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「
奇
跡
の
文
字
」、
そ
の
秘
密
に
迫
る
と
銘
打
た
れ
た
平
凡
社
新
書
「
ハ
ン
グ
ル
の
誕
生
」
が
、
昨
年
５
月
の

初
版
以
来
６
版
を
重
ね
、
３
万
部
に
達
す
る
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
と
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
、
人
々
は
こ
の
本
に
魅
せ
ら

れ
る
の
か
。
著
者
の
野
間
秀
樹
・
前
東
京
外
国
語
大
学
大
学
院
教
授
は
「
ハ
ン
グ
ル
の
誕
生
に
は
、
単
な
る
文
字

で
は
な
く
、
広
く
人
間
の
知
を
め
ぐ
る
巨
大
な
問
い
が
横
た
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
知
を
め
ぐ
る
ド
ラ
マ
で
あ
っ

た
」
と
鮮
や
か
に
解
き
明
か
し
て
い
る
。
読
者
が
本
を
読
み
進
む
ほ
ど
に
、「
心
を
躍
ら
せ
る
幸
福
感
に
包
ま
れ

る
」
理
由
は
何
だ
ろ
う
。
著
者
に
伺
っ
て
み
た
。　
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東
ア
ジ
ア
の
相
互
理
解
へ
掛
け
値
な
し
の
貢
献

　

―
本
を
読
み
な
が
ら
、
久
し

ぶ
り
に
ド
キ
ド
キ
さ
せ
ら
れ
ま
し

た
。
ま
ず
、
野
間
先
生
が
ハ
ン
グ

ル
に
魅
せ
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
で
し

ょ
う
か
。

　

野
間　

う
れ
し
い
で
す
ね
。
そ

う
お
っ
し
ゃ
ら
れ
る
と
、
私
も
ド

キ
ド
キ
し
ま
す
。
東
京
教
育
大
学

（
現
筑
波
大
学
）
に
入
学
し
て
、

教
育
学
部
芸
術
科
で
現
代
美
術
の

勉
強
を
し
な
が
ら
、
６
年
間
在
籍

し
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
こ
で
、

20
歳
の
頃
か
ら
朝
鮮
語
を
独
学
で

学
び
始
め
ま
し
た
。
１
９
７
０
年

代
の
初
め
の
頃
は
、
今
の
よ
う

に
、
朝
鮮
語
に
関
す
る
本
や
Ｃ
Ｄ

が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
ほ
と
ん
ど
の
大
学
に
も
朝

鮮
語
の
講
座
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
立
教
大
学
の
梶
村
秀
樹
先
生

の
朝
鮮
史
の
授
業
な
ど
も
も
ぐ
り

で
聴
き
に
通
い
ま
し
た
。
も
う
時

効
と
い
う
こ
と
で
許
し
て
い
た
だ

け
る
と
い
い
の
で
す
が
。
先
生
は

授
業
で
金
九
の
自
叙
伝
を
原
書
で

読
み
な
が
ら
訳
さ
れ
る
の
で
「
す

ご
い
な
」
と
感
動
し
た
。
で
も
勉

強
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
わ
か
ら
な

い
こ
と
が
増
え
る
ん
で
す
ね
。

　

そ
れ
で
、
東
京
・
板
橋
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
が
、
総
聯
の
支
部
に

お
じ
ゃ
ま
し
て
青
年
同
盟
の
方
に

朝
鮮
語
を
教
え
て
ほ
し
い
と
頼
ん

だ
こ
と
も
。
と
て
も
凛
々
し
い
青

年
が
対
応
し
て
く
だ
さ
っ
て
、

「
こ
の
朝
鮮
語
の
新
聞
を
読
ん
で

み
な
さ
い
」
と
。
そ
れ
で
、
読
む

と
「
１
人
で
学
ん
だ
の
か
、
え
ら

い
」
と
真
顔
で
褒
め
て
く
れ
ま
し

た
。
う
れ
し
か
っ
た
で
す
ね
。
し

か
し
、
残
念
な
が
ら
、
そ
こ
で
学

ぶ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
後
、
早
稲
田
大
学
の
語
学

研
究
所
で
、
文
学
の
大
村
益
夫
先

生
、
そ
れ
か
ら
母
語
話
者
の
金
裕

鴻
先
生
の
講
座
で
学
ぶ
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
師
と
い
う
も
の
の
な

い
身
に
と
っ
て
、
本
当
に
う
れ
し

い
こ
と
で
し
た
。

　

79
年
に
、
日
本
の
美
術
家
３
人

と
一
緒
に
ソ
ウ
ル
に
初
め
て
行
っ

て
、
ソ
ウ
ル
の
３
人
の
作
家
と
現

代
美
術
の
グ
ル
ー
プ
展
を
開
く
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
持
ち
ま
し
た
。
当

時
は
「
日
本
人
を
初
め
て
見
た
」

と
い
う
人
や
「
日
本
人
は
嫌
い

だ
」
と
面
と
向
か
っ
て
言
う
人
も

い
る
よ
う
な
時
代
。
私
自
身
は
、

通
訳
な
ど
も
含
め
、
こ
の
体
験
を

通
し
て
、
人
や
言
葉
に
触
れ
、
心

底
、
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

　

―
長
い
間
の
独
学
の
経
験

が
、
こ
の
本
の
誕
生
に
つ
な
が
っ

た
の
で
す
ね
。

　
野
間　

独
学
し
て
い
た
頃
、
私

に
と
っ
て
師
と
呼
べ
る
の
は
本
だ

け
。
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
書

物
に
尋
ね
る
し
か
な
い
の
で
す
。

書
物
が
い
か
に
大
切
か
骨
身
に
沁

み
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
で
す
か

ら
孤
独
に
学
ん
で
い
る
人
の
た
め

に
こ
そ
、
書
か
ね
ば
、
本
を
書
く

と
き
は
、
正
直
、
い
つ
も
そ
う
い

う
思
い
が
た
ぎ
る
の
で
す
。

　

見
る
と
、
書
き
手
は
、
本
を
出

す
と
き
に
、
往
々
に
し
て
原
稿
を

編
集
者
に
渡
し
て
終
わ
る
。
私

は
、
本
を
書
か
せ
て
い
た
だ
く
と

き
は
、「
書
物
は
形
式
も
内
容
の

一
部
で
あ
る
」
と
編
集
者
の
方
に

真
っ
先
に
言
う
の
で
す
。
中
身
は

も
と
よ
り
、
表
紙
か
ら
帯
に
い
た

る
ま
で
ビ
シ
ー
ッ
と
魂
を
込
め
た

い
。
視
覚
的
に
も
美
し
く
、
手
触

り
ま
で
も
最
高
の
も
の
を
作
り
た

い
わ
け
で
す
。

　

―
こ
の
本
を
読
む
と
、
先
生

と
と
も
に
、
新
た
な
文
字
と
文
章

が
生
ま
れ
る
革
命
に
立
ち
会
っ
た

よ
う
な
気
に
な
り
ま
す
。

　

野
間　

う
れ
し
い
で
す
ね
。
私

は
、
ハ
ン
グ
ル
は
、
お
も
し
ろ

い
、
す
ご
い
、
そ
し
て
深
い
、
と

い
う
こ
と
を
ど
う
し
て
も
書
き
た

か
っ
た
の
で
す
。
ハ
ン
グ
ル
を
見

る
と
、
漢
字
や
仮
名
や
ロ
ー
マ
字

も
見
え
る
。
文
字
だ
け
で
は
な

い
、
言
語
と
は
何
か
、
知
と
は
何

か
、
そ
こ
に
は
知
と
感
性
の
あ
り

と
あ
ら
ゆ
る
細
部
を
支
え
る
も
の

が
あ
り
、
大
き
な
深
い
問
い
が
横

た
わ
っ
て
い
ま
す
。
ハ
ン
グ
ル
の

誕
生
と
そ
の
歴
史
を
広
く
普
遍
的

な
視
野
か
ら
見
つ
め
直
せ
ば
、
日

本
語
に
つ
い
て
も
、
あ
る
い
は
言

葉
と
い
う
も
の
を
学
ぶ
こ
と
や
教

え
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
さ
ま
ざ

ま
な
形
で
考
え
を
深
め
る
、
大
き

な
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
と
思
う
の
で
す
。

　

日
本
の
読
書
人
の
間
で
、
あ
る

い
は
若
者
た
ち
の
間
で
、
現
在
の

ソ
ウ
ル
か
ら
発
信
さ
れ
る
映
画
や

歌
な
ど
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば

の
め
り
こ
む
ほ
ど
ま
で
に
共
感
さ

れ
て
い
ま
す
ね
。
文
学
に
つ
い
て

も
だ
い
ぶ
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。

異論 提言 アンニョンハシムニカ

　昨年、「第22回アジア・太

平洋賞」（主催＝毎日新聞社

・アジア調査会）の大賞を受

賞した「ハングルの誕生」。

歴史、文化から言語学、記号

論、音声学など多岐に渡る概

念を駆使しながら、ハングル

の世界史的な意味を追究した

傑作である。推理小説のよう

な緊張感もあり、読者の知的

好奇心を満たし、飽きさせず

に引っ張っていく。スリリン

グで、知的、掛け値なしのお

もしろさで、ワクワクさせら

れる。創製の頃は漢字と闘

い、20世紀には日本語と闘っ

たハングル、そのたどった軌

跡。その闘いはまさに朝鮮民

族のたどった運命に重なる。

併合100年の昨年、ハングル

創製から567年に及ぶ壮大な

知のドラマを世に問うた奇跡

に脱帽するしかない。

取材余話

　

で
は
、
知
の
世
界
で
は
ど
う
で

し
ょ
う
か
。「
ど
う
だ
、
こ
れ

は
」
と
言
え
る
も
の
は
何
か
。
こ

う
し
た
問
い
に
真
っ
先
に
答
え
る

も
の
が
「
訓
民
正
音
」
つ
ま
り

「
ハ
ン
グ
ル
」
で
あ
る
と
思
う
わ

け
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
す
ご

さ
、
深
さ
を
日
本
語
で
わ
か
り
や

す
く
書
か
れ
た
も
の
が
こ
れ
ま
で

は
な
か
っ
た
。

　

学
術
書
、
論
文
は
ぼ
う
大
な
も

の
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
読
書
人

の
目
に
さ
え
、
な
か
な
か
触
れ
え

な
い
わ
け
で
す
ね
。

　

た
と
え
ば
、
朝
鮮
の
こ
と
を
よ

く
知
っ
て
い
る
知
識
人
で
も
「
中

国
は
す
ご
い
、
日
本
も
す
ご
い
」

と
思
っ
て
も
、「
朝
鮮
半
島
は
そ

れ
な
り
に
が
ん
ば
っ
て
い
る
か

な
」
と
い
う
程
度
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
芸
術
や
文
芸
を
除
く

と
、
朝
鮮
語
圏
の
「
知
」
は
要
す

る
に
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ

て
い
な
い
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
中
で
、
そ
の
「
訓
民

正
音
」
の
思
想
の
知
の
高
み
を
ど

れ
だ
け
書
け
る
か
と
い
う
こ
と
に

よ
っ
て
「
訓
民
正
音
」
の
評
価
が

ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
く
る
わ
け
で

す
ね
。
私
た
ち
は
ぎ
り
ぎ
り
の
知

の
高
み
を
描
き
き
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
た
め
に
は
、
過
去
に
何

か
お
も
し
ろ
い
文
字
が
あ
っ
て
ユ

ニ
ー
ク
だ
な
ど
と
い
っ
た
表
面
的

な
説
明
で
終
わ
る
の
で
も
な
く
、

民
族
の
栄
光
を
誇
る
だ
け
の
よ
う

な
狭
い
民
族
主
義
的
な
方
向
で
も

な
く
、
同
時
代
、
現
代
の
私
た
ち

か
ら
見
て
、「
訓
民
正
音
」
と
そ

の
思
想
を
い
か
に
位
置
づ
け
う
る

か
と
い
う
、
普
遍
的
な
と
こ
ろ
か

ら
見
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
ど
う

し
て
も
、
優
れ
て
言
語
学
的
、
文

字
論
的
な
視
座
、
そ
し
て
「
知
」

と
い
う
視
座
か
ら
照
ら
さ
ね
ば
な

ら
な
い
わ
け
で
す
。

　

ハ
ン
グ
ル
は
20
世
紀
の
言
語
学

が
到
達
し
た
「
音
素
」
と
い
う
単

位
、
自
分
た
ち
の
言
語
の
音
素

に
、
す
で
に
15
世
紀
の
半
ば
に
独

自
に
た
ど
り
着
き
、
そ
の
音
素
そ

れ
ぞ
れ
に
形
を
与
え
た
。「
音
を

形
に
し
よ
う
」
と
い
う
思
想
で
す

ね
。
こ
の
音
素
に
相
当
す
る
単
位

に
よ
っ
て
、
音
節
を
初
声
、
中

声
、
終
声
と
い
う
３
つ
の
要
素
に

解
析
す
る
わ
け
で
す
。

　

も
っ
と
す
ご
い
の
は
、
高
低
ア

ク
セ
ン
ト
を
文
字
体
系
に
組
み
入

れ
、
そ
れ
も
今
日
「
傍
点
」
と
呼

ば
れ
る
点
を
用
い
て
形
に
し
た
こ

と
で
す
。
傍
点
は
今
日
の
ハ
ン
グ

ル
で
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の

で
、
や
や
も
す
る
と
忘
れ
ら
れ
や

す
い
の
で
す
。
現
代
の
平
壌
方
言

や
ソ
ウ
ル
方
言
で
は
失
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
15
世
紀
の
朝
鮮
語
で
は

ア
ク
セ
ン
ト
で
言
葉
の
意
味
を
区

別
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
傍
点

で
表
し
た
わ
け
で
す
。
日
本
語
の

東
京
方
言
の
「
端
で
」「
橋
で
」

「
箸
で
」
の
よ
う
に
、
音
の
高
低

で
単
語
の
意
味
を
区
別
し
て
い
た

の
で
す
。
ち
な
み
に
今
、
漢
字
で

書
く
と
、
表
意
文
字
で
す
か
ら
こ

の
３
つ
の
意
味
の
区
別
が
で
き
ま

す
が
、「
は
し
で
」
と
仮
名
で
書

く
と
、
意
味
が
わ
か
り
ま
せ
ん

ね
。
仮
名
は
音
を
表
す
け
れ
ど

も
、
ア
ク
セ
ン
ト
が
表
記
さ
れ
な

い
か
ら
で
す
ね
。
音
の
高
低
が
意

味
の
区
別
に
関
与
し
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
仮
名
に
は
表
記
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

世
宗
た
ち
の
す
ご
さ
の
一
つ

は
、「
意
味
の
区
別
に
関
与
す
る

要
素
は
す
べ
て
形
に
す
る
」
と
い

う
思
想
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
ア
ク

セ
ン
ト
に
関
し
て
は
、
研
究
者
た

ち
も
し
ば
し
ば
本
質
を
見
失
い
ま

す
。
音
節
を
３
つ
に
分
け
て
、
ま

あ
、
ア
ク
セ
ン
ト
も
表
記
し
た
、

と
い
う
ふ
う
に
、
ま
る
で
お
ま
け

の
よ
う
に
言
い
が
ち
な
の
で
す

ね
。
そ
れ
は
違
う
。
ア
ク
セ
ン
ト

も
、
で
は
な
く
、「
訓
民
正
音
」

の
思
想
に
あ
っ
て
は
、
ア
ク
セ
ン

ト
の
表
記
は
不
可
欠
の
も
の
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
一
つ
の
音
節
を
初
声
の
子
音
、

中
声
の
母
音
、
終
声
の
子
音
、
そ

し
て
ア
ク
セ
ン
ト
と
い
う
四
つ
の

要
素
に
解
析
し
、
そ
の
す
べ
て
に

形
を
与
え
、
そ
れ
ら
を
動
的
に
総

合
す
る
と
い
う
、
ま
っ
た
く
新
た

な
仕
組
み
を
作
り
上
げ
た
の
で

す
。

　

い
ま
動
的
と
申
し
上
げ
ま
し
た

が
、
こ
の
点
は
ハ
ン
グ
ル
の
一
文

字
だ
け
見
て
い
て
も
わ
か
ら
な

い
。
ど
う
し
て
も
音
節
と
音
節
の

結
合
ま
で
見
な
け
れ
ば
、
そ
の
お

も
し
ろ
さ
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
さ

ら
に
文
字
を
作
っ
た
だ
け
で
文
章

が
で
き
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
文
章
、
テ
ク
ス
ト
は
新
た
に

創
造
し
な
い
と
い
け
な
い
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
シ

ス
テ
ム
は
漢
字
と
は
ま
っ
た
く
異

な
っ
た
も
の
で
す
ね
。
世
宗
た
ち

朝
鮮
王
朝
の
知
識
人
た
ち
は
、

「
正
音
」
の
創
製
に
あ
た
っ
て
漢

字
の
シ
ス
テ
ム
を
捨
て
る
と
こ
ろ

か
ら
始
め
た
。
こ
れ
が
重
要
な
の

で
す
。

　

そ
し
て
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
こ

そ
が
、
漢
字
で
は
表
せ
な
い
、
朝

鮮
語
の
固
有
の
言
葉
を
表
し
う
る

わ
け
で
す
。
擬
声
擬
態
語
な
ど
に

至
る
ま
で
で
す
ね
。

　

「
訓
民
正
音
」
以
前
、
固
有
の

言
葉
は
「
知
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
日
本
語
で
言
え
ば
、
漢

語
は
知
だ
け
れ
ど
も
、
和
語
は
知

で
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
も
の

で
す
。「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
か

「
わ
び
」
と
か
「
や
ま
と
ご
こ

ろ
」
な
ど
と
い
っ
た
、
固
有
の
言

葉
で
表
さ
れ
る
も
の
は
知
で
は
な

か
っ
た
。
母
語
は
知
で
は
な
か
っ

た
。
存
在
論
の
根
本
「
あ
る
」
と

い
う
言
葉
も
、
認
識
論
の
根
本

「
し
る
」
と
い
う
言
葉
も
知
で
は

な
か
っ
た
。
い
わ
ば
そ
う
い
っ
た

時
代
の
中
で
、「
訓
民
正
音
」

は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
固
有
の
言

葉
、
母
語
を
「
知
」
の
中
に
組
み

入
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
す
ご

い
。
知
の
根
幹
が
ま
っ
た
く
組
み

替
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
こ

と
も
こ
れ
ま
で
の
訓
民
正
音
論
が

き
ち
ん
と
位
置
づ
け
て
こ
な
か
っ

た
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

今
お
話
し
た
こ
と
は
一
例
に
す

ぎ
な
い
の
で
す
が
、「
訓
民
正

音
」
を
め
ぐ
る
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ

る
問
題
に
つ
い
て
、
い
ま
一
度
、

普
遍
的
な
地
平
か
ら
照
ら
し
返
す

と
、
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
人
間
に

と
っ
て
根
底
的
な
問
い
を
問
う
こ

と
に
も
な
り
う
る
わ
け
で
す
。
そ

う
い
う
意
味
で
、「
訓
民
正
音
」

は
、
単
に
一
つ
の
言
語
圏
だ
け
の

財
産
で
は
な
く
、
類
的
存
在
と
し

て
の
、
人
類
と
し
て
の
大
き
な
資

産
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
　

　

―
本
に
は
「
ハ
ン
グ
ル
」
へ

の
敬
意
、
愛
情
、
好
奇
心
な
ど
あ

ら
ゆ
る
豊
か
な
感
情
が
流
れ
て
い

ま
す
。

　

野
間　

私
が
ハ
ン
グ
ル
に
の
め

り
込
ん
で
、
ハ
ン
グ
ル
だ
け
褒
め

ち
ぎ
っ
て
い
る
と
思
っ
て
お
ら
れ

る
方
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
違
う
ん
で
す
ね
。
も
ち
ろ

ん
、
漢
字
も
仮
名
も
非
常
に
お
も

し
ろ
い
の
で
す
。
そ
う
し
た
お
も

し
ろ
さ
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く

の
書
物
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、

「
訓
民
正
音
」
の
す
ご
さ
は
決
定

的
に
知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
す

ご
さ
に
少
し
で
も
肉
迫
し
た
い
わ

け
で
す
。

　

知
と
い
う
の
は
、
歴
史
の
中
に

息
づ
い
て
い
る
も
の
で
す
ね
。
し

か
し
、
あ
る
時
代
に
屹
立
す
る
高

い
知
と
い
う
も
の
が
、
過
去
に
単

に
存
在
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
人

々
が
そ
れ
を
知
と
し
て
認
識
す
る

わ
け
で
は
な
い
。
今
日
の
同
時
代

人
が
ぎ
り
ぎ
り
と
言
語
化
し
、
位

置
づ
け
直
し
て
初
め
て
、
歴
史
の

中
の
知
を
同
時
代
の
知
と
し
て
共

に
し
う
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ

し
て
感
動
も
共
に
で
き
る
わ
け
で

す
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
「
訓
民

正
音
」
は
過
ぎ
去
っ
た
栄
光
で
は

な
く
、
未
来
を
も
照
ら
し
て
く
れ

る
、
現
在
の
私
た
ち
に
と
っ
て
の

「
生
き
た
問
い
」
な
の
で
す
。

　

―
こ
の
本
に
つ
い
て
、
思
想

家
の
西
谷
修
先
生
が
、「
ど
ん
な

分
断
も
対
立
も
超
え
て
行
き
交
え

る
知
の
営
み
に
よ
る
東
ア
ジ
ア
の

相
互
理
解
へ
の
掛
け
値
な
し
の
貢

献
」
で
あ
る
と
言
っ
て
お
ら
れ
る

の
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
こ
と
な

の
で
す
ね
。

　

こ
の
本
を
野
間
秀
樹
先
生
は
、

「『
訓
民
正
音
』
と
は
、
ア
ジ
ア

東
方
の
極
に
現
れ
た
、
エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル
の
奇
跡
で
あ
る
」
と
い
う

言
葉
で
結
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。
私

に
は
「
訓
民
正
音
」
の
奇
跡
で
も

あ
り
、
私
た
ち
が
「
ハ
ン
グ
ル
の

誕
生
」
と
い
う
書
物
と
出
会
え
る

奇
跡
で
も
あ
る
よ
う
に
思
え
ま

す
。
こ
の
書
物
の
感
動
を
、
読
者

の
み
な
さ
ん
と
共
に
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
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