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一 

 



 

我
が
国
は
幸
い
に
単
一
民
族
同
一
国
語
と
い
う
恵
ま
れ
た
条
件
の
も
と
に
、
萬
葉
の
昔
よ
り
、
極
め
て
豊
富
に

し
て
高
度
な
国
語
文
化
を
保
持
し
て
来
た
。
し
か
も
こ
の
間
に
漢
字
を
導
入
し
て
音
訓
に
読
み
分
け
、
こ
れ
を
完

全
に
国
字
化
し
た
の
み
な
ら
ず
、
カ
ナ
、
ひ
ら
か
な
を
考
案
し
て
漢
字
と
調
和
せ
し
め
、
仏
教
文
化
、
西
欧
文
明

を
消
化
し
つ
つ
、
詩
歌
、
俳
諧
、
書
道
な
ど
他
国
に
そ
の
類
例
を
見
な
い
分
野
を
拓
き
、
豊
富
な
語
彙
と
高
遠
な

思
想
、
豊
醇
な
美
意
識
を
作
興
し
、
世
界
に
冠
た
る
文
明
を
創
成
し
た
。
こ
の
こ
と
は
国
民
総
て
の
誇
り
で
あ

り
、
世
界
人
類
の
至
宝
で
あ
る
。 

国
家
の
統
一
と
国
民
の
文
化
は
、
そ
の
言
語
文
章
に
負
う
と
こ
ろ
極
め
て
大
き
い
。
故
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
の
如
き
は
、
三
百
五
十
年
以
来
国
立
の
学
会
で
国
語
の
保
全
向
上
に
つ
と
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

国
語
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

し
か
し
、
そ
れ
は
余
り
に
も
非
現
実
的
で
あ
る
こ
と
ゆ
え
、
そ
の
後
こ
れ
を
強
制
す
る
の
で
は
な
く
目
安
で
あ

る
と
し
た
が
、
教
育
界
な
ど
の
実
状
は
改
め
ら
れ
ず
、
却
つ
て
混
乱
を
助
長
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
の

べ
た
民
族
の
文
化
を
後
退
さ
せ
、
国
家
の
伝
統
を
中
断
し
、
国
民
の
美
意
識
を
低
下
さ
せ
、
思
想
を
低
俗
に
し
、

家
庭
、
社
会
に
お
け
る
世
代
断
絶
を
増
長
さ
せ
る
以
外
何
ら
の
利
益
が
な
く
、
救
い
が
た
い
悪
政
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

し
か
る
に
、
敗
戦
に
よ
る
古
き
伝
統
は
一
切
悪
と
す
る
風
潮
の
も
と
に
、
政
府
は
昭
和
二
十
一
年
十
一
月
十
日

国
語
審
議
会
に
よ
つ
て
当
用
漢
字
千
八
百
五
十
字
を
、
更
に
昭
和
五
十
六
年
常
用
漢
字
千
九
百
四
十
五
字
を
採
用

し
、
別
に
、
新
仮
名
遣
い
」
を
公
表
し
て
官
庁
用
文
書
、
学
校
教
育
、
新
聞
、
雑
誌
、
放
送
な
ど
全
般
的
に
文
字
を

単
な
る
発
声
の
記
号
と
す
る
思
想
の
も
と
に
統
制
し
よ
う
と
し
た
。 

よ
つ
て
以
下
各
項
に
わ
た
り
国
語
改
悪
の
事
例
を
指
摘
し
質
問
す
る
。 

今
こ
れ
を
改
め
て
正
統
本
然
の
国
語
を
回
復
し
、
教
育
と
文
化
を
正
す
こ
と
は
国
政
の
急
務
で
あ
る
。 

四 

 



 

三 

三
十
四
年
間
に
及
ぶ
当
・
常
用
漢
字
、
新
仮
名
遣
い
の
普
及
は
、
新
聞
、
雑
誌
著
書
は
も
ち
ろ
ん
、
通
信
、

文
章
、
記
録
な
ど
に
つ
い
て
、
昭
和
二
十
一
年
に
至
る
ま
で
の
在
来
の
豊
富
な
漢
字
表
記
、
お
よ
び
歴
史
的
仮

名
遣
い
に
よ
る
す
べ
て
の
文
を
読
み
難
く
し
、
日
常
生
活
に
お
け
る
国
語
の
水
準
を
著
し
く
低
下
さ
せ
特
に
、 

一 
本
来
国
語
は
そ
の
国
民
民
族
の
生
存
発
展
の
結
実
で
あ
つ
て
、
祖
先
先
人
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
と
叡
智
に
よ
つ

て
充
実
向
上
し
て
来
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
も
自
由
か
つ
自
然
に
変
遷
成
長
す
べ
き
も
の
で
あ
つ
て
、
妄
り
に

公
権
力
に
よ
つ
て
改
廃
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
か
ら
、
国
語
審
議
会
の
建
議
に
よ
り
政
府
が
内
閣

訓
令
・
告
示
を
以
つ
て
実
施
し
て
き
た
「
当
用
漢
字
表
」
「
常
用
漢
字
表
」
「
新
仮
名
遣
い
」
な
ど
一
連
の
処
置
は
無

用
有
害
の
も
の
で
あ
つ
た
と
思
う
が
ど
う
か
。 

二 

戦
後
再
度
に
わ
た
る
使
用
漢
字
、
音
訓
、
送
り
が
な
、
仮
名
遣
い
の
変
更
は
小
中
高
校
、
大
学
な
ど
に
お
け

る
教
育
を
著
し
く
混
乱
さ
せ
、
児
童
生
徒
学
生
の
国
語
力
を
低
下
さ
せ
、
国
語
を
軽
視
す
る
風
潮
を
生
じ
さ
せ

た
と
思
う
が
ど
う
か
。 

五 

 



 

四 

従
来
日
本
文
化
は
漢
字
を
豊
富
に
使
用
し
た
文
化
で
あ
る
が
、
大
東
亜
戦
争
終
戦
に
至
る
ま
で
何
ら
不
都
合

な
く
国
語
文
化
は
発
展
し
て
来
た
。
そ
れ
を
当
用
漢
字
で
千
八
百
五
十
字
に
、
常
用
漢
字
で
千
九
百
四
十
五
字

に
制
限
し
て
し
ま
つ
た
。
そ
の
た
め
殊
に
日
本
人
の
日
常
生
活
に
必
要
な
常
識
的
な
も
の
（
た
と
え
ば
脚
が
あ

つ
て
膝
が
な
い
、
指
が
あ
つ
て
爪
が
な
い
、
鼻
が
あ
つ
て
頬
が
な
い
、
衣
が
あ
つ
て
袖
が
な
い
な
ど
）
ま
で
人

為
的
に
削
除
制
限
し
た
こ
と
は
、
日
本
民
族
の
歴
史
と
文
化
を
、
著
し
く
貧
し
い
も
の
に
し
た
の
で
は
な
い

か
。 

五 

国
語
審
議
会
に
よ
る
「
新
仮
名
遣
い
」
は
、
い
た
ず
ら
に
便
利
主
義
に
堕
し
、
語
源
、
語
義
、
語
法
な
ど
に
つ

い
て
、
伝
統
を
無
親
し
、
お
お
む
ね
次
の
点
で
不
合
理
で
あ
る
。 

2 

例
え
ば
「
地
」
は
「
ち
」
と
書
く
が
「
地
面
」
の
場
合
は
振
り
か
な
を
「
じ
め
ん
」
と
す
る
。
同
様
に
「
妻
」
は
「
つ 

1 

五
十
音
図
の
定
義
が
崩
れ
、
い
ろ
は
四
十
八
字
の
伝
統
も
失
わ
れ
る
。 

国
民
を
し
て
古
典
、
漢
文
な
ど
日
本
文
化
の
本
源
を
知
る
こ
と
を
困
難
に
し
た
と
思
う
が
ど
う
か
。 

六 

 



 

8 

「
頬(

ほ
ほ)

」
を
「
ほ
お
」
と
書
け
ば
「
頬
笑
む
」
の
「
ほ
ほ
え
む
」
と
の
間
に
矛
盾
が
生
じ
る
。 

7 

鳥
を
数
え
る
の
に
「
一
羽(

わ)

」
「
二
羽(

わ)
」
と
「
三
羽(

ば)

」
「
十
羽(

ぱ)

」
な
ど
と
の
表
記
に
は
矛
盾
が
生 

6 

オ
列
長
音
の
表
記
に
関
し
て
、
例
え
ば
「
氷
」
は
「
こ
お
り
」
と
記
し
「
行
李
」
は
「
こ
う
り
」
と
書
く
の
は
歴
史 

5 

「
ゑ
」
と
「
ゐ
」
を
廃
止
し
た
た
め
、
「
柄
」
と
「
絵
」
・
「
居
る
」
と
「
射
る
」
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
つ
た
。 

4 

日
本
語
の
動
詞
は
五
十
音
図
の
二
行
に
わ
た
つ
て
活
用
し
な
い
の
が
鉄
則
で
あ
つ
た
が
「
言
ふ
」
「
思
ふ
」
を 

3 
「
通
」
は
「
つ
う
」
と
書
く
が
「
神
通
力
」
で
は
「
じ
ん
ず
う
り
き
」
と
な
る
こ
と
も
不
自
然
。 

行
の
二
行
に
ま
た
が
る
こ
と
と
な
り
、
非
合
理
的
で
あ
る
。 

的
仮
名
遣
い
の
「
こ
ほ
り(

氷)

」
「
か
う
り(
行
李)

」
の
原
則
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
理
解
さ
れ
な
い
。 

ま
」
と
書
く
が
「
稲
妻
」
の
場
合
は
振
り
か
な
を
「
い
な
ず
ま
」
と
す
る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
る
。 

「
言
う
」
「
思
う
」
と
改
め
、
否
定
の
場
合
に
は
「
言
わ
な
い
」
「
思
わ
な
い
」
と
し
た
た
め
ハ
行
の
活
用
が
ワ
行
ア 

じ
る
。
こ
れ
に
対
し
歴
史
的
仮
名
遣
い
で
は
、
「
一
羽(
は)

」
「
三
羽(

ば)

」
「
十
羽(

ぱ)

」
と
一
行
で
済
む
。 

七 

 



 

六 

従
来
日
本
人
に
と
り
、
極
め
て
関
わ
り
合
い
の
深
い
動
植
物
な
ど
自
然
物
の
ほ
と
ん
ど
を
カ
タ
カ
ナ
書
き
に

し
て
分
か
り
難
く
し
た
こ
と
は
国
民
の
情
操
生
活
を
極
め
て
貧
し
く
さ
せ
反
社
会
的
で
あ
る
と
思
う
が
ど
う 

11 

こ
の
ほ
か
現
代
仮
名
遣
い
の
矛
盾
を
指
摘
す
れ
ば
数
限
り
が
な
い
。 

10 

「
行
こ
う
」
「
書
こ
う
」
の
場
合
、
現
代
文
法
で
は
「
行
こ
」
「
書
こ
」
は
動
詞
の
語
尾
変
化
と
し
て
「
う
」
を
助
動 

9 
語
幹
が
変
わ
る
の
は
原
則
と
し
て
間
違
い
で
あ
る
が
、
「
有
難
い
」
「
目
出
た
い
」
の
場
合
「
あ
り
が
た
」
「
め 

で
た
」
の
「
た
」
ま
で
が
語
幹
で
あ
る
の
に
、
「
有
難
と
う
」
「
目
出
と
う
」
と
な
り
、
語
幹
の
「
た
」
が
「
と
」
に
変

わ
る
の
は
問
題
で
あ
る
。 

「
書
か
う
」
と
表
記
す
る
。
「
行
か
」
は
「
行
く
」
の
未
然
形
で
、
そ
れ
に
接
続
す
る
「
う
」
は
、
は
じ
め
て
助
動
詞

と
な
り
合
理
的
な
説
明
が
つ
く
。 

詞
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
「
う
」
は
「
行
く
」
「
書
く
」
の
動
詞
の
未
然
形
接
続
し
た
も
の
で
は
な
く 

「
行
こ
―
」
「
書
こ
―
」
の
長
音
を
表
す
、
文
字
な
ら
ぬ
記
号
に
す
ぎ
な
い
。
歴
史
的
仮
名
遣
い
で
は
「
行
か
う
」 

八 

 



 

九 

「
廣
」
を
「
広
」
「
學
」
を
「
学
」
「
窯
」
を
「
党
」
な
ど
と
漢
字
を
簡
略
に
書
き
改
め
る
こ
と
は
、
表
意
文
字
と
し
て
の 

八 

「
龍
頭
だ(

蛇)

尾
」
「
じ
ん(
腎)

臓
」
「
す
い(

膵)

臓
」
「
駐
と
ん(

屯)

」
の
如
く
一
熟
語
中
の
一
字
ま
た
は
数
字
を

か
な
書
き
に
す
る
こ
と
は
元
来
特
に
い
ま
し
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
正
当
化
し
た
こ
と
は
、
近
い
将
来
そ
の

語
句
を
廃
絶
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
文
学
、
文
化
を
破
壊
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
思
う
が
ど
う
か
。 

七 

漢
字
の
代
用
（
当
て
字
）
の
措
置
、
た
と
え
ば
「
輿
論
」
を
、
世
論
」
「
聯
合
」
を
「
連
合
」
「
歿
」
を
「
没
」
と
す
る
な
ど 

十 

英
仏
な
ど
西
欧
文
明
国
で
は
ス
ペ
リ
ン
グ
と
発
音
と
が
違
う
例
が
多
い
。
例
え
ば
英
語
のK

nife

は
ナ
イ 

漢
字
の
本
質
を
無
視
す
る
と
と
も
に
、
書
道
な
ど
文
字
芸
術
の
発
展
を
も
、
著
し
く
阻
害
す
る
ゆ
え
本
に
復
す

べ
き
と
思
う
が
ど
う
か
。 

か
。 

は
表
意
文
字
と
し
て
の
漢
字
の
特
質
を
無
視
し
、
つ
い
に
は
「
よ
ろ
ん
」
が
「
せ
ろ
ん
」
「
視
線(

し
せ
ん)

」
が
「
目

線(

め
せ
ん)

」
の
如
く
辞
句
そ
の
も
の
が
変
質
す
る
こ
と
と
な
り
重
大
な
問
題
と
思
う
が
ど
う
か
。 

九 

 



 

十
一 

今
回
、
国
語
審
議
会
が
公
表
し
た
「
改
定
現
代
仮
名
遣
い
案
」
は
横
書
き
で
記
述
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
国

語
学
と
し
て
は
横
書
き
で
は
文
法
の
活
用
（
上
一
段
活
用
な
ど
の
場
合
）
の
説
明
が
で
き
な
い
。 

フ
と
発
音
す
る
が
、
な
ぜ
頭
の
Ｋ
を
と
つ
て
新
し
い
綴
字
の
新
仮
名
遣
い
に
し
な
い
の
か
、
そ
れ
は
英
・
仏
両

国
と
も
過
去
の
文
化
を
非
常
に
尊
敬
し
て
い
る
か
ら
で
、
国
民
を
し
て
古
典
を
失
わ
せ
な
い
た
め
で
あ
る
。
我

が
国
で
は
国
語
審
議
会
が
建
議
し
た
戦
後
の
一
連
の
国
語
改
革
に
よ
つ
て
、
わ
ず
か
四
十
年
に
し
て
源
氏
物
語

や
西
行
、
芭
蕉
は
お
ろ
か
露
伴
、
鷗
外
、
一
葉
、
白
秋
す
ら
原
文
で
は
読
め
ず
、
現
代
版
（
現
代
仮
名
遣
い
）
に

改
版
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、
前
文
に
述
べ
た
民
族
の
文
化
と
歴
史
の
断
絶
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
れ
を
旧
に

復
す
意
志
は
な
い
か
。 

こ
こ
に
歴
史
的
仮
名
遣
い
が
正
し
い
も
の
と
の
方
針
を
示
せ
ば
、
戦
後
の
国
語
問
題
は
一
切
解
決
す
る
と
思

う
が
ど
う
か
。 

再
検
討
し
善
処
す
べ
き
と
思
う
が
ど
う
か
。 

一
〇 

 



 

 

一
一 

右
質
問
す
る
。 


