線
香
で
し
た
。

続
い
て
、
順
番
に
5
つ
の
香
炉
に
線
香
を
供
え
て
い
き

ま
す
。
供
え
る
と
き
に
、
3
回
お
辞
儀
を
し
て
か
ら
香
炉
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に
さ
し
ま
す
。
参
拝
す
る
順
番
と
意
味
は
、
玉
皇
上
帝
に

は
国
泰
平
安
を
願
い
、
関
聖
帝
君
に
は
商
売
繁
盛
と
入
試

合
格
、
家
内
安
全
と
学
問
を
願
い
、
地
母
娘
娘
に
は
健
康

と
除
災
を
願
い
、
観
音
菩
薩
に
は
解
難
と
健
康
、
縁
談
と

安
産
を
願
い
、
福
徳
正
神
に
は
金
運
と
財
産
保
全
を
願
い

ま
す
。

そ
の
後
、
廟
内
へ
入
り
ま
す
が
、
日
本
で
参
拝
す
る
時

は
自
分
が
興
味
の
あ
る
神
様
だ
け
に
参
拝
す
る
人
が
多
い

と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
関
帝
廟
で
は
、
自
分
の
願
い

を
伝
え
た
い
神
様
だ
け
に
参
拝
す
る
の
で
は
な
く
、
最
初

に
全
て
の
神
様
に
順
番
に
挨
拶
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
挨
拶
の
内
容
も
決
め
ら
れ
お
り
、
名
前
・
生
年
月
日
・

住
所
を
順
に
沿
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
3
回
伝
え
ま
す
。
さ
ら

に
日
本
の
参
拝
方
法
は
、
二
礼
二
拍
手
一
礼
が
一
般
的
で

す
が
こ
こ
で
は
、
膝
を
つ
き
、
目
を
閉
じ
、
両
手
を
合
わ

せ
て
参
拝
し
ま
す
。
参
拝
す
る
順
番
は
、
ま
ず
本
殿
か
ら

南
の
正
門
に
向
け
て
玉
皇
上
帝
に
参
拝
し
、
次
に
中
心
の

関
聖
帝
君
、
左
の
地
母
娘
娘
、
右
の
観
音
菩
薩
、
斜
め
右

の
福
徳
正
神
の
順
に
参
拝
し
ま
す
。
全
員
の
神
様
に
挨
拶

を
し
て
か
ら
、
よ
う
や
く
願
い
を
叶
え
て
欲
し
い
神
様
に

参
拝
が
で
き
ま
す
。
願
い
事
に
も
気
を
つ
け
る
こ
と
が
あ

り
、
道
教
の
神
様
は
具
体
的
な
願
い
事
を
叶
え
て
く
れ
る

た
め
、
願
い
は
具
体
的
に
伝
え
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
い

け
ま
せ
ん
。�

（
高
橋　

瑠
花
）

〇
お
み
く
じ
に
つ
い
て

関
帝
廟
で
は
中
国
式
の
お
み
く
じ
を
引
く
こ
と
が
で
き

る
。
お
み
く
じ
の
引
き
方
は
日
本
と
は
全
く
異
な
る
。
自

分
が
1
番
願
い
た
い
神
様
の
礼
拝
台
に
膝
ま
ず
き
、
目
を

瞑
り
手
を
合
わ
せ
て
氏
名
・
住
所
・
年
月
日
と
具
体
的
な

願
い
を
心
の
中
で
唱
え
る
。

そ
し
て
供
物
台
か
ら
お
み
く
じ
の
棒
が
入
っ
て
い
る

「
簽
桶
」
と
い
う
筒
を
持
ち
、
自
然
に
お
み
く
じ
の
棒
が

1
本
飛
び
出
す
ま
で
簽
桶
を
振
り
回
す
。
1
本
取
り
出
し

た
ら
供
物
台
に
置
い
て
あ
る
「
神
筈
」
と
い
う
三
日
月
の

神
具
を
床
に
落
と
す
。
表
と
裏
が
出
た
場
合
は
お
み
く
じ

の
棒
を
係
の
人
に
渡
し
、
お
み
く
じ
を
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
両
方
表
も
し
く
は
裏
が
出
た
場
合
は
簽

桶
を
振
っ
て
棒
を
取
り
出
す
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
。
3
回

続
け
て
両
方
表
も
し
く
は
裏
が
出
て
し
ま
っ
た
場
合
は
神

様
か
ら
の
許
し
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
な
り
、
お
み

く
じ
を
引
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

お
み
く
じ
は
大
吉
・
上
吉
・
上
上
・
中
吉
・
中
平
・
下

下
の
6
段
階
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
悪
い
結
果
の
お
み
く

じ
を
引
い
た
場
合
は
燃
や
す
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
の
お

み
く
じ
は
今
後
の
自
分
の
状
況
を
神
様
に
占
っ
て
も
ら
う

が
、関
帝
廟
の
お
み
く
じ
で
は
悪
い
結
果
を
引
い
た
場
合
、

自
分
の
悪
運
が
流
れ
た
証
拠
と
も
言
わ
れ
て
い
る
た
め
開

運
効
果
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
荒
木　

陽
与
里
）

以
上
の
内
容
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
関
帝
廟
で
の

参
拝
方
法
は
神
社
や
寺
院
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

神
へ
の
拝
礼
に
当
た
っ
て
は
自
身
の
個
人
情
報
を
き
ち
ん

と
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
願
い
事
が
あ
る
場
合
は
、
そ

の
内
容
は
極
力
具
体
的
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ

れ
は
道
教
が
現
世
利
益
の
性
格
を
強
く
有
し
た
宗
教
で
あ

る
こ
と
に
起
因
す
る
が
、
こ
の
よ
う
に
私
た
ち
に
と
っ
て

馴
染
み
の
あ
る
宗
教
と
は
異
な
っ
た
側
面
を
持
つ
宗
教
に

つ
い
て
触
れ
る
経
験
は
、
学
生
た
ち
の
感
覚
や
価
値
観
の

相
対
化
を
促
す
効
果
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
異
文
化
理
解
・

多
文
化
共
生
と
い
う
本
コ
ー
ス
の
テ
ー
マ
に
適
し
た
機
会

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

本
稿
で
も
執
筆
し
て
く
れ
て
い
る
高
橋
は
「
最
初
は
お

み
く
じ
を
引
け
な
い
人
が
い
る
と
い
う
話
が
面
白
い
と

思
っ
て
見
学
を
希
望
し
た
け
れ
ど
、
想
像
以
上
に
参
拝
す

る
方
法
が
い
つ
も
自
分
で
し
て
い
る
方
法
と
違
っ
て
い
た

の
で
驚
き
ま
し
た
。
全
員
の
神
様
に
挨
拶
す
る
の
も
、
そ

の
挨
拶
の
方
法
が
名
前
と
生
年
月
日
だ
け
で
は
な
く
住
所

ま
で
言
う
の
は
驚
き
ま
し
た
。」
と
の
感
想
を
寄
せ
て
い

る
し
、
そ
の
他
の
参
加
者
も
同
様
の
刺
激
を
受
け
た
よ
う

で
あ
る
。

今
後
日
本
社
会
は
国
外
か
ら
多
様
な
文
化
的
・
社
会
的

バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
持
っ
た
人
々
を
留
学
生
や
観
光
客
、
そ

し
て
移
民
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
の

よ
う
な
未
来
に
向
け
て
私
た
ち
は
異
文
化
の
論
理
・
価
値

観
を
把
握
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
し
、
か
つ
良
き
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
努
力
も
必
要

と
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
今
回
行
っ
た
施
設

見
学
は
学
生
に
と
っ
て
そ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る

契
機
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
本
稿
を
読
ま

れ
て
い
る
皆
さ
ん
も
、
横
浜
中
華
街
に
立
ち
寄
る
機
会
が

あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
関
帝
廟
に
立
ち
寄
っ
て
も
ら
い
、
異
文
化

に
つ
い
て
思
い
を
馳
せ
て
も
ら
え
る
と
嬉
し
く
思
う
。（
中

林
）
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写真①：香炉に線香を供える

写真②：護符となるカードとおみくじ
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/

article/1082/kanteibyo
•

ハ
マ
の
く
ま
横
浜
散
歩
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akum
a3.

com
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a-kanteibyo-chinatow
n/




