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僕
が
日
本
に
来
て
丸
一
五
年
に
な
る
。
最
初
は
、
多
少
の
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ

ク
を
受
け
た
は
ず
だ
と
思
う
の
だ
が
、
今
で
は
そ
れ
が
何
で
あ
っ
た
か
も
思
い
出
せ

な
い
ほ
ど
、
こ
の
社
会
と
文
化
に
何
の
違
和
感
も
抱
く
こ
と
な
く
毎
日
暮
ら
し
て
い

る
。
日
本
へ
来
る
前
、
中
国
の
大
学
で
日
常
会
話
に
不
便
し
な
い
程
度
の
日
本
語
を

修
得
し
、
日
本
の
ラ
ジ
オ
や
当
時
流
行
の
歌
謡
曲
を
積
極
的
に
聴
く
な
ど
し
て
、
ど

ん
欲
に
日
本
文
化
を
吸
収
し
て
き
た
成
果
だ
ろ
う
か
、
日
本
に
来
た
当
初
か
ら
、
異

文
化
生
活
に
お
け
る
特
有
の
疎
外
感
や
異
質
感
を
覚
え
な
か
っ
た
。
い
ま
思
え
ば
、

自
分
の
中
で
は
最
初
か
ら
「
外
」
か
ら
日
本
を
見
る
視
点
が
欠
け
て
い
た
か
も
し
れ

な
い
。

こ
の
よ
う
に
書
く
と
、
僕
が
異
文
化
に
対
す
る
順
応
性
が
高
い
か
の
よ
う
な
錯
覚

を
与
え
そ
う
だ
が
、
残
念
な
が
ら
そ
う
で
は
な
い
。
大
学
院
卒
業
後
、
生
ま
れ
育
っ

た
中
国
の
天
津
を
就
職
の
た
め
に
離
れ
、
短
い
期
間
だ
っ
た
が
、
広
州
に
住
ん
だ
こ

と
が
あ
る
。
列
車
の
三
等
客
車
で
二
日
間
か
か
っ
た
長
旅
を
終
え
、
広
州
駅
に
降
り

立
っ
た
瞬
間
、
声
高
に
話
す
地
元
の
人
と
覚
し
き
男
女
の
会
話
も
、
食
料
品
の
売
り

子
の
か
け
声
も
、
自
分
と
同
じ
中
国
人
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
彼
ら
の
話
す
広
東
語

を
何
一
つ
聞
い
て
理
解
で
き
な
い
と
い
う
、
恐
ろ
し
い
経
験
を
し
た
。
ひ
と
通
り
の

広
東
語
を
覚
え
る
ま
で
、
売
店
で
は
買
い
た
い
物
を
指
で
さ
し
示
し
、
欲
し
い
数
だ

け
指
を
出
す
、
お
使
い
を
頼
ま
れ
た
子
供
の
よ
う
な
行
動
を
し
て
い
た
の
も
、
恥
ず

か
し
な
が
ら
懐
か
し
い
思
い
出
で
あ
る
。
見
る
も
の
聞
く
も
の
す
べ
て
が
新
鮮
で
、

毎
日
が
発
見
の
連
続
だ
っ
た
。

日
本
へ
来
た
当
初
も
、
そ
の
よ
う
な
心
お
ど
る
経
験
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
と
思

う
。
だ
が
一
年
、
ま
た
一
年
と
月
日
を
重
ね
て
い
く
う
ち
に
、
あ
た
り
ま
え
の
よ
う

に
過
ぎ
て
い
く
日
々
に
追
わ
れ
、
異
文
化
に
対
す
る
新
鮮
な
感
覚
を
失
い
か
け
て
い

る
よ
う
な
気
が
す
る
。

先
日
、
出
張
で
中
国
の
大
連
へ
行
く
機
会
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
搭
乗
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
の
都
合
に
よ
り
、
成
田
か
ら
い
っ
た
ん
韓
国
へ
向
か
い
、
そ
こ
で
大
連
行
き
の
便

に
乗
り
換
え
る
ル
ー
ト
の
利
用
と
な
っ
た
。
今
ま
で
、
パ
ス
ポ
ー
ト
に
日
本
と
中
国

の
出
入
国
記
録
し
か
な
か
っ
た
僕
は
、
生
ま
れ
て
初
め
て
大
韓
航
空
機
に
乗
り
、
韓

国
の
仁
川
国
際
空
港
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
と
な
る
。
仁
川
国
際
空
港
は
、
最
近

た
び
た
び
マ
ス
コ
ミ
を
賑
わ
す
ア
ジ
ア
の
ハ
ブ
空
港
で
あ
る
。
こ
の
旅
は
僕
に
と
っ

て
、
久
し
ぶ
り
に
短
期
間
に
日
本
、
中
国
、
韓
国
を
比
較
し
な
が
ら
観
察
し
、
ま
た

異
文
化
を
体
験
す
る
チ
ャ
ン
ス
と
な
っ
た
。

飛
行
機
が
成
田
国
際
空
港
を
飛
び
立
つ
と
、
近
景
に
点
在
す
る
ゴ
ル
フ
場
の
薄
い

グ
リ
ー
ン
の
芝
生
と
木
々
が
ま
る
で
盆
栽
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
高
度
が
上
昇
す
る

に
つ
れ
、
森
や
田
園
の
緑
に
覆
わ
れ
る
房
総
半
島
が
眼
下
一
面
に
広
が
り
、
波
の
し

ぶ
き
が
海
岸
線
の
白
い
輪
郭
を
画
く
。
碧
い
海
が
夕
日
の
中
で
黄
金
の
よ
う
に
輝
い

て
い
る
。

飛
行
機
が
暗
闇
を
後
に
し
て
夕
日
を
追
い
な
が
ら
紫
色
の
空
を
飛
ん
で
い
る
。
長

身
で
淡
い
ブ
ル
ー
色
の
制
服
を
ま
と
っ
た
Ｃ
Ａ
（
キ
ャ
ビ
ン
・
ア
テ
ン
ダ
ン
ト
）
の

女
性
が
せ
わ
し
く
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
、
機
内
サ
ー
ビ
ス
を
始
め
た
。
昔
の
女
性

の
か
ん
ざ
し
の
形
を
思
い
出
さ
せ
る
よ
う
な
髪
飾
り
が
Ｃ
Ａ
の
動
き
と
と
も
に
い
っ

そ
う
目
立
っ
て
見
え
た
。
僕
の
隣
は
イ
ン
ド
人
と
西
洋
人
、
前
は
日
本
人
、
後
は
韓

―
エ
ッ
セ
イ
―

　
　
外
か
ら
東
ア
ジ
ア
を
見
る
視
点

欒
　
　
殿
武
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外から東アジアを見る視点

国
人
で
、
偶
然
に
も
狭
い
空
間
の
中
で
確
実
に
東
ア
ジ
ア
の
国
際
化
の
現
実
を
再
現

し
て
い
る
。
大
韓
航
空
の
Ｃ
Ａ
は
韓
国
語
、
英
語
と
日
本
語
で
、
テ
キ
パ
キ
と
客
の

要
望
に
答
え
て
い
る
。
き
れ
い
な
英
語
と
少
し
特
徴
的
な
ア
ク
セ
ン
ト
の
あ
る
日
本

語
が
対
照
的
で
、
逆
に
新
鮮
に
聞
こ
え
る
。
待
ち
に
待
っ
た
機
内
食
が
運
ば
れ
て
き

た
。
日
本
か
ら
出
発
し
た
大
韓
航
空
の
飛
行
機
な
の
に
、
食
事
が
何
と
な
く
中
国
の

味
付
け
や
ス
タ
イ
ル
に
近
い
の
は
意
外
で
あ
っ
た
。

い
つ
の
間
に
か
韓
国
の
仁
川
国
際
空
港
に
近
づ
い
て
き
た
。
機
内
放
送
を
聞
か
な

く
て
も
肉
眼
で
確
認
で
き
る
。
大
小
無
数
の
電
気
が
燦
々
と
輝
き
、
光
の
海
を
編
み

出
し
て
い
る
。
光
を
見
つ
め
れ
ば
、
仁
川
国
際
空
港
は
大
型
船
舶
の
帆
を
イ
メ
ー
ジ

し
た
柔
軟
な
リ
ズ
ム
感
、
そ
し
て
芸
術
的
造
形
美
を
取
り
込
ん
だ
外
観
が
目
に
飛
び

込
ん
で
き
た
。
光
の
海
の
輝
き
を
脳
裏
に
焼
き
付
け
た
ま
ま
、
い
ざ
こ
の
巨
大
な
空

港
に
降
り
た
と
た
ん
、
今
度
、
柔
ら
か
い
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
響
き
を
持
つ
韓
国

語
の
海
に
飛
び
込
ん
だ
。
乗
り
継
ぎ
の
時
間
が
短
い
た
め
、
焦
る
気
持
ち
を
抑
え
な

が
ら
、
標
識
を
頼
り
に
手
続
き
の
カ
ウ
ン
タ
ー
を
探
そ
う
と
足
を
速
め
た
。
し
か
し
、

仁
川
国
際
空
港
は
と
て
つ
も
な
く
大
き
い
。
乗
り
継
ぎ
カ
ウ
ン
タ
ー
はA

か
らF

ま

で
あ
る
。
電
車
で
タ
ー
ミ
ナ
ル
間
を
移
動
し
て
、
さ
ら
に3

回
ほ
ど
訊
ね
て
、
よ
う

や
く
目
当
て
の
手
続
き
カ
ウ
ン
タ
ー
ま
で
た
ど
り
着
い
た
。
道
の
り
が
長
か
っ
た

が
、
手
続
き
に
要
す
る
時
間
は
短
か
っ
た
。
こ
れ
で
や
っ
と
無
事
に
次
の
飛
行
機
に

乗
れ
る
。

落
ち
着
い
て
こ
の
巨
大
空
間
を
観
察
し
て
み
る
と
、
至
る
所
に
大
韓
航
空
の
イ

メ
ー
ジ
カ
ラ
ー
で
あ
る
淡
い
ブ
ル
ー
に
彩
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
成
田
国
際
空

港
の
し
ゃ
れ
た
紺
色
と
対
照
的
で
あ
る
。
一
方
、
北
京
国
際
空
港
で
人
々
の
目
を
引

い
た
の
は
鮮
や
か
な
黄
色
と
金
色
で
あ
る
。
イ
メ
ー
ジ
カ
ラ
ー
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る

が
、
東
ア
ジ
ア
で
共
通
し
て
好
ま
れ
る
色
は
む
し
ろ
赤
で
は
な
い
か
と
思
う
。
日
本

は
白
と
赤
、
韓
国
は
淡
い
ブ
ル
ー
と
赤
、
中
国
は
黄
色
（
金
色
）
と
赤
、
そ
れ
ぞ
れ

の
組
み
合
わ
せ
を
好
ん
で
使
っ
て
い
る
。

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
あ
と
、
仕
事
で
幾
度
も
北
京
国
際
空
港
を
利
用
し
た
が
、
そ
の

度
に
い
つ
も
そ
の
巨
大
さ
に
息
を
飲
ん
だ
。
こ
の
空
港
は
、
英
国
人
建
築
家
の
設
計

で
、
中
国
文
化
の
象
徴
で
あ
る
龍
の
形
を
模
し
て
い
て
、
龍
の
う
ろ
こ
の
よ
う
な
天

窓
か
ら
自
然
光
を
取
り
入
れ
、
エ
コ
の
観
点
か
ら
現
在
の
時
代
に
も
ふ
さ
わ
し
い
建

築
物
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
中
国
の
威
信
を
か
け
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
、
世
界

一
の
規
模
を
誇
っ
て
い
る
。

北
京
に
滞
在
す
る
間
、
タ
ク
シ
ー
で
天
安
門
広
場
を
通
り
過
ぎ
た
。
今
年
の
中
国

建
国
六
〇
周
年
記
念
式
典
の
映
像
で
見
ら
れ
た
五
六
本
の
「
民
族
団
結
の
柱
」
を
目

に
し
た
。
巨
大
な
朱
塗
り
の
柱
に
金
色
の
装
飾
、
い
か
に
も
中
国
人
好
み
の
彩
り
で

あ
る
。
二
〇
〇
八
年
は
ち
ょ
う
ど
中
国
の
改
革
・
開
放
三
〇
周
年
に
あ
た
る
。
三
〇

年
の
間
に
、
中
国
は
確
実
に
変
わ
っ
た
。
ま
る
で
天
地
の
変
わ
り
の
よ
う
に
激
変
し

た
。
特
に
こ
こ
十
数
年
の
激
変
ぶ
り
は
目
を
見
張
る
も
の
で
あ
る
。
都
会
に
は
高
層

ビ
ル
が
建
ち
並
び
、
夜
の
ダ
ウ
ン
タ
ウ
ン
は
ネ
オ
ン
で
あ
ふ
れ
、
昼
間
以
上
に
明
る

い
。
旅
行
社
の
ガ
イ
ド
や
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
も
誇
ら
し
げ
に
最
近
の
変
化
ぶ
り
を

自
慢
し
た
。
昔
の
北
京
を
知
る
人
な
ら
、
そ
の
自
慢
話
を
大
げ
さ
だ
と
思
わ
な
い
。

二
〇
世
紀
に
急
激
に
進
ん
だ
西
洋
文
化
の
流
入
と
科
学
技
術
の
発
展
に
よ
っ
て
、

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
生
活
方
式
と
芸
術
は
、
そ
れ
ま
で
の
自
ら
の
伝
統
と
遠
く
離
れ

て
し
ま
う
と
い
う
傾
向
が
生
じ
た
。
し
か
し
、
経
済
的
成
長
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
現
在

の
東
ア
ジ
ア
は
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
メ
ー
ジ
カ
ラ
ー
で
そ
の
美
し
さ
を
表
し
て
い
る
。
思

え
ば
、
か
つ
て
は
中
国
の
長
安
は
美
の
十
字
路
に
あ
り
、
唐
の
時
代
に
東
西
交
流
を

通
じ
て
異
民
族
文
化
と
衝
突
し
、
ま
た
融
合
す
る
こ
と
で
成
熟
し
、
中
国
文
明
史
上

ひ
と
つ
の
頂
点
に
達
し
た
。
そ
れ
が
朝
鮮
半
島
、
日
本
に
伝
わ
り
、
東
ア
ジ
ア
の
文
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化
的
特
徴
を
作
り
上
げ
た
。
近
代
に
入
っ
て
か
ら
、
時
間
的
な
縦
軸
と
地
理
的
な
横

軸
に
お
い
て
、
日
本
は
東
ア
ジ
ア
の
国
際
交
流
お
よ
び
東
西
文
化
融
合
の
先
導
的
役

割
を
果
た
し
た
。
現
在
、
東
京
、
ソ
ー
ル
、
北
京
、
上
海
、
台
北
、
香
港
、
北
か
ら

南
に
わ
た
っ
て
、
東
ア
ジ
ア
に
巨
大
な
国
際
都
市
が
誕
生
し
た
。
こ
れ
ら
の
国
際
都

市
は
競
い
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
メ
ー
ジ
カ
ラ
ー
を
作
り
出
し
つ
つ
あ
る
。

今
は
情
報
化
の
時
代
に
入
り
、
電
話
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
か
ら
メ
ー
ル
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
電
話
（M

SN

、SKYPE

）
へ
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
は
格
段
に

進
歩
し
、
人
間
と
人
間
の
交
流
の
方
法
も
多
様
化
し
て
い
る
。
昔
の
こ
と
わ
ざ
に

「
秀
才
は
門
を
出
で
ず
し
て
、
天
下
の
事
を
知
る
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
つ
ま
り
い

に
し
え
の
秀
才
（
科
挙
試
験
の
合
格
者
）
は
、
自
分
で
は
何
一
つ
知
ら
ぬ
こ
と
は
な

い
と
考
え
て
い
た
。
今
の
世
の
中
は
ま
さ
に
「
門
を
出
で
ず
し
て
、
天
下
の
事
を
知

る
」
時
代
で
あ
る
。
情
報
化
社
会
の
技
術
革
命
の
恩
恵
に
あ
ず
か
り
、
私
た
ち
は
、

テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
、
世
界
中
の
出
来
事
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
デ
ジ
タ
ル
の
時
代
に
ア
ナ
ロ
グ
的
な
交
流
も
依
然
と

し
て
重
要
だ
と
思
う
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
メ
ー
ル
な
ど
の
情
報
手
段
が
ど
ん
な
に

進
歩
し
て
も
、
膝
を
つ
き
合
わ
せ
て
話
し
合
っ
た
り
、
テ
ー
ブ
ル
を
囲
ん
で
一
緒
に

ご
飯
を
食
べ
た
り
す
る
こ
と
は
、
や
は
り
大
切
で
あ
る
。
今
年
の
出
張
の
お
か
げ
で
、

所
詮
人
間
は
感
情
の
生
き
物
で
あ
る
と
、
し
み
じ
み
感
じ
た
。
同
時
に
、
居
間
に
い

な
が
ら
し
て
「
門
を
出
で
ず
し
て
、
天
下
の
事
を
知
る
」
時
代
に
生
き
て
も
、
私
た

ち
は
海
外
へ
行
き
、
自
分
の
目
で
世
界
を
確
か
め
た
り
、
自
分
の
心
で
世
界
を
感
じ

た
り
し
て
、
経
験
知
（
暗
黙
知
）
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
う
。

特
に
、
日
本
文
化
の
特
徴
を
外
の
目
か
ら
見
直
す
こ
と
を
趣
旨
と
す
る
国
際
日
本

学
の
講
義
を
担
当
し
て
い
る
い
ま
、
外
か
ら
あ
ら
た
め
て
日
本
の
み
な
ら
ず
、
東
ア

ジ
ア
を
見
る
視
点
を
持
つ
べ
き
だ
と
痛
感
し
て
い
る
。
今
年
の
数
回
の
短
い
出
張
が

は
か
ら
ず
外
か
ら
東
ア
ジ
ア
を
見
つ
め
る
機
会
を
得
た
貴
重
な
も
の
に
な
っ
た
と
、

心
の
中
で
感
謝
し
て
い
る
。
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