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日
本
で
生
ま
れ
育
ち
、
生
活
す
る
私
に
と
っ
て
日
本
語
は
母
国
語
で
あ
り
、
唯
一
自
信
を
持
っ
て
話
せ
る
言
葉
で
す
。
自
分
の
思
い

を
人
に
一
番
伝
え
や
す
い
の
も
、
も
ち
ろ
ん
日
本
語
で
す
。
高
校
三
年
生
の
夏
、
私
は
短
期
留
学
を
し
に
ア
メ
リ
カ
へ
行
き
ま
し
た
。

英
語
に
興
味
を
持
ち
始
め
、
世
界
の
共
通
語
で
あ
る
英
語
を
話
せ
る
よ
う
に
な
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
で
留
学
を
決
意
し
ま
し
た
。
英

語
が
得
意
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
実
際
に
英
語
の
み
の
環
境
に
ひ
と
り
で
飛
び
込
ん
で
み
る
と
本
当
に
心
細
い
も
の
で
し

た
。
私
は
昔
か
ら
お
し
ゃ
べ
り
な
性
格
で
人
と
話
す
こ
と
が
大
好
き
で
し
た
。
思
っ
た
こ
と
は
す
ぐ
に
人
に
伝
え
た
い
タ
イ
プ
の
私
が
、

英
語
で
は
日
本
語
の
よ
う
に
す
ら
す
ら
と
言
葉
が
出
て
こ
ず
、
自
分
の
思
い
を
半
分
程
し
か
人
に
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
ア
メ
リ

カ
で
の
生
活
で
最
も
辛
い
こ
と
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
日
本
に
い
る
時
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
使
っ
て
い
る
日
本
語
か
ら
離
れ
て

み
て
私
は
改
め
て
日
本
語
の
良
さ
に
気
付
け
た
気
が
し
ま
す
。 

 

私
が
思
う
日
本
語
の
魅
力
の
一
つ
は
、
地
方
に
よ
っ
て
様
々
な
方
言
や
、
昔
な
が
ら
の
言
葉
、
若
者
た
ち
が
独
自
に
作
り
出
し
て
い

る
若
者
言
葉
な
ど
と
い
っ
た
た
く
さ
ん
あ
る
日
本
語
を
使
っ
て
、
人
そ
れ
ぞ
れ
が
違
っ
た
表
現
の
仕
方
が
持
て
る
こ
と
で
個
性
が
際
立

つ
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
日
本
語
に
は
英
語
に
は
な
い
敬
語
や
謙
譲
語
と
い
っ
た
特
有
の
表
現
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
世
界
で
も

三
本
の
指
に
入
る
程
、
使
い
こ
な
す
に
は
難
し
い
言
語
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
ち
な
み
に
あ
と
の
二
つ
は
フ
ラ
ン
ス
語
と
ロ

シ
ア
語
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
語
は
主
に
日
本
で
し
か
使
え
な
い
言
語
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
ん
な
に
難
し
い
言
語
を
話
せ
て

い
る
事
が
私
は
嬉
し
い
で
す
。 

 

日
本
語
の
良
い
と
こ
ろ
は
他
の
言
語
に
は
な
い
よ
う
な
表
現
が
あ
る
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
「
渋
い
」
と
い
う
形
容
詞
で

す
が
、
日
本
で
は
主
に
趣
の
あ
る
情
景
に
対
し
て
使
っ
た
り
す
る
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
広
辞
苑
で
は
「
は
で
や
か
で
な
く
お
ち

つ
い
た
深
い
味
が
あ
る
こ
と
」
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
欧
米
な
ど
に
は
日
本
の
よ
う
な
「
渋
い
」
と
い
う
感
覚
が
な
い
の
で
、「
渋

い
」
と
い
う
表
現
自
体
が
な
い
そ
う
で
す
。
現
在
で
は
親
日
家
で
あ
る
外
国
人
が
増
え
た
こ
と
や
、
日
本
文
化
が
多
く
の
人
に
注
目
さ

れ
、
広
ま
っ
た
こ
と
で
、
世
界
最
高
最
大
の
英
語
辞
典
「
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
」
に
は
、
寿
司
「Sushi

」
や
、
将
軍
「Shogun

」、

津
波
「Tsunami

」
と
い
っ
た
日
本
語
が
そ
の
ま
ま
英
語
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、「
渋
い
」
も
「Shibui

」

と
し
て
辞
典
に
載
っ
て
い
る
の
で
す
。 

 

世
界
遺
産
が
多
く
日
本
有
数
の
観
光
地
で
あ
る
京
都
に
住
ん
で
い
る
私
に
と
っ
て
、
日
本
な
ら
で
は
の
建
物
や
文
化
が
注
目
さ
れ
る

こ
と
は
と
て
も
誇
り
で
す
。
日
本
語
も
注
文
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
同
じ
く
ら
い
嬉
し
く
誇
ら
し
い
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。 



 

現
在
、
若
者
が
使
う
日
本
語
は
乱
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
し
か
し
今
の
日
本
語
が
今
の
日
本
文
化
を
最
も
強
く

表
す
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
若
者
言
葉
全
て
を
否
定
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
私
は
思
い

ま
す
。
正
し
い
日
本
語
を
使
え
る
能
力
は
必
要
で
す
が
、
最
も
自
分
ら
し
い
言
葉
を
使
い
自
己
表
現
が
で
き
る
と
こ
ろ
が
日
本
語
の
魅

力
な
の
で
す
。 

 

日
本
語
の
音
の
響
き
、
漢
字
・
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
と
い
っ
た
文
字
の
形
、
表
現
の
多
さ
、
そ
の
全
て
を
「
渋
い
」
と
感
じ
る
の

で
す
。 


