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こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
我
が
国
に
は
古
来
き
わ
め
て
豊
か
な
漢
字
文
化
が
発
達
し
、
高
度
な
表
現
と
深
遠
な
哲
学

が
あ
ま
ね
く
国
民
の
中
に
定
着
し
た
結
果
で
あ
り
、
教
育
の
成
果
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
喜
ぶ
べ
く
誇
る
べ
き
こ
と

で
あ
る
。 

父
母
が
そ
の
子
の
出
生
に
当
た
り
、
子
の
健
康
な
成
長
と
生
涯
の
幸
福
を
念
じ
、
よ
り
よ
い
名
を
選
び
与
え
よ

う
と
力
め
る
こ
と
は
、
東
西
古
今
を
通
じ
て
変
り
の
な
い
、
父
母
の
愛
情
で
あ
る
。 

我
が
国
に
お
い
て
は
、
父
母
、
兄
姉
、
祖
父
母
、
祖
先
、
も
し
く
は
先
人
賢
哲
の
名
の
一
字
ま
た
は
全
部
を
借

用
す
る
風
習
や
、
姓
名
の
字
の
画
数
や
、
発
声
、
平
仄
ま
た
は
陰
陽
な
ど
を
考
究
し
て
吉
凶
を
案
ず
る
伝
習
は
、

そ
の
人
そ
の
家
に
よ
り
深
浅
の
差
は
あ
れ
、
無
視
し
得
な
い
も
の
が
あ
る
。
或
い
は
襲
名
の
事
実
も
存
在
す
る
。 

し
か
る
に
政
府
は
、
戸
籍
法
第
五
十
条
に
、
名
の
届
出
に
当
た
り
「
常
用
平
易
な
文
字
」
を
使
用
す
べ
し
と
定 
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三 

 



 

こ
の
こ
と
は
、
前
述
の
如
き
父
母
兄
姉
の
愛
情
、
信
仰
、
も
し
く
は
信
条
、
思
想
、
学
識
、
或
い
は
系
類
の
伝

統
等
に
由
来
し
て
、
自
由
か
つ
自
主
的
に
選
ん
だ
名
の
登
録
を
拒
否
し
、
名
を
通
じ
て
の
思
想
・
良
心
、
及
び
信

教
並
び
に
表
現
の
自
由
を
侵
す
も
の
で
あ
り
、
憲
法
第
十
九
条
及
び
第
二
十
条
並
び
に
第
二
十
一
条
に
違
反
し

て
い
る
。 

こ
れ
に
よ
り
、
す
で
に
こ
の
制
限
を
了
知
し
て
い
る
者
に
あ
つ
て
は
、
始
め
よ
り
、
こ
の
範
囲
内
で
の
選
名
を

余
儀
な
く
さ
れ
、
あ
ら
か
じ
め
了
知
し
な
か
つ
た
者
に
お
い
て
は
、
出
生
届
出
の
市
町
村
等
の
窓
口
に
お
い
て
受

理
を
拒
否
さ
れ
、
あ
わ
た
だ
し
く
変
更
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
が
実
体
で
あ
る
。 

し
か
も
、
こ
の
法
規
の
趣
旨
が
、
複
雑
難
解
な
名
の
た
め
子
に
無
用
の
苦
痛
を
与
え
社
会
生
活
を
不
合
理
に
す

る
こ
と
を
さ
け
る
た
め
と
す
る
な
ら
ば
、
す
で
に
生
存
し
て
い
る
人
、
或
い
は
死
亡
し
た
人
の
名
は
改
め
る
こ
と 

め
、
同
施
行
規
則
第
六
十
条
に
、
具
体
的
に
は
文
部
省
が
定
め
た
常
用
漢
字
表
一
千
九
百
四
十
五
字
、
及
び
特
に

指
定
す
る
別
表
第
二
の
百
六
十
六
字
及
び
か
な
文
字
の
範
囲
を
越
え
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。 四 

 



 

よ
つ
て
政
府
は
、
す
べ
か
ら
く
、
こ
の
法
の
条
文
並
び
に
施
行
規
則
を
改
正
し
、
憲
法
の
精
神
を
具
現
す
べ
き

で
あ
る
。 

が
出
来
ず
、
且
つ
姓
氏
の
類
は
無
慮
数
万
と
い
わ
れ
、
き
わ
め
て
難
読
難
書
な
も
の
も
現
存
し
て
い
る
に
か
か
わ

ら
ず
、
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
又
、
す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
法
的
規
制
は
実
益
を
生

じ
得
な
い
も
の
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。 

一 

戸
籍
法
第
五
十
条
並
び
に
同
施
行
規
則
第
六
十
条
は
憲
法
第
十
九
条
、
第
二
十
条
、
及
び
第
二
十
一
条
の

思
想
・
良
心
、
及
び
信
教
並
び
に
表
現
の
自
由
を
侵
す
も
の
で
あ
る
か
ら
速
や
か
に
改
正
す
る
考
え
は
な
い
か
。 

二 

文
部
省
は
常
用
漢
字
表
は
国
民
生
活
の
目
安
で
あ
り
強
制
は
し
な
い
と
表
明
し
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
法

務
省
が
戸
籍
法
に
よ
つ
て
強
制
し
て
い
る
こ
と
は
不
統
一
で
あ
り
整
合
性
を
欠
く
が
故
に
戸
籍
法
の
制
限
を
撤

廃
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

し
か
も
こ
の
こ
と
は
極
め
て
緊
急
を
要
す
る
の
で
こ
こ
に
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 五 

 



 

 

六 
三 
父
母
等
が
故
意
に
難
読
難
書
の
名
を
子
に
与
え
て
、
そ
の
生
活
を
不
便
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
常
識
と
し

て
あ
り
得
な
い
し
、
万
一
あ
つ
た
場
合
は
裁
判
に
よ
る
名
の
変
更
の
道
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
戸
籍
法
の
名
の
文

字
の
制
限
は
廃
止
す
べ
き
と
思
う
が
ど
う
か
。 

四 

襲
名
は
我
が
国
に
お
い
て
は
古
く
よ
り
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
文
字
が
戸
籍
法
、
同
施
行
規
則

の
指
定
に
属
し
な
い
場
合
襲
名
し
得
な
い
こ
と
と
な
り
、
き
わ
め
て
非
実
際
的
で
あ
る
か
ら
こ
の
制
限
を
廃
止

す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

五 

前
文
記
述
の
如
く
姓
氏
は
統
制
々
限
し
得
ず
変
更
も
出
来
な
い
。
ま
た
、
こ
の
制
限
以
前
に
名
を
得
て
生
存

し
、
も
し
く
は
死
亡
し
て
い
る
者
の
名
も
変
更
し
得
な
い
以
上
、
こ
の
制
限
は
所
詮
実
効
を
あ
げ
得
な
い
も
の

で
あ
る
か
ら
廃
止
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

右
質
問
す
る
。 


