
　

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
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ー
ス
で
は
2
年

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

配
当
し
て
い
る
。
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
上
、
学
生
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
行
う
が
、
本
科
目
は
そ
の
前
段
階
と
し
て
必
要
と
さ
れ

る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
行
う
科
目
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て

い
る
。
コ
ー
ス
演
習
の
内
容
は
コ
ー
ス
ご
と
に
異
な
っ
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
部
に
校
外
学
習
を
組
み
込
ん
で
い

る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

　

こ
の
校
外
学
習
に
お
い
て
学
生
は
複
数
の
施
設
の
中
か

ら
関
心
の
あ
る
も
の
を
選
択
し
て
校
外
学
習
に
参
加
す

る
。
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
関
連
す
る

施
設
が
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
者
は
例
年
横
浜
中
華
街

に
あ
る
関
帝
廟
を
訪
れ
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
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
。

◦
関
帝
廟
に
つ
い
て

　

1
5
0
年
の
歴
史
を
持
つ
横
浜
関
帝
廟
は
、
三
国
志
で

有
名
な
将
軍
、
関
聖
帝
君
を
祀
る
中
国
の
道
教
の
寺
院
で

あ
る
。
道
教
は
古
来
中
国
の
民
間
に
信
じ
ら
れ
て
い
た
、

仙
人
や
不
老
不
死
を
信
じ
る
神
仙
思
想
、
道
家
思
想
、
呪

術
が
仏
教
の
影
響
を
受
け
て
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
成
立
し

た
宗
教
で
あ
る
。
信
仰
が
こ
の
世
で
実
る
と
さ
れ
る
現
世

利
益
的
な
宗
教
で
、
老
子
と
荘
子
が
説
い
た
無
為
を
も
っ

て
教
義
の
極
地
と
す
る
老
荘
思
想
や
医
術
、
ま
じ
な
い
な

ど
を
取
り
入
れ
て
自
ら
が
仙
人
と
な
る
こ
と
を
願
う
も
の

で
あ
る
。
日
本
に
も
神
社
の
お
守
り
や
お
札
、桃
の
節
句
、

端
午
の
節
句
、
七
五
三
な
ど
の
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い

る
。

　

横
浜
関
帝
廟
の
歴
史
は
鎖
国
の
終
わ
り
と
と
も
に
始

ま
っ
た
。
1
8
5
9
年
、
ペ
リ
ー
の
来
航
に
よ
っ
て
横
浜

港
が
開
港
し
、
そ
れ
に
伴
い
多
く
の
中
国
人
が
現
在
の
山

下
町
に
移
住
し
て
き
た
。
1
8
6
2
年
に
彼
ら
の
手
に

よ
っ
て
中
華
街
の
裏
通
り
に
関
聖
帝
君
を
祀
る
小
さ
な
祠

が
建
て
ら
れ
、
1
8
7
1
年
に
は
関
東
に
居
住
し
て
い
た

華
僑
ら
の
寄
付
に
よ
り
、
中
国
様
式
の
関
帝
廟
が
建
設
さ

れ
た
。
関
東
大
震
災
や
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
横
浜
大
空

襲
、
原
因
不
明
の
火
災
な
ど
と
い
っ
た
厄
災
に
何
度
も
見

舞
わ
れ
な
が
ら
も
、
多
く
の
人
々
の
協
力
や
募
金
な
ど
に

よ
っ
て
、
1
9
9
0
年
8
月
14
日
に
現
在
の
四
代
目
関
帝

廟
が
開
廟
し
た
。
四
代
目
関
帝
廟
は
中
国
本
土
出
身
の
建

築
士
を
呼
び
集
め
、
建
築
資
材
や
装
飾
の
多
く
も
中
国
か

ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
を
使
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
場
所
も

中
華
街
の
裏
通
り
か
ら
、
誰
で
も
気
軽
に
訪
れ
ら
れ
る
現

在
の
場
所
へ
と
移
さ
れ
た
。

　

関
帝
廟
に
祀
ら
れ
て
い
る
神
様
は
、
全
部
で
5
柱
で
あ

る
。
国
泰
平
安
を
司
る
玉
皇
上
帝
は
す
べ
て
の
神
の
君
主

と
さ
れ
て
い
る
。
中
国
の
神
話
に
よ
れ
ば
、
昔
、
光
厳
妙

楽
国
と
い
う
国
を
治
め
て
い
た
浄
徳
王
と
い
う
王
様
が
い

た
。
彼
に
は
宝
月
光
と
い
う
妃
が
い
た
が
、
ま
っ
た
く
子

宝
に
恵
ま
れ
ず
、道
士
を
呼
ん
で
は
祈
祷
を
行
っ
て
い
た
。

あ
る
晩
、
宝
月
光
は
夢
の
中
で
神
か
ら
赤
子
を
受
け
取
っ

た
。
そ
の
翌
朝
身
籠
っ
て
い
る
こ
と
が
発
覚
し
、
そ
う
し

て
生
ま
れ
た
の
が
後
に
玉
皇
上
帝
と
な
る
張
堅
で
あ
っ

た
。
先
帝
の
死
後
王
位
を
継
い
だ
張
堅
は
、
し
か
し
す
ぐ

に
大
臣
に
王
位
を
譲
り
、
非
常
に
長
い
時
間
山
中
で
修
業

を
重
ね
、
や
が
て
玉
皇
上
帝
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

主
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
の
は
、
商
売
繫
盛
と
入
試
合

格
を
司
る
関
聖
帝
君
で
あ
る
。
関
羽
と
言
え
ば
聞
き
馴
染

横
浜
中
華
街
関
帝
廟
参
拝
体
験
記

国
際
日
本
学
部　

国
際
文
化
交
流
学
科　

中
林 

広
一

国
際
日
本
学
部　

国
際
文
化
交
流
学
科
2
年　

今
井 

颯
希
・
遠
藤 

紗
夕
希
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み
の
あ
る
人
も
多
い
だ
ろ
う
。
三
国
志
時
代
に
蜀
を
建
国

し
た
劉
備
と
義
兄
弟
の
契
り
を
交
わ
し
、
死
ぬ
ま
で
忠
義

を
果
た
し
た
武
将
で
あ
る
。
そ
の
生
き
様
は
後
に
義
理
を

重
ん
じ
る
商
売
人
ら
か
ら
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
や

が
て
商
売
の
神
様
と
し
て
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
他

に
も
、
健
康
と
除
災
を
司
る
地
母
娘
娘
、
解
難
と
健
康
、

縁
談
と
安
産
を
司
る
観
音
菩
薩
、
金
運
と
財
産
保
全
を
司

る
福
徳
正
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
。	

（
今
井 

颯
希
）

◦
参
拝
方
法
に
つ
い
て

　

関
帝
廟
は
日
本
の
お
寺
や
神
社
と
は
お
参
り
の
方
法
が

異
な
る
。
ま
ず
、
神
殿
内
で
参
拝
を
す
る
前
に
、
身
を
お

清
め
す
る
と
い
う
意
味
を
込
め
て
線
香
を
お
供
え
す
る
。

こ
の
と
き
、
決
め
ら
れ
た
順
番
に
従
い
、
5
人
の
神
様
に

1
本
ず
つ
線
香
を
お
供
え
し
て
い
く
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神

様
の
ご
利
益
は
非
常
に
多
彩
で
あ
る
。
1
番
目
に
線
香
を

お
供
え
す
る
神
様
は
、
中
国
道
教
の
最
高
神
で
あ
る
玉
皇

上
帝
で
あ
り
、
国
泰
平
安
を
願
う
。
次
い
で
、
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
う
。
こ
こ
で
お
供
え
す
る
線
香
は
日
本

で
よ
く
見
か
け
る
細
く
短
い
束
状
の
も
の
と
は
異
な
り
、

長
く
太
い
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
ま
た
中
心
に
は
竹
が
用

い
ら
れ
て
お
り
、
燃
え
尽
き
る
ま
で
に
1
時
間
半
ほ
ど
か

か
る
そ
う
だ
。

　

そ
の
後
、
神
殿
に
入
り
玉
皇
上
帝
、
関
聖
帝
君
、
地
母

娘
娘
、
観
音
菩
薩
、
福
徳
正
神
の
順
に
礼
拝
台
に
ひ
ざ
ま

づ
き
、
3
回
お
辞
儀
を
す
る
。
こ
の
際
、
心
の
中
で
自
身

の
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
を
告
げ
、
最
後
に
具
体
的
な

願
い
事
を
す
る
。
日
本
で
は
御
祈
祷
の
場
面
で
も
な
い
限

り
、
個
人
情
報
を
示
す
こ
と
は
滅
多
に
な
い
。
し
か
し
、

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

め
、
誰
が
ど
こ
で
そ
の
お
願
い
を
し
て
い
る
の
か
が
神
様

に
わ
か
る
よ
う
に
、
明
白
に
自
己
紹
介
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

◦
お
み
く
じ
に
つ
い
て

　

関
帝
廟
で
は
「
神
筈
式
」
と
い
う
中
国
式
の
お
み
く
じ

を
引
く
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
お
み
く
じ
棒
が
入
っ
た

器
で
あ
る
「
簽
桶
」
を
持
ち
、
自
身
の
住
所
、
氏
名
、
生

年
月
日
と
具
体
的
な
願
い
事
を
心
の
中
で
告
げ
な
が
ら
、

自
然
に
お
み
く
じ
棒
が
1
本
出
て
く
る
ま
で
振
る
。
日
本

の
お
み
く
じ
の
場
合
、
こ
こ
で
抜
き
取
っ
た
番
号
の
お
み

く
じ
と
交
換
し
た
ら
お
し
ま
い
に
な
る
が
、
神
筈
式
の
場

合
は
ま
だ
続
き
が
あ
る
。

　

今
度
は
先
ほ
ど
取
り
出
し
た
お
み
く
じ
の
番
号
が
本
当

に
正
し
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
神
様
に
尋
ね
る
。
そ
の

際
に
、「
神
筈
」
と
い
う
三
日
月
形
の
神
具
を
土
間
に
2

つ
落
と
し
、
表
と
裏
が
出
れ
ば
、
そ
の
番
号
の
お
み
く
じ

を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
、
表
と
表
、
裏
と
裏

が
出
た
場
合
は
最
初
の
お
み
く
じ
棒
を
引
く
と
こ
ろ
か
ら

や
り
直
し
、
表
と
裏
が
出
る
ま
で
繰
り
返
す
。
3
回
繰
り

返
し
て
も
表
と
裏
が
出
な
い
場
合
は
、
後
日
改
め
て
行
う

の
が
望
ま
し
い
そ
う
だ
。

　

関
帝
廟
の
お
み
く
じ
の
種
類
に
は
、
大
吉
、
上
吉
、
上

上
、
中
吉
、
中
平
、
下
下
の
6
種
類
が
あ
る
。
日
本
の
神

社
で
は
、
お
み
く
じ
の
結
果
が
悪
い
場
合
、
お
み
く
じ
掛

な
ど
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
し
か

し
、
関
帝
廟
で
は
お
み
く
じ
の
結
果
が
悪
い
と
き
や
納
得

で
き
な
い
場
合
は
、
境
内
の
炉
で
お
み
く
じ
を
燃
や
す
こ

と
が
で
き
る
。
日
本
で
は
お
み
く
じ
を
い
つ
で
も
気
軽
に

引
く
が
、
中
国
で
は
そ
う
し
た
習
慣
が
な
く
、
深
刻
な
悩

み
な
ど
が
あ
る
場
合
に
お
み
く
じ
を
引
く
そ
う
で
あ
る
。

	

（
遠
藤 

紗
夕
希
）

　

関
帝
廟
に
関
す
る
情
報
は
以
上
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
内

容
が
示
す
よ
う
に
、
関
帝
廟
で
の
参
拝
方
法
は
私
た
ち
に

な
じ
み
の
深
い
神
社
や
寺
院
で
の
そ
れ
と
は
大
き
く
異

な
っ
て
い
る
。
拝
礼
に
当
た
っ
て
は
自
身
の
個
人
情
報
を

神
に
具
体
的
に
示
す
必
要
が
あ
り
、
ま
た
願
い
事
が
あ
る

場
合
も
、
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
の
持
つ
現
世
利
益
の
性
格
と
深
く

関
係
す
る
が
、
こ
の
よ
う
に
私
た
ち
の
よ
く
知
る
宗
教
と

は
異
な
っ
た
宗
教
に
つ
い
て
触
れ
る
経
験
は
、
学
生
に

と
っ
て
意
義
の
あ
る
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
と
言
う
の

も
、
こ
う
し
た
機
会
は
学
生
の
感
覚
・
価
値
観
の
相
対
化

を
促
す
も
の
で
あ
り
、
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
か
ら
で
あ

る
。

　

今
後
の
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
受
け
入
れ
る
こ
と
に

第2部　学科・ゼミナール活動・講演会・新会員紹介
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香炉に線香を供える

な
る
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
留
学
生
で
あ

れ
、あ
る
い
は
観
光
客
や
移
民
で
あ
れ
、こ
う
し
た
異
な
っ

た
文
化
・
言
語
を
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
た
人
々
と
相
対
し

つ
つ
、社
会
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
異
文
化
の
論
理
・

価
値
観
を
把
握
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
こ

れ
ら
の
人
々
と
の
間
で
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

成
立
さ
せ
、
多
文
化
共
生
社
会
を
作
り
上
げ
る
た
め
の
努

力
も
必
要
と
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
も
あ
れ
、

今
回
の
よ
う
な
機
会
は
学
生
に
と
っ
て
そ
う
し
た
意
味
で

も
良
い
契
機
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。	

（
中
林
）

参
考
文
献
・
サ
イ
ト

•
木
畑
洋
一
・
松
本
宣
郎
ほ
か
『
世
界
史
B　

新
訂
版
』

実
教
出
版
、
2
0
2
0
年

•
全
国
歴
史
教
育
研
究
協
議
会
『
改
訂
版　

世
界
史
用
語

集
』
山
川
出
版
社
、
2
0
1
8
年

•
浜
島
書
店
編
集
部
『
ア
カ
デ
ミ
ア
世
界
史
』
浜
島
書
店
、

2
0
0
9
年

•
山
﨑
圭
一
『
一
度
読
ん
だ
ら
絶
対
に
忘
れ
な
い
世
界
史

人
物
事
典
』
S
B
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
株
式
会
社
、

2
0
2
1
年

•
横
浜
関
帝
廟
公
式
サ
イ
ト

https://yokoham
a-kanteibyo.com

/

「
関
帝
廟
」

https://yokoham
a-kanteibyo.com

/kuan-ti-m
iao/

「
関
聖
帝
君
」

https://yokoham
a-kanteibyo.com

/holy-em
peror-

lord-guan-yu/

「
参
拝
」

https://yokoham
a-kanteibyo.com

/pray/

•
台
湾
さ
ん
ぽ
「
お
参
り
の
仕
方
～
拝
拝
む
～
」

https://w
w

w
.taiw

ansanpo.com
/paipai-p032/

•Icotto 

心
み
ち
る
た
び

https://icotto.jp/presses/5794
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