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九
・
一
一
後
の
欧
米
社
会
に
対
し
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
拠
点
を
置
い
て
中
東
市
民
の
良
心
を
代
弁
し
た
異
議
申
し
立
て
を
行
い
続
け

て
い
る
イ
ラ
ン
人
思
想
家
ハ
ミ
ッ
ド
・
ダ
バ
シ
（H

am
id

D
abashi

）
は
、
二
〇
〇
九
年
に
発
表
し
た
著
作
『
ポ
ス
ト
・
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ

ム
』
の
中
で
、
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍
し
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
系
ユ
ダ
ヤ
人
イ
グ
ナ
ー

ツ
・
ゴ
ル
ト
ツ
ィ
ー
エ
ル
（Ignác

G
oldziher

一
八
五
〇
―
一
九
二
一
　
以
下
Ｇ
と
略
）
の
生
涯

（
１
）

に
つ
い
て
多
く
の
ペ
ー
ジ
を
割
い
て
懸

命
に
擁
護
し
て
い
る

（
２
）

。
ダ
バ
シ
は
Ｇ
を
反
コ
ロ
ニ
ア
リ
ス
ト
と
し
て
積
極
評
価
し
て
い
る
の
だ
が
、
近
代
イ
ス
ラ
ー
ム
学
の
祖
の
一
人
と

さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
生
存
時
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
こ
の
不
遇
な
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
に
加
え
ら
れ
て
き
た
多
彩
な
攻
撃
を
考
慮

す
る
と
、
彼
の
手
厚
い
援
護
射
撃
は
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。

Ｇ
に
対
し
て
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
（E

dw
ard

W
.

S
aid

）
が
押
し
た
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
侵
さ
れ
た
知
識
人
の
典
型
」
と
い

う
烙
印
と
Ｇ
の
旅
行
記
を
整
理
し
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
系
ユ
ダ
ヤ
人
民
族
学
者
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
パ
タ
ー
イ
（R

aphael
P

atai

）
が
押
し
た
「
ユ

ダ
ヤ
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
侵
さ
れ
た
背
教
者
」
と
い
う
烙
印

（
３
）

を
ダ
バ
シ
は
消
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
現
代
イ
ス
ラ
ー
ム
学
者
た
ち
の

多
く
が
学
祖
が
著
し
た
『
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
（M

uham
m

edanische
S

tudien
）』
の
「
限
界
」
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
等
も
考
慮
に
入
れ

る
と
、
彼
に
付
与
さ
れ
た
消
極
評
価
を
覆
す
こ
と
は
至
難
の
業
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
既
に
生
存
時
か
ら
Ｇ
は
ブ
タ
ペ
ス
ト
の
ユ
ダ
ヤ
人

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
の
非
難
に
さ
ら
さ
れ
て
お
り
、
二
十
代
半
ば
か
ら
ほ
ぼ
三
十
年
間
大
学
で
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
道
を
閉
ざ
さ
れ
る
不

近
代
ユ
ダ
ヤ
「
神
話
学
」
の
系
譜
と
宗
教
、
歴
史
、
領
土

―
―
ゴ
ル
ト
ツ
ィ
ー
エ
ル
と
オ
ハ
ナ
の
「
カ
ナ
ン
」
論
に
依
拠
し
て
―
―

井
　
上
　
琢
　
也
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遇
の
時
を
過
ご
し
た
。
一
八
七
六
年
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
付
与
さ
れ
続
け
て
き
た
彼
の
汚
名
を
そ
そ
ぐ
に
は
、
ダ
バ
シ
の
援
護
だ
け

で
は
不
十
分
で
な
お
相
当
の
労
力
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
の
は
、
Ｇ
に
対
す
る
消
極
評
価
を
生
み
出
し
た
基
点
は
八
九
年
に
発
表
さ
れ
た
主
著
『
イ
ス
ラ
ー

ム
研
究
』
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
七
六
年
に
発
表
さ
れ
た
『
ヘ
ブ
ラ
イ
人
の
神
話
と
そ
の
歴
史
的
発
展
　
神
話
学
と
宗
教
学
に
関
す
る
研

究（
４
）

』（
以
下
『
ヘ
ブ
ラ
イ
神
話
』
と
略
）
に
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
Ｇ
は
す
で
に
幼
少
期
か
ら
ア
ラ
ビ
ア
語
を
自
在
に
操
る
能
力
を

発
揮
し
た
天
性
の
イ
ス
ラ
ー
ム
学
者
だ
っ
た
の
だ
が
、
他
方
で
彼
は
敬
虔
な
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
り
、
伝
統
的
ラ
ビ
体
制
を
拒
絶
し
た
同
化

論
者（

５
）

で
あ
り
、
比
較
神
話
学
の
成
果
を
踏
ま
え
た
ユ
ダ
ヤ
神
話
学
徒
で
も
あ
っ
た
。
本
稿
の
目
的
は
、
Ｇ
が
甘
受
し
た
不
遇
の
基
点
に
位

置
す
る
と
と
も
に
、
近
代
ユ
ダ
ヤ
神
話
研
究
の
出
発
点
と
も
評
価
さ
れ
る
『
ヘ
ブ
ラ
イ
神
話
』
に
現
れ
た
ユ
ダ
ヤ
「
神
話
学
」
の
「
過
去
」

（
６
）

と
二
〇
〇
八
年
に
エ
ル
サ
レ
ム
で
出
版
さ
れ
現
代
イ
ス
ラ
エ
ル
の
思
想
状
況
を
活
写
し
た
書
物
と
し
て
欧
米
で
も
話
題
に
な
っ
て
い
る
デ

イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
オ
ハ
ナ
（D

avid
O

hana

）
の
『
イ
ス
ラ
エ
ル
神
話
学
の
起
源
』（
以
下
『
イ
ス
ラ
エ
ル
神
話
学
』
と
略
）
に
現
れ
た
ユ
ダ

ヤ
「
神
話
学
」
の
「
現
在
」

（
７
）

を
比
較
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
近
代
ユ
ダ
ヤ
「
神
話
学
」
の
系
譜
に
潜
む
問
題
群
の
一
端
を
紹
介
す
る
こ
と

に
あ
る
。

実
は
、
Ｇ
と
オ
ハ
ナ
が
言
及
す
る
「
神
話
」
と
い
う
単
語
の
使
い
方
に
は
違
い
が
あ
る
。
辞
典
で
「
神
話
」
の
項
目
を
見
る
と
、「
自

然
現
象
や
歴
史
事
象
を
説
明
す
る
た
め
に
語
ら
れ
た
、
英
雄
や
神
々
が
活
躍
す
る
古
代
の
物
語
」
と
「
多
く
の
人
が
信
じ
て
い
る
の
に
、

存
在
し
な
か
っ
た
り
、
誤
り
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
」
と
い
う
二
つ
の
説
明
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
Ｇ
に
お
け
る
「
神
話
」
は
前
者
の

意
味
に
、
オ
ハ
ナ
に
お
け
る
「
神
話
」
は
後
者
の
意
味
に
重
心
を
置
い
て
い
る
。
た
だ
、
オ
ハ
ナ
が
試
み
た
「
神
話
学
」
批
判
で
も
確
認

で
き
る
の
だ
が
、
通
常
こ
の
二
つ
の
「
神
話
」
は
重
複
し
合
い
な
が
ら
、
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
に
設
定
さ
れ
た
時
間
の
中
に
一
つ
の
ト
ポ
ス
を

形
成
す
る
。
ど
ち
ら
の
意
味
の
「
神
話
」
で
あ
れ
、「
神
話
」
は
絶
え
ず
「
現
在
」
に
翻
弄
さ
れ
、「
現
在
」
を
規
定
す
る
役
割
を
担
わ
さ
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れ
る
の
で
あ
っ
て
、「
現
在
」
を
媒
介
と
し
て
二
つ
の
意
味
の
「
神
話
」
が
互
い
に
準
拠
し
合
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ

ン
が
提
示
し
た
「
神
話
」
の
体
系
が
「
母
権
論
」
を
媒
介
と
し
て
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
と
い
う
「
現
在
」
と
対
峙
し
た
局
面
に
お
い
て
も
実

演
さ
れ
た
。

二
つ
の
意
味
の
「
神
話
」
の
重
複
を
前
提
と
し
て
、
広
く
共
有
さ
れ
た
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
時
空
を
め
ぐ
る
物
語
（
＝
神
話
）
を
意
味
づ

け
た
体
系
と
し
て
の
「
神
話
学
」
の
「
過
去
」
と
「
現
在
」
の
間
を
往
復
す
る
本
稿
で
は
、「
神
話
」
と
「
宗
教
」
と
「
歴
史
」
の
相
互

関
係
に
つ
い
て
「
神
話
」
論
者
が
ど
う
考
え
た
か
と
い
う
視
角
を
設
定
し
て
、
近
代
ユ
ダ
ヤ
「
神
話
学
」
が
対
峙
し
た
苦
悶
に
つ
い
て
考

察
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
周
知
の
通
り
、
近
代
以
後
の
ユ
ダ
ヤ
系
知
識
人
た
ち
は
「
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
歴
史
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い

か
け
に
対
し
て
解
答
し
、
そ
の
「
歴
史
」
を
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
決
断
す
る
と
い
う
重
い
任
務
を
課
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
決
断
プ
ロ
セ

ス
に
お
い
て
「
歴
史
」
と
「
神
話
」
は
ど
う
い
う
関
係
を
取
り
結
ぶ
べ
き
か
と
い
う
問
い
へ
の
解
答
に
も
迫
ら
れ
た
彼
ら
は
、
ル
ナ
ン

（E
rnest

R
enan

）
が
提
示
し
た
「
ユ
ダ
ヤ
人
は
生
得
的
に
神
話
学
を
欠
い
て
い
る
」
と
い
う
非
難
に
対
し
て
も
、
自
ら
の
「
歴
史
」
観
に

賭
け
て
反
論
を
行
っ
た
。
Ｇ
と
オ
ハ
ナ
の
「
神
話
学
」
批
判
も
ま
た
、
伝
統
的
な
「
ユ
ダ
ヤ
性
」
の
奥
底
に
眠
る
「
宗
教
」、「
歴
史
」、

「
神
話
」
と
い
う
要
素
を
自
分
の
中
で
ど
う
配
置
す
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
近
代
ユ
ダ
ヤ
人
の
苦
悶
の
中
に
あ
る
の
だ
が
、
両
者
が
極
め

て
独
創
的
に
描
き
出
し
た
「
神
話
」
と
「
宗
教
」
と
「
歴
史
」
の
布
置
に
依
拠
し
て
近
代
ユ
ダ
ヤ
「
神
話
学
」
に
潜
む
「
開
放
性
」
を
あ

ぶ
り
出
す
こ
と
で
、
苦
悶
の
果
て
に
あ
る
べ
き
「
神
話
」
と
「
歴
史
」
の
姿
を
探
れ
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
目
論
見
の
た
め
に
検
討
す
べ
き
論
点
は
多
々
あ
る
が
、
本
稿
で
は
「
カ
ナ
ン
」
論
に
注
目
を
し
て
考
察
を
進
め
た
い
と
思

う
。
古
代
ユ
ダ
ヤ
人
が
「
征
服
」
し
た
と
語
ら
れ
る
「
カ
ナ
ン
の
地
」
の
文
化
と
古
代
ヘ
ブ
ラ
イ
文
化
と
の
関
係
や
カ
ナ
ン
の
民
の
宗
教

と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
宗
教
と
の
関
係
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
近
代
ユ
ダ
ヤ
の
様
々
な
ア
ス
ペ
ク
ト
に
お
い
て
極
め
て
挑
発

的
な
ト
ポ
ス
を
形
成
し
て
き
た
。「
古
代
カ
ナ
ン
の
地
に
お
い
て
普
遍
的
ヘ
ブ
ラ
イ
語
文
化
が
存
在
し
て
い
た
」
と
い
う
枠
組
み
に
依
拠
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し
て
一
九
四
〇
年
代
に
イ
ス
ラ
エ
ル
で
展
開
さ
れ
た
「
カ
ナ
ン
運
動
」
の
思
想（

８
）

が
現
代
イ
ス
ラ
エ
ル
を
支
配
す
る
「
神
話
学
」
の
基
層
に

存
在
し
て
い
る
こ
と
が
『
イ
ス
ラ
エ
ル
神
話
学
』
の
中
で
指
摘
さ
れ
る
の
だ
が
、
Ｇ
が
『
ヘ
ブ
ラ
イ
神
話
』
を
著
し
た
十
九
世
紀
末
の

「
現
在
」
に
お
い
て
も
、
オ
ス
ロ
合
意
が
破
綻
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
が
新
た
な
安
住
の
地
を
求
め
旅
立
と
う
と
し
て
い
る
二
十
一
世
紀
初
頭

の
「
現
在
」
に
お
い
て
も
、「
カ
ナ
ン
」
論
は
自
明
と
さ
れ
た
「
ユ
ダ
ヤ
性
」
を
揺
る
が
す
力
を
発
揮
し
て
き
た
。「
カ
ナ
ン
」
論
を
通
し

て
現
代
イ
ス
ラ
エ
ル
を
支
配
す
る
「
神
話
学
」
を
考
察
し
て
い
く
と
必
然
的
に
「
国
境
」
問
題
と
し
て
の
「
領
土
」
論
に
行
き
着
く
と
い

う
事
実
は
、
中
東
の
地
の
「
カ
ナ
ン
」
論
を
検
討
す
る
こ
と
が
「
領
土
」
問
題
に
揺
れ
る
極
東
の
地
の
我
々
が
自
明
と
す
る
「
神
話
学
」

の
反
省
に
も
接
続
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
示
唆
に
誘
わ
れ
た
本
稿
で
は
、「
カ
ナ
ン
」
論
を
内
視
鏡
と
し
て
Ｇ
と
オ

ハ
ナ
の
「
神
話
学
」
の
基
層
を
覗
き
込
む
作
業
を
進
め
、
ユ
ダ
ヤ
「
神
話
学
」
の
系
譜
か
ら
発
見
さ
れ
た
「
開
か
れ
た
」
可
能
性
を
手
が

か
り
に
、
ユ
ダ
ヤ
「
神
話
学
」
の
未
来
に
向
け
た
若
干
の
展
望
を
最
後
に
提
示
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

一
　
古
代
ユ
ダ
ヤ
の
ノ
マ
ド
神
話
と
カ
ナ
ン
の
太
陽
宗
教

―
ゴ
ル
ト
ツ
ィ
ー
エ
ル
の
『
ヘ
ブ
ラ
イ
神
話
』
に
お
け
る
神
話
・
宗
教
・
歴
史
―

Ａ
　
闇
夜
と
晴
天
の
戦
い
　
―
ユ
ダ
ヤ
神
話
の
配
役
と
神
話
の
発
展
図
式
―

比
較
神
話
学
の
潮
流
に
乗
っ
て
ユ
ダ
ヤ
神
話
を
一
般
的
神
話
体
系
の
中
に
回
復
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
『
ヘ
ブ
ラ
イ
神
話
』
の
冒
頭

で
、
神
話
の
配
役
を
太
陽
を
中
心
と
し
た
自
然
現
象
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
み
な
す
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
（M

ax
M

üller

）
の
「
自
然
神
話

学
」

（
９
）

と
民
族
精
神
を
心
理
学
的
法
則
と
歴
史
的
発
展
法
則
に
基
づ
い
て
分
析
す
る
シ
ュ
タ
イ
ン
タ
ー
ル
（H

eym
ann

S
teinthal

）
ら
の

「
民
族
心
理
学
」

（
10
）

に
依
拠
す
る
こ
と
を
Ｇ
は
宣
言
し
、
神
話
は
心
理
学
的
要
素
と
文
化
＝
歴
史
的
要
素
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

（
11
）

、「
ノ
マ
ド
神
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話
」
と
「
農
耕
神
話
」
に
大
別
さ
れ
る
と
い
う
基
本
枠
組
を
提
示
す
る
。
す
べ
て
の
民
族
は
原
初
的
な
ノ
マ
ド
＝
遊
牧
生
活
か
ら
農
耕
に

基
づ
く
定
住
生
活
へ
の
移
行
を
経
験
す
る
の
で
あ
り
、
生
活
様
式
の
普
遍
的
な
発
展
過
程
が
文
化
の
変
化
、
そ
し
て
神
話
の
変
容

U
m

gestaltung

に
連
動
す
る
と
い
う
見
立
て
を
前
提
と
し
て

（
12
）

、
旧
約
聖
書
で
語
ら
れ
る
神
話
も
各
発
展
段
階
の
堆
積
物
に
覆
わ
れ
た
地
層

の
よ
う
な
存
在
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
現
象
へ
の
心
理
学
的
認
識
の
み
が
作
用
す
る
原
初
的
な
単
層
の
上
に
、
農

耕
文
化
が
作
用
す
る
単
層
、
さ
ら
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
作
用
す
る
単
層
等
が
重
な
っ
て
行
く
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
ユ
ダ
ヤ
神
話
も
ま
た
形

成
さ
れ
た（

13
）

と
Ｇ
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
方
法
論
に
関
す
る
総
論
的
整
理
を
行
っ
た
上
で
、
Ｇ
は
原
初
的
ノ
マ
ド
段
階
を
手
始
め
に
、
ユ
ダ
ヤ
神
話
の
各
論
的
分
析

を
試
み
る
。
砂
漠
で
遊
牧
生
活
を
送
る
民
に
と
っ
て
、
晴
天
に
輝
く
太
陽
が
生
命
を
脅
か
す
存
在
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
夜
の
闇
、
月
、

雲
、
雨
は
休
息
を
与
え
て
く
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
ノ
マ
ド
期
の
人
々
は
後
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
自
然
現
象
を
「
友
」
的
表
象
と

し
て
捉
え
、「
敵
」
と
し
て
現
れ
る
晴
天
側
の
表
象
と
慈
し
み
を
与
え
て
く
れ
る
闇
夜
側
の
表
象
間
の
戦
い
の
物
語
が
原
初
的
な
神
話
の

中
に
書
き
込
ま
れ
た（

14
）

。
他
の
民
族
よ
り
も
長
く
ノ
マ
ド
生
活
を
送
っ
て
い
た
、
カ
ナ
ン
に
定
住
す
る
前
の
ヘ
ブ
ラ
イ
人
は
、
こ
の
よ
う
な

闇
夜
と
晴
天
の
戦
い
の
結
末
を
闇
夜
が
勝
利
す
る
物
語
と
し
て
描
い
た
の
だ
が
、
ユ
ダ
ヤ
神
話
に
登
場
す
る
、
夜
と
昼
の
、
月
と
太
陽
の

間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
活
劇
の
配
役
た
ち
を
Ｇ
は
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
。
闇
夜
側
、
高
み
（H

öhe

）
に
あ
る
空
や
雲
に
連
な
る
性
格

が
与
え
ら
れ
た
役
に
、
ア
ベ
ル
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
、
ヤ
コ
ブ
、
ア
シ
ェ
ラ
が
配
さ
れ
、
微
笑
む
（lachend

）
晴
天
側
、
赤
色
、
黄
金
色
、

矢
の
よ
う
な
光
線
に
連
な
る
性
格
が
与
え
ら
れ
た
役
に
、
カ
イ
ン
、
ノ
ア
、
イ
サ
ク
、
エ
サ
ウ
が
配
さ
れ
る
。
旧
約
聖
書
で
語
ら
れ
る
、

ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
イ
サ
ク
を
い
け
に
え
に
捧
げ
よ
う
と
す
る
物
語
も
、
ヤ
コ
ブ
と
エ
サ
ウ
兄
弟
間
の
確
執
の
物
語
も
、
ア
ベ
ル
を
殺
し
た
カ

イ
ン
の
物
語
も
、
毎
日
天
空
で
繰
り
返
さ
れ
る
、
夜
空
と
太
陽
、
夕
焼
け
間
の
戦
い
と
前
者
の
勝
利

．
．

の
忠
実
な
反
映
と
し
て
解
釈
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
だ（

15
）

。
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こ
の
よ
う
な
Ｇ
の
語
り
口
は
ミ
ュ
ラ
ー
が
提
示
し
た
「
太
陽
神
話
」
論
の
機
械
的
な
適
用
に
す
ぎ
な
い
と
斬
っ
て
捨
て
る
こ
と
も
で
き

る
の
だ
が
、
ユ
ダ
ヤ
の
「
ノ
マ
ド
神
話
」
に
お
い
て
は
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
を
は
じ
め
と
し
た
闇
夜
側
の
配
役
た
ち
へ
の
シ
ン
パ
シ
ー
が
確
か

に
存
在
し
、
ア
シ
ェ
ラ
ら
月
側
の
表
象
へ
の
崇
拝
が
組
み
込
ま
れ
た
「
ノ
マ
ド
神
話
」
の
影
響
が
神
話
発
展
の
過
程
で
後
々
ま
で
残
っ
て

い
く（

16
）

と
Ｇ
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
闇
夜
優
位
の
「
ノ
マ
ド
神
話
」
の
中
に
ヘ
ブ
ラ
イ
人
の
原
初
的
＝
多
神
教
的
「
宗

教
観
」
が
現
れ
て
い
る
と
ほ
の
め
か
し
た
Ｇ
は
、
ノ
マ
ド
か
ら
農
耕
へ
と
い
う
神
話
の
普
遍
的
発
展
図
式
に
従
っ
て
、
定
住
後
の
ユ
ダ
ヤ

神
話
の
分
析
に
歩
を
進
め
る
。

Ｂ
　
神
話
は
宗
教
と
な
り
、
歴
史
に
な
っ
た

―
カ
ナ
ン
の
先
進
文
化
と
ヘ
ブ
ラ
イ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
―

本
来
で
あ
れ
ば
、
定
住
後
の
ユ
ダ
ヤ
神
話
は
「
ノ
マ
ド
神
話
」
か
ら
脱
し
て
、
農
耕
文
化
に
則
し
た
太
陽
優
位
の
「
文
化
神
話

C
ulturm

ythos

」
の
段
階
に
進
む
は
ず
で
あ
っ
た
の
に

（
17
）

と
Ｇ
は
言
う
。
し
か
し
、「
征
服
」
さ
れ
た
カ
ナ
ン
の
民
の
文
化
と
地
中
海
沿
岸
に

展
開
し
て
い
た
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
の
文
化
が
圧
倒
的
に
優
位
で
あ
っ
た
が
故
に
、
宗
教
や
法
、
社
会
制
度
等
に
お
い
て
両
者
の
影
響
を
受
け

ざ
る
を
得
ず
、
劣
位
の
ヘ
ブ
ラ
イ
人
は
そ
れ
ら
を
拒
ま
ず
受
容
し
た
。
素
朴
な
宗
教
観
し
か
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
ヘ
ブ
ラ
イ
人
は
、

カ
ナ
ン
の
民
か
ら
体
系
的
な
「
太
陽
宗
教
」
を
受
容
す
る
こ
と
に
な
る（

18
）

の
だ
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
神
話
の
歩
み
が
滞
り
、
本
来
な
ら
、

「
ノ
マ
ド
神
話
」
か
ら
、
民
族
固
有
の
「
文
化
神
話
」
＝
太
陽
神
話
を
経
て
、
さ
ら
に
固
有
の
「
太
陽
宗
教
」
へ
と
進
む
は
ず
の
発
展
過

程
が
阻
害
さ
れ
て
し
ま
っ
た（

19
）

と
Ｇ
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
カ
ナ
ン
文
化
の
影
響
を
受
け
て
、「
神
話
」
の
更
な
る
発
展
、「
神
話
」
か
ら

「
宗
教
」
へ
の
発
展
が
滞
っ
た

．
．
．

ユ
ダ
ヤ
神
話
に
お
い
て
は
、
自
然
表
象
と
の
つ
な
が
り
が
薄
れ
配
役
が
役
者
と
し
て
個
性
を
発
揮
す
る
、

「
文
化
神
話
」
特
有
の
「
個
人
化
」
の
プ
ロ
セ
ス
は
発
現
し
た
も
の
の
、
太
陽
的
性
格
が
非
常
に
強
い
サ
ム
ソ
ン
が
神
に
列
せ
ら
れ
な
か
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っ
た

（
20
）

の
に
典
型
的
に
現
れ
る
よ
う
に
、「
太
陽
神
話
」
へ
の
脱
皮
は
実
現
せ
ず
、「
ノ
マ
ド
神
話
」
の
断
片
が
聖
書
の
中
に
残
っ
て
い
く
こ

と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
「
神
話
」
と
「
宗
教
」
の
停
滞
状
況
は
、
ダ
ビ
デ
王
ら
に
よ
っ
て
実
現
し
た
統
一
王
国
の
時
代
に
一
変
す
る
。
彼
ら
が
実

現
し
た
政
治
的
統
一
に
よ
っ
て
、
ヘ
ブ
ラ
イ
人
は
太
陽
宗
教
の
影
響
か
ら
脱
却
し
民
族
固
有
の
一
神
教
を
作
り
上
げ
る
端
緒
を
獲
得
し
た

（
21
）

。

古
代
ヘ
ブ
ラ
イ
社
会
に
お
い
て
高
ま
っ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
一
神
教
を
生
ん
だ
と
考
え
る
Ｇ
は
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
、「
神
話
は
宗

教
に
な
り
、
神
話
は
歴
史
に
な
っ
た
」

（
22
）

と
指
摘
す
る
。
す
で
に
発
展
の
歩
み
を
止
め
て
い
た
「
神
話
」
は
唯
一
神
へ
の
信
仰
を
核
と
し
た

「
宗
教
」
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
プ
ロ
セ
ス
に
投
入
さ
れ
、
神
話
の
配
役
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
を
基
点
と
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル

の
民
の
父
祖
の
「
系
譜
」
の
中
に
、「
歴
史
」
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
。
ノ
マ
ド
「
神
話
」
が
他
を
経
由
せ
ず
一
神
教
「
宗
教
」
へ
と
直

接
的
に
進
歩
し
た
こ
と
と
並
ん
で
、
神
話
の
配
役
た
ち
が
崇
拝
の
対
象
に
な
ら
ず
父
祖
の
「
系
譜
」
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
が
ユ
ダ
ヤ
神

話
の
最
も
顕
著
な
特
性
と
な
る
と
Ｇ
は
主
張
し
た（

23
）

。

民
族
固
有
の
一
神
教
の
枠
組
み
が
完
成
し
ヤ
ー
ヴ
ェ
一
神
教
が
確
立
し
た
時
期
を
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
後
の
ネ
ヘ
ミ
ア
ら
預
言
者
が
活
躍
し

た
時
代
と
み
る
Ｇ
に
お
い
て
も
、
い
わ
ゆ
る
「
預
言
者
宗
教
」
の
評
価
は
高
い
。
ネ
ヘ
ミ
ヤ
ら
に
よ
っ
て
、
カ
ナ
ン
の
民
と
共
有
し
て
い

たE
lohim

（
＝
神
）
概
念
の
「
ヘ
ブ
ラ
イ
化
」
が
ヨ
リ
高
い
段
階
へ
と
進
み
、E

lohim

に
取
っ
て
変
わ
る
固
有
の
唯
一
神
た
る
ヤ
ー
ヴ

ェ
概
念
が
提
示
さ
れ
て
「
神
話
」
か
ら
「
宗
教
」
へ
の
発
展
が
ほ
ぼ
完
成
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る（

24
）

。
Ｇ
が
指
摘
す
る
、「
ア
ブ
ラ
ハ

ム
がE

lohim

か
ら
息
子
イ
サ
ク
を
い
け
に
え
に
捧
げ
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
受
け
入
れ
た
」
と
い
う
原
型
か
ら
「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
がE

lohim

か
ら
人
身
御
供
を
命
じ
ら
れ
た
が
、
ヤ
ー
ヴ
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
天
使
に
よ
っ
て
そ
れ
を
阻
ま
れ
、
身
代
わ
り
の
羊
が
屠
ら
れ
た
」
と
い
う

聖
書
物
語
へ
の
発
展
は
、
預
言
者
た
ち
の
高
度
な
精
神
作
用
の
賜
物
と
考
え
ら
れ
、
多
神
教
的
宗
教
観
か
ら
ヤ
ー
ヴ
ェ
的
一
神
教
と
い
う

絶
頂
へ
と
向
か
う
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
発
展
の
忠
実
な
再
現
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
た
。
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「
闇
夜
の
表
象
に
す
ぎ
な
か
っ
た
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
民
族
の
父
祖
と
し
て
の
個
性
を
与
え
ら
れ
、
唯
一
神
ヤ
ー
ヴ
ェ
へ
の
帰
依
を
誓
う
」

旧
約
の
中
の
神
話
的
言
説
は
、
遊
牧
生
活
か
ら
カ
ナ
ン
定
住
、
ダ
ビ
デ
ら
に
よ
る
政
治
統
一
を
経
て
、
預
言
者
た
ち
の
活
躍
に
到
る
ヘ
ブ

ラ
イ
民
族
の
「
歴
史
」
の
再
現
で
あ
り
、
ノ
マ
ド
神
話
か
ら
ヤ
ー
ヴ
ェ
一
神
教
に
向
か
う
プ
ロ
セ
ス
の
忠
実
な
反
映
で
あ
る
と
結
論
づ
け

る
『
ヘ
ブ
ラ
イ
神
話
』
は
、「
神
話
」
か
ら
「
宗
教
」
へ
、「
神
話
」
か
ら
「
歴
史
」
へ
と
い
う
一
見
す
る
と
単
純
な
見
立
て
を
「
ノ
マ
ド

神
話
」
が
持
続
的
に
作
用
す
る
「
古
層
」
観
に
基
づ
く
懐
の
深
さ
を
備
え
な
が
ら
一
気
に
語
り
切
っ
た
。
こ
の
「
古
層
」
史
観
こ
そ
が
ユ

ダ
ヤ
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
等
か
ら
の
批
判
を
招
く
原
因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
次
項
で
は
、
同
時
代
の
東
方
ユ
ダ
ヤ
社
会
で
高

揚
し
つ
つ
あ
っ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
影
響
を
色
濃
く
示
す
こ
の
書
物
に
現
れ
た
「
神
話
」「
宗
教
」「
歴
史
」
観
に
つ
い
て
若
干
の
考
察

を
行
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

Ｃ
　
ゴ
ル
ト
ツ
ィ
ー
エ
ル
の
神
話
論
に
表
れ
た
「
連
続
的
変
容
」

Ｇ
が
『
ヘ
ブ
ラ
イ
神
話
』
を
著
し
た
直
接
の
目
的
が
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ル
ナ
ン
の
「
ユ
ダ
ヤ
人
は
神
話
学
を
欠
い
て
い
る
」
と
い
う
主
張

へ
の
反
論
に
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
ル
ナ
ン
は
、
セ
ム
族
と
ア
ー
リ
ア
族
を
峻
別
し
た
上
で
、
セ
ム
族
に
属
す
る
ユ
ダ
ヤ

人
に
は
神
話
学
を
も
つ
本
能
が
な
か
っ
た
と
す
る
一
方
で
、
一
神
教
を
作
り
上
げ
る
能
力
を
生
得
的
に
持
ち
合
わ
せ
て
い
た（

25
）

と
指
摘
し
た

が
、
ル
ナ
ン
「
神
話
学
」
を
「
非
歴
史
的
で
あ
る
」
と
一
蹴
す
る

（
26
）

Ｇ
は
、
普
遍
的
な
神
話
史
体
系
の
中
に
ユ
ダ
ヤ
神
話
が
組
み
込
ま
れ
て

い
る
こ
と
を
立
証
す
る
た
め
に
こ
の
本
を
書
い
た
。
ノ
マ
ド
神
話
か
ら
農
耕
神
話
へ
、「
神
話
」
か
ら
「
宗
教
」
へ
と
い
う
人
類
普
遍
の

発
展
史
を
ユ
ダ
ヤ
神
話
の
中
に
見
い
だ
す
Ｇ
が
、
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
十
九
世
紀
前
半
の
ロ
マ
ン
主
義
神
話
学
者
が
主
張
し

た
―
ル
ナ
ン
の
神
話
・
宗
教
本
能
論
も
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
で
あ
る
―
一
神
教
が
原
初
的
に
存
在
し
た
と
い
う
「
原
始
一
神
教
」

論
を
拒
絶
し
、
一
神
教
か
ら
多
神
教
へ
の
発
展
の
可
能
性
も
拒
絶
し
た
と
い
う
コ
ン
ラ
ッ
ド
ら
の
指
摘（

27
）

は
概
ね
正
し
く
、
そ
れ
を
こ
こ
で
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真
正
面
か
ら
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。

し
か
し
、「
神
話
」
か
ら
「
宗
教
」
へ
と
い
う
発
展
図
式
に
関
す
る
Ｇ
の
信
念
が
明
確
で
あ
る
一
方
で
、
二
つ
の
要
素
の
間
の
「
連
続

性
」
が
こ
の
著
作
の
随
所
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
ノ
マ
ド
生
活
を
送
っ
て
い
た
定
住
前
の
ヘ
ブ
ラ
イ
人
が
語
る
ノ
マ
ド

神
話
の
中
に
ノ
マ
ド
的
「
宗
教
観
」
が
存
在
し
、
そ
れ
こ
そ
が
ヘ
ブ
ラ
イ
宗
教
の
「
萌
芽K

eim

」
で
あ
る

（
28
）

と
し
た
記
述
は
、
彼
が
「
神

話
」
と
「
宗
教
」
の
完
全
な
峻
別
を
企
図
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
ア
シ
ェ
ラ
と
い
う
カ
ナ

ン
の
異
教
的
女
神
を
は
じ
め
と
す
る
月
側
＝
地
母
神
系
の
表
象
が
ユ
ダ
ヤ
神
話
の
主
役
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
て（

29
）

、
原
初
的
「
母

権
信
仰
」
論
の
同
志
と
し
て
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
名
を
挙
げ
て
（
た
だ
し
母
権
的
社
会
構
造
の
存
在
に
は
嫌
疑
的
で
あ
る
）、
原
初
ヘ
ブ

ラ
イ
社
会
に
お
い
て
月
崇
拝M

ondkultus

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
Ｇ
は
強
調
す
る（

30
）

の
だ
が
、
ノ
マ
ド
神
話
の
主
役
た
ち
に
対
す
る
、

多
神
教
的
「
宗
教
観
」
に
支
え
ら
れ
た
月
＝
闇
夜
側
の
表
象
に
対
す
る
シ
ン
パ
シ
ー
の
残
滓
が
旧
約
聖
書
の
物
語
の
底
に
眠
っ
て
い
る（

31
）

と

彼
が
語
る
と
き
、
Ｇ
自
身
の
ノ
マ
ド
神
話
の
主
役
た
ち
へ
の
シ
ン
パ
シ
ー
を
そ
こ
に
感
じ
る
と
と
も
に
、
古
代
ヘ
ブ
ラ
イ
人
が
闇
夜
側
の

表
象
に
対
し
て
根
強
く
シ
ン
パ
シ
ー
を
も
ち
つ
づ
け
た
と
Ｇ
も
考
え
て
い
た
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
ま
れ
て
く
る
。
こ
の
疑
問
に

精
確
に
答
え
る
用
意
が
今
は
な
い
が
、
昨
今
の
聖
書
考
古
学
の
成
果
が
古
代
ユ
ダ
ヤ
社
会
に
お
け
る
多
神
教
的
女
性
神
崇
拝
の
「
連
続
性
」

を
立
証
し
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
ノ
マ
ド
「
神
話
」
的
要
素
の
残
存
に
関
す
る
Ｇ
の
微
妙
な
言
い
回
し
が
時
代
を
先
取
り
し
た
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。

次
に
、「
神
話
」
と
「
歴
史
」
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、「
宗
教
」
と
同
様
に
「
神
話
」
も
「
歴
史
」
過
程
の
中
に
あ
り
、「
神
話
」

は
「
歴
史
」
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
由
来
す
る
生
成
物
だ
と
考
え
る
Ｇ
の
「
神
話
学
」
に
お
い
て
は
、「
神
話
」
と
「
歴
史
」
の
峻
別
は
想

定
さ
れ
て
い
な
い
。
ユ
ダ
ヤ
近
代
に
流
れ
る
、「
神
話
」
と
「
歴
史
」
を
峻
別
し
て
、「
神
話
」
に
逃
げ
込
ん
だ
り
「
神
話
」
を
拒
絶
し
た

り
す
る
潮
流
の
中
に
彼
は
い
な
い
。
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
作
用
に
よ
る
「
連
続
的
変
容
」
を
ほ
の
め
か
す
「
神
話
は
歴
史
と
な
っ
た
」
と
い
う
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Ｇ
の
物
言
い
は
、
彼
自
身
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
高
揚
を
示
す
と
と
も
に
、
イ
ェ
ル
シ
ャ
ル
ミ
（Y

.
H

.
Y

erushalm
i

）
の
物
言
い
と
の

対
比
の
必
要
性
を
想
起
さ
せ
る
。
ユ
ダ
ヤ
社
会
に
お
け
る
「
歴
史
」
の
意
味
を
考
え
る
際
に
必
ず
参
照
さ
れ
る
『
ユ
ダ
ヤ
人
の
記
憶
　
ユ

ダ
ヤ
人
の
歴
史
』（Z

akhor

一
九
八
二
）
の
中
で
、
イ
ェ
ル
シ
ャ
ル
ミ
は
聖
書
の
物
語
の
中
で
民
族
の
「
歴
史
」
が
語
ら
れ
「
歴
史
」

に
対
す
る
意
味
づ
け
が
行
わ
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る（

32
）

。「
歴
史
化
さ
れ
た
神
話
」
と
し
て
の
聖
書
物
語
と
い
う
Ｇ
の
枠
組
と
イ
ェ
ル
シ
ャ

ル
ミ
の
枠
組
と
の
距
離
感
に
関
し
て
は
、
民
族
の
歴
史
と
し
て
の
聖
書
と
い
う
視
点
か
ら
は
両
者
は
近
く
、「
神
話
」
と
「
歴
史
」
と
の

連
続
性
と
い
う
視
点
か
ら
は
遠
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
第
三
章
で
改
め
て
検
討
し
て
み
る
。

最
後
に
、
本
稿
で
注
目
す
る
「
カ
ナ
ン
」
論
に
つ
い
て
一
瞥
し
て
お
く
と
、
定
住
期
に
お
け
る
カ
ナ
ン
や
フ
ェ
ニ
キ
ア
の
文
化
的
先
進

性
は
明
白
だ
と
Ｇ
は
考
え
て
お
り
、
先
進
文
化
を
躊
躇
な
く
受
け
入
れ
る
こ
と
こ
そ
が
ヘ
ブ
ラ
イ
の
民
の
優
れ
た
特
性
で
あ
る
と
言
い
切

っ
て
い
る
。
ヘ
ブ
ラ
イ
文
化
が
優
れ
た
カ
ナ
ン
文
化
に
覆
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
断
定
す
る
Ｇ
の
カ
ナ
ン
評
価
は
、
普
遍
的
ヘ
ブ
ラ
イ
文
化

が
古
代
カ
ナ
ン
を
覆
っ
て
い
た
と
す
る
、
第
三
章
で
紹
介
す
る
「
カ
ナ
ン
運
動
」
の
主
張
と
好
対
照
を
な
し
て
い
る
。
他
方
で
、
カ
ナ
ン

の
宗
教
、
神
話
に
つ
い
て
の
Ｇ
の
各
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
い
さ
さ
か
錯
綜
し
て
お
り
、
そ
れ
は

E
lohim

概
念
の
整
理
に
お
い
て
典
型
的

に
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
定
住
前
の
ヘ
ブ
ラ
イ
人
はE

lohim

と
い
う
言
葉
を
カ
ナ
ン
の
民
と
共
有
し
て
い
た
が
、
ヘ
ブ
ラ
イ
の
民
は
こ

の
言
葉
に
神
秘
的
な
力

．
．
．
．
．

と
い
う
一
般
的
な
意
味
を
付
与
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
カ
ナ
ン
の
民
は
一
神
教
的
な
崇
拝
の
対
象
と
い
う
宗
教

．
．

的
意
味

．
．
．

を
す
で
に
付
与
し
て
い
た
。
カ
ナ
ン
か
ら
受
け
取
っ
たE

lohim

と
い
う
宗
教
概
念
を
「
ヘ
ブ
ラ
イ
化
」
し
て
い
く
過
程
で
一
神

教
体
系
が
姿
を
現
し
、
借
り
物
で
あ
るE

lohim

概
念
に
代
わ
る
ヤ
ー
ヴ
ェ
概
念
を
預
言
者
た
ち
が
中
心
に
据
え
た
段
階
で
、
ユ
ダ
ヤ
固

有
の
唯
一
神
信
仰
が
確
立
し
た
と
い
う
Ｇ
の
見
立
て（

33
）

は
、
先
行
し
た
カ
ナ
ン
の
一
神
教
と
ヤ
ー
ヴ
ェ
一
神
教
と
の
間
の
連
続
と
不
連
続
を

そ
の
ま
ま
提
示
し
て
い
る
。

以
上
、
簡
単
に
、「
連
続
性
」
を
保
っ
た
変
容
が
強
く
意
識
さ
れ
た
Ｇ
の
ユ
ダ
ヤ
神
話
論
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。「
神
話
」
と
「
歴
史
」

004　井上先生　縦  14.3.17 0:54 PM  ページ 70



71－ 近代ユダヤ「神話学」の系譜と宗教、歴史、領土（井上）

が
対
話
し
合
う
『
ヘ
ブ
ラ
イ
神
話
』
を
出
発
点
と
し
て
近
代
ユ
ダ
ヤ
「
神
話
学
」
の
系
譜
が
始
ま
る
の
だ
が
、
以
後
、
ユ
ダ
ヤ
「
神
話
学
」

は
「
歴
史
」
と
対
峙
す
る
傾
向
を
色
濃
く
し
て
い
く
。
次
章
で
は
、
現
代
ユ
ダ
ヤ
社
会
に
お
け
る
思
想
史
研
究
と
「
神
話
」
と
の
接
点
に

つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

二
　
神
話
と
歴
史
の
相
克
　
―
ユ
ダ
ヤ
思
想
史
研
究
の
現
在
―

シ
ュ
ロ
モ
・
サ
ン
ド
の
『
ユ
ダ
ヤ
人
の
起
源
』（T

he
Invention

of
the

Jew
ish

People

二
〇
〇
九
）
は
、
従
来
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
き
た

「
エ
グ
ザ
イ
ル
の
発
明
」「
ユ
ダ
ヤ
人
が
語
る
遺
伝
学
」
等
の
論
点
に
言
及
し
て
、「
ユ
ダ
ヤ
性
」
を
基
礎
づ
け
る
自
明
の
「
神
話
学
」
的

言
説
に
つ
い
て
の
批
判
を
行
い
国
際
的
な
関
心
を
呼
ん
だ
が
、
こ
の
著
作
に
留
ま
ら
ず
「
現
在
」
の
ユ
ダ
ヤ
研
究
に
お
い
て
は
、「
神
話
」

の
分
析
に
基
づ
い
て
社
会
の
メ
タ
コ
ー
ド
と
し
て
の
「
神
話
学
」
を
解
体
す
る
試
み
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。「
神
話
」
に
依
拠
し
た

昨
今
の
ユ
ダ
ヤ
思
想
史
研
究
の
射
程
は
シ
オ
ニ
ズ
ム
を
基
礎
づ
け
て
き
た
「
神
話
学
」
の
解
体
と
い
う
政
治
戦
略
を
越
え
た
所
ま
で
届
い

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
神
話
」
を
手
が
か
り
に
異
文
化
と
の
相
互
準
拠
関
係
を
探
ろ
う
と
す
る
意
思
と
内
な
る
暴
力
性

を
暴
こ
う
と
す
る
意
思
、
こ
れ
ら
二
つ
の
意
思
の
存
在
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
バ
ー
ク
レ
ー
の
ビ
ア
ー
ル
（D

avid
B

iale

）
や

エ
ル
サ
レ
ム
の
ユ
ヴ
ァ
ル
（Israel

J.
Y

uval

）
は
タ
ル
ム
ー
ド
や
年
代
記
等
で
語
ら
れ
た
血
の
「
神
話
」
に
依
拠
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
側
の

言
説
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
側
の
言
説
の
連
鎖
的
準
拠
の
仕
組
み
を
暴
き
、
暴
力
を
片
側
の
陣
営
に
還
元
す
る
「
神
話
学
」
的
言
説
を
解
体
し

よ
う
と
し
て
い
る（

34
）

。「
ユ
ダ
ヤ
人
自
身
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
「
血
の
共
同
体
」
と
「
血
の
贖
い
」
言
説
」
あ
る
い
は
「
イ
エ
ス
の
受
難
と

ユ
ダ
ヤ
人
の
殉
教
が
結
合
し
て
流
れ
出
た
儀
礼
殺
人
言
説
」
に
注
目
し
た
ビ
ア
ー
ル
や
ユ
ヴ
ァ
ル
に
よ
る
「
血
」
の
「
神
話
学
」
的
考
察

は
、
流
血
を
伴
う
暴
力
を
シ
オ
ニ
ズ
ム
国
家
の
軍
事
戦
略
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
批
判
と
容
易
に
接
続
す
る
一
方
で
、
神
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秘
的
な
「
血
」
の
系
譜
と
「
ユ
ダ
ヤ
性
」
が
再
び
強
く
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
固
定
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
解
体
し
よ
う
と
す

る
ポ
ス
ト
・
シ
オ
ニ
ズ
ム
へ
の
批
判
に
も
簡
単
に
接
続
す
る
。
そ
う
、「
神
話
」
を
題
材
に
し
た
現
在
の
ユ
ダ
ヤ
思
想
史
研
究
は
、
シ
オ

ニ
ズ
ム
が
描
く
「
歴
史
」
に
も
ポ
ス
ト
・
シ
オ
ニ
ズ
ム
が
描
く
「
歴
史
」
に
も
開
か
れ
て
い
る
の
だ
。

「
神
話
」
が
様
々
な
「
歴
史
」
に
対
し
て
開
か
れ
て
き
た
が
故
に
、「
歴
史
」
が
過
剰
に
語
ら
れ
た
近
代
を
生
き
た
ユ
ダ
ヤ
人
は
み
な
、

「
神
話
」
が
ど
の
よ
う
に
「
歴
史
」
と
接
続
す
る
か
慎
重
に
探
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
た
。
中
世
以
来
エ
グ
ザ
イ
ル
の
「
歴
史
」
を
生
き
抜

い
て
き
た
ラ
ビ
体
制
は
「
宗
教
」
と
「
神
話
」
を
峻
別
し
て
「
神
話
」
を
拒
絶
す
る
姿
勢
を
維
持
し
て
き
た
の
だ
が
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の

時
代
を
否
定
す
べ
き
「
歴
史
」
と
み
な
す
考
え
や
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
文
明
の
「
歴
史
」
へ
の
合
流
を
是
と
す
る
考
え
が
登
場
す
る
十
九
世

紀
末
に
は
、「
歴
史
」
理
性
と
対
置
さ
れ
る
非
合
理
な
「
神
話
」
と
い
う
消
極
的
意
味
づ
け
に
加
え
て
、
停
滞
し
て
き
た
「
歴
史
」
を
突

破
す
る
道
具
と
し
て
「
神
話
」
を
積
極
的
に
動
員
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
浮
上
し
て
く
る
。
一
九
二
〇
年
代
半
ば
に
ワ
ー
ル
ブ
ル
ク
、
カ

ッ
シ
ー
ラ
ー
、
シ
ョ
ー
レ
ム
等
の
若
き
ユ
ダ
ヤ
系
知
識
人
が
「
神
話
」
論
と
対
峙
し
、「
神
話
」
を
「
歴
史
」
の
中
に
取
り
込
む
こ
と
で

ユ
ダ
ヤ
本
来
の
「
歴
史
」
の
回
復
に
つ
な
げ
よ
う
と
い
う
試
み（

35
）

も
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
し
か
し
、
ナ
チ
ス
「
神
話
学
」
が
「
歴
史
」

を
全
般
的
に
無
化
し
て
し
ま
っ
た
あ
と
、
ユ
ダ
ヤ
知
識
人
が
「
神
話
学
」
を
紡
ぐ
試
み
も
一
端
休
止
し
て
し
ま
っ
た
。

二
十
世
紀
末
に
な
っ
て
、
反
「
歴
史
」
を
志
向
す
る
「
神
話
」
の
過
剰
と
呼
ん
で
も
よ
い
社
会
・
文
化
状
況
が
イ
ス
ラ
エ
ル
内
外
で
再

び
顕
在
化
し
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
現
代
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
・
カ
バ
ラ
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
イ
デ
ル
（M

oshe
Idel

）
は
、

シ
ョ
ー
レ
ム
の
シ
ン
ボ
ル
論
的
カ
バ
ラ
解
釈
は
「
歴
史
化
」
さ
れ
た
シ
ン
ボ
ル
を
使
っ
て
カ
バ
ラ
自
体
を
「
歴
史
化
」
す
る
試
み
で
あ
る

と
位
置
づ
け
、
神
話
・
神
秘
的
体
験
（
＝
カ
バ
ラ
）
を
駆
逐
す
る
「
歴
史
」
の
行
い
を
非
難
し
て
い
る（

36
）

が
、
イ
デ
ル
の
よ
う
な
「
歴
史
」

に
対
す
る
「
神
話
」
の
自
律
性
の
主
張
に
留
ま
ら
ず
、「
神
話
」
的
時
空
に
お
け
る
メ
シ
ア
に
よ
る
救
済
を
基
礎
づ
け
る
「
神
話
学
」
を

用
い
て
閉
塞
状
態
に
あ
る
「
歴
史
」
の
突
破
を
図
ろ
う
と
す
る
動
き
が
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
い
て
も
活
発
化
し
て
き
て
い
る
。
エ
ル
サ
レ
ム
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で
急
速
に
台
頭
し
て
き
て
い
る
反
「
歴
史
」
的
メ
シ
ア
主
義
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
の
ユ
ダ
ヤ
系
知
識
人
の
多
く
が
警
戒
感
を
示
し
て
い
る

の
だ
が
、
オ
ハ
ナ
の
『
イ
ス
ラ
エ
ル
神
話
学
』
に
も
「
神
話
」
的
時
空
に
立
て
籠
も
り
「
歴
史
」
を
掃
討
し
よ
う
と
す
る
「
神
話
学
」
に

対
す
る
危
機
感
が
満
ち
溢
れ
て
い
る
。
次
章
で
は
、「
神
話
」
過
剰
の
時
代
を
批
判
的
に
眺
め
る
、
こ
の
著
作
の
内
容
に
つ
い
て
、「
空
間
」

論
に
注
目
を
し
て
検
討
し
て
み
る
。

三
　
オ
ハ
ナ
の
「
カ
ナ
ニ
ズ
ム
」
批
判
と
宗
教
・
歴
史
・
空
間

Ａ
　
ポ
ス
ト
・
シ
オ
ニ
ズ
ム
と
「
カ
ナ
ニ
ズ
ム
」
の
病
理

イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
す
る
「
知
の
考
古
学
」
を
実
践
す
る
『
イ
ス
ラ
エ
ル
神
話
学
』
は
、
現
代
イ
ス
ラ
エ
ル

を
覆
っ
て
き
た
「
神
話
学
」
的
言
説
と
し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
シ
オ
ニ
ス
ト
を
西
洋
か
ら
や
っ
て
き
た
植
民
地
主
義
的
侵
略
者
と
み
な
す

「
十
字
軍
」
言
説
と
ヘ
ブ
ラ
イ
言
語
文
化
と
カ
ナ
ン
の
地
へ
の
固
着
を
前
面
に
押
し
出
し
「
ユ
ダ
ヤ
教
」
と
「
ユ
ダ
ヤ
史
」
を
否
認
す
る

「
カ
ナ
ニ
ズ
ム
」
言
説
を
現
代
史
か
ら
掘
り
起
こ
し
た（

37
）

。
シ
オ
ニ
ズ
ム
自
身
の
突
然
変
異
と
し
て
の
、
こ
の
二
つ
の
病
理
的
言
説
を
担
っ

て
き
た
勢
力
の
一
方
に
ポ
ス
ト
・
シ
オ
ニ
ス
ト
（
以
下
Ｐ
Ｚ
と
略
）
を
配
す
る
こ
と
で
、
一
九
九
〇
年
代
以
後
シ
オ
ニ
ズ
ム
批
判
を
通
じ

て
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
の
正
統
性
を
破
壊
し
て
き
た
Ｐ
Ｚ
に
対
し
て
、
オ
ハ
ナ
は
厳
し
い
批
判
を
行
っ
て
い
る
。

オ
ハ
ナ
の
批
判
が
集
中
す
る
「
カ
ナ
ニ
ズ
ム
」
言
説
は
、
も
と
も
と
、
一
九
三
八
年
に
パ
リ
で
ホ
ロ
ン
（A

.
G

.
H

oron

）
と
出
会
っ
た

ラ
ト
ゥ
ー
シ
ュ
（Y

onatan
R

atosh

）
が
組
織
し
た
「
カ
ナ
ン
運
動
」
に
お
い
て
育
ま
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
カ
ナ
ン
に
入
っ
た
と
さ
れ
る
時
期
か
ら
す
で
に
ヘ
ブ
ラ
イ
語
を
基
盤
と
し
た
文
化
圏
が
カ
ナ
ン
の
地
を
中
核
と
し
た
地
域

に
広
が
っ
て
お
り
、
そ
の
構
成
メ
ン
バ
ー
は
カ
ナ
ン
の
先
住
諸
民
族
に
加
え
て
地
中
海
沿
岸
に
展
開
す
る
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
、
そ
し
て
ユ
ダ
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ヤ
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
文
化
圏
が
ダ
ビ
デ
王
の
頃
に
中
東
全
域
に
拡
張
し
て
い
っ
た
と
す
る
「
神
話
学
」
的
古
代
史
像
を
前

提
に
、
新
生
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
に
お
い
て
も
古
代
カ
ナ
ン
の
地
と
い
う
時
空
に
花
開
い
た
汎
ヘ
ブ
ラ
イ
文
化
国
家
の
再
生
が
実
現
さ
れ
る

べ
き
で
あ
り
、「
新
し
き
ヘ
ブ
ラ
イ
人
」
の
中
核
と
し
て
現
代
カ
ナ
ン
の
諸
民
族
を
も
巻
き
込
ん
だ
統
合
国
家
の
建
設
を
目
指
そ
う
と
ラ

ト
ゥ
ー
シ
ュ
ら
は
ユ
ダ
ヤ
の
若
者
に
呼
び
か
け
た（

38
）

。

古
代
の
再
生
を
目
指
す
「
カ
ナ
ニ
ズ
ム
」
言
説
の
第
一
の
特
徴
は
「
宗
教
」
と
「
歴
史
」
の
徹
底
し
た
拒
絶
で
あ
り
、
そ
れ
は
近
代
国

民
国
家
建
設
を
目
前
に
控
え
た
シ
オ
ニ
ス
ト
た
ち
へ
の
徹
底
批
判
を
意
味
し
た
。
ユ
ダ
ヤ
教
は
「
古
代
ヘ
ブ
ラ
イ
国
家
」
の
一
員
に
す
ぎ

な
い
ユ
ダ
ヤ
人
に
預
言
者
の
時
代
に
な
っ
て
付
与
さ
れ
た
副
次
的
要
素
に
す
ぎ
ず
、「
現
代
ヘ
ブ
ラ
イ
国
家
」
に
と
っ
て
も
「
宗
教
」
は

本
質
的
要
素
で
は
な
く
む
し
ろ
統
合
の
障
害
と
な
る
と
す
る
一
方
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
経
験
し
て
き
た
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
「
歴
史
」
全
体
を

否
定
し
て
歴
史
的
「
連
続
性
」
を
飛
び
越
え
た
「
神
話
」
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
実
現
を
目
指
す（

39
）「

カ
ナ
ニ
ズ
ム
」
言
説
に
シ
オ
ニ
ス
ト
た
ち

は
脅
威
を
感
じ
た
。

「
運
動
」
と
し
て
は
挫
折
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
神
話
」
的
過
去
の
再
生
を
目
論
む
政
治
的
「
神
話
学
」
と
し
て
の
「
カ
ナ
ニ
ズ

ム
」
言
説
が
現
代
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
の
奥
底
で
脈
々
と
受
け
継
が
れ
、
二
十
世
紀
末
の
段
階
で
国
家
の
正
統
性
を
揺
る
が
す
事
態
を
発
生

さ
せ
た
と
判
断
す
る
オ
ハ
ナ
は
、
こ
の
言
説
が
孕
む
更
な
る
特
性
と
し
て
、「
カ
ナ
ン
の
地
」
等
の
「
空
間
」
へ
の
固
着
と
普
遍
的
「
現

在
」
へ
の
回
帰
に
注
目
し
て
、
そ
の
危
険
性
を
指
摘
す
る
。「
カ
ナ
ニ
ズ
ム
」
言
説
に
お
い
て
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は

何
よ
り
「
空
間
」
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
、
聖
地
化
さ
れ
た
特
定
の
場
所
へ
の
帰
還
が
救
済
を
実
現
す
る
と
さ
れ
て
き
た（

40
）

。「
将
来
の
受
動

的
救
済
」
を
待
つ
伝
統
的
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
と
は
異
な
っ
た
、
神
聖
な
る
「
空
間
」
に
お
け
る
「
現
在
」
の
救
済
を
能
動
的
に
目
指
す
メ
シ

ア
ニ
ズ
ム
が
「
カ
ナ
ニ
ズ
ム
」
言
説
の
中
に
流
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
オ
ハ
ナ
は
、
こ
の
種
の
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
と
入
植
地
の
拡
大
を
目
指

す
「
大
イ
ス
ラ
エ
ル
主
義
」
と
を
接
合
す
る
宗
教
右
派
を
「
カ
ナ
ニ
ズ
ム
」
の
担
い
手
の
も
う
一
方
に
配
す
る
。
宗
教
右
派
の
カ
ナ
ン
主
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義
的
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
の
典
型
例
と
し
て
、
一
九
七
〇
年
代
に
活
動
を
始
め
た
原
理
主
義
組
織
「
グ
ッ
シ
ュ
・
エ
ム
ニ
ムG

ush
E

m
unim

」

が
、
四
八
年
に
陥
落
し
六
七
年
に
奪
回
し
た
「
エ
ツ
ィ
オ
ン
街
区G

ush
E

tzion

」
を
聖
地
化
し
「
領
土
」
へ
の
帰
還
と
拡
張
の
シ
ン
ボ
ル

と
し
て
利
用
し
て
い
る
プ
ロ
セ
ス
を
挙
げ
、
非
「
宗
教
」
的
な
「
カ
ナ
ニ
ズ
ム
」
に
パ
ラ
ド
キ
カ
ル
に
接
合
し
た
超
正
統
派
の
人
々
が
、

拡
張
さ
れ
た
入
植
「
空
間
」
に
住
む
「
す
べ
て
の
市
民
」
を
イ
ス
ラ
エ
ル
に
包
摂
し
よ
う
と
す
る
戦
略
に
彼
は
ま
ず
警
鐘
を
鳴
ら
す

（
41
）

。

返
す
刀
で
オ
ハ
ナ
は
、N

ew
H

istory

を
標
榜
し
「
カ
ナ
ニ
ズ
ム
」
を
無
意
識
に
継
承
し
て
き
た
ベ
ニ
ー
・
モ
リ
ス
や
ト
ム
・
セ
ゲ
フ

ら
左
派
Ｐ
Ｚ
陣
営
が
使
用
す
る
「
す
べ
て
の
市
民
か
ら
な
る
国
家
」
概
念
を
手
厳
し
く
批
判
す
る（

42
）

。
Ｐ
Ｚ
は
建
国
以
来
暴
力
の
連
鎖
を
生

ん
で
き
た
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
を
糾
弾
す
る
著
作
を
九
〇
年
代
以
後
次
々
と
発
表
し
て
、
植
民
地
主
義
的
国
家
を
支
え
る
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
克

服
と
国
家
体
制
の
刷
新
を
訴
え
た
が
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
「
過
去
」
と
連
続
し
て
現
存
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
を
全
否
定
す
る
Ｐ
Ｚ
の
言

説
は
歴
史
的
「
連
続
性
」
を
明
確
に
拒
絶
し
て
い
る
。
ベ
ド
ウ
ィ
ン
等
を
不
可
視
化
す
る
政
策
を
改
め
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
い
う
「
空
間
」

に
住
む
ア
ラ
ブ
人
を
含
め
た
す
べ
て
の
人
間
を
国
家
の
構
成
員
と
す
べ
き
だ
と
す
る
彼
ら
の
言
説
は
「
空
間
」
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

従
属
さ
せ
る
性
格
を
持
つ
と
オ
ハ
ナ
は
指
摘
し
た
。
そ
し
て
彼
は
、
こ
の
よ
う
な
性
格
は
い
ず
れ
も
「
カ
ナ
ニ
ズ
ム
」
の
本
質
的
属
性
と

見
な
せ
る
で
あ
り
、
Ｐ
Ｚ
こ
そ
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
の
解
消
に
も
領
土
拡
張
主
義
に
も
簡
単
に
リ
ン
ク
す
る
危
険
な
「
カ
ナ
ニ
ズ
ム
」
の

最
も
正
統
な
継
承
者
な
の
だ
と
非
難
す
る
。
彼
の
枠
組
に
従
う
な
ら
、
Ｐ
Ｚ
が
実
現
を
目
指
す
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
市
民
共
同
体
は
「
領
土
」

と
い
う
「
空
間
」
と
「
現
在
」
と
い
う
「
時
間
」
に
隷
属
し
た
存
在
で
あ
り
、
近
代
の
申
し
子
で
あ
る
シ
オ
ニ
ス
ト
た
ち
が
「
空
間
」
と

「
時
間
」
を
ユ
ダ
ヤ
人
の
許
に
自
律
的
に
奪
回
し
よ
う
と
し
た
試
み
と
背
反
す
る
こ
の
共
同
体
を
媒
介
と
し
て
、
Ｐ
Ｚ
は
「
カ
ナ
ニ
ズ
ム
」

言
説
、
そ
し
て
宗
教
右
派
の
入
植
活
動
と
接
合
す
る
の
で
あ
る
。

「
空
間
」
＝
「
領
土
」
至
上
主
義
や
原
理
主
義
的
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
と
逆
説
的
に
接
合
す
る
ポ
ス
ト
・
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
「
神
話
学
」
が
も

た
ら
す
「
病
理
」
を
「
カ
ナ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
マ
ー
カ
ー
を
投
入
す
る
こ
と
で
鮮
明
に
描
き
出
し
た
オ
ハ
ナ
自
身
は
、
そ
れ
で
は
、
ど
こ
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に
向
か
お
う
と
し
て
い
る
の
か
。
Ｐ
Ｚ
が
歩
ん
だ
、
ユ
ダ
ヤ
教
や
ユ
ダ
ヤ
人
と
い
っ
た
存
在
を
縮
減
し
て
い
く
山
道
を
彼
は
選
ば
な
い
。

ユ
ダ
ヤ
人
の
「
歴
史
」
が
培
っ
て
き
た
文
化
を
縮
減
す
る
こ
と
な
く
、「
カ
ナ
ン
の
地
」
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
山
岳
空
間
か
ら
下
り
て
、

開
か
れ
た
海
を
、
文
化
を
交
換
で
き
る
地
中
海
を
旅
し
よ
う
、
と
オ
ハ
ナ
は
『
イ
ス
ラ
エ
ル
神
話
学
』
終
章
で
呼
び
か
け
る
。
そ
う
、
今

世
紀
に
入
っ
て
イ
ス
ラ
エ
ル
で
台
頭
し
て
き
た
「
地
中
海
主
義
」
の
旗
手
と
し
て
発
言
す
る
こ
と
を
彼
は
選
択
し
た
の
だ
っ
た（

43
）

。

Ｂ
　
「
神
話
学
」
と
し
て
の
『
イ
ス
ラ
エ
ル
神
話
学
』

ベ
ン
グ
リ
オ
ン
大
学
の
フ
ァ
イ
ゲ
（M

ichael
Feige

）
は
、
オ
ハ
ナ
の
『
イ
ス
ラ
エ
ル
神
話
学
』
は
「
領
土
」
論
を
用
い
た
一
連
の
Ｐ

Ｚ
批
判
の
中
で
最
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
作
品
で
あ
る
と
い
う
評
価
を
下
し
て
い
る

（
44
）

の
だ
が
、
和
平
プ
ロ
セ
ス
が
破
綻
し
た
後
に
生
じ
た
イ
ス

ラ
エ
ル
知
識
社
会
の
潮
目
の
変
化
を
こ
の
書
物
は
忠
実
に
反
映
し
て
い
る
。
第
二
次
イ
ン
テ
ィ
フ
ァ
ー
ダ
を
画
期
と
し
て
、
Ｐ
Ｚ
へ
の
批

判
あ
る
い
は
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
「
再
評
価
」
を
目
論
む
著
作
が
次
々
と
発
表
さ
れ
、
そ
の
ど
れ
も
が
オ
ハ
ナ
と
同
じ
く
「
神
話
」
な
い
し
は

「
領
土
」
に
準
拠
し
て
物
語
を
組
み
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
著
作
は
過
剰
な
テ
ロ
ル
に
疲
れ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
一
般
市
民
が

地
中
海
文
化
に
浸
か
っ
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
修
復
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
現
状
の
産
物
で
も
あ
る
が
、
こ
の
方
向
へ
の
潮
目
の
変

化
も
『
イ
ス
ラ
エ
ル
神
話
学
』
は
巧
み
に
取
り
込
ん
で
い
る
。

一
九
二
〇
年
代
の
カ
ナ
ン
入
植
者
の
「
土
地
」
へ
の
非
合
理
的
な
「
熱
情
」
を
明
ら
か
に
し
た
ノ
イ
マ
ン
（B

oaz
N

eum
ann

）
の
著
作

（
45
）

に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
領
土
」
へ
の
「
熱
情
」
が
存
在
し
た
「
過
去
」
を
拠
り
所
と
し
て
「
現
在
」
の
「
領
土
」
へ
の
「
熱

情
」
を
正
当
化
し
、「
領
土
」
と
の
結
び
つ
き
を
解
こ
う

．
．
．

と
す
る
Ｐ
Ｚ
の
非
情
を
批
判
す
る
と
い
う
構
成
が
現
在
の
「
領
土
」
論
の
主
流

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
Ｐ
Ｚ
と
「
領
土
」
と
を
連
結
す
る

．
．
．
．

「
神
話
学
」
の
存
在
を
指
摘
し
て
Ｐ
Ｚ
を
非
難
す
る
オ
ハ
ナ
の
試
み
は
確
か
に

異
彩
を
放
っ
て
お
り
、
Ｐ
Ｚ
批
判
と
い
う
目
的
の
是
非
は
さ
て
お
き
、「
カ
ナ
ニ
ズ
ム
」
が
も
た
ら
す
錯
綜
し
た
作
用
の
分
析
の
巧
み
さ
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に
は
感
心
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
他
方
、
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
や
エ
ジ
プ
ト
で
生
ま
れ
西
洋
で
教
育
を
受
け
た
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
ユ
ダ
ヤ

人
作
家
カ
ハ
ノ
フ
（Jacqueline

K
ahanoff

）
等
に
依
拠
し
て
、
開
か
れ
た
地
中
海
「
空
間
」
に
充
満
し
た
多
文
化
主
義
に
救
済
を
求
め
る

オ
ハ
ナ
の
戦
略
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
と
の
戦
闘
や
中
東
出
身
の
ユ
ダ
ヤ
人
＝
ミ
ズ
ラ
ヒ
ー
ム
へ
の
イ
ス
ラ
エ
ル
国
内
に
お
け
る
差
別
と

い
う
「
現
実
」
か
ら
目
を
背
け
西
洋
文
明
へ
の
復
帰
を
目
指
す
も
の
で
無
責
任
だ
と
い
う
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る（

46
）

。
本
稿
の
関
心
か
ら

見
て
も
、「
空
間
」
と
の
つ
な
が
り
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
核
に
置
く
「
カ
ナ
ニ
ズ
ム
」
言
説
を
痛
烈
に
批
判
し
な
が
ら
、「
地
中
海
」

と
い
う
「
空
間
」
に
拠
り
所
を
求
め
る
の
は
一
貫
性
を
欠
く
し
、
彼
の
主
張
も
ま
た
「
空
間
」
に
従
属
す
る
「
神
話
学
」
に
支
配
さ
れ
て

い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、「
政
治
的
対
立
で
は
な
く
文
化
的
対
話
を
」
と
呼
び
か
け
る
「
地
中
海
主
義
」
者
た
ち
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
イ
ス
ラ
ー

ム
教
徒
と
ユ
ダ
ヤ
人
が
経
済
的
・
文
化
的
互
酬
的
関
係
を
結
ぶ
場
と
し
て
の
「
地
中
海
」
は
非
「
地
理
学
」
的
概
念
な
の
だ
と
い
う
留
保

を
付
す
こ
と
を
怠
っ
て
は
い
な
い
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
地
中
海
」
が
「
神
話
」
化
さ
れ
た
「
空
間
」
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り

な
い
。
オ
ハ
ナ
は
「
地
中
海
」
を
「
他
者
の
存
在
を
解
消
す
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
文
化
が
充
填
さ
れ
た
」
空
間
と
想
定
す
る
の
だ
が
、
こ

の
空
間
と
Ｐ
Ｚ
ら
が
目
指
す
「
す
べ
て
の
市
民
か
ら
な
る
」
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
空
間
と
の
違
い
は
一
体
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か（

47
）

。

Ｃ
　
ユ
ダ
ヤ
「
神
話
学
」
批
判
と
開
か
れ
た
時
空

「
神
話
学
」
批
判
と
し
て
の
『
イ
ス
ラ
エ
ル
神
話
学
』
自
体
が
地
中
海
へ
の
旅
を
促
す
「
神
話
学
」
的
言
説
で
あ
り
そ
れ
故
様
々
な
限

界
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
、
こ
の
著
作
で
試
み
ら
れ
た
現
代
ユ
ダ
ヤ
「
神
話
学
」
に
関
す
る
批
判
と
カ
ナ
ン
定
住

を
画
期
と
し
た
ヘ
ブ
ラ
イ
神
話
の
変
容
を
考
察
す
る
Ｇ
の
ユ
ダ
ヤ
「
神
話
学
」
批
判
を
比
較
す
る
と
何
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず

第
一
に
、
両
者
の
批
判
が
歴
史
的
連
続
性
を
擁
護
す
る
強
い
意
思
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
Ｇ
に
お
い
て
は
、「
神
話
」
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も
「
宗
教
」
も
す
べ
て
が
「
歴
史
」
的
存
在
で
あ
り
、「
神
話
」
を
貫
く
「
歴
史
」
的
連
続
性
を
否
認
す
る
ル
ナ
ン
が
強
く
非
難
さ
れ
た

の
だ
が
、
オ
ハ
ナ
に
お
い
て
も
、「
神
話
」
的
時
空
を
設
定
し
て
「
歴
史
」
的
連
続
性
を
否
認
し
よ
う
と
す
る
Ｐ
Ｚ
や
宗
教
右
派
の
「
カ

ナ
ニ
ズ
ム
」
言
説
が
手
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
る
。

確
か
に
Ｇ
は
「
神
話
」
か
ら
「
宗
教
」
へ
の
、「
神
話
」
か
ら
「
歴
史
」
へ
の
進
歩
を
認
め
、
預
言
者
の
時
代
に
お
け
る
「
神
話
」
の

終
焉
を
指
摘
し
て
い
る
の
だ
が
、「
神
話
」
と
「
歴
史
」
と
の
間
は
連
続
し
た
変
容
で
結
ば
れ
、
聖
書
の
中
に
ノ
マ
ド
「
神
話
」
の
残
滓

が
存
在
す
る
と
い
う
限
り
で
、「
神
話
」
と
「
歴
史
」、「
神
話
」
と
「
宗
教
」
を
峻
別
す
る
口
吻
は
そ
こ
に
感
じ
取
れ
な
い
。「
神
話
」
を

一
定
の
時
空
に
閉
じ
込
め
て
遮
断
し
「
現
在
」
の
救
済
に
用
い
る
手
法
は
、
近
代
ユ
ダ
ヤ
「
神
話
学
」
に
お
い
て
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ

る
の
だ
が
、「
連
続
性
」
に
固
執
す
る
Ｇ
は
そ
の
よ
う
な
手
法
は
採
ら
な
い
。
ま
た
、
イ
ェ
ル
シ
ャ
ル
ミ
が
『
ユ
ダ
ヤ
人
の
記
憶
』
の
中

で
「
神
話
」
的
時
間
の
「
歴
史
」
的
時
間
に
よ
る
克
服
を
強
調
し
、
聖
書
の
中
で
「
歴
史
」
的
時
間
が
単
独
で
再
演
さ
れ
て
い
る（

48
）

と
主
張

す
る
の
に
対
し
て
、
Ｇ
は
聖
書
そ
れ
自
体
が
「
神
話
」
と
「
宗
教
」
と
「
歴
史
」
が
連
続
し
て
積
み
重
な
っ
た
存
在
と
み
て
い
る
。
さ
ら

に
、『
ヘ
ブ
ラ
イ
神
話
』
で
の
ヘ
ブ
ラ
イ
と
ア
ラ
ブ
と
の
比
較
に
お
い
て
も
両
「
神
話
」
間
の
「
連
続
性
」
が
強
調
さ
れ
て
お
り（

49
）

、
ヘ
ブ

ラ
イ
「
神
話
」
が
ア
ラ
ブ
「
神
話
」
に
対
し
て
も
開
か
れ
た
存
在
と
し
て
表
現
さ
れ
た
が
故
に
、
Ｇ
は
同
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

に
よ
っ
て
「
背
教
者
」
と
し
て
非
難
さ
れ
、
二
十
一
世
紀
初
頭
の
ダ
バ
シ
に
よ
っ
て
反
コ
ロ
ニ
ア
リ
ス
ト
と
し
て
賞
賛
さ
れ
た
の
だ
。

他
方
、「
神
話
」
的
空
間
と
し
て
の
「
カ
ナ
ン
の
地
」
に
関
し
て
、
先
進
文
化
が
宿
る
場
所
で
あ
り
ヘ
ブ
ラ
イ
「
文
化
」
史
を
先
に
進

め
た
場
所
で
あ
る
と
い
う
評
価
を
下
し
た
Ｇ
に
は
、「
カ
ナ
ニ
ズ
ム
」
言
説
に
見
ら
れ
る
閉
じ
ら
れ
た
「
空
間
」
へ
の
固
執
は
見
ら
れ
な

い
し
、
オ
ハ
ナ
に
見
ら
れ
る
、
閉
じ
ら
れ
た
「
空
間
」
と
し
て
の
カ
ナ
ン
へ
の
批
判
的
な
ま
な
ざ
し
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
パ
レ
ス
チ
ナ
へ

の
帰
還
に
固
執
せ
ず
ブ
ダ
ペ
ス
ト
に
留
ま
っ
た
Ｇ
に
お
い
て
は
、
古
代
「
カ
ナ
ン
の
地
」
は
諸
々
の
文
化
が
集
う
開
か
れ
た
「
空
間
」
で

は
あ
る
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
固
有
の
文
化
を
補
強
す
る
た
め
の
単
な
る
中
継
地
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
カ
ナ
ニ
ズ
ム
」
を
痛
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烈
に
批
判
す
る
オ
ハ
ナ
は
、
閉
鎖
性
が
付
着
し
た
「
カ
ナ
ン
の
地
」
に
、「
ユ
ダ
ヤ
性
」
を
破
壊
す
る
存
在
と
し
て
否
定
的
に
固
執
し
、

開
放
性
が
付
着
し
た
「
地
中
海
」
に
、
救
済
を
得
る
最
後
の
望
み
を
託
し
て
肯
定
的
に
固
執
し
て
い
る
。

Ｇ
が
立
っ
た
近
代
ユ
ダ
ヤ
「
神
話
学
」
の
基
点
に
お
い
て
、
不
断
に
変
容
す
る
「
神
話
」
は
す
べ
て
に
開
か
れ
て
お
り
、「
歴
史
」
と

連
続
し
た
存
在
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
が
、
二
十
世
紀
前
半
に
な
る
と
峻
別
さ
れ
た
「
神
話
」
と
「
歴
史
」
間
の
闘
争
が
激
化
し
、
ナ
チ

「
神
話
学
」
が
「
歴
史
」
を
最
終
的
に
浸
食
し
尽
く
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
栄
養
源
を
失
っ
た
「
神
話
学
」
全
般
が
一
旦
そ
の
歩
み
を
止

め
た
。
二
十
世
紀
末
の
ユ
ダ
ヤ
社
会
に
お
い
て
「
神
話
学
」
が
再
び
浮
上
し
始
め
た
と
き
、「
神
話
」
空
間
は
ユ
ダ
ヤ
文
化
と
他
者
の
文

化
が
相
互
に
依
存
し
合
う
場
と
し
て
機
能
す
る
一
方
で
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
補
給
す
る
場
と
し
て
の
機
能
が
「
領
土
」
論
等
と
結
合

し
て
亢
進
し
「
歴
史
」
や
「
宗
教
」
の
正
統
性
を
根
底
か
ら
揺
る
が
す
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
現
在
」
の
状
況
へ
の
危
機
感
が

『
イ
ス
ラ
エ
ル
神
話
学
』
を
産
み
、
Ｐ
Ｚ
た
ち
が
否
認
し
た
「
歴
史
」
を
再
度
回
復
す
る
た
め
に
、
閉
じ
ら
れ
た
「
神
話
」
空
間
を
批
判

す
る
新
た
な
「
神
話
学
」
が
語
ら
れ
始
め
て
い
る
。

現
代
日
本
に
お
い
て
も
「
神
話
」
は
「
政
治
」
と
結
合
し
て
閉
じ
ら
れ
た
永
遠
の
「
今
」
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
だ
が
、
近

代
ユ
ダ
ヤ
「
神
話
学
」
の
系
譜
を
眺
め
て
み
る
と
、「
神
話
」
は
開
放
性
と
閉
鎖
性
の
間
で
新
陳
代
謝
を
繰
り
返
す
柔
軟
な
存
在
で
あ
っ

た
こ
と
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
。
現
在
の
「
神
話
学
」
批
判
に
お
い
て
オ
ハ
ナ
は
開
か
れ
た
地
中
海
と
閉
じ
ら
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
と

い
う
「
神
話
」
の
間
で
揺
れ
て
お
り
、
近
代
「
神
話
学
」
の
基
点
に
お
い
て
Ｇ
は
「
神
話
」
を
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
開
か
れ
た
「
古

層
」
と
し
て
語
っ
て
い
た
。「
神
話
」
を
硬
直
し
て
と
ら
え
が
ち
な
、「
国
境
」
な
き
「
海
洋
国
家
」
の
歴
史
を
生
き
て
き
た
わ
れ
わ
れ
に

と
っ
て
も
、「
領
土
」
な
き
「
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
」
の
民
の
「
神
話
学
」
が
示
す
「
神
話
」
の
柔
軟
性
は
様
々
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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四
　
ユ
ダ
ヤ
「
神
話
学
」
の
開
か
れ
た
未
来

今
世
紀
に
入
っ
て
イ
ス
ラ
エ
ル
国
内
で
台
頭
し
て
き
た
Ｐ
Ｚ
批
判
の
流
れ
の
中
に
あ
る
『
イ
ス
ラ
エ
ル
神
話
学
』
に
お
い
て
、
パ
レ
ス

チ
ナ
人
と
共
に
生
き
る
こ
と
を
選
ん
だ
市
民
は
す
べ
て
「
神
話
」
的
空
間
に
押
し
込
ま
れ
メ
シ
ア
主
義
者
と
し
て
斬
っ
て
捨
て
ら
れ
る
の

だ
が
、
こ
の
や
り
方
は
確
か
に
乱
暴
で
あ
る
。「
地
中
海
」
を
「
神
話
化
」
す
る
に
留
ま
ら
ず
、
抑
圧
さ
れ
た
ア
ラ
ブ
人
や
ミ
ズ
ラ
ヒ
ー

ム
を
実
体
な
き
も
の
と
し
て
捨
象
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
オ
ハ
ナ
の
「
閉
鎖
化
」
戦
略
は
特
に
危
険
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
危
険
性
か
ら

「
修
正
主
義
」
の
烙
印
を
押
し
て
オ
ハ
ナ
ら
の
主
張
を
葬
り
去
る
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
可
能
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、「
領
土
」
論
に
限
っ
て
み
て

も
、
六
七
年
に
設
定
さ
れ
た
国
境
線
を
批
判
す
る
Ｐ
Ｚ
が
四
九
年
に
引
か
れ
た
国
境
線
の
正
統
性
に
つ
い
て
は
不
問
に
付
す
こ
と
の
傲
慢

さ
を
批
判
す
る
シ
ェ
ン
ハ
ブ
（Y

ehouda
Shenhav

）
の
著
作

（
50
）

等
を
見
る
と
、
ポ
ス
ト
・
ポ
ス
ト
・
シ
オ
ニ
ス
ト
の
主
張
に
ま
っ
た
く
耳
を

閉
ざ
す
こ
と
も
ま
た
乱
暴
で
あ
る
と
思
う
。
メ
シ
ア
主
義
批
判
等
か
ら
目
を
背
け
ず
、
彼
ら
の
「
神
話
学
」
批
判
に
胸
襟
を
開
い
て
接
す

る
こ
と
も
ま
た
必
要
で
あ
る
。

「
今
こ
こ
で
の
救
済
」
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
「
カ
ナ
ニ
ズ
ム
」
的
メ
シ
ア
主
義
に
対
し
て
オ
ハ
ナ
は
強
い
警
戒
感
を
示
し
て
い
る
の

だ
が
、
彼
と
思
想
的
に
真
逆
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
イ
ェ
ル
シ
ャ
ル
ミ
も
ま
た
、
最
晩
年
の
講
演
『
イ
ス
ラ
エ
ル
　
予
期
せ
ざ
る
国
家
』

（
二
〇
〇
五
年
）
で
、
現
代
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
に
宿
る
「
今
こ
こ
で
の
救
済
」
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
メ
シ
ア
主
義
の

危
う
さ
に
対
し
て
警
鐘
を
鳴
ら
し
、
近
代
的
「
歴
史
叙
述
」
の
過
剰
へ
の
批
判
を
従
来
通
り
維
持
し
な
が
ら
も
、
近
代
的
メ
シ
ア
主
義
よ

り
は
開
か
れ
た

．
．
．
．

「
歴
史
」
の
方
に
望
み
を
託
そ
う
と
語
り
か
け
て
い
る（

51
）

。
弟
子
の
マ
イ
ア
ー
ズ
が
批
判
的
「
歴
史
記
述
」
と
ポ
ス
ト
モ
ダ

ン
的
「
集
合
的
記
憶
」
を
対
置
す
る
図
式
を
提
示
し
て
自
分
を
「
集
合
的
記
憶
」
の
方
に
押
し
込
め
よ
う
と
し
た
試
み
を
き
っ
ぱ
り
拒
絶
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を
し
た
イ
ェ
ル
シ
ャ
ル
ミ
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
で
も
「
歴
史
」
に
向
か
う
こ
と
は
必
然
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
彼
が
向
か
お

う
と
し
た
「
歴
史
」
は
開
か
れ
て
い
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ（

52
）

。

一
方
、
イ
ェ
ル
シ
ャ
ル
ミ
亡
き
後
の
ア
メ
リ
カ
・
ユ
ダ
ヤ
思
想
史
研
究
を
リ
ー
ド
す
る
マ
イ
ア
ー
ズ
は
、
近
代
ユ
ダ
ヤ
の
「
反
歴
史
主

義
」
的
思
潮
を
俎
上
に
載
せ
て
「
歴
史
主
義
」
に
傾
く
「
批
判
的
」
歴
史
学
を
批
判
し
、
相
互
主
観
的
な
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
歴
史
学
を
志
向

し
な
が
ら
も
、
師
匠
イ
ェ
ル
シ
ャ
ル
ミ
と
同
様
に
、
そ
れ
で
も
「
歴
史
」
の
中
に
留
ま
る
こ
と
を
選
択
し
、「
歴
史
主
義
」
の
絶
望
を
堪

え
忍
ぶ
宿
命
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
彼
が
語
る
「
歴
史
」
は
、
国
家
・
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
歴
史
に
留
ま
ら
ず
、
非
国
家
的
な
、
デ

ィ
ア
ス
ポ
ラ
・
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
歴
史
も
視
野
に
入
れ
て
お
り
、「
地
中
海
」
の
重
力
に
な
お
拘
束
さ
れ
て
い
る
オ
ハ
ナ
と
異
な
り
、「
領
土
」

の
重
力
か
ら
解
き
放
た
れ
た
開
か
れ
た

．
．
．
．

「
歴
史
」
に
向
か
う
こ
と
を
明
言
し
て
い
る（

53
）

。

複
数
のN

ation
H

istory

と
い
う
射
程
に
関
し
て
は
、
近
世
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
史
に
関
す
る
刺
激
的
な
研
究
を
次
々
と
発
表
し
て
い
る

エ
ア
フ
ル
ト
の
ゴ
ッ
ツ
マ
ン
（A

ndreas
G

otzm
ann

）
の
動
向
も
見
逃
せ
な
い
。
十
九
世
紀
末
以
後
主
流
と
な
っ
た
「
周
囲
か
ら
公
然
と

（o
p

en

）
閉
じ
ら
れ
た
」
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
で
は
な
い
、「
外
部
環
境
と
の
統
合
に
も
開
か
れ
た
（o

p
en

）、
慎
み
深
い

（discreet

）」
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
が
近
代
ユ
ダ
ヤ
社
会
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
彼
は
指
摘
し
、
こ
の
開
か
れ
た
ネ
ー
シ
ョ
ン
・

ヒ
ス
ト
リ
ー
の
可
能
性
を
追
究
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る（

54
）

。
も
う
一
つ
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
い
う
提
案
自
体
は
そ
れ
ほ
ど

目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
ゴ
ッ
ツ
マ
ン
は
固
定
さ
れ
た
「
ユ
ダ
ヤ
性
」
を
前
提
と
し
た
「
本
質
主
義essentialism

」
的
歴
史
学

を
拒
絶
し
た
上
で
、「
絶
え
ず
動
き
続
け
る
文
化
シ
ス
テ
ム
の
再
編
プ
ロ
セ
ス
に
参
与
す
る
」
歴
史
学
を
念
頭
に
ネ
ー
シ
ョ
ン
分
析
を
試

み
る
と
こ
ろ
ま
で
歩
を
進
め
て
い
る
。
多
文
化
主
義
を
標
榜
す
る
「
文
化
史
」
研
究
が
「
空
間
」
等
の
「
本
質
」
の
重
力
に
翻
弄
さ
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
現
状
を
鑑
み
る
と
、
彼
の
前
進
は
斬
新
で
あ
る
。

合
衆
国
の
ユ
ダ
ヤ
知
識
社
会
を
眺
め
て
み
る
と
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
化
の
進
展
に
伴
っ
て
進
行
し
た
「
ユ
ダ
ヤ
性
」
の
喪
失
か
ら
抜
け
出
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す
た
め
に
、「
精
神
」
と
「
物
質
」
の
垣
根
を
越
え
た
、
神
秘
主
義
的
な
「
人
種
」
の
「
系
譜
」
に
「
ユ
ダ
ヤ
性
」
を
発
見
す
る
ス
ラ
ベ

ッ
ト
（E

liza
Slavet

）
の
著
作
が
話
題
と
な
っ
て
い
る

（
55
）

。
イ
ス
ラ
エ
ル
国
内
の
ポ
ス
ト
・
ポ
ス
ト
・
シ
オ
ニ
ス
ト
の
多
く
が
「
領
土
」
に

「
本
質
」
を
発
見
す
る
の
に
対
し
て
、「
領
土
」
に
縛
ら
れ
て
い
な
い
合
衆
国
ユ
ダ
ヤ
社
会
に
お
い
て
は
、
使
い
古
さ
れ
て
き
た
「
人
種
」

等
の
要
素
に
「
本
質
」
を
発
見
す
る
試
み
が
台
頭
し
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
「
本
質
」
＝
「
ユ
ダ
ヤ
性
」
を
「
血

と
土
」
と
い
っ
た
要
素
を
動
員
し
て
回
復
す
る
動
き
と
「
ユ
ダ
ヤ
性
」
自
体
を
解
体
し
て
い
く
動
き
と
が
グ
ロ
ー
バ
ル
に
し
の
ぎ
を
削
る

中
、「
自
然
神
話
学
」
と
「
歴
史
主
義
」
と
い
う
使
い
古
さ
れ
た
フ
レ
ー
ズ
で
片
付
け
ら
れ
て
き
た
Ｇ
の
『
ヘ
ブ
ラ
イ
神
話
』
が
持
っ
て

い
た
開
放
性
は
様
々
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
ユ
ダ
ヤ
「
神
話
学
」
の
基
点
に
お
い
て
す
で
に
、
開
か
れ
た
「
神
話
」
的
空
間
が
提
示

さ
れ
て
お
り
、「
神
話
」
も
「
歴
史
」
も
準
拠
し
合
い
な
が
ら
不
断
に
変
容
し
続
け
る
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、

来
た
る
べ
き
時
代
の
「
神
話
学
」
は
、「
現
在
」
に
流
さ
れ
て
、「
神
話
」
と
「
歴
史
」
の
閉
じ
ら
れ
た
「
本
質
」
を
語
る
必
要
は
な
い
の

だ
。「
過
去
」
と
同
様
に
、「
未
来
」
に
お
い
て
も
ま
た
、「
神
話
学
」
は
開
か
れ
て
い
る
べ
き
で
あ
り
、
開
か
れ
る
可
能
性
を
絶
え
ず
追

究
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
さ
さ
や
か
な
確
信
を
提
示
し
て
、
一
貫
し
て
開
か
れ
て
い
る
吉
原
「
神
話
学
」
に
捧
げ
る
論
説
を
閉
じ
る
こ
と

と
す
る
。

（
１
）

Peter
H

aber,Zw
ischen

jüdischer
Tradition

und
W

issenschaft:
D

er
ungarische

O
rientalist

Ignác
G

oldziher
(1850 -1921 )

(K
öln:

B
öhlau,2006 )

が

Ｇ
の
生
涯
を
最
も
中
立
的
に
紹
介
し
た
伝
記
と
な
る
。

（
２
）

H
am

id
D

abashi,P
ost-O

rientalism
:

K
now

ledge
and

P
ow

er
in

Tim
e

ofTerror
(N

ew
B

runsw
ick:T

ransaction
Publishers,2009 ),17 -122 .

（
３
）

Ｇ
の
日
記
と
し
て
はR

aphael
Patai,

Ignaz
G

oldziher
and

H
is

O
riental

D
iary:

A
Translation

and
P

sychological
P

ortrait
(D

etroit:
W

ayne
State

U
niversity

Press,1987 )

の
他
に

Tagebuch,
H

rsg.
von

A
lexander

Schreiber
(L

eiden:
B

rill,1978 )

が
あ
る
。
パ
タ
ー
イ
は
中
東
旅
行
中
の
日
記
を
「
心

理
学
」
的
に
分
析
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
自
己
嫌
悪
を
抽
出
し
た
前
文
の
中
で
Ｇ
を
突
き
放
し
て
批
判
し
て
い
る
。
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（
４
）

Ig
n

ác
G

o
ld

zih
er,

D
er

M
yth

o
s

b
ei

d
en

H
eb

rä
ern

u
n

d
sein

e
g

esch
ich

tlich
e

E
n

tw
icklu

n
g

:
U

n
tersu

ch
u

n
g

en
zu

r
M

yth
o

lo
g

ie
u

n
d

R
eligionsw

issenschaft
(L

eipzig:
B

rockhaus,1876 )

の
一
年
後
に
英
訳
が
出
て
い
る
の
だ
が
、C

ultur

をcivilisation

に
置
き
換
え
る
な
ど
随
所
に
顕
著
な

違
い
が
見
ら
れ
る
。

（
５
）

た
だ
し
手
放
し
の
同
化
で
は
な
か
っ
た
こ
と
をH

aber

はA
kkulturation

と
い
う
言
葉
を
使
い
な
が
ら
指
摘
し
て
い
る
。cf.H

aber,op.cit.,222 -235 .

（
６
）

Ｇ
の
ユ
ダ
ヤ
・
オ
リ
エ
ン
ト
論
に
関
す
る
研
究
と
し
て
はH

aber

やPatai

の
著
作
の
他
に
、L

aw
rence

I.C
onrad,"Ignaz

G
oldziher

on
E

rnest
R

enan:

From
O

rientalist
Philology

to
the

Study
of

Islam
,"

in:
The

Jew
ish

D
iscovery

of
Islam

:
Studies

in
H

onor
of

B
ernard

Lew
is,

ed.
by

M
artin

K
ram

er

(T
el

A
viv,

1999 ),
137 -180 ;

John
M

.
E

fron,
"O

rientalism
and

the
Jew

ish
H

istorical
G

aze,"
in:

O
rientalism

and
the

Jew
s,

ed.
by

Ivan
D

avidson

K
alm

ar
and

D
erek

J.Penslar
(W

altham
:B

randeis
U

niversity
Press,2005 ),80 -93

、
モ
ー
リ
ス
・
オ
ラ
ン
デ
ー
ル
『
エ
デ
ン
の
園
の
言
語
』
浜
崎
設
夫
訳
、

法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
五
年
、
一
五
五
頁
以
下
等
が
あ
る
。

（
７
）

D
avid

O
hana,The

O
rigins

ofIsraeliM
ythology

:
N

either
C

annanites
nor

C
rusaders,trans.by

D
avid

M
aisel(N

.Y
.:C

am
bridge

U
niversity

Press,

2012 )

の
批
判
的
紹
介
と
し
て
、M

ichael
Feige,

"Passion
and

T
erritory

in
Israeli

H
istoriography,"

in:
Israel

Studies
16 -1

(2011 ):
186 -189 ;

G
il

Z
.

H
ochberg,"

"T
he

M
editerranean

O
ption":

O
n

the
Politics

of
R

egional
A

ffiliation
in

C
urrent

Israeli
C

ultural
Im

agination,"
in:

Journal
of

Levantine

Studies
1

(2011 ):41 -65

が
あ
る
。

（
８
）

カ
ナ
ン
運
動
を
考
察
し
た
研
究
と
し
て
は
、Jam

es
S

.
D

iam
ond,

H
om

eland
or

H
oly

L
and?:

T
he

"C
anaanite"

C
ritique

of
Israel

(B
loom

ington:

Indiana
U

niversity
Press,1986 );

Y
aacov

Shavit,
The

N
ew

H
ebrew

N
ation:

A
Study

in
Israeli

H
eresy

and
F

antasy
(L

ondon:
Frank

C
ass,1987 );

K
laus

H
ofm

ann,"C
anaanism

,"
in:

M
iddle

E
astern

Studies
47 -2

(2011 ):273 -294

、
細
田
和
江
「「
カ
ナ
ン
運
動
」(T

nu'ah
K

na'anit)

に
対
す
る
歴
史
的

評
価
の
再
検
討
―
ヨ
ナ
タ
ン
・
ラ
ト
ゥ
ー
シ
ュ
（
一
九
〇
九
―
一
九
八
一
）
の
生
涯
を
通
じ
て
」『
中
央
大
学
政
策
文
化
総
合
研
究
所
年
報
』
一
二
号
、
二

〇
〇
八
年
、
八
三
―
九
九
頁
等
が
あ
る
。

（
９
）

「
自
然
神
話
学
」
を
含
め
た
、
十
九
世
紀
の
神
話
学
の
流
れ
を
簡
潔
に
整
理
し
た
論
考
と
し
て
、G

eorge
S

.
W

illiam
son,

T
he

L
onging

for
M

yth
in

G
erm

any:
R

eligion
and

A
esthetic

C
ulture

from
R

om
anticism

to
N

ietzsche
(U

niversity
of

C
hicago

Press,2004 ),211 -233

を
参
照
。

（
10
）

「
民
族
心
理
学
」
を
概
観
し
た
研
究
と
し
て
、H

artw
ig

W
iedebach

und
A

nnette
W

inkelm
ann

(ed.),
C

hajim
H

.
Steinthal:

Sprachw
issenschaftler

und
P

hilosoph
im

19 .
Jahrhundert

(L
eiden

and
B

oston:
B

rill,
2002 );

M
atti

B
unzl,

"V
ölkerpsychologie

and
G

erm
an-Jew

ish
E

m
ancipation,"

in:

W
orldly

P
rovincialism

:
G

erm
an

A
nthropology

in
the

A
ge

of
E

m
pire,

ed.
by

G
lenn

Penny
and

M
atti

B
unzl

(A
nn

A
rbor:

U
niversity

of
M

ichigan
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Press,2003 ),
47 -85

を
参
照
。

（
11
）

G
oldziher,op.cit.,V

II-X
X

V
,45 -50 .

（
12
）

Ibid.,61
f.,80

ff.

（
13
）

Ibid.,57
ff.

（
14
）

Ibid.,68
ff.,74

ff.

（
15
）

Ibid.,
109 ff.

（
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
イ
サ
ク
）；

129
ff.

（
カ
イ
ン
と
ア
ベ
ル
）；

154 .ff.

（
ヤ
コ
ブ
と
エ
サ
ウ
）；

164
ff.,194

ff.

（
黄
金
と
矢
の
太
陽
表

象
）；

188
ff.

（
雲
の
闇
夜
表
象
）．

（
16
）

Ibid.,263
ff.

（
17
）

Ibid.,242
ff.

（
18
）

Ibid.,290 ,292 ,297 .

（
19
）

Ibid.,299
f.

（
20
）

Ibid.,300 ,308 .

（
21
）

Ibid.,319 ,324
ff.

（
22
）

Ibid.,301 .

（
23
）

Ibid.,305 -311 .

（
24
）

Ibid.,57 ,357 -369 ,372 -376

を
参
照
。

（
25
）

Ｇ
の
ル
ナ
ン
批
判
に
つ
い
て
は
、ibid.,4

ff.,319
f.

を
参
照
。

（
26
）

Ibid.,8 .

（
27
）

C
onrad,op.cit.,142 -147 ;H

aber,op.cit.,162
f.

（
28
）

G
oldziher,op.cit.,266

ff.

（
29
）

Ibid.,142
f.

（
30
）

Ibid.,91 .

（
31
）

Ibid.,264 .
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（
32
）

ヨ
セ
フ
・
ハ
イ
ー
ム
・
イ
ェ
ル
シ
ャ
ル
ミ
『
ユ
ダ
ヤ
人
の
記
憶
　
ユ
ダ
ヤ
人
の
歴
史
』
木
村
光
二
訳
、
晶
文
社
、
一
九
九
六
年
、
二
七
頁
以
下
。

（
33
）

G
oldziher,op.cit.,298

f.,327 ,329
f.,357 ff.

を
参
照
。

（
34
）

D
avid

B
iale,B

lood
and

B
elief:

The
C

irculation
of

a
Sym

bol
betw

een
Jew

s
and

C
hristians

(B
erkeley:

U
niversity

of
C

alifornia
Press,2007 ),81 -

122 ,162 -213 ;
Israel

J.
Y

uval,
Tw

o
N

ations
in

Your
W

om
b:

P
erceptions

of
Jew

s
and

C
hristians

in
Late

A
ntiquity

and
the

M
iddle

A
ges,

trans.
by

B
arbara

H
arshav

and
Jonathan

C
hipm

an
(B

erkeley:U
niversity

of
C

alifornia
Press,2006 ),92 -204

を
参
照
。

（
35
）

二
〇
年
代
の
ユ
ダ
ヤ
「
神
話
」
論
に
つ
い
て
は
、S

teven
W

.
W

asserstrom
,

"A
R

ustling
in

the
W

oods:
T

he
T

urn
to

M
yth

in
W

eim
ar

Jew
ish

T
hought,"

in:The
Seductiveness

ofJew
ish

M
yth:

C
hallenge

or
R

esponse?,ed.by
D

anielB
reslauer

(A
lbany:SU

N
Y

Press,1997 ),97 -122

が
示
唆
に

富
む
。

（
36
）

M
oshe

Idel,
O

ld
W

orlds,
N

ew
M

irrors:
O

n
Jew

ish
M

ysticism
and

Tw
entieth-C

entury
Thought

(Philadelphia:
U

niversity
of

Pennsylvania
Press,

2010 ),83 -108 .

（
37
）

両
言
説
の
総
論
的
な
説
明
に
つ
い
て
は
、O

hana,op.cit.,1 -29

を
参
照
。

（
38
）

ラ
ト
ゥ
ー
シ
ュ
の
主
張
の
概
要
に
つ
い
て
は
、D

iam
ond,op.cit.,24 -75 ;O

hana,op.cit.,76 -90 ;H
ofm

ann,op.cit.,273 -276

等
を
参
照
。

（
39
）

反
「
歴
史
」
・
「
宗
教
」
性
に
つ
い
て
は
、O

hana,op.cit.,18 ,91
ff.;Shavit,op.cit.,77

ff.,104
ff

を
参
照
。

（
40
）

O
hana,op.cit.,3 ,16 ,65 .

（
41
）

Ibid.,22 -27 ,101 -130 .

（
42
）

「
空
間
」
と
「
現
在
」
に
着
目
し
た
Ｐ
Ｚ
批
判
に
つ
い
て
は
、ibid.,21 ,77

f.

を
参
照
。

（
43
）

こ
の
選
択
に
つ
い
て
は
、ibid.,182 -221

を
参
照
。

（
44
）

Feige,op.cit.,188 .

（
45
）

B
oaz

N
eum

ann,Land
and

D
esire

in
E

arly
Zionism

,trans.by
H

aim
W

atzm
an

(W
altham

:
B

randeis
U

niversity
Press,2011 ).

ノ
イ
マ
ン
は
ド
ゥ
ル

ー
ズ
の
「
領
土
」
概
念
を
駆
使
し
て
「
熱
情
」
を
正
当
化
し
て
い
る
。

（
46
）

H
ochberg,op.cit.,47 -57

;Feige,op.cit.,193
f.

（
47
）

O
hana,op.cit.,35

f.,220 -225 .

（
48
）

イ
ェ
ル
シ
ャ
ル
ミ
、
前
掲
書
、
三
一
、
四
〇
頁
。
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（
49
）

ア
ラ
ブ
神
話
と
ヘ
ブ
ラ
イ
神
話
の
比
較
に
つ
い
て
はG

oldziher,op.cit.,97 -106 ,169 -179

等
を
参
照
。

（
50
）

Y
ehouda

Shenhav,B
eyond

the
Tw

o
State

Solution:
A

Jew
ish

P
oliticalE

ssay
(C

am
bridge:Polity

Press,2012 ),35 -67 .

（
51
）

Y
osef

H
aym

Y
erushalm

i,
Israel,

der
unerw

artete
Staat:

M
essianism

us,
Sektierertum

und
die

zionistische
R

evolution,
H

rsg.
v.

E
ilert

H
erm

s,

Ü
bers.v.Shivaun

H
eath

u.A
nja

Pachel(T
übingen:M

ohr
Siebeck,2005 ),20 -44 ,72 .

（
52
）

Y
osef

H
aym

Y
erushalm

i,
"Jüdische

H
istoriographie

und
Postm

odernism
us:

E
ine

abw
eichende

M
einung,"

in:
Jüdische

G
eschichtsschreibung

heute:
Them

en,P
ositionen,K

ontroversen
E

in
Schloss

E
lm

au-Sym
posion,H

rsg.von
M

ichael
B

renner
und

D
avid
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