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二
〇
一
五
年
七
月
七
日　

開
催

《「
留
学
生
と
語
る
」
オ
ー
プ
ン
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
》

伝
え
合
う
文
化
と
言
葉 

松
本
陽
子

 

（
執
筆
＝
ミ
ラ
ー
成
三
）

■
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
協
力
…
…
本
学
留
学
生
別
科
「
日
本
語

イ
ン
タ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
５
」
履
修
生
一
二
名
、「
日
本
語
教
授

法
Ａ
」
履
修
生
七
名

■
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
…
…
松
本
陽
子
（
本
学
留
学
生
別
科
准

講
師
）

第
一
弾
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
台
湾
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ベ

ト
ナ
ム
、
韓
国
か
ら
の
留
学
生
と
、
本
学
で
行
わ
れ
て
い
る
「
日
本
語

教
授
法
」
の
授
業
に
参
加
し
て
い
る
日
本
人
学
生
を
話
題
提
供
者
と
し

て
迎
え
、
話
を
し
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
後
各
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、
文

化
や
言
葉
を
伝
え
る
こ
と
・
教
え
る
こ
と
・
習
う
こ
と
な
ど
に
つ
い
て

自
由
に
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
し
て
も
ら
っ
た
。
こ
こ
で
は
話
題
提
供

の
様
子
を
紹
介
す
る
。

ま
ず
初
め
に
、
自
分
の
国
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ

を
持
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

か
ら
の
留
学
生
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
人
は
よ
く
遅
刻
を
す
る
と
思
わ

れ
て
い
る
こ
と
を
取
り
上
げ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
確
か
に
そ
う

コーディネーターの松本先生（本学留学生別科）
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か
も
し
れ
な
い
」
と
認
め
な
が
ら
も
、「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
そ
れ
は
遅

刻
に
な
ら
な
い
」
こ
と
を
述
べ
て
い
た
。
一
方
で
「
日
本
で
は
遅
刻
に

な
る
の
で
、
日
本
に
来
て
か
ら
は
遅
刻
し
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
て
い

る
」
と
、
留
学
と
い
う
経
験
を
通
し
て
気
づ
い
た
こ
と
を
語
っ
て
い
た
。

台
湾
か
ら
の
留
学
生
も
同
様
の
意
見
が
あ
り
、「
台
湾
で
も
遅
刻
す
る
人

が
結
構
多
い
し
、
そ
れ
は
悪
い
点
だ
と
思
う
」
と
述
べ
て
い
た
。
し
か

し
別
の
台
湾
か
ら
の
留
学
生
は
、「
三
〇
分
く
ら
い
な
ら
遅
刻
で
は
な

い
」、「
一
〇
分
く
ら
い
な
ら
遅
れ
て
も
大
丈
夫
」
と
い
う
意
見
が
挙
げ

ら
れ
る
な
ど
、
同
じ
国
の
人
で
も
個
人
差
が
あ
る
こ
と
が
話
さ
れ
た
。

留
学
生
か
ら
は
、
自
分
た
ち
が
時
間
に
ル
ー
ズ
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
と

い
う
意
見
が
多
か
っ
た
が
、
日
本
人
学
生
か
ら
は
逆
に
「
日
本
人
は
時

間
に
厳
し
い
と
思
わ
れ
て
い
る
」
と
い
う
意
見
が
挙
げ
ら
れ
た
。
し
か

し
実
際
は
、「
そ
う
で
は
な
い
人
も
多
く
、
人
に
よ
る
」
も
の
で
あ
る
と

述
べ
ら
れ
た
。
別
の
日
本
人
学
生
か
ら
は
、「
時
間
に
厳
し
い
の
は
場
合

に
よ
る
」
と
い
う
意
見
に
加
え
、
例
え
ば
、「
友
達
だ
と
三
分
遅
刻
す
る

こ
と
は
よ
く
あ
る
」
こ
と
な
ど
が
話
さ
れ
た
。
韓
国
も
日
本
と
似
て
お

り
、「
三
分
く
ら
い
な
ら
遅
刻
じ
ゃ
な
い
」
と
い
う
意
見
が
挙
げ
ら
れ

た
。

話題提供をしてくれた留学生と「日本語教
授法Ａ」の履修生

話題提供者の話を熱心に聞く会場の参加者



90

留
学
生
か
ら
は
特
に
、
留
学
に
よ
る
異
文
化
体
験
を
通
し
て
得
た
自

分
の
文
化
に
対
す
る
気
づ
き
が
話
さ
れ
た
。
一
方
で
、
意
見
を
交
わ
し

て
い
く
う
ち
に
日
本
人
学
生
か
ら
は
「『
三
分
遅
刻
』
と
い
う
表
現
は
日

本
な
ら
で
は
な
の
か
も
」
と
い
う
意
見
が
出
る
な
ど
、
話
題
提
供
中
に

得
た
様
々
な
気
づ
き
が
話
し
合
わ
れ
る
場
面
も
あ
っ
た
。

続
い
て
、
自
分
の
国
の
言
葉
を
教
え
る
時
に
気
づ
い
た
こ
と
に
つ
い

て
話
が
さ
れ
た
。
韓
国
か
ら
の
留
学
生
は
、
友
人
に
韓
国
語
を
教
え
て

い
る
時
に
「
母
語
な
の
で
説
明
し
に
く
い
」
こ
と
が
あ
り
、「
日
本
語
で

は
知
っ
て
い
る
単
語
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
韓
国
語
で
説
明
す
る
の
を

困
難
に
感
じ
る
」
場
面
が
あ
っ
た
。
他
の
国
か
ら
の
留
学
生
か
ら
も
同

様
の
意
見
が
挙
げ
ら
れ
た
。
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
の
留
学
生
は
、「『
お
疲
れ

様
』
や
『
ご
ち
そ
う
さ
ま
』
を
ベ
ト
ナ
ム
語
で
説
明
す
る
の
が
非
常
に

難
し
い
」
と
述
べ
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
の
留
学
生
は
、
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
語
の
使
役
を
説
明
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、「
ど
う
し

て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
は
こ
う
な
っ
て
い
る
の
？
」
と
い
う
日
本
人
学
生

か
ら
の
質
問
に
、
自
分
が
自
然
に
使
っ
て
い
る
言
語
を
説
明
す
る
こ
と

の
困
難
さ
を
知
っ
た
こ
と
な
ど
が
述
べ
ら
れ
た
。
日
本
人
学
生
か
ら
も

同
様
に
、「
い
た
だ
き
ま
す
」
や
「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」
は
何
も
考
え
ず
に

使
っ
て
い
る
の
で
、
説
明
す
る
の
が
難
し
い
と
い
う
意
見
が
挙
げ
ら
れ

た
。
ま
た
「
日
本
語
を
教
え
る
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
言
語
も
分
か

ら
ず
、
ま
た
英
語
も
通
用
し
な
い
場
合
、
ど
の
よ
う
に
教
え
て
い
い
か

が
難
し
い
」
と
い
う
、
日
本
語
教
授
法
を
学
ん
で
い
る
学
生
な
ら
で
は

の
意
見
も
述
べ
ら
れ
た
。
ま
た
、
発
音
に
関
し
て
も
様
々
な
困
難
が
あ

る
よ
う
で
、
台
湾
の
留
学
生
や
ベ
ト
ナ
ム
の
留
学
生
か
ら
は
、
日
本
語

を
学
ぶ
時
と
自
分
の
国
の
言
語
を
教
え
る
時
、
共
通
し
て
い
な
い
発
音

が
あ
る
と
非
常
に
困
難
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
挙
げ
ら
れ
た
。

続
い
て
、
外
国
人
や
異
文
化
の
影
響
を
受
け
て
変
わ
っ
た
考
え
に
つ

い
て
話
し
合
っ
た
。「
台
湾
で
は
み
ん
な
見
た
目
を
あ
ま
り
気
に
し
な
い

の
で
、
自
分
も
ノ
ー
メ
イ
ク
で
学
校
に
行
っ
て
い
た
」
と
い
う
台
湾
か

ら
の
留
学
生
は
、「
日
本
で
は
み
ん
な
見
た
目
を
良
く
し
て
い
る
の
で
、

自
分
も
気
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
外
見
の
変
化
に
つ
い
て
話

し
た
。
韓
国
か
ら
の
留
学
生
は
、「
韓
国
で
は
は
っ
き
り
言
う
が
、
日
本

で
は
強
く
言
う
と
傷
つ
く
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、
練
習
し
て
今
は
柔
ら

か
く
言
う
よ
う
に
し
て
い
る
」
と
、
自
身
の
言
語
使
用
の
変
化
に
つ
い

て
述
べ
た
。
日
本
人
学
生
か
ら
は
逆
に
、「
日
本
人
は
自
分
の
意
見
が

あ
っ
て
も
あ
ま
り
言
わ
な
い
の
で
、
も
っ
と
は
っ
き
り
言
う
よ
う
に
し

て
い
る
」
や
、「
留
学
生
の
友
達
の
よ
う
に
フ
レ
ン
ド
リ
ー
に
話
す
よ
う

に
し
て
い
る
」
な
ど
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
。
そ
の
他
に
も
留
学
生
か

ら
は
「
日
本
に
は
い
ろ
い
ろ
な
礼
儀
が
あ
る
」
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
日

本
の
「
礼
儀
」
に
は
注
意
を
し
て
い
る
と
い
う
意
見
が
多
く
挙
げ
ら
れ

た
。
日
本
人
学
生
か
ら
も
海
外
旅
行
の
経
験
が
語
ら
れ
、
例
え
ば
、
お

店
に
入
る
時
に
挨
拶
を
す
る
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
「
礼
儀
」
を
学
ん
で

か
ら
、
日
本
で
も
よ
く
挨
拶
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
自
身
の
変

化
が
述
べ
ら
れ
た
。
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最
後
に
自
分
が
勉
強
し
て
き
た
外
国
語
が
将
来
ど
の
よ
う
に
活
か
せ

る
の
か
に
つ
い
て
話
し
合
わ
れ
た
。「
言
語
が
好
き
で
色
々
学
ん
で
き
た

が
、
今
の
と
こ
ろ（
外
国
語
は
）日
本
語
と
英
語
し
か
話
せ
な
い
。
で
も

将
来
は
こ
の
二
つ
の
言
語
を
使
っ
て
、
外
国
語
学
校
を
作
り
た
い
」、「
日

本
で
中
国
語
の
先
生
か
、
台
湾
で
日
本
語
の
先
生
に
な
っ
て
、
日
本
と

台
湾
の
懸
け
橋
に
な
り
た
い
」、「
日
本
で
ベ
ト
ナ
ム
語
を
教
え
た
い
」

「
日
系
企
業
に
関
す
る
仕
事
を
し
て
、
ベ
ト
ナ
ム
の
貧
困
を
助
け
た
い
」

な
ど
、
多
く
の
学
生
か
ら
「
自
分
の
学
ん
で
き
た
言
語
を
使
っ
て
仕
事

が
し
た
い
」
と
い
う
夢
が
語
ら
れ
た
。
そ
の
他
に
も
具
体
的
な
夢
で
は

な
い
が
、「
や
り
た
い
こ
と
は
ま
だ
分
か
ら
な
い
が
、
英
語
を
使
っ
て
い

れ
ば
や
り
た
い
こ
と
が
見
つ
か
っ
た
時
に
チ
ャ
ン
ス
が
広
が
る
と
思
う
」

な
ど
言
語
に
よ
っ
て
自
ら
の
将
来
の
可
能
性
を
広
げ
て
お
き
た
い
、
と

い
う
意
見
も
挙
げ
ら
れ
た
。

後半はグループに分かれ、ディスカッショ
ンを行った


