
ブ
ー

バ
ー
に
お
け
る
汝
と
し
て
の
聖
書
言
語
（
二
）

一
聖
書
翻
訳
と
万
人
預
言
者
論
1

堀
　
川
　
敏
　
寛

は
じ
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
前
稿
「
汝
と
し
て
の
聖
書
言
語
（
一
）
1
偽
り
の
預
言
と
預
言
者
の
誤
解
1
」
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
聖
書
言
語
に
「
汝
」
と
し
て
向

き
合
い
、
そ
の
聖
書
を
通
し
て
聴
き
う
る
「
語
ら
れ
た
言
葉
」
と
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
偽
り
の
預
言
を
突
破
し
、
神
の
使
信
へ
と
出
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

う
こ
と
が
論
じ
ら
れ
た
。
本
稿
で
は
、
わ
れ
わ
れ
読
み
手
が
聖
書
へ
と
向
き
合
う
際
に
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
ぬ
「
翻
訳
」
の
問
題
と
、

前
稿
で
論
じ
ら
れ
た
誤
解
す
る
預
若
者
の
克
服
を
「
万
人
預
言
者
論
」
と
「
預
言
者
の
挫
折
」
と
い
う
主
題
か
ら
更
に
展
開
す
る
形
で
、
聖

書
雷
語
の
「
汝
性
」
の
議
論
を
深
め
た
い
。

　
本
稿
は
次
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
。
ブ
ー
バ
ー
は
聖
書
を
翻
訳
す
る
際
、
読
み
手
が
聖
書
を
介
し
て
、
神
的
な
声
と
い
う
語
ら
れ
た
門
葉

と
出
会
う
こ
と
を
意
図
す
る
。
そ
れ
は
読
み
手
が
、
言
葉
に
対
し
て
我
一
期
の
関
わ
り
を
も
っ
て
向
き
合
う
と
い
う
目
的
の
た
め
の
作
業
で

あ
る
（
一
）
。
そ
の
目
的
の
た
め
、
彼
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
原
語
の
持
つ
音
韻
構
造
や
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
配
置
と
い
う
文
体
や
形
式
を
崩
す
こ
と
な

く
、
ド
イ
ツ
語
訳
を
試
み
る
。
翻
訳
と
は
こ
の
両
者
が
出
会
う
た
め
の
道
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
る
（
二
）
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
か
ら
先
は
、

万
人
が
預
言
者
と
な
っ
て
直
接
言
葉
を
聴
く
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
関
わ
り
方
が
重
要
に
な
る
。
イ
ザ
ヤ
に
お
い
て
既
に
示
さ
れ
て
い
た
「
神

の
栄
光
が
斜
地
に
満
ち
る
」
と
い
う
預
言
は
、
第
百
イ
ザ
ヤ
の
時
代
に
到
っ
て
、
預
言
者
に
限
ら
ず
、
万
人
が
神
の
語
り
か
け
を
受
け
入
れ

ブ
ー
バ
ー
に
お
け
る
汝
と
し
て
の
聖
書
言
語
（
二
）

五
一
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る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
モ
ー
セ
が
か
つ
て
望
ん
で
い
た
万
人
預
言
者
論
が
具
体
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
三
）
。
そ
も
そ
も
預
言
者
の
本
質

は
、
自
ら
の
告
知
す
る
震
葉
が
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
挫
折
す
る
こ
と
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
は
偽
り
の
預
言
を
告
知
す
る
恐
れ
が
あ
る
た

め
、
預
言
の
成
就
に
は
危
険
性
が
と
も
な
う
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
彼
ら
の
預
言
は
、
未
来
へ
の
希
望
と
し
て
存
続
す
る
（
嬢
）
。
聖
書
言

語
の
理
解
と
誤
解
を
分
け
る
客
観
的
基
準
は
存
在
し
な
い
。
そ
も
そ
も
聖
書
言
語
は
不
変
的
な
も
の
で
は
な
く
、
読
み
手
の
受
け
取
り
方
に

よ
っ
て
意
味
が
変
遷
す
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
聖
書
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
「
そ
れ
」
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
受
け
取
っ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ

な
ら
聖
書
に
お
け
る
語
ら
れ
た
三
葉
は
、
た
だ
「
汝
」
と
し
て
読
み
手
と
の
関
係
の
中
で
の
み
、
伝
達
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（
五
）
。

聖
書
翻
訳
の
意
図
と
目
的
一
関
係
性
の
回
復

　
最
初
に
、
ブ
ー
バ
ー
が
盤
書
の
ド
イ
ツ
語
訳
を
試
み
た
意
図
と
目
的
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　
　
わ
た
し
（
ブ
ー
バ
；
）
が
聖
書
原
文
を
翻
訳
も
し
く
は
注
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
時
に
は
、
い
つ
も
恐
怖
と
戦
馬
を
も
っ
て
、
不
可

　
　
避
的
に
神
の
言
葉
と
人
間
の
言
葉
の
間
を
短
径
い
な
が
ら
そ
う
す
る
の
で
あ
る
（
ω
♪
N
。
。
）
。

　
翻
訳
の
重
要
性
は
、
そ
れ
が
読
み
手
が
最
初
に
テ
ク
ス
ト
へ
と
向
き
合
う
際
の
媒
介
と
な
る
点
に
あ
る
。
翻
訳
は
あ
く
ま
で
「
人
間
の
言

葉
」
で
あ
る
が
、
「
神
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
雷
葉
」
を
開
示
す
る
課
題
が
、
翻
訳
者
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
神
と
人
聞
と
の
言
葉
の
間
を
彷

径
う
こ
と
が
、
聖
書
を
翻
訳
す
る
者
の
難
し
さ
で
あ
り
、
ブ
…
バ
ー
は
恐
怖
と
戦
煙
を
も
っ
て
、
そ
の
作
業
に
従
事
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
翻
訳
者
の
力
蟄
に
よ
っ
て
読
み
手
と
神
の
言
葉
と
が
出
会
い
得
る
か
ど
う
か
が
定
ま
り
、
翻
訳
者
の
意
向
に
よ
っ
て
読
み
手
が
受

容
す
る
言
葉
の
内
実
は
左
右
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ブ
…
パ
！
の
直
弟
子
で
あ
る
グ
ラ
ッ
ツ
ァ
…
は
、
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。

　
　
あ
る
も
の
が
翻
訳
さ
れ
た
時
に
初
め
て
、
そ
れ
は
真
実
の
声
と
な
り
、
も
は
や
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
セ
プ
チ
ェ
ア
ギ
ン
タ
の
中

　
　
で
初
め
て
、
啓
示
（
神
の
醤
葉
）
は
世
界
中
の
自
宅
へ
と
来
る
こ
と
が
驚
能
と
な
っ
た
。
（
蝕
讐
器
が
さ
。
鴇
山
①
O
）
。

　
彼
は
こ
れ
ま
で
為
さ
れ
て
き
た
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
（
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
照
約
聖
書
）
の
翻
訳
に
対
す
る
不
満
ゆ
え
に
、
新
た
な
ヂ
イ



ツ
語
訳
を
試
み
た
。
今
ま
で
聖
書
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
翻
訳
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
滑
ら
か
な
概
念
言
語
へ
の
翻
訳
、
名
目

上
は
馴
染
み
の
あ
る
雷
語
へ
の
翻
訳
だ
が
、
実
際
は
流
暢
に
し
た
だ
け
の
翻
訳
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
こ
と
が
、
彼
は
不
満
で
あ
っ
た

（陣

ﾑ
準
）
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
彼
が
危
惧
す
る
こ
と
は
次
の
点
に
あ
る
。

　
　
今
日
の
人
間
は
、
聖
書
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
た
り
、
そ
れ
に
反
論
す
る
た
め
に
、
も
は
や
言
葉
に
向
か
っ
て
自
ら
を
さ
ら
す
こ
と
が
な

　
　
い
。
も
は
や
自
ら
の
生
を
言
葉
に
直
面
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
（
＜
①
a
①
暮
ω
o
げ
量
o
q
』
）
。

　
聖
書
に
お
け
る
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
音
は
、
流
暢
な
概
念
で
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
愚
な
き
神
学
的
・
文
学
的
雄
弁
さ
が
混
入
し
た
。

そ
れ
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
が
持
つ
特
有
の
語
感
か
ら
、
神
的
な
声
を
獲
得
す
る
代
わ
ウ
に
、
二
千
年
に
渡
っ
て
蓄
積
さ
れ
て
き
た
知
性
に
よ
る
読

み
が
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
（
＜
①
H
α
⑦
自
け
ω
O
げ
9
コ
ひ
q
》
　
切
）
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
ブ
ー
バ
ー
は
入
間
に
対
し
て
訴
え
か
け
て
く
る

声
や
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
音
韻
構
造
を
大
切
に
す
る
。
そ
し
て
こ
の
音
声
と
し
て
の
言
葉
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
耳
を
傾
け
、
自
ら
を
さ
ら

し
、
生
を
直
面
さ
せ
る
た
め
の
翻
訳
を
考
案
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ブ
ー
バ
ー
の
聖
書
翻
訳
が
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
視
座
に
新
た
な
光

を
投
げ
た
、
と
ア
ン
ド
レ
ア
・
ポ
ー
マ
は
評
価
す
る
。

　
　
ブ
ー
バ
ー
と
ロ
ー
ゼ
ソ
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
翻
訳
は
、
単
に
聖
書
を
語
ら
れ
た
言
葉
と
し
て
再
紹
介
し
た
だ
け
で
な
く
、
こ
の
仕
方
で
聖
書

　
　
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
は
語
ら
れ
た
言
葉
を
一
般
的
な
意
昧
で
再
紹
介
し
た
こ
と
に
あ
る
（
℃
O
露
鋤
匂
ド
刈
ω
）
。

　
今
日
、
神
の
言
葉
が
稀
で
あ
る
理
由
は
、
語
ら
れ
た
言
葉
が
、
概
し
て
稀
な
も
の
で
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
言
語
論
的
転
回

の
文
化
に
お
い
て
、
逆
説
的
に
で
は
あ
る
が
、
も
は
や
語
ら
れ
た
言
葉
の
占
め
る
場
所
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
に

よ
る
「
書
か
れ
た
蓮
葉
は
音
韻
中
心
主
義
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
断
言
さ
れ
る
」
と
い
う
視
座
は
、
少
な
く
と
も
発
話
に
お
け
る
音
声
や

音
素
の
側
面
と
い
う
リ
ア
リ
テ
ィ
に
ほ
と
ん
ど
対
応
し
な
い
。
す
な
わ
ち
語
ら
れ
た
言
葉
は
も
は
や
鳴
り
響
か
な
い
の
で
あ
る
。
音
の
調

子
・
音
の
激
し
さ
・
音
の
大
き
さ
・
リ
ズ
ム
・
ア
ク
セ
ン
ト
・
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
さ
・
緩
急
・
そ
し
て
音
の
休
止
さ
え
も
、
事
実
上
全
て
が
忘

れ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
た
だ
語
ら
れ
た
言
葉
の
音
に
お
い
て
の
み
、
切
望
す
る
叙
情
的
な
調
子
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ボ
ス

ブ
ー
バ
ー
に
お
け
る
汝
と
し
て
の
聖
書
言
語
（
二
）

五
三
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四

ト
モ
ダ
ソ
文
化
は
記
述
（
≦
論
詰
⑦
q
）
の
優
位
と
、
口
述
（
o
署
長
《
）
の
失
墜
に
向
け
て
の
長
い
過
程
の
絶
頂
を
構
成
し
た
と
言
え
よ
う
。

む
し
ろ

　
　
言
葉
を
鳴
り
響
か
せ
る
こ
と
、
言
葉
を
新
た
に
鳴
ら
す
こ
と
、
そ
れ
は
た
と
え
音
声
が
無
く
、
聞
こ
え
な
い
状
況
で
あ
っ
て
も
、
わ
れ

　
　
わ
れ
に
と
っ
て
不
在
の
関
係
性
を
存
在
さ
せ
る
よ
う
生
き
る
唯
一
の
方
法
で
あ
る
（
℃
O
口
P
鋤
”
一
日
A
）
。

と
、
ポ
ー
マ
は
、
聖
書
に
お
け
る
声
や
語
り
か
け
を
再
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
不
在
と
な
っ
て
い
る
関
係
性
を
存

在
せ
し
め
る
点
に
、
ブ
：
バ
ー
訳
聖
書
の
意
義
を
見
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
記
述
言
語
と
し
て
の
聖
書
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
「
そ
れ
」

（
モ
ノ
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
議
論
や
分
析
の
対
象
で
あ
り
、
黙
読
に
よ
っ
て
目
で
読
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
音
声
や
語
り
か
け
の
言

葉
と
し
て
聖
書
に
向
き
合
う
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
幻
化
を
聴
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
聖
書
言
語
は
、
そ
こ
で
常
に
神
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
使

信
）
が
発
せ
ら
れ
る
点
に
お
い
て
、
そ
の
他
諸
々
の
書
物
と
は
異
な
る
雷
語
性
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
聖
書
言
語
は
、
「
汝
」
と
し
て
関

わ
ら
ぬ
限
り
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
半
里
を
聞
き
と
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
ブ
！
バ
ー
が
今
日
の
人
間
に
求
め
る
も
の
は
、
聖
書
の
感
覚

や
感
性
と
の
「
畏
敬
に
満
ち
た
親
交
」
（
＜
2
嘗
雲
昏
Φ
ε
で
あ
り
、
そ
れ
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
彼
の
思
想
で
・
王
題
と
な
っ
て
い
る
我
－
汝
関

係
の
回
復
で
あ
る
（
＜
興
創
⑦
暮
ω
o
ゴ
瓢
羅
⑦
q
℃
㎝
）
。

二
　
翻
訳
に
お
け
る
非
流
暢
さ
1
出
会
い
へ
の
道

　
ブ
…
バ
ー
に
と
っ
て
の
翻
訳
と
は
、
読
み
手
と
神
的
な
声
と
の
出
会
い
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
と

ド
イ
ツ
語
の
間
を
行
き
来
す
る
単
な
る
言
語
の
転
換
作
業
で
は
な
い
。
書
か
れ
た
言
葉
を
通
し
て
、
如
何
に
し
て
語
ら
れ
た
鉱
毒
へ
と
到
達

す
る
か
、
こ
れ
が
翻
訳
者
の
使
命
で
あ
り
、
ブ
；
パ
ー
が
実
践
し
た
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
の
ド
イ
ツ
語
訳
作
業
で
あ
る
。

　
　
ド
イ
ツ
語
の
音
声
形
体
は
、
受
け
入
れ
ら
れ
る
語
ら
れ
た
も
の
と
合
致
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
当
然
そ
れ
は
無
言
で
読
む
た
め
で

　
　
は
な
く
、
完
全
な
音
価
を
引
き
出
す
よ
う
な
正
し
い
朗
読
の
た
め
で
あ
る
。
ま
た
我
々
の
甕
書
の
ド
イ
ツ
語
化
は
「
叫
ば
れ
」
ね
ぽ
な



　
　
ら
な
い
。
そ
し
て
ド
イ
ツ
語
化
さ
れ
た
結
果
、
そ
こ
で
の
非
流
暢
さ
は
た
だ
奇
異
さ
へ
と
陥
る
（
騎
に
落
ち
な
い
）
で
あ
ろ
う
（
＜
①
噌
－

　
　
締
簿
ω
魯
蝶
雛
o
q
る
）
。

　
こ
の
「
非
流
暢
さ
」
そ
れ
自
体
が
、
ブ
ー
バ
ー
の
翻
訳
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
流
暢
な
翻
訳
に
よ
る
聖
書
へ
の

誤
っ
た
精
通
や
付
き
合
い
方
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
が
非
流
暢
な
翻
訳
を
望
ん
だ
理
由
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
原
語
の
持
つ
オ
リ
ジ

ナ
リ
テ
ィ
を
極
力
ド
イ
ッ
語
訳
に
お
い
て
も
再
現
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
原
語
の
持
つ
文
体
や
形
式
に
こ
そ
、
告
知
さ
れ

る
言
葉
の
内
実
が
密
接
に
関
連
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
預
言
者
の
告
知
に
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
そ
の
象
徴
や
比
喩
で
は
な
く
、
む
し
ろ
古
ヘ
ブ
ラ
イ
語
に
お
け
る
感
性
の
根
元
的
流
れ
、
文
章

　
　
構
成
の
引
き
締
ま
っ
た
緊
張
感
、
様
式
、
語
根
の
類
似
性
や
調
和
…
…
韻
律
法
を
超
え
て
迫
っ
て
く
る
よ
う
な
力
強
い
動
き
や
リ
ズ
ム

　
　
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
告
知
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
翻
訳
者
に
対
し
て
、
根
本
的
に
達
成
不
可
能
な
使
命
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と

　
　
を
意
味
す
る
（
＜
Φ
a
①
簿
ω
o
げ
§
ぴ
q
為
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
ブ
ー
バ
ー
は
翻
訳
に
際
し
て
、
「
直
訳
」
や
「
音
声
形
体
の
保
持
」
を
大
切
に
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
神
の
使
信
（
語
ら
れ
た
言
葉
）
を

読
み
手
に
届
け
る
た
め
に
「
音
」
や
「
声
」
を
重
視
し
た
彼
な
り
の
工
夫
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
な
ぜ
直
訳
が
求
め
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ

は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
原
文
が
持
つ
、
語
呂
合
わ
せ
、
語
頭
韻
や
語
尾
韻
、
母
野
と
子
韻
ら
が
、
決
定
的
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
シ
ン
タ

ッ
ク
ス
を
引
き
継
い
だ
ド
イ
ツ
語
化
に
意
義
が
見
い
だ
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
読
み
手
は
、
何
も
翻
訳
を
読
む
の
み
な
ら
ず
、

「
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
る
ヘ
ブ
ラ
イ
的
な
音
」
自
体
を
も
読
む
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
（
＜
Φ
鼠
①
耳
ω
魯
馨
o
q
”
㎝
）
。
し
た
が
っ
て
ブ
ー
バ

i
訳
聖
書
は
、
内
容
の
意
味
伝
達
を
重
視
し
て
な
い
た
め
、
極
め
て
理
解
し
に
く
い
も
の
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
ブ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
「
理
解

し
や
す
さ
」
や
「
流
暢
さ
」
は
、
最
も
避
け
る
べ
き
道
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ
れ
は
原
語
の
持
つ
固
有
性
を
ド
イ
ツ
語
へ
と
還
元
す
る

作
業
で
あ
り
、
根
源
的
な
音
声
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
ブ
ー
バ
ー
の
聖
書
翻
訳
が
成
就
さ
れ
る
た
め
に
は
、
聖
書
に
対
し
て
向
き
合
う
わ
れ
わ
れ
の
姿
勢
を
も
問
わ
れ
る
。
彼
が
提
供
す
る

ブ
ー
バ
ー
に
お
け
る
汝
と
し
て
の
聖
書
言
語
（
二
）

五
五
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五
六

翻
訳
と
は
、
音
声
と
し
て
の
語
ら
れ
た
欝
葉
や
そ
れ
が
伝
達
さ
れ
て
き
た
記
憶
と
、
読
み
手
と
を
出
会
わ
せ
る
（
じ
σ
①
門
ひ
O
コ
Φ
暫
　
H
O
Q
b
O
）
た
め
の

い
わ
ば
「
一
つ
の
道
」
（
一
げ
一
匹
こ
　
H
Q
o
ω
）
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ベ
ル
ト
ー
ン
に
雷
わ
せ
れ
ば
「
決
し
て
完
成
す
る
こ
と
も
な
く
、
目

的
地
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
」
場
所
へ
と
読
み
手
を
誘
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
こ
か
ら
先
は
、
読
み
手
の
テ
ク
ス
ト
へ
の
「
関
わ
り

方
」
が
問
わ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
翻
訳
は
「
ド
ア
」
で
あ
り
、
警
晃
で
あ
っ
て
、
決
し
て
解
答
や
解
決
策
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
瞥
晃
が
、

両
者
の
出
会
い
と
い
う
新
た
な
地
平
を
開
く
の
で
あ
る
。

三
　
万
人
預
言
者
論
ー
イ
ザ
ヤ
か
ら
第
ニ
イ
ザ
ヤ
へ

　
翻
訳
者
は
、
あ
く
ま
で
読
み
手
に
対
し
て
、
語
ら
れ
た
言
葉
へ
の
窓
口
を
提
供
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
る
。
そ
こ
で
当
然
求
め
ら
れ
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

は
、
読
み
手
が
い
わ
ぽ
預
雷
者
に
な
り
、
直
接
的
に
神
が
語
る
言
葉
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
皆
が
預
言
者

に
な
る
こ
と
を
ブ
ー
パ
ー
が
ど
う
理
解
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
こ
こ
で
論
ず
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ブ
ー
バ
ー
に
よ
る

イ
ザ
ヤ
書
の
解
釈
か
ら
明
確
に
な
る
。

　
先
ず
、
預
言
者
イ
ザ
ヤ
が
、
天
の
聖
域
に
座
す
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
栄
光
を
そ
の
目
で
見
た
、
彼
の
習
命
記
事
（
六
章
）
を
取
り
上
げ
た
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

（
凋
ρ
H
O
逡
）
。
イ
ザ
ヤ
は
、
自
身
が
召
命
さ
れ
た
蒋
、
栗
使
セ
ラ
フ
ィ
ム
の
声
を
聞
い
た
。
セ
ラ
フ
ィ
ム
は
、
「
聖
な
る
か
な
」
と
三
度
、

神
を
褒
め
称
え
な
が
ら
イ
ザ
ヤ
に
近
づ
い
て
き
た
。
そ
の
時
、
イ
ザ
ヤ
は
神
殿
の
入
り
口
に
立
ち
、
神
の
箱
が
安
置
し
て
い
る
至
聾
所
の
奥

の
暗
が
り
を
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
突
如
、
暗
闇
が
明
る
く
な
り
、
限
ら
れ
た
空
闘
が
広
が
り
、
天
ま
で
届
く
王
座
が
現
れ
、
そ
こ
に
座
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

て
い
る
神
の
「
衣
の
す
そ
」
は
神
殿
に
満
ち
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
イ
ザ
ヤ
は
「
わ
た
し
の
圏
は
神
を
見
て
し
ま
っ
た
」
と
言
葉
を
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

し
た
の
だ
が
、
彼
が
実
際
に
そ
こ
で
晃
た
も
の
は
衣
の
す
そ
の
幻
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
事
態
を
ブ
…
パ
ー
は
、
神
の
栄
光
そ
れ
自
体
で
は

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

な
く
、
栄
光
の
放
出
を
あ
る
現
象
に
よ
っ
て
見
た
（
○
即
ω
謬
）
こ
と
、
と
解
釈
し
て
い
る
。
確
か
に
こ
の
場
長
で
は
、
神
殿
は
「
煙
」
で

満
ち
て
い
た
。
煙
と
は
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
で
、
神
の
啓
示
が
下
る
時
に
「
雲
」
が
満
ち
た
と
表
現
さ
れ
た
よ
う
に
、
い
わ
ぽ
「
神
の
栄
光
を



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

隠
す
」
機
能
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
に
お
い
て
、
入
間
が
そ
の
目
で
直
接
神
を
見
る
こ
と
は
、
死
を
意
味
す

　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
神
が
顕
現
す
る
際
は
、
そ
れ
を
何
か
で
覆
う
必
要
が
あ
っ
た
。
恐
ら
く
こ
こ
で
イ
ザ
ヤ
が
見
た
幻
も
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

を
覆
う
た
め
の
煙
で
あ
り
、
彼
は
こ
れ
を
通
し
て
神
の
栄
光
を
士
爵
見
れ
た
と
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
天
使
セ
ラ
フ
ィ
ム
は
「
神

（
ヤ
ハ
ウ
ェ
）
の
栄
光
は
、
全
地
に
満
ち
る
」
（
イ
ザ
ヤ
七
六
・
三
）
と
謳
っ
た
。
そ
れ
は
イ
ザ
ヤ
が
見
た
衣
の
す
そ
が
神
殿
に
満
ち
て
い
た

よ
う
に
、
神
よ
り
放
出
さ
れ
た
重
み
（
口
栄
光
）
の
満
ち
謝
れ
が
謳
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
神
的
な
栄
光
は
、
世
俗
世
界
と
聖
別

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
「
聖
な
る
も
の
は
、
自
然
を
圧
迫
す
る
こ
と
無
し
に
、
自
然
の
中
へ
と
浸
透
す
る
」
（
＜
Φ
巳
①
暮
の
薄
墨
ひ
q
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

ω）

ﾌ
で
あ
る
。
こ
れ
は
世
界
の
真
っ
只
中
で
神
に
出
会
う
と
い
う
『
我
と
汝
』
（
｝
九
二
三
）
に
お
け
る
ブ
ー
バ
ー
の
基
本
的
理
解
で
あ
る
。

た
だ
し
そ
の
神
の
栄
光
は
、
見
る
こ
と
の
許
さ
れ
て
い
る
者
、
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
イ
ザ
ヤ
の
み
が
、
幻
視
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ

な
ら
ぽ
神
の
使
信
は
、
あ
く
ま
で
預
言
者
に
対
し
て
の
み
告
知
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
イ
ザ
ヤ
の
召
命
か
ら
お
よ
そ
二
百
年
経
っ
た
時
（
前
六
世
紀
後
半
）
、
神
の
預
雷
は
、
一
人
の
無
名
の
預
言
者
で
あ
る
「
第

ニ
イ
ザ
ヤ
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
告
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
は
イ
ザ
ヤ
（
第
一
）
と
の
明
ら
か
な
変
化
が
見
ら
れ
る
。

　
　
時
が
満
ち
る
と
き
、
「
全
て
の
肉
な
る
も
の
は
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
栄
光
を
見
る
で
あ
ろ
う
」
（
イ
ザ
ヤ
書
四
〇
・
五
）
。

　
イ
ザ
ヤ
が
召
命
を
受
け
た
際
、
確
か
に
上
述
の
よ
う
に
神
の
栄
光
は
既
に
借
地
に
満
ち
て
い
た
。
そ
の
栄
光
は
、
時
代
を
経
て
、
今
度
は

全
世
界
に
対
し
て
、
ま
た
全
て
の
民
族
の
前
で
顕
わ
に
な
る
こ
と
が
、
「
金
て
の
肉
な
る
も
の
に
よ
っ
て
晃
ら
れ
る
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ

て
、
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
ブ
ォ
ソ
・
ラ
ー
ト
、
三
二
五
）
。
寸
義
イ
ザ
ヤ
の
預
言
を
通
し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
あ
ら
ゆ
る
息
子
た
ち
は

神
の
弟
子
に
な
り
、
そ
こ
で
は
も
は
や
教
師
と
教
え
子
の
区
別
は
な
く
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
王
で
あ
り
教
師
で
あ
る
神
か
ら
学
ぶ
べ
き

こ
と
を
学
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ぽ
神
の
世
界
開
放
性
が
、
大
規
模
に
広
が
っ
た
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
（
○
拶
臨
N
）
。

　
か
つ
て
モ
ー
セ
は
、
エ
ジ
プ
ト
を
脱
出
し
荒
野
を
放
浪
す
る
中
で
、
煮
た
ち
の
争
い
が
絶
え
ず
、
彼
ら
の
裁
き
や
調
整
に
追
わ
れ
て
い
た
。

そ
し
て
彼
ら
の
要
求
を
聞
き
入
れ
、
そ
れ
を
神
に
伝
え
る
と
い
う
媒
介
役
に
モ
ー
セ
は
疲
れ
果
て
て
い
た
。
そ
れ
は
神
と
語
る
と
い
う
預
言

ブ
ー
バ
ー
に
お
け
る
汝
と
し
て
の
聖
書
言
語
（
二
）

五
七
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者
の
役
割
を
彼
の
み
が
担
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
最
中
、
モ
；
セ
は
次
の
よ
う
な
望
み
を
自
ら
の
後
継
者
ヨ
シ
ュ
ア
に
語
っ

て
い
る
。

　
　
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
民
が
全
員
塁
壁
者
に
な
り
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
彼
ら
の
上
に
霊
を
与
え
れ
ば
よ
い
の
に
（
民
数
記
一
一
二
一
九
）
。

　
モ
ー
セ
は
、
「
も
し
も
万
人
に
神
の
霊
が
下
り
、
預
言
者
に
な
っ
て
く
れ
れ
ぽ
、
各
自
が
神
の
言
葉
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
驚
能
で
あ
り
、

自
分
の
蕎
が
下
が
る
の
に
」
と
、
願
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ブ
ー
バ
ー
は
こ
の
か
つ
て
モ
ー
セ
が
希
望
し
た
こ
と
が
、
第
ニ
イ
ザ
ヤ
に
お
い

て
具
体
的
に
表
明
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は

　
　
わ
た
し
（
ヤ
ハ
ウ
ェ
）
は
、
わ
た
し
の
霊
を
、
あ
な
た
の
子
孫
の
上
に
注
ぐ
で
あ
ろ
う
（
イ
ザ
ヤ
書
四
四
・
三
）
。

と
第
ニ
イ
ザ
ヤ
の
預
言
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
の
望
み
が
具
現
化
し
た
た
め
で
あ
る
（
○
や
ま
b
。
）
。
ブ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
預
言
者
と
は
、
ま

ず
神
の
霊
が
下
る
こ
と
で
預
言
状
態
（
サ
ム
エ
ル
記
上
一
〇
・
一
〇
）
に
な
り
、
そ
の
後
神
の
言
葉
を
受
け
入
れ
る
者
の
こ
と
で
あ
る

（
O
や
。
。
O
。
。
）
。
し
た
が
っ
て
神
自
身
が
墨
田
イ
ザ
ヤ
に
約
束
し
た
よ
う
に
、
子
孫
た
ち
に
自
ら
の
霊
を
下
す
な
ら
ば
、
万
人
が
直
接
神
の
言

葉
を
聞
き
取
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。

　
ブ
ー
バ
ー
は
、
自
ら
の
対
話
思
想
や
我
－
汝
哲
学
を
展
開
す
る
中
で
、
確
か
に
塗
筆
イ
ザ
ヤ
を
直
接
引
用
し
て
は
い
な
い
。
だ
が
彼
は
、

自
ら
の
思
想
の
中
で
「
い
か
な
る
人
間
も
、
神
の
語
り
か
け
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
（
乞
p
o
三
Φ
ω
ρ
H
謡
）
と
い
う
考
え
を
根
本
的

に
持
っ
て
い
る
。
神
は
わ
れ
わ
れ
各
人
に
対
し
て
語
り
か
け
、
各
人
は
自
ら
の
行
い
を
も
っ
て
応
答
す
る
よ
う
、
神
に
よ
っ
て
召
喚
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
神
と
人
間
、
神
と
世
界
と
の
対
話
が
、
歴
史
や
時
代
の
中
で
存
す
る
（
謎
e
こ
と
が
、
ブ
ー
パ
ー
思
想
の

基
軸
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
神
の
万
人
へ
の
語
り
か
け
は
、
も
は
や
特
定
の
預
言
者
に
頼
ら
ず
と
も
、
万
人
が
そ
れ
を
受
容
す
る
こ
と

が
可
能
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
い
わ
ぽ
万
人
が
預
言
者
な
の
で
あ
る
。

四
　
預
言
者
の
挫
折
…
1
現
実
に
お
け
る
失
敗
と
未
来
へ
の
希
望



　
預
言
者
の
不
必
要
性
は
、
第
ニ
イ
ザ
や
以
後
の
時
代
に
生
じ
た
預
言
の
終
焉
に
お
い
て
も
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
ブ
ー
バ

ー
は
そ
れ
と
は
こ
と
な
る
視
座
で
論
じ
て
い
る
。
神
は
、
全
て
の
民
に
対
す
る
重
信
を
告
知
す
る
た
め
に
イ
ザ
ヤ
を
召
命
し
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
際
イ
ザ
ヤ
に
次
の
よ
う
に
告
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
こ
の
妾
信
は
、
民
に
よ
っ
て
誤
解
、
誤
認
、
誤
用
さ
れ
る
。
そ
し
て
少
数
の
「
残
り
の
者
」
を
除
い
て
、
民
は
そ
の
不
誠
実
さ
を
更
に

　
　
強
め
、
「
頑
な
に
な
る
」
（
イ
ザ
ヤ
書
六
・
一
〇
）
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
イ
ザ
ヤ
は
そ
の
使
命
に
挫
折
す
る
で
あ
ろ
う
（
哨
ρ
H
8
㎝
）
。

　
民
が
イ
ザ
ヤ
の
告
知
す
る
神
の
正
信
を
聞
く
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
神
は
イ
ザ
ヤ
に
使
命
を
授
け
な
が
ら
も
、
岡
時
に
頑
迷
預
言
に
よ

っ
て
あ
え
て
民
の
心
を
頑
な
に
し
て
、
平
信
を
誤
解
、
誤
認
、
誤
用
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
イ
ザ
ヤ
は
、
彼
が
歩
む
道
の
最
初

に
お
い
て
、
自
ら
が
挫
折
せ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
イ
ザ
ヤ
が
失
望
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
挫

折
は
、
彼
が
進
ま
ね
ぽ
な
ら
ぬ
道
の
一
部
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
閏
ρ
目
O
①
㎝
）
。
そ
し
て
実
際
に
イ
ザ
ヤ
は
告
げ
ら
れ
た
通
り
、
そ
の
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

の
預
言
活
動
に
際
し
て
、
挫
折
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
こ
で
興
味
深
い
点
は
、
ブ
ー
バ
ー
が
こ
の
イ
ザ
ヤ
の
挫
折
を
奨
励
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
解
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
預
言
者
の
活
動
に
は

挫
折
が
付
き
も
の
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
初
め
か
ら
預
言
活
動
が
成
功
せ
ぬ
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
聖
書
か
ら
読
み
取
れ
る
。
実
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

に
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
に
お
い
て
、
預
言
者
の
告
知
し
た
言
葉
を
民
が
真
摯
に
受
け
入
れ
た
例
は
、
ヨ
ナ
書
以
外
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の

ヨ
ナ
書
に
お
い
て
、
預
言
者
の
言
葉
を
聞
き
入
れ
、
粗
布
を
ま
と
い
、
灰
の
上
に
座
し
、
断
食
に
よ
っ
て
生
活
態
度
を
転
向
し
た
（
悔
い
改

め
た
）
の
は
、
異
民
族
で
あ
る
ニ
ネ
ベ
の
人
々
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
一
向
に
神
の
使
信
を
受
け
入
れ
な
い
頑
な
な
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
に
対
す

る
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
交
え
た
物
語
と
言
え
よ
う
。
し
か
も
入
口
が
神
の
使
信
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
預
言
が
成
就
し
た
こ
と
が
、
ヨ
ナ

に
と
っ
て
大
い
に
不
満
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
ヨ
ナ
書
は
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
預
言
者
と
は
、
挫
折
す
る
か
ら
こ
そ
、
預
雷
者
た
り
得
る

の
で
あ
る
。
さ
す
れ
ぽ
彼
ら
の
言
葉
が
万
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
、
預
晋
者
の
本
質
に
反
す
る
こ
と
と
な
る
。
ブ
ー
バ
ー
は
「
預
言

者
の
本
質
」
に
つ
い
て
「
無
力
な
者
と
し
て
権
力
者
に
立
ち
向
か
い
、
権
力
者
に
責
任
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
役
割
を
担
う
こ
と
」
（
男
ρ

ブ
ー
バ
ー
に
お
け
る
汝
と
し
て
の
聖
書
言
語
（
二
）

五
九
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六
〇

お
①
㎝
）
と
説
明
す
る
。
そ
し
て
イ
ザ
ヤ
は
、
預
言
者
の
天
職
が
権
力
を
持
た
ぬ
こ
と
に
あ
り
、
自
ら
も
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。

彼
は
、
布
さ
ら
し
の
野
に
至
る
大
路
に
て
、
南
ユ
ダ
王
国
の
ア
ハ
ズ
王
に
対
し
て
、
た
だ
「
恐
れ
ず
、
静
か
に
し
て
い
な
さ
い
」
（
イ
ザ
ヤ

書
七
・
鰯
、
三
〇
・
一
五
）
と
助
言
し
た
。
こ
の
状
況
に
お
け
る
イ
ザ
ヤ
の
真
意
は
、
南
ユ
ダ
王
国
が
ア
ッ
シ
リ
ア
に
援
助
を
求
め
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

は
な
く
、
た
だ
神
の
意
志
に
の
み
従
う
べ
き
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
王
を
説
得
す
る
よ
う
な
語
り
を
し
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
イ

ザ
ヤ
は

　
　
も
し
あ
な
た
方
が
（
神
を
）
信
頼
し
な
い
の
な
ら
ぽ
、
必
ず
や
あ
な
た
方
が
信
頼
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
！
（
イ
ザ
ヤ
書
七
・
九
）

　
と
、
威
嚇
の
雷
雲
を
発
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
預
言
者
と
は
王
な
ど
の
権
力
者
に
対
し
て
責
任
を
喚
起
さ
せ
る
役
割
を
担
う
者
で

あ
っ
て
、
彼
ら
を
説
き
伏
ぜ
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
預
言
者
は
常
に
権
力
を
持
た
ぬ
た
め
、
王
の
宰
相
で
は
な
い
。
こ
の

点
が
「
預
言
者
の
使
命
」
と
い
う
特
別
な
社
会
学
的
意
味
根
拠
で
あ
る
（
剛
ρ
お
①
㎝
）
。

　
た
だ
し
ブ
ー
パ
ー
は
、
預
言
者
の
挫
折
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

　
　
彼
ら
は
確
か
に
歴
史
的
時
間
に
お
い
て
は
挫
折
し
た
が
、
民
の
「
未
来
」
に
関
し
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
使
信
は
、
異
な
る
時
代
、

　
　
異
な
る
条
件
、
異
な
る
形
式
で
実
現
さ
れ
る
も
の
と
し
て
存
続
す
る
（
哨
ρ
さ
①
。
。
）
。

　
　
真
の
預
言
者
た
ち
は
、
十
の
成
功
が
一
つ
の
敗
北
を
産
み
出
し
、
そ
れ
と
は
反
対
に
十
の
敗
北
が
、
一
つ
の
勝
利
を
産
み
出
し
う
る
こ

　
　
と
を
知
っ
て
い
た
（
男
拶
O
お
）
。

　
預
言
者
自
身
、
民
に
対
し
て
語
っ
た
時
の
よ
う
に
、
大
抵
は
成
功
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
「
真
の
預
富
者
た
ち
が
（
エ

レ
ミ
ヤ
の
よ
う
に
）
迫
害
に
遭
い
、
穴
へ
と
投
げ
込
ま
れ
た
時
（
エ
レ
ミ
や
書
三
八
・
六
）
、
わ
れ
わ
れ
の
魂
に
な
お
存
在
す
る
全
て
の
も
の

が
燃
え
上
が
る
。
そ
し
て
極
め
て
深
刻
な
困
窮
の
只
中
で
、
再
生
へ
と
導
く
で
あ
ろ
う
転
向
が
、
民
の
中
で
ひ
っ
そ
り
と
始
ま
る
」
（
私
等

O
お
）
と
ブ
ー
バ
ー
は
『
偽
り
の
預
猛
者
紬
（
一
九
照
○
）
の
結
び
部
で
述
べ
て
い
る
。
預
富
者
の
精
神
は
、
彼
が
与
え
よ
う
と
欲
す
る
も
の

を
、
そ
の
時
代
の
現
実
に
与
え
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
預
言
者
の
精
神
は
、
そ
の
自
ら
が
与
え
よ
う
と
欲
す
る
も
の
を
、
民
の
内
へ
と
永



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

久
に
沈
め
る
。
そ
の
時
か
ら
、
そ
れ
は
真
理
を
実
現
す
る
願
望
と
し
て
心
の
内
で
生
き
続
け
る
。
す
な
わ
ち
挫
折
し
た
イ
ザ
ヤ
の
精
神
は
、

弟
子
た
ち
の
心
の
中
に
大
切
に
封
印
さ
れ
、
二
百
年
後
の
第
ニ
イ
ザ
ヤ
へ
と
引
き
継
が
れ
る
の
で
あ
る
。

　
預
言
者
の
精
神
は
、
哲
学
者
の
よ
う
に
不
変
か
つ
無
時
間
的
な
概
念
的
真
理
を
所
有
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
常
に
、
一
つ
の
状
況
に

対
す
る
一
つ
の
使
信
を
受
け
と
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
ま
さ
に
そ
れ
故
に
、
預
言
者
の
言
葉
は
幾
千
年
を
経
た
後
に
も
尚
、
さ
ま
ざ
ま
に

転
変
す
る
歴
史
的
状
況
に
、
そ
の
特
定
の
状
況
に
対
し
て
語
り
か
け
る
こ
と
が
あ
り
得
る
の
で
あ
る
（
周
P
一
8
。
。
）
。

五
理
解
と
誤
解
－
聖
書
言
語
の
汝
性

　
最
後
に
、
こ
れ
ま
で
議
論
さ
れ
た
「
万
人
預
言
者
論
」
と
「
預
言
者
の
挫
折
」
か
ら
、
重
量
で
主
題
と
な
っ
て
い
た
「
誤
解
す
る
預
言
者

の
克
服
」
に
関
し
て
、
結
び
の
言
葉
を
述
べ
た
い
。

前
篇
で
取
り
上
げ
た
『
サ
ム
エ
ル
と
ア
ガ
ク
』
（
一
九
六
〇
）
の
中
で
、
ブ
ー
バ
ー
は
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
、
自
ら
の
生
の
様
式
を
一
切
敬
慶

な
伝
統
に
従
わ
せ
る
律
法
に
忠
実
な
ユ
ダ
ヤ
人
と
対
話
し
、
そ
こ
で
「
預
言
者
の
誤
解
可
能
性
」
を
論
じ
て
い
た
。
こ
こ
で
ブ
ー
バ
ー
は
、

サ
ム
エ
ル
の
預
言
を
決
し
て
信
ず
る
こ
と
が
で
き
ず
、
両
者
の
対
話
後
、
次
の
よ
う
な
思
い
を
抱
い
た
。

　
　
入
聞
は
語
ら
れ
た
こ
と
を
忠
実
な
耳
で
傾
聴
せ
ず
、
聞
く
際
に
、
天
上
の
掟
と
地
上
の
規
則
を
、
即
ち
存
在
者
の
啓
示
と
、
人
間
自
ら

　
　
が
整
え
る
方
向
付
け
を
互
い
に
混
同
し
て
し
ま
う
。
…
…
こ
れ
は
結
局
、
聖
書
の
歴
史
物
語
に
現
れ
る
こ
の
人
物
、
あ
の
人
物
が
神
を

　
　
誤
解
し
た
と
い
う
問
題
で
は
な
く
、
“
旧
約
聖
書
”
の
テ
ク
ス
ト
が
そ
れ
に
よ
っ
て
成
立
し
た
話
す
声
と
書
き
記
す
筆
の
わ
ざ
の
中
で
、

　
　
く
り
返
し
く
り
返
し
、
理
解
に
誤
解
が
つ
き
ま
と
っ
た
こ
と
、
作
ら
れ
た
も
の
と
受
け
入
れ
ら
れ
た
も
の
が
混
同
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ

　
　
と
、
そ
れ
が
重
大
な
の
で
あ
る
（
》
閃
植
N
。
。
）
。

　
聖
書
の
雷
語
は
、
そ
れ
が
人
間
の
筆
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
既
に
人
間
化
さ
れ
た
言
語
で
あ
る
。
聖
書
に
記
さ
れ
て

い
る
「
神
の
夏
虫
（
メ
ッ
セ
ー
ジ
）
」
は
、
そ
れ
を
告
知
し
た
預
言
者
を
通
し
て
共
岡
体
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
断
片
的
に
記
さ
れ
、
世
代
か

ブ
ー
バ
ー
に
お
け
る
汝
と
し
て
の
聖
書
言
語
（
二
）

六
一
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二

ら
世
代
へ
と
口
述
で
伝
達
さ
れ
る
形
式
を
と
っ
た
。
そ
れ
を
伝
達
し
て
い
く
際
、
ま
た
形
な
き
声
を
文
字
に
お
こ
す
際
、
神
の
割
信
は
、
少

し
ず
つ
誤
解
や
誤
認
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
更
に
、
最
初
の
翻
訳
者
で
あ
る
預
雷
撃
の
段
階
で
、
既
に
黒
点
は
誤
っ
て
受
け
取
ら
れ
た

可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
点
に
ブ
ー
バ
！
の
独
自
性
が
あ
る
。

　
そ
れ
は
ブ
ー
パ
ー
が
「
聖
書
の
歴
史
物
語
に
現
れ
る
こ
の
人
物
、
あ
の
人
物
が
神
を
誤
解
し
た
と
い
う
問
題
で
は
な
い
」
と
論
じ
た
こ
と

に
意
味
が
あ
ろ
う
。
も
し
も
聖
書
に
お
い
て
描
写
さ
れ
た
内
容
が
、
不
変
的
な
も
の
な
ら
ぽ
、
聖
書
物
語
の
人
物
を
、
正
し
い
者
と
誤
っ
た

者
と
に
客
観
的
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
例
を
挙
げ
る
と
、
翻
世
記
二
二
章
に
お
い
て
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
「
息
子
イ
サ
ク
を
、
生
け

蟄
と
し
て
捧
げ
よ
」
と
い
う
神
の
命
令
に
従
う
の
で
あ
る
が
、
最
終
的
に
こ
の
預
言
が
誤
解
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
こ
の
物
語
の
結
末
で
示

さ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
が
常
に
正
し
い
命
令
と
言
い
得
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
預
言
者
サ
ム
エ
ル
は
神
に
使
わ
さ
れ
た
真
正
の
預
言
者
で
あ
っ

た
。
サ
ム
エ
ル
車
上
十
五
章
に
お
い
て
、
預
言
者
サ
ム
エ
ル
は
、
神
の
命
令
と
し
て
、
異
教
徒
で
あ
る
ア
マ
レ
ク
人
の
王
ア
ガ
ク
を
殺
す
よ

う
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
王
サ
ウ
ル
に
指
示
を
出
し
た
。
と
こ
ろ
が
サ
ウ
ル
王
は
、
サ
ム
エ
ル
の
預
言
に
従
わ
ず
、
ア
ガ
ク
の
命
を
見
逃
し
て
し

ま
う
。
そ
の
結
果
、
預
言
者
サ
ム
エ
ル
は
「
サ
ウ
ル
の
こ
の
振
る
舞
い
に
よ
っ
て
、
彼
の
王
国
支
配
は
奪
い
芸
ら
れ
る
」
と
い
う
神
の
使
信

を
サ
ウ
ル
王
に
伝
え
、
彼
か
ら
立
ち
去
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
ブ
ー
バ
ー
は
、
後
者
の
物
語
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
印
象
を
抱
い
た
。

　
　
こ
れ
が
神
の
使
信
で
あ
る
と
、
私
は
決
し
て
信
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
…
…
私
は
サ
ム
エ
ル
が
神
を
誤
解
し
た
の
だ
と
信

　
　
じ
ま
す
（
諺
拶
ひ
。
刈
）
。
…
…
サ
ウ
ル
が
彼
の
敵
を
殺
さ
な
か
っ
た
理
由
で
、
サ
ウ
ル
を
罰
し
給
う
よ
う
な
神
を
私
に
信
ぜ
し
め
う
る
よ

　
　
う
な
理
由
は
何
一
つ
な
い
（
諺
閃
る
。
。
）
。

　
そ
れ
に
関
し
て
フ
ジ
ー
ド
マ
ン
は
、
次
の
よ
う
な
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。

　
　
ブ
ー
バ
ー
の
良
心
が
示
し
た
も
の
は
、
聖
書
で
は
な
く
神
の
意
志
に
基
づ
い
て
い
た
、
と
彼
が
考
え
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
こ
と
で
あ

　
　
る
（
司
ユ
①
山
ヨ
鋤
P
お
O
Q
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
預
雷
者
サ
ム
エ
ル
は
確
か
に
ア
ガ
ク
の
顔
と
対
面
し
た
の
だ
が
、
そ
の
出
会
い
の
際
「
汝
殺
す
な
か
れ
」
（
出
エ
ジ
プ
ト
記
二
〇
・
＝
一
　
）



と
い
う
神
の
命
令
を
聞
く
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
フ
リ
ー
ド
マ
ン
は
解
釈
す
る
。
そ
し
て
サ
ム
エ
ル
は
異
教
徒
の
ア
ガ
ク
を
剣
に
か
け
る
こ

と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
際
に
彼
は
ア
ガ
ク
王
に
向
か
っ
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
あ
な
た
の
剣
が
去
た
ち
か
ら
子
ど
も
を
奪
っ
た
よ
う
に
、

あ
な
た
の
母
も
子
を
奪
わ
れ
た
女
と
な
る
」
（
サ
ム
エ
ル
記
上
一
五
・
三
三
）
。
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
の
教
え
（
ト
ー
ラ
ー
）
に
は
「
同
等
の
損

　
　
　
　
（
1
6
）

害
賠
償
を
請
求
」
す
る
規
定
が
あ
り
、
そ
れ
は
モ
ー
セ
を
通
し
て
既
に
神
か
ら
預
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
こ
の
サ
ム
エ
ル
の
発
言

は
、
こ
の
教
え
に
従
順
で
あ
っ
た
と
も
言
い
得
る
。
そ
れ
と
は
反
対
に
、
ブ
ー
バ
ー
の
良
心
に
は
、
聖
書
に
記
述
さ
れ
た
サ
ム
エ
ル
の
言
葉

で
は
な
く
、
「
汝
殺
す
な
か
れ
」
と
い
う
神
の
意
志
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
ブ
ー
バ
ー
は
こ
の
場
面
に
お
い
て
、
神
の
言
葉
に
聴
き
従

う
と
い
う
態
度
を
貫
い
て
い
た
」
（
閃
ユ
巴
ヨ
9
P
H
b
。
㊤
）
と
フ
リ
ー
ド
マ
ン
は
解
釈
し
て
い
る
。
ま
さ
に
ブ
ー
バ
ー
は
、
聖
書
の
書
か
れ
た
言

葉
よ
り
も
、
語
ら
れ
た
言
葉
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
預
言
者
と
は
挫
折
す
る
存
在
者
で
あ
る
。
預
言
者
サ
ム
エ
ル
は
、
自
ら
の
伝
達
を
サ
ウ
ル
王
が
受
け
入
れ
な
か
っ
た
こ
と
こ
そ
、
認
め
る

べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
預
言
者
が
告
知
す
る
言
葉
に
は
、
常
に
「
偽
り
の
預
言
」
の
可
能
性
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
ブ
！
バ
ー

同
様
、
サ
ウ
ル
王
も
、
異
教
徒
の
王
ア
ガ
ク
を
剣
を
か
け
よ
う
と
し
た
際
、
「
汝
殺
す
な
か
れ
」
と
い
う
ま
さ
に
神
の
語
る
言
葉
の
方
が
、

「
滅
ぼ
し
尽
く
せ
」
（
サ
ム
エ
ル
記
上
一
五
・
一
－
三
）
と
い
う
預
言
者
サ
ム
エ
ル
の
告
知
よ
り
も
、
彼
に
響
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち

誤
解
と
理
解
を
区
別
す
る
客
観
的
基
準
な
ど
、
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ぽ
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
言
葉
に
向
き
合
い
、
そ

れ
を
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
、
万
人
預
仁
者
論
の
意
義
と
、
ブ
ー
バ
ー
が
「
わ
れ
わ
れ
が
持
ち
得

る
も
の
は
、
た
だ
信
仰
の
み
で
あ
る
」
（
》
拶
ミ
）
と
言
う
理
由
が
あ
る
。

　
前
売
に
お
い
て
論
じ
た
よ
う
に
、
神
の
使
信
は
、
受
け
手
や
時
代
の
状
況
に
応
じ
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
イ
ザ
ヤ
の
時
代
に
お
い
て

は
、
神
に
立
ち
帰
る
こ
と
で
南
ユ
ダ
王
国
は
救
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
エ
レ
ミ
ヤ
の
時
代
に
は
も
は
や
全
て
が
手
遅
れ
で
、
国
家
の
滅
亡
と

い
う
選
択
肢
し
か
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
同
様
に
神
の
使
信
は
、
サ
ム
エ
ル
と
サ
ウ
ル
、
ブ
ー
バ
ー
と
律
法
に
忠
実
な
友
人
に
お
い
て
、

異
な
っ
て
受
け
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
聖
書
言
語
が
そ
も
そ
も
不
変
な
る
言
葉
を
提
供
し
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
聖
書

ブ
ー
バ
ー
に
お
け
る
汝
と
し
て
の
聖
書
言
語
（
二
）

六
三
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言
語
は
、
独
立
自
存
に
在
る
オ
ブ
ジ
ェ
の
よ
う
な
「
そ
れ
」
で
は
な
い
。
聖
書
の
言
語
は
、
神
の
使
信
と
い
う
語
ら
れ
た
言
葉
を
含
ん
で
お

り
、
「
汝
」
と
し
て
向
き
合
わ
ぬ
限
り
そ
の
言
葉
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
各
人
と
雷
撃
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
、
そ

の
内
実
は
常
に
変
化
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
聖
書
言
語
が
「
汝
」
で
あ
る
限
り
、
不
可
避
的
な
事
態
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ブ
ー
パ
ー
は

エ
リ
ヤ
が
か
つ
て
聴
い
た
声
を
よ
く
取
り
上
げ
る
の
で
あ
ろ
う
（
旧
領
逡
①
）
。

　
　
消
え
ゆ
く
よ
う
な
静
寂
の
声
が
し
た
（
列
王
記
上
一
九
・
＝
一
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
消
え
ゆ
く
よ
う
な
か
細
き
声
を
、
注
意
深
く
聴
き
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
語
ら
れ
た
言
葉
を
、
受
け
入
れ
ね

ぽ
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
　
護
葉
に
向
か
っ
て
、
我
一
汝
の
姿
勢
で
も
っ
て
関
わ
る
「
最
も
主
観
的
に
思
え
る
言
葉

の
受
容
で
し
か
、
最
も
客
観
的
な
理
解
は
成
立
し
え
な
い
」
の
で
あ
る
。
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注

（
1
）
　
『
哲
学
研
究
　
第
五
九
四
号
葡
二
圏
一
四
四
頁
、
二
〇
＝
｝
年
。

（
2
）
　
ブ
ー
バ
ー
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
の
ド
イ
ツ
語
訳
に
一
九
二
五
年
か
ら
取
り
組
み
、
～
九
二
九
年
に
共
同
翻
訳
者
で
あ
る
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が

　
死
去
し
た
後
は
、
単
独
で
作
業
を
続
け
、
最
終
的
に
一
九
六
二
年
に
全
訳
が
完
成
し
た
。
共
同
で
訳
出
し
た
箇
所
は
、
律
法
（
モ
ー
セ
卜
書
）
、
前
期
預

言
書
（
歴
史
書
）
、
イ
ザ
ヤ
書
五
三
章
ま
で
で
あ
る
。
ブ
ー
バ
ー
は
そ
の
後
集
約
的
に
、
残
り
の
預
言
書
全
て
、
詩
篇
、
箴
言
の
訳
を
完
成
し
、
ヨ
ブ
記

　
の
翻
訳
に
取
り
組
ん
で
い
た
一
九
三
八
年
に
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
へ
と
移
住
し
、
そ
の
後
一
七
年
間
は
翻
訳
か
ら
遠
ざ
か
る
。
初
版
刊
行
か
ら
完
成
ま
で
の
お

　
よ
そ
函
○
年
も
の
間
、
彼
は
訳
語
を
訂
正
し
続
け
、
最
初
一
九
二
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
創
世
記
か
ら
一
〇
回
改
訂
を
加
え
た
た
め
、
初
版
と
第
　
○
版
と

　
の
翻
訳
に
は
か
な
り
の
違
い
が
見
ら
、
れ
る
。
（
｝
鉱
臼
昏
切
煽
σ
①
憎
》
α
q
餌
ω
o
。
凶
の
序
一
思
よ
り
）

（
3
）
　
か
つ
て
、
シ
ョ
ー
レ
ム
を
は
じ
め
多
く
の
者
が
門
ブ
ー
バ
ー
の
ハ
シ
デ
ィ
ズ
ム
解
釈
は
史
的
換
評
の
感
受
性
に
欠
け
、
か
つ
学
術
の
科
学
的
基
準
を

損
な
っ
て
い
る
」
と
、
ブ
ー
パ
！
の
恣
意
性
を
批
判
し
た
。
ブ
ー
バ
ー
は
ハ
シ
デ
ィ
ズ
ム
解
釈
に
際
し
て
、
主
に
聖
人
た
ち
の
伝
承
・
伝
説
を
抽
出
し
、

　
そ
こ
に
見
ら
れ
る
も
っ
と
も
固
有
か
つ
根
本
的
な
轟
々
を
発
見
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
ハ
シ
デ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
を
要
約
的
に
述
べ

　
る
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
た
た
め
、
歴
史
的
素
材
を
丁
寧
に
収
集
す
る
こ
と
に
力
点
を
置
か
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
の
翻
訳
に
お
い
て
、

　
彼
は
語
順
、
語
の
リ
ズ
ム
、
原
語
が
持
つ
本
来
的
意
味
を
徹
底
的
に
損
な
わ
ぬ
よ
う
、
忠
実
な
直
訳
を
目
指
し
て
い
る
。

（
4
）
　
同
じ
よ
う
に
、
聖
書
を
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
し
た
ル
タ
ー
も
「
聖
書
の
み
」
と
「
万
人
祭
司
論
」
を
唱
え
て
い
た
。

（
5
）
　
ウ
ジ
や
王
が
死
去
し
た
前
七
四
二
年
頃
、
イ
ザ
ヤ
は
神
か
ら
召
命
さ
れ
た
（
イ
ザ
ヤ
書
六
・
　
）
。

（
6
）
　
門
万
軍
の
主
な
る
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
王
を
、
わ
た
し
の
冒
は
見
て
し
ま
っ
た
」
（
イ
ザ
ヤ
書
六
・
五
）
。

（
7
）
　
出
エ
ジ
プ
ト
詑
四
〇
・
三
五
に
お
け
る
伝
承
に
よ
れ
ぽ
、
か
つ
て
荒
野
放
浪
の
蒔
代
に
、
神
の
「
栄
光
」
は
雲
の
中
か
ら
下
っ
て
そ
の
「
住
居
」

　
（
幕
屋
）
に
満
ち
、
そ
れ
を
被
う
雲
が
そ
の
上
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
伝
承
は
、
文
学
的
に
も
、
宗
教
史
的
に
も
イ
ザ
ヤ
以
前
の
伝
承
と
考
え
ら
れ

　
る
、
と
ブ
ー
バ
ー
は
言
っ
て
い
る
（
○
や
ω
刈
O
）
G

（
8
）
　
「
あ
な
た
は
私
の
顔
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
た
し
を
見
て
、
な
お
生
き
て
い
る
人
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
（
出
エ
ジ
プ
ト
記
三
三
・
二
〇
）

（
9
）
　
神
が
エ
リ
ヤ
に
「
外
に
畠
て
、
山
で
、
わ
た
し
の
顔
前
に
立
て
！
漏
と
告
知
し
、
風
、
地
震
、
火
が
起
こ
り
、
そ
の
後
「
消
え
ゆ
く
よ
う
な
静
寂
の

　
満
」
が
聞
こ
え
た
時
、
エ
リ
ヤ
は
外
套
で
自
ら
の
顔
を
覆
っ
た
（
列
王
記
上
一
九
・
一
　
…
一
三
）
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
神
の
顕
現
を
察
知
し
た
エ
リ
ヤ

　
の
対
応
で
あ
り
、
彼
は
瞬
間
的
に
死
を
予
感
し
た
た
め
、
顔
を
覆
っ
た
と
言
え
よ
う
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

（
1
0
）
　
門
神
と
の
出
会
い
が
人
間
に
生
じ
る
の
は
、
彼
が
神
に
従
事
す
る
た
め
で
は
な
く
、
む
し
ろ
彼
が
世
界
に
お
い
て
そ
の
意
味
を
確
証
す
る
こ
と
に
基

　
づ
く
」
（
H
U
し
鶏
）
。

（
1
1
）
　
「
残
り
の
者
」
　
イ
ザ
ヤ
に
と
っ
て
残
り
の
者
と
は
、
歴
史
的
破
局
の
後
に
生
き
残
り
、
神
の
選
び
と
救
済
に
与
る
べ
く
、
模
範
的
な
生
活
を
営
む
者

　
た
ち
の
こ
と
を
指
す
（
イ
ザ
ヤ
書
四
・
三
、
一
〇
・
二
一
、
＝
・
一
一
、
一
一
・
一
六
、
二
八
・
五
）
。
一
方
、
エ
レ
ミ
ヤ
に
お
い
て
残
り
の
者
は
、

　
「
悪
い
い
ち
じ
く
」
に
喩
え
ら
れ
、
偶
然
破
局
を
逃
れ
た
が
、
い
ず
れ
は
滅
ぶ
者
を
指
す
（
エ
レ
ミ
や
書
二
四
・
八
）
。

（
1
2
）
　
シ
リ
ア
・
エ
フ
ラ
イ
ム
戦
争
（
前
七
三
三
年
目
に
際
し
て
、
民
も
ア
ハ
ズ
王
も
イ
ザ
ヤ
に
反
抗
し
た
（
イ
ザ
ヤ
書
七
章
）
。
そ
の
上
、
イ
ザ
ヤ
に
従

　
つ
た
ヒ
ゼ
キ
ア
王
で
さ
え
、
肝
心
な
時
に
ア
ッ
シ
リ
ア
に
対
す
る
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
反
乱
に
色
目
を
使
い
、
期
待
外
れ
で
あ
っ
た
（
イ
ザ
ヤ
書
三
九
章
、
列

　
王
記
下
二
〇
章
）
。

（
1
3
）
　
「
ヨ
ナ
は
告
げ
て
言
っ
た
、
あ
と
四
十
日
す
る
と
ニ
ネ
ベ
は
転
覆
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
ニ
ネ
ベ
の
人
々
は
神
を
信
頼
し
、
断
食
を
呼
び
か
け
て
、

大
き
な
者
か
ら
小
さ
な
者
ま
で
粗
布
を
身
に
ま
と
っ
た
」
（
ヨ
ナ
三
三
・
四
－
五
）
。

（
1
4
）
　
イ
ザ
ヤ
は
「
ダ
マ
ス
コ
の
頭
は
レ
ツ
ィ
ン
、
サ
マ
リ
ヤ
の
頭
は
ペ
カ
」
（
イ
ザ
ヤ
書
七
・
八
i
九
）
と
、
ア
ハ
ズ
王
に
語
り
か
け
た
。
そ
れ
に
よ
っ

　
て
、
王
に
対
し
て
「
で
は
エ
ル
サ
レ
ム
の
頭
は
誰
で
あ
る
の
か
、
あ
な
た
が
知
ろ
う
と
欲
す
れ
ば
分
か
る
は
ず
だ
！
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
暗
に
伝
え

　
た
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
1
5
）
　
こ
の
命
令
は
、
モ
ー
セ
が
シ
ナ
イ
山
に
お
い
て
、
神
か
ら
授
か
っ
た
十
戒
の
第
六
戒
に
あ
た
る
。

（
1
6
）
　
出
エ
ジ
プ
ト
記
二
一
・
二
四
「
目
に
は
目
を
、
歯
に
は
歯
を
、
手
に
は
手
を
、
足
に
は
足
を
、
や
け
ど
に
は
や
け
ど
を
、
生
傷
に
は
生
傷
を
、
打
ち

　
傷
に
は
打
ち
傷
を
も
っ
て
償
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
ほ
り
か
お
・
と
し
ひ
ろ
　
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
P
D
／
キ
リ
ス
ト
教
学
）

ブ
ー
バ
ー
に
お
け
る
汝
と
し
て
の
聖
書
言
語
（
二
）

六
七



Technical　improvement　in　both　measurement　and　analysis　is　still　on－going，　and

anyone　who　is　interested　in　human　brain　and　mind　should　keep　an　eye　on　its

advancement　even　if　they　are　not　involved　in　conducting　experiments　by　them－

selves．

　　　　　　　　　　　　The　Biblical　Language　as　Thou

Transliteration　of　the　Bible　and　the　ldea　of　Universal　Prophecy

　　　　　　　　　　　　　　　in　the　thought　of　MartiR　Buber

Toshihiro　HORIKAWA
　JSPS　Research　Fellow

　　In　a　previous　paper　entitledβ必磁z1五anguage　as　Thou－False　Prophecy　and

Misunderslanding　of　the　ProPhets，　1　discussed　how　Buber　prescribed　the　1－Thou

relationship　as　a　mean　of　attenuate　the　danger　of　succumbing　to　false　prophecy．　ln

this　paper　it　is　my　purpose　to　expound　the　importance　of　interaction　between　the

reader　（1）　and　the　spoken　word　（Thou）　by　the　transliteration　of　the　Bible　and

the　idea　of　universal　prophecy．

　　Buber’s　intention　of　translating　the　Bible　was　to　enable　the　reader　to　engage　in

the　divine　voice　（spoken　word）　through　the　text　（written　word）．　lt　was　done　as

a　transliteration．　Because　Buber　believed　that　the　integrity　of　the　original　lan－

guage　must　take　precedence　over　fluency，　the　result　was　an　unwieldy　text．　Buber’s

goal　is　possible　only　when　the　original　language　is　preserved　in　its　structure　and

style．　This　was　the　purpose　of　Buber’s　translation－to　recreate　the　experience　of

a　divine　conversation　between　the　reader　and　God．

　　Therefore，　every　person　shouid　be　a　prophet　to　directly　hear　God’s　message．　The

message　announced　by　the　prophet　lsaiah　‘the　whole　earth　is　full　of　his　（God’s）

glory’　（ls．　6：3）　was　stated　by　Second　lsaiah　as　‘the　glory　of　the　LORD　shall　be

revealed，　and　all　flesh　shall　see　it　together’　（ls．　40：5）．　lt　means　that　all　flesh　could

be　prophets　who　are　able　to　respond　to　God’s　spoken　word．　ln　this　connection，

Second　lsaiah　（ls．　44：3）　echoes　the　sentiment　of　Moses　as　expressed　in　Numbers

11：29．

　　Prophets　are　sent　to　warn　the　people，　but　their　warRings　are　frequently　not

accepted．　Though　the　message　falls　onto　deaf　ears，　their　prophecy，　nevertheless，

endures　as　a　hope　for　future　generations．　UtiliziRg　this　concept　ef　the　‘reader　as　a

3



prophet’　in　accordance　with　the　declaration　of　Second　lsaiah，　the　danger　of

victimization　by　false　prophecy　can　be　attenuated．

　　There　is　no　easy　solution　to　differentiate　correct　exegesis　from　incorrect

exegesis．　lts　meaning　varies　according　to　the　reader．　ln　Buber’s　view，　scripture　is

not　merely　an　objective　¢ollection　of　words　but　rather　the　medium　of　divine

subjectivity．
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