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私
は
ド
イ
ツ
で
留
学
生
活
を
送
る
中
で
、
海
外
か
ら
の
視
点
で
見
た
日
本
を
肌
で
感
じ
る
こ

 

し
か
し
、
私
は
右
記
の
様
な
日
本
人
と
し
て
の
誇
り
を
認
識
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に

 

つ
い
先
日
、
大
学
の
講
義
で
日
本
と
西
洋
の
意
識
の
違
い
に
関
す
る
話
を
聞
き
ま
し
た
。
内

 

日
本
で
は
、
季
節
の
変
化
に
富
ん
だ
気
候
、
多
様
な
地
形
や
海
に
囲
ま
れ
た
島
国
と
い
っ
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
志
社
大
学
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学
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田 

佳
奈
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国
外
か
ら
見
た
日
本
に
つ
い
て 

  
 
 
 
 
 
 

 

す
が
、
や
は
り
昔
か
ら
彼
ら
を
惹
き
つ
け
て
や
ま
な
い
の
は
〝
独
特
の
文
化
〟
だ
と
い
え
ま
す
。

て
い
る
以
上
に
大
き
い
も
の
で
す
。
ゲ
ー
ム
・
テ
レ
ビ
を
始
め
と
す
る
電
化
製
品
、
自
動
車
、

諸
外
国
の
要
素
を
取
り
入
れ
な
が
ら
も
独
自
性
を
保
持
し
や
す
い
環
境
で
も
あ
り
ま
し
た
。
以

環
境
か
ら
多
種
多
様
な
景
観
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
他
国
と
の
交
流
は
海
を
隔
て
て
お
り
、

し
く
映
り
、
そ
し
て
私
た
ち
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
つ
感
覚
を
理
解
さ
れ
た
時
、
初
め
て
本
当

漫
画
や
ア
ニ
メ
な
ど
も
、
今
と
な
っ
て
は
日
本
の
イ
メ
ー
ジ
に
多
大
な
力
を
も
た
ら
し
て
い
ま

容
は
、
日
本
人
は
様
々
な
面
で
「
間
」
を
持
ち
、
言
葉
で
表
せ
な
い
感
情
を
重
ん
じ
る
が
、
一

伝
え
る
こ
と
で
し
た
。
芸
者
は
立
ち
振
る
舞
い
全
て
に
意
味
を
持
た
せ
、
ま
さ
に
生
き
た
芸
術

の
意
味
で
日
本
人
と
し
て
見
て
も
ら
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

方
の
西
洋
は
言
葉
で
表
せ
る
も
の
に
絶
対
的
信
頼
を
寄
せ
る
と
い
う
も
の
で
す
。
た
し
か
に
、

日
本
文
化
に
お
い
て
、
言
葉
で
明
示
で
き
な
い
も
の
は
数
多
く
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
私
は
授

と
も
言
え
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
意
識
を
ぴ
っ
た
り
と
表
す
言
葉
が
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

と
が
出
来
ま
し
た
。
現
在
、
世
界
に
お
け
る
日
本
の
影
響
力
は
、
国
内
で
私
た
ち
が
思
い
描
い

も
見
て
と
れ
る
で
し
ょ
う
。
あ
え
て
言
葉
に
当
て
は
め
な
い
美
意
識
が
、
他
国
の
人
々
に
は
珍

同
様
に
、
武
士
道
や
和
歌
、
舞
踊
、
庭
園
、
絵
画
、
華
道
、
茶
道
な
ど
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い
て

業
で
〝
芸
者
〟
に
つ
い
て
紹
介
し
た
の
で
す
が
、
一
番
悩
ん
だ
の
は
彼
女
た
ち
が
持
つ
意
識
を

上
の
条
件
が
そ
ろ
い
、
魅
力
あ
る
独
特
の
文
化
が
形
成
さ
れ
た
の
で
す
。 
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常
磐
津
は
正
し
く
は
常
磐
津
節
と
い
う
。
江
戸
浄
瑠
璃
を
代
表
す
る
一
流
派
で
、
歌
舞 

恥
ず
か
し
さ
も
覚
え
ま
し
た
。
海
外
の
人
々
が
日
本
を
知
ろ
う
と
し
て
い
る
の
に
、
私
を
含
め
た 

日
本
人
の
多
く
は
自
国
の
知
識
を
十
分
に
持
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
が
出
会
っ
た
外
国
人
達 

は
、
故
郷
を
よ
く
理
解
し
、
誇
り
を
持
っ
て
い
ま
す
。
最
近
日
本
で
は
、
幼
い
頃
か
ら
英
語
教
育 

を
取
り
入
れ
た
り
、
必
要
以
上
に
海
外
の
物
や
文
化
に
価
値
を
見
出
そ
う
と
す
る
人
が
増
え
て
い 

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
日
本
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
私
は
悪
い
こ
と
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。
で 

す
が
、
日
本
人
と
し
て
の
基
盤
が
形
作
ら
れ
な
い
ま
ま
に
行
う
の
は
、
少
し
間
違
っ
て
い
る
の
で 

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
後
、
ま
す
ま
す
日
本
と
世
界
間
の
交
流
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
、
海
外 

志
向
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
国
民
の
一
人
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
高
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
、 

私
は
留
学
経
験
を
通
し
て
感
じ
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

❖
常
磐
津 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
文
献
引
用
：「
古
典
芸
能
楽
々
読
本
」
当
会
会
員 

井
上
由
理
子
著
） 

 
 
 

常
磐
津
の
ル
ー
ツ
は
、
享
保
十
九
年(

一
七
三
四)

に
宮
古
路
豊
後
が
始
め
た
豊
後
節
。 

 

以
後
、
常
磐
津
は
間
拍
子
が
正
確
な
こ
と
か
ら
、
舞
踊
の
伴
奏
音
楽
と
し
て
広
ま
る
。 

 
豊
後
掾
の
門
人
の
一
人
宮
古
路
文
字
太
夫
が
、
豊
後
節
の
セ
ク
シ
ー
さ
を
適
当
に
抑
え 

こ
れ
が
な
か
な
か
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
だ
っ
た
よ
う
で
、
豊
後
節
に
浮
か
れ
て
情
交
す
る
者
、 

て
、
延
享
四
年(

一
七
四
八)

に
一
派
を
創
設
。
常
磐
津
文
字
太
夫
を
名
乗
り
、
今
日
の
常 

磐
津
の
基
を
築
い
た
。 

三
九)

豊
後
節
全
面
禁
止
の
御
触
れ
を
出
し
た
。 

の
さ
わ
り
を
口
ず
さ
ん
で
い
た
と
い
う
、
良
き
時
代
も
あ
っ
た
。 

っ
て
大
人
気
に
な
っ
た
が
、
扇
情
的
な
芸
風
に
危
険
を
感
じ
た
幕
府
は
、
元
文
四
年(

一
七 

ま
た
義
太
夫
節
の
時
代
物
的
な
要
素
を
取
り
入
れ
た
豪
快
な
大
作
も
生
ま
れ
て
い
る
。
幕 

伎
と
深
く
関
わ
り
な
が
ら
発
展
し
て
き
た
。 

駆
け
落
ち
す
る
者
、
心
中
す
る
者
も
い
た
と
か
。
江
戸
文
化
の
成
熟
気
分
に
ぴ
っ
た
り
合 

末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
最
盛
期
に
は
、
芝
居
好
き
の
旦
那
衆
が
暇
に
ま
か
せ
て
常
盤
津 
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檜
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／
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夏
を
思
わ
せ
る
様
な
太
陽
に
袷
せ
の
着
物
が
不
似
合
な
嵐
山
で
し
た
が
、
三
船
祭
に
参
加
さ 

 
 
 

三
船
祭
に
参
加
し
て 

 
 
 
 

角 

田 

恵 

美 

 
 せ

て
い
た
だ
き
、
心
は
ず
ま
せ
乗
船
い
た
し
ま
す
と
、
い
ま
ま
で
じ
っ
と
り
汗
ば
ん
で
お
り
ま 

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
船
の
上
は
別
世
界
で
、
ひ
ん
や
り
と
し
た
風
が
心
地
良
く
、
山
の
緑 

の
美
し
さ
と
脇
谷
先
生
の
お
話
に
、
し
ば
し
歴
史
を
遡
り
、
時
を
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し 

た
。 

 

暫
く
致
し
ま
す
と
、
御
神
体
が
お
船
に
乗
ら
れ
、
い
よ
い
よ
神
事
の
始
ま
り
で
す
。
（
私
達
は 

脇
谷
先
生
の
御
説
明
の
お
蔭
で
少
し
は
、
理
解
が
出
来
た
様
に
思
い
ま
す
。
）
次
に
、
お
扇
子
流 

し
が
始
ま
り
他
船
は
、
皆
競
っ
て
船
を
近
づ
け
お
扇
子
を
取
り
に
行
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、 

私
達
の
船
は
双
喜
美
先
生
の
お
蔭
で
ゆ
っ
く
り
と
お
船
の
中
に
座
っ
た
ま
ま
、
手
渡
し
で
頂
く 

事
が
出
来
、
大
変
幸
運
で
し
た
。 

 

そ
し
て
、
い
よ
い
よ
本
番
の
放
送
が
入
り
、
舞
楽
の
奉
納
、
今
様
の
奉
納
、
謡
曲
の
奉
納
と 

二
十
艘
の
船
の
奉
納
が
あ
り
、
私
達
の
常
磐
津
の
船
は
、
十
七
番
目
に
奉
納
さ
せ
て
い
た
だ
き 

ま
し
た
。 

 

厳
粛
な
中
に
も
優
雅
さ
が
あ
り
、
特
に
双
喜
美
先
生
の
常
磐
津
は
、
美
し
く
清
ら
か
で
、
し 

ば
し
幽
玄
の
世
界
に
身
を
置
い
て
い
る
様
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

又
、
皆
様
の
日
頃
の
お
精
進
が
良
か
っ
た
せ
い
か
晴
れ
や
か
な
空
で
、
お
祭
を
終
え
る
事
が 

出
来
ま
し
た
。 

 

最
後
に
、
双
喜
美
先
生
の
お
蔭
で
、
こ
の
様
な
厳
か
で
美
し
い
神
事
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ 

き
、
心
よ
り
感
謝
致
し
ま
す
と
共
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。（
当
会
会
員
・
平
成
二
十
年
五
月
十
八
日
記
） 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

◇
お
慶
び 

 
 
 
 

と 

き 

七
月
十
二
日(

土)

〈
詳
細
は
、
折
込
み
会
報
号
外
を
参
照
下
さ
い
。
〉 

 
 
 
 
 
 

―
湖
北
路 

余
呉
湖
と
木
之
本(

三
味
線
の
糸
の
見
学)

― 
 
 
 

◇
夏
季
文
学
・
歴
史
散
策 

 

●
会
員
情
報 

第
十
一
回
「
伝
統
芸
能
鑑
賞
会
」 

 
 

浄
瑠
璃
系
三
味
線
音
楽
を
楽
し
む
会 

  

京
都
御
所
蛤
御
門
前
に
あ
る
金
剛
能
楽
堂
に
於
い
て
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
檜
の
会
主
催
第
十
一
回
「
伝 

統
芸
能
鑑
賞
会
」
開
催
に
就
き
ま
し
て
は
、
会
員
の
皆
様
始
め
諸
関
係
各
位
の
方
々
の
ご
厚
意
と 

ご
支
援
ご
協
賛
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
を
一
同
心
よ
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

当
会
の
事
業
に
込
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
伝
統
文
化
の
発
展
と
育
成
事
業
の
中
で
、
次
世
代
の
方 

達
に
伝
統
文
化
芸
能
を
身
近
に
親
し
ん
で
貰
い
た
い
と
い
う
主
旨
の
催
し
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

京
都
府
か
ら
の
ご
依
頼
も
あ
り
、
ま
た
ご
支
援
も
頂
け
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
事
は
、
嬉
し
い 

中
に
も
責
任
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。
府
の
文
化
芸
術
室
か
ら
も
お
運
び
頂
き
、
今
回
の
催
し
の
内 

容
が
非
常
に
良
か
っ
た
と
評
価
を
賜
り
ま
し
た
。 

 

大
勢
の
学
生
さ
ん
に
鑑
賞
戴
き
、
休
憩
時
間
に
は
番
外
で
三
味
線
と
一
弦
琴
の
体
験
の
コ
ー
ナ 

ー
を
設
け
ま
し
た
が
、
学
生
さ
ん
達
の
楽
し
い
雰
囲
気
が
非
常
に
好
ま
し
く
感
じ
ら
れ
嬉
し
い
ひ 

と
時
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
金
剛
様
か
ら
は
、「
良
い
企
画
を
な
さ
い
ま
し
た
ね
。
」
と
お
褒 

め
を
頂
き
ま
し
た
。
「
何
事
も
続
け
る
事
が
大
切
」
こ
の
言
葉
の
重
み
を
受
け
、
今
後
も
い
ろ
ん 

な
場
所
を
設
け
、
浄
瑠
璃
系
三
味
線
音
楽
を
シ
リ
ー
ズ
で
企
画
さ
せ
て
戴
き
、
皆
様
方
に
創
造
発 

信
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。 

今
後
と
も
よ
ろ
し
く
ご
指
導
の
程
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
一
言
御
礼
の
ご
挨
拶
と
ご
報
告
を 

申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人 

檜
の
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理
事
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紀
美
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●
檜
の
会
主
催 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※
平
成
二
十
年
度
会
員
証
を
同
封
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※
ご
意
見
ご
提
案
お
問
合
せ
は
事
務
局
ま
で
お
寄
せ
下
さ
い
。 

◇
訃 

報 
心
よ
り
御
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

四
月
十
七
日
に
井
口
洋
二
氏
、
六
月
十
日
に
村
松 

茂
氏
が
御
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。 

れ
ま
す
。
な
お
、
表
彰
式
は
、
平
成
二
十
年
七
月
七
日(

月)

に
行
わ
れ
ま
す
。 

大
西
一
叡
様(

一
弦
琴
伝
承
者)

が
、
平
成
二
十
年
度
京
都
市
文
化
協
会
賞
を
受
賞
さ 

 




