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日
本
は
わ
た
し
の
好
き
な
国
だ
。
何
千
年
に
わ

た
っ
て
育
ま
れ
た
豊
か
な
文
化
・
伝
統
を
大
切
に

し
失
わ
ず
に
持
っ
て
い
る
。
今
回
で
三
回
目
の
滞

在
だ
が
、
日
本
の
文
化
と
人
々
に
は
な
お
目
を
見

張
る
も
の
が
あ
る
。
日
本
文
化
を
学
ぼ
う
と
す
れ

ば
場
所
を
選
ぶ
必
要
は
な
い
。
各
地
で
は
四
季
ご

と
に
世
代
世
代
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
そ
の
地
方

独
特
の
行
事
や
祭
事
が
あ
る
。
年
末
に
は
新
た
な

年
に
そ
な
え
、
門
松
、
し
め
縄
、
鏡
餅
を
飾
り
、

収
穫
の
神
、
先
祖
の
霊
を
お
迎
え
す
る
準
備
を
す

る
。
興
味
深
く
す
ば
ら
し
い
文
化
だ
。

　

め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
今
日
の
社
会
で
、
外

国
の
言
葉
を
学
ぶ
機
会
が
増
え
ま
た
多
く
の
人
が

そ
の
価
値
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
の
国

際
的
役
割
が
増
す
に
つ
れ
て
日
本
語
習
得
の
有
用

性
も
高
ま
っ
た
。
日
本
語
を
学
ぶ
の
は
実
に
楽
し

い
し
筆
で
お
習
字
を
習
う
の
も
お
も
し
ろ
い
。
基

本
的
な
言
葉
や
や
さ
し
い
文
字
な
ら
ば
書
け
る
よ

う
に
な
っ
た
。
書
道
の
セ
ッ
ト
は
家
に
持
っ
て
帰

り
、
家
族
や
友
人
と
お
習
字
を
楽
し
も
う
と
思
っ

て
い
る
。

　

日
本
語
は
い
つ
の
世
に
も
日
本
文
化
に
お
い
て

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。

　

日
本
に
来
た
ら
一
度
は
茶
の
湯
を
学
ん
だ
方
が

よ
い
。
日
本
の
美
的
感
覚
の
典
型
が
そ
こ
に
理
想

的
な
形
で
現
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
お
茶
を
習
う
と

日
本
人
の
習
慣
や
お
も
て
な
し
の
心
が
わ
か
る
。

ま
た
昔
の
生
活
の
様
式
も
偲
ば
れ
る
の
だ
。

　

滞
在
中
は
、
日
本
人
の
お
宅
に
泊
ま
る
と
い
う

貴
重
な
体
験
を
し
た
。
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
は
日
本
で

の
一
番
の
経
験
に
な
っ
た
。
迎
え
て
く
れ
た
家
族

の
人
た
ち
は
最
高
で
あ
り
、
か
れ
ら
の
も
て
な
し

は
感
動
的
で
も
あ
り
実
家
に
い
る
よ
う
な
気
分
に

さ
せ
ら
れ
た
も
の
だ
。
か
れ
ら
と
一
緒
に
い
る
時

間
は
本
当
に
楽
し
か
っ
た
。
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
で
日

本
の
文
化
の
多
く
を
教
わ
っ
た
。
お
か
げ
で
日
本

語
を
話
す
自
信
も
つ
い
た
し
、
聞
き
取
り
も
な
れ

て
き
た
。
自
分
の
家
族
と
は
別
に
家
族
が
で
き
た

の
だ
。
と
い
う
わ
け
で
日
本
に
は
三
つ
の
家
族
が

あ
る
。ひ
と
つ
は
山
梨
県
塩
山
市（
一
九
九
九
年
）、

二
つ
め
は
北
海
道
帯
広
市
（
二
〇
〇
〇
年
）
そ
し

て
今
回
の
千
葉
県
八
千
代
市
だ
。
こ
の
場
を
お
借

り
し
て
皆
様
に
お
礼
申
し
あ
げ
た
い
。

　

日
本
の
文
化
は
旅
行
客
や
滞
在
者
に
と
り
大
き

な
魅
力
で
あ
る
。
余
暇
に
は
多
く
の
場
所
を
訪
れ

た
。
皇
居
、
東
京
タ
ワ
ー
、
六
本
木
、
横
浜
、
富

士
山
、
北
海
道
、
新
潟
、
鎌
倉
、
秋
葉
原
、
新
宿
、

浅
草
、
な
ど
な
ど
。
旅
す
る
と
き
は
一
人
な
の
で

見
知
ら
ぬ
土
地
で
迷
っ
て
あ
わ
て
た
り
す
る
と
ま

わ
り
の
日
本
の
人
に
ま
ず
尋
ね
た
。
英
語
が
う
ま

く
話
せ
な
い
人
と
日
本
語
が
話
せ
な
い
人
同
士
が

会
話
す
る
の
は
ま
っ
た
く
お
も
し
ろ
い
も
の
だ
。

そ
ん
な
と
き
で
も
身
振
り
手
振
り
で
意
思
が
通
う

し
理
解
し
合
え
る
。
英
語
が
う
ま
く
話
せ
な
く
て

も
な
ん
と
か
説
明
し
よ
う
と
努
め
、
い
ち
は
や
く

助
け
て
く
れ
よ
う
と
す
る
。
こ
う
い
う
親
切
に
は

頭
が
さ
が
る
。

　

日
本
人
は
伝
統
を
重
ん
ず
る
。
会
う
と
挨
拶
の

言
葉
を
述
べ
、
そ
し
て
互
い
に
頭
を
さ
げ
る
。
こ

れ
は
互
い
の
尊
敬
を
表
す
礼
儀
正
し
い
仕
草
だ
。

日
本
滞
在
中
、
私
は
日
本
の
文
化
と
礼
儀
に
な
ら

う
よ
う
に
し
た
。
形
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
こ
ろ
も

日
本
人
に
な
っ
た
気
が
し
た
。
日
本
の
文
化
は
す

ば
ら
し
い
と
思
う
。数
多
く
あ
る
伝
統
的
祭
事
で
、

日
本
の
太
鼓
を
た
た
く
祭
り
が
好
き
だ
。
感
情
が

高
ぶ
り
元
気
に
な
っ
て
く
る
。
滞
在
中
は
日
本
の

歌
も
覚
え
た
。
歌
を
歌
う
の
は
日
本
語
を
た
だ
し

く
発
音
す
る
た
め
の
よ
い
機
会
で
あ
る
。

　

現
在
の
日
本
は
西
洋
の
文
化
に
染
ま
っ
て
し

ま
っ
た
と
嘆
く
人
が
多
い
。
た
し
か
に
西
洋
の
文

化
が
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
日
本
を
変
え
た
の

は
事
実
だ
。
服
装
は
洋
風
で
あ
り
、
普
段
き
も
の

を
着
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
私
は
日

本
の
文
化
や
伝
統
は
よ
く
守
ら
れ
て
い
る
と
見

る
。
若
者
は
次
代
を
担
う
主
役
で
あ
り
、
自
分
た

ち
の
文
化
の
す
ば
ら
し
さ
を
自
覚
す
べ
き
だ
。
日

本
人
は
誠
実
で
忠
実
で
勤
勉
な
国
民
だ
。
そ
の
日

本
を
私
は
愛
し
て
い
る
。
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