
あるべき「ドイツ・ユダヤ人」像の模索(長田)

あ
る
べ
き
「
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
」
像
の
模
索

-
　
「
ド
イ
ツ
民
族
主
義
ユ
ダ
ヤ
人
連
合
」
　
(
一
九
二
l
-
三
五
)
　
の
主
張
を
中
心
に

長
　
　
田
　
　
浩
　
　
彰

一
'
は
じ
め
に

「
近
代
社
会
と
『
国
民
』
像
の
諸
相
」
と
い
う
本
年
度
の
広
島
史
学

研
究
会
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
タ
イ
ト
ル
を
受
け
て
'
本
稿
で
は
'
ワ

イ
マ
ル
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
ド
イ
ツ
人
と
し
て
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
が
分
析
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
他
の
二
報
告
(
国
史
・
東
洋

史
)
と
は
違
い
へ
「
国
民
国
家
」
形
成
が
終
わ
っ
た
後
で
の
「
国
民
像
」
、

換
言
す
れ
ば
、
変
化
す
る
「
国
民
像
」
と
で
も
言
え
る
も
の
が
、
こ
こ

で
は
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
そ
れ
は
'
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
側
が

自
ら
に
課
す
る
「
国
民
像
」
と
い
う
'
あ
る
意
味
で
の
制
約
を
持
っ
た

も
の
で
も
あ
る
。
た
だ
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
が
自
分
勝
手
に
創
る

も
の
で
は
な
い
。
周
囲
の
非
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
や
そ
の
文
化
に
同
化
L
t

そ
の
価
値
観
を
受
け
入
れ
な
が
ら
'
立
派
な
同
等
の
ド
イ
ツ
国
民
と
見

な
さ
れ
た
い
、
そ
う
思
っ
て
努
力
す
る
彼
ら
が
描
く
「
国
民
像
」
で
あ

る
。
よ
っ
て
へ
　
こ
の
　
「
あ
る
べ
き
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
」
像
に
は
'
非

ユ
ダ
ヤ
系
の
ド
イ
ツ
人
の
措
く
「
国
民
像
」
が
'
か
な
り
正
確
に
反
映

さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
'
こ
う
い
っ
た
間
接
的
な
面
か

ら
の
　
「
国
民
像
」
　
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
'
彼
ら
ユ
ダ
ヤ
人
側
は
'
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
こ
と
以
外
に
'

も
う
一
つ
、
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
自
分
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
柱

を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
'
自
ら
を
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
と
主
張
す
る
場
合
'

そ
の
ド
イ
ツ
的
部
分
と
ユ
ダ
ヤ
的
部
分
を
'
ど
う
考
え
て
総
合
さ
せ
て

い
く
か
t
　
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
本
稿
で
は
'
両
要
素
の
総
合

と
い
う
観
点
か
ら
、
彼
ら
が
'
と
り
わ
け
自
ら
の
ユ
ダ
ヤ
的
部
分
を
ど

う
考
え
て
い
た
か
が
'
分
析
の
重
要
な
観
点
と
な
る
。
何
と
な
れ
ば
'

「
ユ
ダ
ヤ
人
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
が
故
に
ド
イ
ツ
人
に
あ
ら
ず
」
と
唱

え
る
反
セ
ム
主
義
者
の
主
張
に
ど
う
反
論
す
る
か
が
'
彼
ら
に
は
特
に

重
要
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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二
へ
ワ
イ
マ
ル
前
史

-
　
第
二
帝
制
期
に
お
け
る
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
の
状
況
　
-

一
八
世
紀
末
、
啓
蒙
思
想
の
流
布
と
と
も
に
へ
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
家

で
問
題
と
さ
れ
た
'
「
ユ
ダ
ヤ
人
に
も
法
的
同
権
を
与
え
て
市
民
と
す

べ
き
か
否
か
」
と
い
う
論
議
は
'
ド
イ
ツ
諸
邦
に
お
い
て
も
一
世
紀
近

い
議
論
と
'
そ
の
間
の
部
分
的
解
放
と
そ
の
取
り
消
し
と
い
う
粁
余
曲

折
を
経
て
'
よ
う
や
-
1
八
七
一
年
の
ド
イ
ツ
統
l
　
(
=
ド
イ
ツ
帝
国

の
成
立
)
　
に
際
L
t
　
彼
ら
の
同
権
化
と
い
う
結
論
を
得
た
。
こ
の
　
「
ユ

ダ
ヤ
人
解
放
」
過
程
に
お
い
て
暗
に
求
め
ら
れ
た
の
は
'
同
権
化
の
代

償
な
い
し
そ
の
条
件
と
し
て
の
'
ユ
ダ
ヤ
人
の
ド
イ
ツ
社
会
へ
の
　
「
同

化
」
　
で
あ
っ
た
。

そ
れ
を
受
け
て
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
の
側
で
は
'
例
え
ば
宗
教
の
面

に
お
い
て
も
、
儀
式
・
典
礼
を
ド
イ
ツ
社
会
・
文
化
に
近
づ
け
る
形
で

-

の
改
革
運
動
が
'
一
九
世
紀
を
通
じ
て
成
立
・
展
開
し
て
い
く
。
ま
た
'

同
権
化
成
立
後
の
第
二
帝
制
期
に
生
ま
れ
た
「
ユ
ダ
ヤ
人
か
ら
の
同
権

の
剥
奪
」
を
求
め
る
政
治
運
動
と
し
て
の
「
反
セ
ム
主
義
」
に
対
し
て
'

ユ
ダ
ヤ
人
の
淵
N
g
自
衛
組
織
と
し
て
生
ま
れ
た
「
ユ
ダ
ヤ
教
徒
ド
イ
ツ

国
民
中
央
協
会
」
　
(
一
八
九
三
-
一
九
三
八
)
　
の
主
張
に
も
'
こ
れ
と

同
じ
方
向
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
第
三
帝
国
期
ま
で
存
続
し
た
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
最
大
の
組
織

設
立
の
契
機
を
与
え
た
　
R
.
レ
-
ベ
ン
フ
ェ
ル
ト
　
(
l
八
五
四
-
一
九

1
0
)
　
の
著
作
『
保
護
ユ
ダ
ヤ
人
か
'
国
民
か
?
』
　
(
l
八
九
三
)
　
の

最
後
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
国
民
の
大
多
数
の
見
解
と
し
て
'
次
の
六

m

つ
の
主
張
が
掲
げ
て
あ
る
。

①
我
々
は
'
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
で
は
な
く
へ
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
ド
イ

ツ
国
民
　
(
S
t
a
a
t
s
b
u
r
g
e
r
)
　
で
あ
る
。

②
我
々
は
'
国
民
と
し
て
'
憲
法
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
権
利
に
よ
る

以
外
の
'
如
何
な
る
保
護
も
必
要
と
し
な
い
L
t
　
要
求
し
な
い
。

③
我
々
の
信
念
や
道
徳
は
'
過
ぎ
去
っ
た
数
世
紀
来
の
教
え
に
で
は

な
く
、
現
代
的
な
国
民
教
育
に
よ
り
得
た
諸
見
解
に
基
づ
い
て
い

る
。

④
我
々
は
'
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
は
ヘ
　
ビ
の
政
党
に
も
属
さ
な
い
。
政

治
上
の
見
解
は
'
宗
教
と
同
じ
く
'
個
々
人
の
問
題
で
あ
る
。

⑤
我
々
は
'
国
民
性
　
(
N
a
t
i
o
n
a
l
i
t
a
t
)
　
に
し
っ
か
り
立
脚
し
て
い

る
。
我
々
が
他
国
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
の
間
に
持
つ
連
合
は
'
ド
イ
ツ

の
カ
ト
リ
ッ
ク
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
他
国
の
同
宗
者
と
の
間
に

持
つ
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
現
代
的
な
意
味
で

の
倫
理
の
結
び
つ
き
で
あ
る
。

⑥
我
々
は
へ
　
そ
の
宗
教
如
何
に
拘
わ
ら
ず
'
個
々
人
の
不
道
徳
な
行

為
を
呑
め
る
。
つ
ま
り
我
々
は
'
個
々
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
行
為
へ
の

あ
ら
ゆ
る
[
連
帯
]
責
任
を
否
定
し
、
軽
率
な
、
な
い
し
悪
意
あ

る
批
評
家
が
'
個
々
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
行
為
を
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
国
民

全
体
の
責
任
に
す
る
と
い
う
一
般
化
に
対
し
て
抗
議
す
る
。

一
見
し
て
判
る
通
り
へ
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
ド
イ
ツ
国
民
と
し
て
の
自
己

主
張
'
現
代
的
な
国
民
教
育
に
基
づ
く
自
ら
の
信
念
や
遺
徳
の
強
調
'

ま
た
'
宗
教
や
政
治
的
見
解
の
個
人
問
題
化
な
ど
'
憲
法
で
保
証
さ
れ
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あるべき「ドイツ・ユダヤ人」像の模索(長田)

た
同
権
を
有
す
る
「
国
民
」
概
念
や
「
同
化
」
　
の
事
実
に
則
っ
た
権
利

主
張
の
声
明
が
こ
こ
に
は
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
中
央
協
会
」
は
、

「
宗
教
上
の
考
え
方
や
政
治
的
方
向
に
関
係
な
く
'
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
ド

イ
ツ
国
民
す
べ
て
を
'
そ
の
公
民
的
・
社
会
的
な
平
等
の
維
持
と
迷
う

(
4
)

こ
と
な
き
ド
イ
ツ
的
信
念
の
育
成
の
強
化
の
た
め
結
集
」
す
る
目
的
で

成
立
し
'
自
ら
の
「
国
民
」
と
し
て
の
義
務
を
履
行
し
っ
つ
へ
　
そ
の
権

利
擁
護
を
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
'
「
ド
イ
ツ
的
信
念
の
育
成
」
を
そ
の
目
標
の
一
つ
に
掲
げ
'

反
セ
ム
主
義
者
へ
の
論
駁
・
法
廷
闘
争
を
行
っ
た
こ
の
組
織
も
'
そ
の

後
の
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
で
の
事
態
の
展
開
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
そ
れ
は
'
離
教
へ
　
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
改
宗
、
異
教
徒
間
結
婚

(
=
混
合
婿
)
(
埴
数
の
増
加
な
ど
に
見
ら
れ
る
'
「
行
き
過
ぎ
た
同
化
」

傾
向
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
対
す
る
こ
の
組
織
の
対
応
で
は
'
ユ
ダ

ヤ
人
の
洗
礼
に
関
す
る
記
事
が
繰
り
返
し
機
関
誌
で
取
り
上
げ
ら
れ
'

反
セ
ム
主
義
よ
り
邪
悪
な
行
為
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
り
'
選
挙
に
受
洗

者
が
候
補
と
し
て
立
っ
た
場
合
に
は
'
た
と
え
対
抗
馬
が
反
セ
ム
主
義

者
で
あ
っ
て
も
'
そ
ち
ら
の
側
を
支
持
す
る
と
い
っ
た
過
激
な
主
張
さ

(
6
)

え
も
、
一
部
で
聞
か
れ
た
。

さ
ら
に
'
小
規
模
な
が
ら
、
シ
オ
ニ
ス
ト
組
織
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る

(
7
)

成
立
と
展
開
(
一
八
九
七
-
一
九
三
八
)
　
な
ど
か
ら
'
巨
視
的
に
見
れ

ば
'
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
は
'
単
な
る
無
批
判
な
ド
イ
ツ
社
会
・
文

化
へ
の
・
「
同
化
」
で
は
な
-
'
自
ら
の
ユ
ダ
ヤ
的
な
部
分
の
再
評
価
へ

の
圧
力
が
、
第
一
次
大
戦
勃
発
ま
で
は
'
そ
の
現
実
の
影
響
は
と
も
か

く
と
し
て
へ
　
そ
の
内
部
で
作
用
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

大
戦
を
共
に
戦
い
'
そ
の
中
で
参
戦
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
の
疑
い
か
ら
「
ユ

ダ
ヤ
人
・
セ
ン
サ
ス
」
と
い
う
屈
辱
的
な
調
査
を
プ
ロ
イ
セ
ン
陸
軍
省

か
ら
さ
れ
な
が
ら
も
「
城
内
平
和
」
を
守
り
通
し
た
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ

人
O
S
)
彼
ら
に
は
,
新
た
な
「
国
民
国
家
」
で
あ
る
ワ
イ
マ
ル
体
制
下
で
,

敗
戦
と
帝
国
瓦
解
の
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
を
彼
ら
に
求
め
る
反
セ
ム
主
義

(
9
)

の
新
た
な
高
揚
や
、
東
欧
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
の
増
加
に
際
L
t
　
上
記
の
圧

力
を
跳
ね
返
す
よ
う
な
動
き
が
表
面
化
し
た
。
そ
れ
が
'
本
稿
で
扱
う

「
ド
イ
ツ
民
族
主
義
ユ
ダ
ヤ
人
連
合
」
　
(
V
e
r
b
a
n
d
 
n
a
t
i
o
n
a
1
-

d
e
u
t
s
c
h
e
r
J
u
d
e
n
‥
1
9
2
1
-
1
9
3
5
)
　
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
ド
イ
ツ
人
」

で
あ
る
こ
と
を
そ
の
信
条
と
し
て
'
反
セ
ム
主
義
へ
の
論
駁
で
は
な
く
'

「
同
化
」
の
妨
げ
と
な
る
ユ
ダ
ヤ
人
内
部
の
動
向
へ
の
攻
撃
を
行
っ
た

こ
の
組
織
が
'
自
ら
に
課
す
る
と
共
に
宣
伝
し
た
「
あ
る
べ
き
ド
イ
ツ

・
ユ
ダ
ヤ
人
」
像
=
「
国
民
」
像
を
分
析
し
'
そ
こ
か
ら
'
「
同
化
」

ユ
ダ
ヤ
人
の
苦
悩
と
'
当
時
の
ド
イ
ツ
社
会
に
お
け
る
'
「
国
民
」
　
に

「
こ
う
あ
る
べ
き
」
だ
と
す
る
無
言
の
要
請
に
迫
る
糸
口
を
'
本
稿
で

は
模
索
す
る
。

な
お
'
こ
の
組
織
は
'
決
し
て
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
の
大
多
数
を
結

(川)

集
し
た
組
織
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
「
ユ
ダ
ヤ
人
連
合
」
は
'

当
時
最
大
組
織
で
あ
っ
た
前
述
の
　
「
中
央
協
会
」
か
ら
分
裂
す
る
形
で

生
じ
た
組
織
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
中
央
協
会
」
ブ
レ
ス
ラ
ウ
支
部

メ
ン
バ
ー
で
弁
護
士
の
　
L
.
フ
ェ
ル
ダ
I
は
'
「
ユ
ダ
ヤ
人
連
合
」
議

長
と
な
っ
た
後
述
の
ナ
ウ
マ
ン
の
　
「
中
央
協
会
」
か
ら
の
除
名
要
求
が

二
一
年
夏
以
降
何
度
か
出
さ
れ
つ
つ
も
結
局
取
り
上
げ
ら
れ
ず
'
依
然

と
し
て
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
続
け
て
い
る
と
'
二
七
年
の
著
述
で
述
べ
て
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(n)

い
る
。
ま
た
'
小
結
を
こ
こ
で
先
取
り
す
れ
ば
'
「
中
央
協
会
」
が
唱

え
た
「
ド
イ
ツ
的
信
念
」
　
の
滴
義
を
'
こ
の
組
織
が
さ
ら
に
先
鋭
的
に

主
張
し
た
と
い
う
点
か
ら
も
'
そ
の
こ
と
が
窺
え
る
。
さ
ら
に
、
こ
の

組
織
の
動
向
が
'
「
中
央
協
会
」
に
も
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
L
t
　
ベ
ク
ト

ル
は
逆
の
方
向
で
は
あ
る
が
'
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
修
正
へ
と
つ
な
が

っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
も
'
「
ユ
ダ
ヤ
人
連
合
」

は
'
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
が
「
あ
る
べ
き
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
」
像
を

模
索
す
る
際
に
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
ユ
ダ
ヤ
人
連
合
」
に
関
す
る
包
括
的
な
研
究
は
'
管
見
の
限
り
で

は
'
C
.
J
.
ラ
イ
ン
ス
に
よ
る
七
〇
年
代
末
の
学
位
請
求
論
文
の
み
で

(
2
)

あ
る
。
そ
れ
が
'
ワ
イ
マ
ル
期
か
ら
ナ
チ
初
期
に
成
立
す
る
、
ド
イ
ツ

・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
標
模
す
る
他
の
ユ
ダ
ヤ
系
三
組
織
と
の
比
較
に

分
析
の
重
点
を
置
い
て
い
る
の
に
対
し
'
本
稿
で
は
、
彼
の
成
果
を
踏

ま
え
つ
つ
'
と
り
わ
け
こ
の
組
織
と
「
中
央
協
会
」
と
の
関
係
か
ら
'

上
述
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

三
、
「
ユ
ダ
ヤ
人
連
合
」
の
成
立
と
展
開

1
「
中
央
協
会
」
と
の
や
り
取
り
を
中
心
に
　
-

一
九
二
〇
年
一
〇
月
末
'
後
に
こ
の
組
織
設
立
の
中
心
と
な
り
へ
　
議

長
を
務
め
る
こ
と
に
な
る
ベ
ル
リ
ン
生
ま
れ
の
弁
護
士
マ
ッ
ク
ス
・
ナ

ウ
マ
ン
　
(
M
a
x
 
N
a
u
m
a
n
n
:
1
8
7
5
-
1
9
3
9
)
　
の
手
に
な
る
「
ド
イ
ツ

民
族
主
義
的
ユ
ダ
ヤ
人
に
関
し
て
」
と
題
す
る
論
説
が
t
 
D
V
P
系
の

(
2
)

ケ
ル
ン
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
中
で
ナ
ウ
マ
ン
は
'
「
共
通
の
歴

史
的
杵
と
宗
教
に
よ
り
結
ば
れ
た
一
つ
の
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
い
う
シ
オ
ニ

ス
ト
の
論
調
を
き
っ
ぱ
り
と
否
定
し
、
さ
ら
に
、
「
中
央
協
会
」
ら
に

代
表
さ
れ
る
'
対
反
セ
ム
主
義
ユ
ダ
ヤ
人
統
一
戦
線
形
成
の
要
求
も
退

け
、
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
を
'
左
派
の
「
シ
オ
ニ
ス
ト
」
へ
　
「
中
間
派
」
'

<=>

右
派
の
　
「
ド
イ
ツ
民
族
主
義
的
ユ
ダ
ヤ
人
」
　
の
三
派
に
分
類
し
た
。
そ

し
て
ま
ず
'
き
っ
ぱ
り
と
自
ら
を
「
ユ
ダ
ヤ
民
族
」
の
一
員
と
感
じ
る

シ
オ
ニ
ス
ト
に
は
'
敬
意
を
払
い
つ
つ
も
、
そ
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
'

ド
イ
ツ
国
内
で
は
「
異
邦
人
」
と
し
て
振
る
舞
う
べ
き
こ
と
'
ま
た
へ

若
者
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
'
「
シ
オ
ニ
ズ
ム
」
阻
止
の
方
向
に

6
S

動
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
「
中
間
派
」
と
は
、
彼
に

よ
れ
ば
'
以
前
か
ら
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
が
採
っ
て
き
た
「
同
化
」
と

い
う
方
法
で
ド
イ
ツ
民
族
の
中
に
身
を
沈
め
て
い
こ
う
と
す
る
が
'
抵

抗
に
会
い
、
消
耗
し
て
身
を
屈
め
つ
つ
忍
び
歩
き
を
し
て
い
る
大
多
数

2
)

の
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
の
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
っ
た
「
中
間
派
」
と

一
線
を
画
す
目
的
が
'
ナ
ウ
マ
ン
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ユ
ダ

ヤ
的
本
質
の
内
容
を
'
「
宗
教
」
で
は
な
-
'
ず
っ
と
続
い
て
き
た
「
系

(S)

統
」
　
(
S
t
a
m
m
,
A
b
s
t
a
m
m
u
n
g
)
　
と
L
t
　
自
ら
に
も
そ
の
存
在
を
認

め
つ
つ
も
'
「
中
間
派
」
と
は
異
な
り
、
自
ら
の
心
を
占
有
す
る
至
上

の
感
情
へ
　
つ
ま
り
ド
イ
ツ
的
な
も
の
へ
の
盲
目
的
な
愛
情
に
よ
っ
て
'

ド
イ
ツ
的
以
外
に
は
ど
の
よ
う
に
も
感
じ
ず
'
ま
た
考
え
ら
れ
な
い
の

が
'
彼
の
言
う
　
「
ド
イ
ツ
民
族
主
義
的
ユ
ダ
ヤ
人
」
　
(
N
a
t
i
o
n
a
T

d
e
u
t
s
c
h
e
 
J
u
d
e
n
)
　
と
な
る
。

こ
の
感
情
の
裏
返
し
が
'
ナ
ウ
マ
ン
の
　
「
東
欧
ユ
ダ
ヤ
人
」
観
に
は

(
2
)

っ
き
り
と
現
れ
て
く
る
。
彼
は
言
う
。
「
ド
イ
ツ
民
族
主
義
的
ユ
ダ
ヤ

42
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人
に
と
っ
て
東
欧
ユ
ダ
ヤ
人
は
'
感
情
的
に
も
'
精
神
的
に
も
、
そ
し

て
肉
体
的
に
も
'
全
く
の
異
邦
人
で
あ
る
」
と
。
よ
っ
て
彼
ら
が
東
欧

で
迫
害
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
聞
け
ば
'
同
情
は
感
じ
る
が
'
そ
の
感
情

は
'
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
迫
害
な
ど
に
対
し
て
抱
く
も
の
と
同
じ
で
'
ユ

ダ
ヤ
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
彼
は
続
け

る
。
大
戦
開
戦
で
東
部
国
境
が
う
や
む
や
に
な
り
'
東
欧
ユ
ダ
ヤ
人
だ

け
で
は
な
-
、
多
-
の
人
々
が
ド
イ
ツ
へ
と
流
入
し
て
き
た
。
彼
ら
の

ほ
と
ん
ど
が
ナ
ウ
マ
ン
に
よ
れ
ば
'
「
ツ
ァ
ー
リ
ズ
ム
下
の
圧
政
の
中

で
培
わ
れ
た
'
ド
イ
ツ
精
神
と
は
異
な
る
'
半
ば
ア
ジ
ア
の
道
徳
観
」

を
有
し
て
お
り
'
戦
争
と
革
命
を
経
て
あ
ま
り
に
も
病
ん
だ
「
ド
イ
ツ

は
、
ユ
ダ
ヤ
系
で
あ
ろ
う
と
'
ス
ラ
ブ
系
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
東
か
ら

の
危
険
な
ゲ
ス
ト
に
庇
護
権
を
あ
た
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
。
「
ド

イ
ツ
民
族
主
義
的
ユ
ダ
ヤ
人
は
'
あ
ま
り
に
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
が
故
に
'

こ
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
た
め
に
例
外
的
な
取
り
扱
い
を
要
求
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
東
欧
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
は
'
ユ
ダ
ヤ
人
の
問
題
で
は
な
く
へ
　
ド

イ
ツ
の
'
ド
イ
ツ
人
の
問
題
で
あ
る
。
-
ユ
ダ
ヤ
人
を
形
造
る
も
の
は

信
仰
で
は
な
く
系
統
で
あ
る
と
い
う
認
識
か
ら
'
我
々
は
出
発
す
る
。

ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
系
統
と
'
ド
イ
ツ
人
と
し
て
の
感
情
　
(
G
e
f
i
i
h
l
)

2

が
'
ド
イ
ツ
民
族
主
義
的
ユ
ダ
ヤ
人
を
形
造
る
」
と
。
最
後
に
彼
は
'

こ
の
論
説
発
表
の
目
的
を
'
理
性
あ
る
非
ユ
ダ
ヤ
人
と
「
中
間
派
」
を

揺
さ
ぶ
っ
て
'
は
っ
き
り
と
し
た
態
度
を
選
択
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
と

説
明
し
て
い
る
。

翌
二
一
年
三
月
二
〇
日
へ
　
ナ
ウ
マ
ン
は
'
彼
に
共
鳴
す
る
人
々
と
共

に
'
ベ
ル
リ
ン
で
「
ド
イ
ツ
民
族
主
義
ユ
ダ
ヤ
人
連
合
」
　
の
設
立
を
表

(S)

明
し
た
。
同
年
五
月
'
こ
の
　
「
ユ
ダ
ヤ
人
連
合
」
は
'
「
ド
イ
ツ
・
ユ

3
)

ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
の
緊
急
の
諸
問
題
」
と
題
し
て
へ
　
こ
の
組
織
の
立
場

を
明
確
に
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
'
「
ド
イ
ツ
民
族
主
義
的
ユ
ダ

ヤ
人
」
と
い
う
概
念
の
定
義
は
'
ナ
ウ
マ
ン
の
論
説
と
同
じ
く
へ
　
専
ら

ド
イ
ツ
的
観
点
か
ら
見
解
や
行
動
を
決
め
'
ド
イ
ツ
的
に
考
え
感
じ
る

「
ユ
ダ
ヤ
系
の
あ
ら
ゆ
る
ド
イ
ツ
人
」
と
な
る
。
彼
ら
が
望
む
こ
と
と

し
て
は
'
同
志
を
集
め
'
他
の
系
統
の
ド
イ
ツ
人
と
の
合
意
の
た
め
の

言
葉
を
ま
ず
こ
ち
ら
か
ら
発
L
t
　
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
い
う
言
葉
が
で
て

く
る
と
こ
ろ
で
は
'
す
ぐ
に
反
セ
ム
主
義
だ
と
邪
推
す
る
こ
と
な
く
'

個
々
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
行
動
を
批
判
的
に
判
断
で
き
る
よ
う
に
'
メ
ン

Ip.I

バ
ー
や
'
と
り
わ
け
若
者
を
育
成
す
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
組

織
の
闘
争
対
象
と
し
て
は
'
「
ド
イ
ツ
民
族
至
上
主
義
」

(
d
e
u
t
s
c
h
v
o
l
k
i
s
c
h
)
と
不
遜
に
も
自
称
し
て
い
る
が
'
誤
っ
た
前
提

か
ら
誤
っ
た
結
論
を
引
き
出
し
て
い
て
ド
イ
ツ
民
族
に
は
有
害
な
運
動

や
'
民
族
文
化
の
境
界
を
越
え
る
連
帯
と
い
う
誤
っ
た
見
解
に
基
づ
い

て
支
持
さ
れ
る
政
治
的
国
際
主
義
'
そ
し
て
、
特
殊
ユ
ダ
ヤ
的
と
見
な

さ
れ
て
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
全
体
に
重
荷
を
負
わ
せ
る
「
破
壊
・
否
定

の
精
神
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
支
持
政
党
に
関
し
て
は
'
メ
ン

バ
ー
個
々
の
良
心
の
問
題
と
し
つ
つ
も
'
た
だ
ド
イ
ツ
的
観
点
の
み
が

そ
の
政
策
を
決
定
す
る
も
の
を
支
持
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
ユ
ダ
ヤ
的

本
質
の
中
身
と
し
て
は
「
系
統
」
と
す
る
が
'
「
そ
れ
が
常
に
我
々
の

行
動
や
見
解
を
規
定
す
る
に
違
い
な
い
と
す
る
理
解
」
は
拒
否
す
る
。

よ
っ
て
、
「
ユ
ダ
ヤ
人
統
一
戟
線
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
」
も
拒
否

3
艶
[

す
る
。
ま
た
、
宗
教
に
関
し
て
ど
う
い
う
個
人
的
立
場
を
掠
る
か
も
'

EK



良
心
の
問
題
と
考
え
へ
　
メ
ン
バ
ー
に
は
'
「
た
と
え
ユ
ダ
ヤ
教
礼
挿
共

同
体
　
(
K
u
-
t
u
s
g
e
ヨ
e
i
n
d
e
)
　
に
も
は
や
属
し
て
い
な
く
て
も
'
離
教

し
て
い
な
い
ユ
ダ
ヤ
系
ド
イ
ツ
人
」
な
ら
ば
迎
え
入
れ
ら
れ
る
と
し
て

(
3
)

い
る
。
シ
オ
ニ
ス
ト
に
関
し
て
は
'
「
国
外
移
住
す
る
か
'
ま
た
は
外

国
人
が
主
張
で
き
る
だ
け
の
権
利
に
甘
ん
じ
る
」
だ
け
の
勇
気
を
持
ち
'

一
貫
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
見
解
に
敬
意
を
払
う
と
述
べ
へ
　
彼
ら
シ
オ
ニ

ス
ト
の
考
え
方
こ
そ
が
ユ
ダ
ヤ
人
に
標
準
で
あ
る
と
見
な
す
試
み
と
断

固
と
し
て
戦
う
こ
と
が
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
'
そ
う
い
っ
た
こ

と
を
広
め
る
こ
と
が
　
「
ド
イ
ツ
民
族
至
上
主
義
」
と
称
す
る
反
セ
ム
主

義
を
助
長
す
る
か
ら
で
あ
る
。
東
欧
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
関
し
て
も
'
ナ

ウ
マ
ン
の
論
説
と
同
じ
く
、
「
ほ
と
ん
ど
'
な
い
し
全
く
価
値
を
生
み

出
さ
な
い
流
入
者
が
こ
れ
以
上
わ
が
国
に
あ
ふ
れ
な
い
よ
う
」
へ
　
彼
ら

の
更
な
る
流
入
を
黙
認
せ
ず
'
同
情
か
ら
こ
の
　
「
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
の

よ
う
に
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
「
我
々
は
'
中
央
協
会
と
共
に
'
そ

し
て
そ
れ
の
能
力
を
超
え
て
'
ユ
ダ
ヤ
人
で
は
な
く
'
ド
イ
ツ
人
の
統

1
戦
線
形
成
を
目
標
と
し
へ
　
そ
れ
故
へ
　
ド
イ
ツ
的
な
思
想
・
感
情
の
世

界
以
外
に
は
'
ま
た
ド
イ
ツ
民
族
性
の
中
以
外
に
は
'
安
息
を
兄
い
だ

し
得
な
い
よ
う
な
ユ
ダ
ヤ
系
ド
イ
ツ
人
の
み
の
統
合
の
た
め
努
力
す

る
。
我
々
は
'
生
ま
れ
が
た
ま
た
ま
そ
う
で
あ
っ
た
り
'
市
民
権
授
与

と
い
う
法
的
行
為
に
よ
っ
て
偶
然
そ
う
な
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

止
む
に
止
ま
れ
ぬ
感
情
か
ら
も
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
人
々
の
結
集
を
必
要

44

と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
'
ド

■
o

　

蝣

ツ
民
族
主
義
的
な
ユ
ダ
ヤ
人
の
連
盟
を

問
題
」
　
で
妥
協
し
て
は
い
け
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

最
後
に
'
前
述
の
「
中
央
協
会
」
と
の
関
係
に
関
し
て
は
'
両
者
の

メ
ン
バ
ー
資
質
が
一
致
し
う
る
と
し
て
'
「
中
央
協
会
」
　
の
存
在
を
'

一
応
肯
定
的
に
評
価
す
る
。
し
か
し
'
「
断
固
と
し
た
ド
イ
ツ
的
信
念

の
育
成
」
と
い
う
「
中
央
協
会
」
　
の
綱
領
規
定
と
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
見

解
と
の
間
に
矛
盾
が
あ
る
と
し
て
'
批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
'
こ
の
組
織
に
は
'
シ
オ
ニ
ス
ト
や
多
く
の
「
中
間
派
」
が
属
し
て

い
る
の
で
'
東
欧
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
と
い
っ
た
緊
急
の
課
題
に
お
い
て
、

こ
れ
ま
で
一
度
も
'
「
断
固
と
し
て
'
純
粋
に
ド
イ
ツ
的
な
利
害
」
が

代
弁
さ
れ
な
か
っ
た
'
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
'
新
た
な
組
織

設
立
の
存
在
理
由
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
終
わ
り
に
'
次
の

必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

こ
う
い
っ
た
ナ
ウ
マ
ン
ら
「
ユ
ダ
ヤ
人
連
合
」
　
の
主
張
に
対
し
て
'

ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
の
多
数
派
'
と
り
わ
け
「
中
央
協
会
」
　
の
側
は
'

ど
う
対
応
な
い
し
反
論
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
中
央
協
会
」
　
の
機
関

誌
(
月
刊
)
　
『
ド
イ
ツ
帝
国
に
て
』
は
'
二
〇
年
一
二
月
号
で
ナ
ウ
マ

ン
の
論
説
を
取
り
上
げ
'
そ
れ
が
'
上
述
の
レ
-
ベ
ン
フ
ェ
ル
ト
ら
以

降
の
　
「
中
央
協
会
」
　
に
お
け
る
主
張
の
焼
き
直
し
に
す
ぎ
な
い
と
し
へ

東
欧
ユ
ダ
ヤ
人
に
関
す
る
彼
の
理
解
を
'
反
セ
ム
主
義
者
に
あ
ま
り
に

日
和
っ
た
も
の
と
し
て
'
以
下
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。
「
ド
イ
ツ

人
た
る
こ
と
を
告
白
す
る
こ
と
が
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
系
統
へ
の
感
情

を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
正
当
な
発
言
を
す
る
者
に
、

最
も
危
機
に
嘱
い
で
い
る
ユ
ダ
ヤ
人
に
関
し
て
'
そ
れ
ほ
ど
の
拒
絶
的

な
判
断
を
期
待
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
我
々
は
、
ド
イ
ツ
人
と
し
て
'

時
々
'
[
彼
ら
の
]
流
入
に
つ
い
て
確
か
に
い
い
気
持
ち
は
し
な
い
と

し
て
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
'
こ
れ
ら
の
苦
し
ん
で
い
る
人
々
に
対
し
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て
暖
か
い
気
持
ち
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

(
」
)

a
sま

た
へ
　
翌
年
一
月
号
で
は
'
ナ
ウ
マ
ン
の
反
論
が
掲
載
さ
れ
'
そ
れ

へ
の
再
反
論
が
添
付
さ
れ
て
い
る
。
ナ
ウ
マ
ン
の
反
論
は
'
「
中
央
協

会
」
が
求
め
る
「
ユ
ダ
ヤ
人
統
一
戦
線
」
　
の
形
成
が
'
ユ
ダ
ヤ
人
に
区

別
を
付
け
な
い
狂
信
的
暴
徒
ら
に
よ
っ
て
7
様
に
身
の
危
険
に
晒
さ
れ

る
状
況
に
で
も
な
ら
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
こ
と
へ
　
そ
し
て
'
「
ド

イ
ツ
的
本
質
と
ユ
ダ
ヤ
的
本
質
が
自
分
た
ち
の
中
で
一
つ
の
感
情
や
意

識
に
ま
で
溶
け
合
っ
て
い
る
」
と
い
う
「
中
央
協
会
」
　
の
主
張
が
自
分

た
ち
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
'
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
前

者
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
的
感
情
が
'
ユ
ダ
ヤ
的
系
統
意
識
よ
り
は
る
か
に

優
勢
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
東
欧
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
で
最
も
重
凄
艶
な
る
点

が
祖
国
ド
イ
ツ
の
繁
栄
と
な
る
こ
と
'
以
上
二
点
で
あ
っ
た
。

「
中
央
協
会
」
側
の
再
反
論
は
、
か
な
り
苦
し
い
。
筆
を
執
っ
た

P
.
ナ
-
タ
ン
　
(
一
八
五
七
-
一
九
二
七
)
　
は
へ
　
こ
の
論
争
が
実
り
多

い
と
は
思
え
な
い
'
と
冒
頭
で
述
べ
て
い
る
。
ほ
ぼ
同
じ
基
盤
に
立
ち

な
が
ら
も
'
強
調
す
る
部
分
の
違
い
が
両
者
を
隔
て
て
い
る
よ
う
に
'

筆
者
　
(
長
田
)
　
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
も
ナ
-
タ
ン
は
、
少
々
言
い

訳
が
ま
し
い
が
'
す
で
に
ド
イ
ツ
東
部
国
境
が
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
こ
と

と
、
「
中
央
協
会
」
も
こ
の
措
置
に
対
し
て
政
府
に
全
く
異
議
申
し
立

て
を
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
ナ
ウ
マ
ン
は
知
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見

lr.)

え
る
t
　
と
切
り
返
し
て
い
る
。
そ
れ
を
わ
き
ま
え
て
い
れ
ば
'
「
中
央

協
会
」
へ
の
批
判
な
ど
生
ま
れ
て
こ
な
い
は
ず
t
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
'
国
境
閉
鎖
以
前
に
'
ド
イ
ツ
に
合
法
的
に
移
住
し
て
き
た
人

々
や
'
大
戦
中
'
ヒ
ン
デ
ン
プ
ル
ク
や
ル
ー
デ
ン
ド
ル
フ
に
よ
っ
て
ド

イ
ツ
を
救
う
た
め
労
働
力
と
し
て
強
制
的
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
東
欧
ユ

ダ
ヤ
人
へ
の
対
応
に
関
し
て
は
'
彼
は
、
ナ
ウ
マ
ン
ら
と
は
っ
き
り
一

線
を
画
し
て
い
る
。
彼
は
言
う
。
「
す
で
に
こ
こ
ド
イ
ツ
に
い
る
東
欧

ユ
ダ
ヤ
人
を
追
い
出
せ
I
と
勧
め
る
こ
と
は
'
反
セ
ム
主
義
的
な
観
点

か
ら
す
れ
ば
'
た
い
そ
う
愛
国
主
義
的
に
響
く
だ
ろ
う
。
そ
し
て
へ
　
そ

う
い
っ
た
主
張
は
、
政
治
的
に
は
'
全
く
近
視
眼
的
な
も
の
で
し
か
な

い
。
ド
イ
ツ
は
'
自
国
を
守
る
た
め
'
今
'
世
界
中
の
礼
節
を
わ
き
ま

え
た
人
々
の
共
感
だ
け
が
頼
り
な
の
で
あ
る
。
保
護
さ
れ
な
い
彼
ら
を

追
放
し
ろ
と
い
う
反
セ
ム
主
義
的
な
粗
暴
さ
は
'
ド
イ
ツ
へ
の
共
感
を

<S)

決
し
て
高
め
は
し
な
い
だ
ろ
う
」
と
。

し
か
し
'
二
一
年
四
月
一
〇
日
の
「
中
央
協
会
」
幹
部
会
会
議
で
の

結
論
を
見
れ
ば
へ
　
こ
の
時
点
で
「
中
央
協
会
」
側
が
'
「
ユ
ダ
ヤ
人
連

合
」
に
対
し
て
'
か
な
り
態
度
を
硬
化
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
は

っ
き
り
と
'
「
ナ
ウ
マ
ン
の
組
織
に
加
入
し
な
い
よ
う
'
ド
イ
ツ
・
ユ

(S)

ダ
ヤ
人
に
警
告
」
す
る
決
議
を
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
態
度

硬
化
を
「
中
央
協
会
」
に
も
た
ら
せ
た
の
は
'
一
つ
に
は
'
「
中
央
協

会
」
理
念
と
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
見
解
に
は
開
き
が
あ
る
と
い
う
主
張
へ

の
憤
り
と
'
も
う
一
つ
に
は
'
こ
ち
ら
の
方
が
重
要
で
あ
る
が
'
ナ
ウ

マ
ン
ら
の
提
示
し
た
「
ユ
ダ
ヤ
教
か
ら
の
離
反
を
ど
う
捉
え
る
か
」
に

関
す
る
態
度
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
五
月
の
時
点
で
の
メ
ン
バ
ー
規
定

で
は
'
上
記
の
通
り
修
正
が
な
さ
れ
て
は
い
た
が
'
こ
の
時
点
で
「
ユ

ダ
ヤ
人
連
合
」
　
は
'
「
ユ
ダ
ヤ
教
で
な
い
宗
教
団
体
に
入
信
し
て
い
な

け
れ
ば
」
へ
　
離
散
者
で
も
メ
ン
バ
I
に
加
え
て
も
よ
い
と
考
え
、
そ
う
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(S)

表
明
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
状
況
は
後
で
扱
う
と
し
て
、
「
中

央
協
会
」
　
の
反
論
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。

-
垢
組
織
の
法
律
顧
問
で
'
イ
デ
オ
。
-
グ
で
も
あ
る
L
・
ホ
レ
ン

ダ
ー
(
7
八
七
七
I
 
l
九
三
六
)
　
は
'
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
つ

ま
り
'
ナ
ウ
マ
ン
ら
と
の
根
本
的
な
相
違
点
は
'
「
中
央
協
会
が
'
国

外
ユ
ダ
ヤ
人
と
'
系
統
だ
け
で
は
な
く
へ
　
信
仰
と
い
う
結
び
つ
き
で
つ

な
が
っ
て
い
る
と
考
え
る
点
で
あ
る
。
-
宗
教
と
い
う
意
味
で
の
ユ
ダ

ヤ
的
本
質
の
内
容
を
簡
単
に
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
'
我
々
に
は
'

不
可
能
で
あ
る
。
我
々
は
'
ま
ず
そ
の
宗
教
に
よ
っ
て
へ
　
そ
し
て
次
に

そ
の
系
統
に
よ
っ
て
'
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
。
そ
の
結
果
へ
我
々
は
'
ユ

ダ
ヤ
教
か
ら
の
離
反
を
'
決
定
的
な
打
撃
と
感
じ
る
o
　
よ
っ
て
、
[
キ

リ
ス
ト
教
徒
に
な
る
た
め
の
]
洗
礼
を
受
け
て
い
な
け
れ
ば
'
た
と
え

ユ
ダ
ヤ
教
を
棄
て
た
者
も
歓
迎
す
る
と
い
う
こ
の
新
し
い
組
織
の
原
則

を
'
我
々
は
憤
激
と
共
に
拒
否
す
る
」
と
。
「
中
央
協
会
」
に
と
っ
て

離
教
者
は
、
「
最
も
厳
し
い
生
き
る
た
め
の
闘
い
の
時
に
'
自
分
自
身

の
共
同
体
に
背
を
向
け
'
も
は
や
ユ
ダ
ヤ
人
と
自
称
す
る
つ
も
り
も
'

そ
う
呼
ば
せ
る
つ
も
り
も
な
い
」
「
最
も
非
難
さ
れ
る
べ
き
」
人
々
だ

3
)

か
ら
で
あ
る
。
ま
た
彼
は
'
「
中
央
協
会
が
'
ド
イ
ツ
で
は
自
ら
を
異

邦
人
と
し
か
感
じ
な
い
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
ユ
ダ
ヤ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

と
'
ド
イ
ツ
的
感
情
に
つ
い
て
は
譲
る
こ
と
な
く
、
国
民
と
し
て
の
義

務
を
忠
実
に
果
た
し
っ
つ
も
'
公
的
-
法
的
に
保
障
さ
れ
た
郷
土
を
パ

レ
ス
チ
ナ
に
築
こ
う
と
い
う
目
的
の
シ
オ
ニ
ズ
ム
と
を
'
常
に
区
別
し

(
8
)

て
き
た
」
と
言
う
。
よ
っ
て
'
組
織
の
中
に
シ
オ
ニ
ス
ト
が
い
る
と
し

て
も
後
者
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
て
'
「
我
々
は
'
真
面
目
に
我
々
の

意
図
す
る
意
味
で
活
動
し
よ
う
と
す
る
者
を
突
き
の
け
る
こ
と
は
で
き

な
い
」
と
。

さ
ら
に
'
「
中
央
協
会
」
に
と
っ
て
東
欧
ユ
ダ
ヤ
臥
問
題
は
'
「
ド
イ

ツ
の
、
ユ
ダ
ヤ
の
'
そ
し
て
人
類
の
問
題
で
あ
る
。
」
ド
イ
ツ
の
問
題

と
い
う
意
味
で
'
「
中
央
協
会
は
、
国
境
封
鎖
に
は
反
対
し
な
か
っ
た
。

尤
も
へ
　
そ
の
際
す
べ
て
の
外
国
人
が
等
し
く
扱
わ
れ
る
」
と
い
う
条
件

付
き
で
は
あ
る
が
。
ま
た
ユ
ダ
ヤ
の
問
題
と
い
う
点
で
は
'
「
東
欧
ユ

ダ
ヤ
人
は
'
迫
害
の
犠
牲
者
以
外
の
何
者
で
も
な
い
。
」
よ
っ
て
'
彼

ら
が
「
全
く
の
異
邦
人
」
で
あ
る
と
す
る
ナ
ウ
マ
ン
ら
の
主
張
は
、
「
決

し
て
容
認
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
。
最
後
に
ホ
レ
ン
ダ
ー
は
、
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
我
々
の
思
想
や
感
情
の
中
で
'
ド
イ
ツ
的
な
も

の
と
ユ
ダ
ヤ
的
な
も
の
の
ど
ち
ら
を
優
先
す
べ
き
だ
と
言
う
の
か
7
-

父
と
母
の
ど
ち
ら
が
先
に
死
ね
ば
よ
り
良
い
か
'
子
供
は
決
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
言
う
の
か
?
も
し
『
ド
イ
ツ
民
族
主
義
的
ユ
ダ
ヤ
人
』

が
'
ユ
ダ
ヤ
的
な
も
の
が
我
々
の
存
在
の
根
源
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を

否
定
す
る
の
な
ら
、
彼
ら
は
'
-
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
の
で
良
き
ド
イ
ツ

人
と
は
な
り
得
な
い
と
い
う
、
我
々
の
敵
の
論
拠
に
従
っ
て
い
る
こ
と

(S)

に
な
ろ
う
」
と
。
そ
し
て
終
わ
り
に
'
敵
の
側
は
ナ
ウ
マ
ン
ら
を
ど
う

見
て
い
る
の
か
に
関
し
て
'
数
名
の
見
解
が
転
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
'
あ
る
反
セ
ム
主
義
者
は
'
彼
ら
か
ら
の
「
予
期
せ
ざ
る
支

持
」
に
言
及
し
'
ま
た
あ
る
者
は
、
ナ
ウ
マ
ン
ら
の
よ
う
な
ユ
ダ
ヤ
的

陰
謀
に
は
我
ら
ド
イ
ツ
人
は
偏
さ
れ
な
い
t
　
と
述
べ
て
い
る
。
結
局
へ

反
セ
ム
主
義
者
の
側
か
ら
尊
敬
さ
れ
た
り
愛
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
'
密

(
3
8
)

告
者
的
な
存
在
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
評
価
で
あ
る
。
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こ
う
い
っ
た
批
判
を
受
け
て
か
'
「
ユ
ダ
ヤ
人
連
合
」
　
は
'
翌
一
一

日
に
集
会
で
規
約
に
関
し
て
討
議
を
行
い
へ
　
そ
れ
を
受
け
た
作
業
委
員

会
は
'
四
月
二
六
日
に
規
胡
散
正
を
行
っ
て
'
離
教
者
を
メ
ン
バ
I
に

迎
え
な
い
こ
と
を
規
定
し
た
。
設
立
当
初
な
ぜ
彼
ら
を
メ
ン
バ
ー
に
迎

え
入
れ
て
い
た
か
に
関
し
て
'
ナ
ウ
マ
ン
は
'
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。自

分
た
ち
は
'
「
ド
イ
ツ
国
民
と
し
て
の
諸
義
務
を
果
た
し
'
そ
れ

と
並
ん
で
反
セ
ム
主
義
と
闘
う
」
と
い
う
や
り
方
で
は
「
真
に
ド
イ
ツ

的
感
情
を
持
つ
ユ
ダ
ヤ
人
」
に
は
不
十
分
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
で

は
'
非
ユ
ダ
ヤ
系
の
ド
イ
ツ
人
か
ら
日
々
離
れ
て
い
く
こ
と
に
し
か
な

ら
な
い
。
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
唯
一
の
解
決
方
法
は
'
「
純
ド
イ
ツ
的
感
情

を
持
つ
ユ
ダ
ヤ
人
が
ど
れ
ほ
ど
多
く
い
る
の
か
を
、
そ
し
て
'
こ
れ
ら

ド
イ
ツ
民
族
主
義
的
な
ユ
ダ
ヤ
人
が
純
朴
な
労
働
者
と
し
て
'
祖
国
ド

イ
ツ
の
再
生
に
ど
れ
ほ
ど
真
面
目
に
も
　
断
固
と
し
て
関
わ
る
準
備
が
あ

る
の
か
を
へ
　
反
セ
ム
主
義
者
の
偏
見
や
扇
動
の
影
響
下
に
あ
る
多
く
の

非
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
し
て
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
」
で
あ
る
。
よ
っ
て
へ

ま
だ
自
身
の
反
セ
ム
主
義
を
考
え
直
す
可
能
性
の
あ
る
非
ユ
ダ
ヤ
人
同

胞
と
の
合
意
を
形
成
し
う
る
組
縄
の
設
立
が
'
「
当
初
の
我
々
の
連
合

形
成
の
現
実
的
な
目
標
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
を
含
め
、
一
般
に

反
セ
ム
主
義
者
に
と
っ
て
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
は
'
宗
教
の
問
題
で
は
な
く
'

「
系
統
」
　
の
'
な
い
し
「
人
種
」
　
の
問
題
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
か

ら
彼
ら
に
は
'
「
ユ
ダ
ヤ
系
の
人
物
が
'
ユ
ダ
ヤ
教
徒
へ
　
キ
リ
ス
ト
教

徒
へ
　
離
教
者
の
ど
れ
と
し
て
公
に
登
録
さ
れ
て
い
よ
う
と
ど
う
で
も
い

い
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
ユ
ダ
ヤ
人
は
'
結
局
'
ユ
ダ
ヤ
人
の
ま
ま

な
の
で
あ
る
。
」
「
ユ
ダ
ヤ
的
本
質
に
関
す
る
こ
の
理
解
が
正
し
い
か
ど

う
か
は
'
こ
の
際
問
題
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
へ
　
こ
の
見
解
が
'
実

(
4
0
)

際
へ
非
ユ
ダ
ヤ
人
の
間
で
支
配
的
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」

さ
ら
に
ナ
ウ
マ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
続
け
る
。
共
に
攻
撃
さ
れ
て
い

る
の
だ
か
ら
'
手
を
携
え
て
闘
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
分
か

ら
な
い
で
は
な
い
。
よ
っ
て
「
も
し
'
ド
イ
ツ
に
お
い
て
《
ユ
ダ
ヤ
人
》

全
体
に
対
す
る
ポ
グ
ロ
ム
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
場
合
に
は
、
受
洗
者
や

離
故
老
を
、
共
闘
老
　
(
K
a
m
p
f
-
g
e
n
o
s
s
e
n
)
　
と
し
て
受
け
入
れ
ざ
る

を
得
な
い
。
」
た
だ
そ
こ
で
'
「
共
通
の
危
機
に
際
し
て
場
合
場
合
で
協

力
す
る
だ
け
の
共
闘
者
と
'
常
に
協
力
す
る
同
僚
　
(
A
r
b
e
i
t
s
-

g
e
n
o
s
s
e
n
)
　
と
の
違
い
」
が
、
重
要
と
な
る
。
「
た
と
え
非
ユ
ダ
ヤ
人

に
は
同
じ
ユ
ダ
ヤ
人
と
映
る
と
し
て
も
'
受
洗
者
を
同
僚
に
迎
え
入
れ

る
の
が
問
題
外
な
の
は
'
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
」
そ
れ
は
'
「
受
洗
者

に
対
し
て
は
'
ユ
ダ
ヤ
人
の
多
-
が
嫌
悪
感
を
持
っ
て
い
る
」
こ
と
と
、

彼
ら
の
　
「
改
宗
へ
の
契
機
が
大
抵
へ
　
[
内
的
確
信
で
は
な
-
]
物
質
的

(
3
)

利
害
追
求
」
で
あ
る
こ
と
で
理
由
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
ナ
ウ
マ
ン
は
、

自
分
た
ち
の
間
で
「
問
題
と
な
-
、
激
し
く
何
度
も
議
論
さ
れ
た
の
が
'

い
わ
ゆ
る
離
教
者
の
加
入
を
認
め
る
か
否
か
」
で
あ
っ
た
と
言
う
。
つ

ま
り
受
洗
者
と
異
な
り
'
加
入
を
認
め
て
も
よ
い
離
教
者
が
い
る
の
で

は
な
い
か
t
　
が
争
点
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
存
在
と
し
て
彼
が
挙
げ

て
い
る
の
は
'
「
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
祖
先
か
ら
の
系
統
を
卑
劣
に
も

否
定
す
る
つ
も
り
か
ら
で
は
な
い
が
、
自
身
の
世
界
観
を
も
は
や
ユ
ダ

ヤ
教
徒
と
い
う
こ
と
で
表
現
で
き
な
い
の
で
'
良
心
の
問
題
で
宗
教
を

棄
て
た
人
々
」
'
つ
ま
り
特
に
「
社
会
主
義
者
」
で
あ
っ
た
。
「
ナ
シ
ョ
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ナ
ル
な
感
情
を
持
つ
社
会
主
義
者
」
　
(
n
a
t
i
o
n
a
l
e
m
p
f
i
n
d
e
n
d
e

S
o
z
i
a
l
i
s
t
e
n
)
　
の
加
入
を
可
能
に
し
て
お
き
た
い
と
い
う
願
望
か
ら
'

現
実
の
適
用
は
希
だ
と
し
て
も
'
離
教
老
加
入
を
原
則
と
し
て
排
除
し

な
い
と
い
う
決
定
に
至
っ
た
t
　
と
い
う
の
が
彼
の
説
明
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
四
月
一
一
日
の
集
会
で
の
議
論
か
ら
'
離
教
者
へ
の
反
感

が
'
自
分
た
ち
が
予
想
し
た
以
上
に
強
力
で
あ
る
こ
と
を
ナ
ウ
マ
ン
は

理
解
し
た
t
　
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
強
力
な
反
感
の
理
由
と
し
て
彼

は
、
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
い
う
言
葉
の
中
身
に
宗
教
と
系
統
と
い
う
要
素

が
混
合
し
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
'
そ
れ
は
'
両
要
素
が
民
族
的

一
体
を
成
し
て
い
た
過
去
の
時
代
の
余
韻
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
'
そ
の
こ
と
の
重
み
を
十
分
自
覚
も
尊
重
も
し
て
い
な
か

っ
た
こ
と
を
ナ
ウ
マ
ン
は
盈
物
、
結
局
'
二
六
日
に
規
約
改
正
に
至
っ

た
t
　
と
彼
は
説
明
し
て
い
る
。

四
へ
「
系
統
」
概
念
を
め
ぐ
っ
て
の
両
者
の
展
開

以
上
の
や
り
取
り
か
ら
'
自
身
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
を
規
定
す
る
ユ
ダ
ヤ
的
本
質
の
中
身
を
'
単
に
「
系
統
」
と
す

る
か
'
そ
れ
と
も
「
宗
教
」
と
「
系
統
」
と
す
る
か
t
　
と
い
う
大
き
な

枠
組
み
で
の
両
者
の
対
立
が
'
ま
ず
見
て
取
れ
る
。
た
だ
こ
の
点
で
は
'

「
ユ
ダ
ヤ
人
連
合
」
が
'
形
式
的
に
は
そ
の
メ
ン
バ
ー
規
定
を
「
ユ
ダ

ヤ
教
礼
拝
共
同
休
止
鴇
は
や
属
し
て
い
な
く
て
も
'
離
教
し
て
い
な
い

ユ
ダ
ヤ
系
ド
イ
ツ
人
」
と
改
め
'
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
多
数
派
の
側
に

少
し
歩
み
寄
っ
た
こ
と
が
'
第
三
章
で
の
展
開
か
ら
わ
か
る
。

し
か
し
'
両
者
と
も
に
挙
げ
て
い
る
「
系
統
」
と
い
う
要
素
の
中
身

に
つ
い
て
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
「
中
央
協
会
」
も
'
ユ
ダ
ヤ
的
本
質

の
内
容
と
し
て
宗
教
と
「
系
統
」
を
挙
げ
て
い
る
が
'
彼
ら
に
よ
る
「
系

統
」
と
ナ
ウ
マ
ン
ら
の
そ
れ
と
は
'
「
東
欧
ユ
ダ
ヤ
人
」
を
前
に
し
た

際
明
確
な
よ
う
に
'
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
「
中
央
協
会
」
副
議
長
の
　
E
.
フ
ッ
ク
ス
　
(
一
八
五
六
-

一
九
二
三
)
　
は
、
一
九
一
七
年
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
私
に

と
っ
て
ド
イ
ツ
的
な
も
の
と
ユ
ダ
ヤ
的
な
も
の
の
総
合
と
は
'
以
下
の

よ
う
に
な
る
。
私
は
、
国
民
　
(
N
a
t
i
o
n
)
　
と
い
う
こ
と
で
ド
イ
ツ
人
で

あ
り
'
宗
教
と
系
統
と
い
う
こ
と
で
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン

へ
の
帰
属
、
シ
ュ
レ
ジ
ェ
ン
の
故
郷
、
両
親
の
商
人
と
し
て
の
家
庭
'

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
で
法
的
な
弁
護
士
活
動
が
'
私
に
あ
る
一
定
の
特
性
を

刻
み
込
ん
で
き
た
よ
う
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
両
親
の
家
庭
や
'
そ

こ
で
育
て
ら
れ
'
そ
の
後
も
住
ん
で
い
る
ユ
ダ
ヤ
的
な
環
境
も
ま
た
'

私
に
独
特
の
も
の
を
与
え
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
種
の
系
統
の
刻
印
は
'

国
民
的
と
い
う
関
係
で
、
ド
イ
ツ
・
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
私
と
の
問
に
差

異
を
与
え
る
も
の
で
は
な
-
'
[
ド
イ
ツ
]
民
族
　
(
V
o
l
k
)
　
と
い
う
ジ

ャ
ン
ル
へ
の
所
属
を
妨
げ
る
も
の
で
も
な
い
。
-
私
は
弁
護
士
と
し
て
'

社
会
的
'
精
神
的
に
'
自
分
が
'
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
商
人
や
職
人
よ
り
も

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
弁
護
士
に
よ
り
近
い
と
感
じ
る
。
こ
こ
祖
国
に
お
い

て
は
'
我
々
は
'
自
分
た
ち
に
共
通
な
特
性
よ
り
、
自
分
た
ち
を
分
け

る
も
の
を
意
識
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
も
し
私
が
'
か
な
り
の
人
々

と
異
郷
の
荒
野
へ
追
い
や
ら
れ
れ
ば
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
ろ
う
と
キ
リ

ス
ト
教
徒
で
あ
ろ
う
と
、
ま
ず
ド
イ
ツ
人
に
'
私
は
近
づ
こ
う
と
す
る
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あるべき「ドイツ・ユダヤ人」像の模索(長田)

*

・

*

で
あ
ろ
う
。
」

こ
こ
で
フ
ッ
ク
ス
の
言
う
「
系
統
」
と
は
'
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
社

会
的
・
歴
史
的
背
景
と
文
化
的
遺
産
と
い
う
積
極
的
な
杵
と
考
え
う

る
。
た
だ
し
大
戦
下
で
シ
オ
ニ
ス
ト
と
の
関
係
を
明
確
に
し
よ
う
と
い

う
意
図
の
も
と
で
執
筆
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
か
ら
'
こ
こ
で
も
'
従
来

通
り
'
そ
の
杵
よ
り
も
'
ド
イ
ツ
人
と
し
て
の
立
場
の
方
が
'
ま
だ
よ

り
上
位
に
置
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
'
そ
の
後
の
「
中
央
協
会
」
　
の
展
開
を
見
れ
ば
'
ナ
ウ
マ
ン

ら
ユ
ダ
ヤ
人
内
部
か
ら
の
批
判
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
'
ユ
ダ
ヤ
的
信

念
の
酒
養
こ
そ
が
今
や
必
要
だ
、
と
い
っ
た
見
解
が
'
ワ
イ
マ
ル
期
に

は
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
組
織
の
青
年
層
メ
ン
バ
ー
か
ら
'
二

IS)

八
年
の
総
会
に
向
け
た
答
申
『
将
来
の
中
央
協
会
』
と
し
て
'
以
下
の

よ
う
な
こ
と
が
提
起
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
ま
ず
へ
　
青
年

運
動
を
卒
業
し
'
政
治
活
動
の
場
が
与
え
ら
れ
る
ま
で
の
空
白
期
問
に

い
る
二
五
～
三
五
才
の
青
年
層
に
'
「
中
央
協
会
」
　
の
将
来
を
担
う
存

在
に
な
る
た
め
の
育
成
の
場
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
組
織
自
体
の
世

(
4
5
)

代
交
代
・
若
返
り
を
す
る
必
要
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
の
際
へ
　
彼
ら
青
年

層
は
、
自
身
の
存
在
の
二
本
柱
で
あ
る
ド
イ
ツ
的
な
も
の
と
ユ
ダ
ヤ
的

な
も
の
に
関
し
て
へ
　
ど
う
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
前
者
に
つ
い
て
へ
　
彼
ら
は
ナ
ウ
マ
ン
ら
を
意
識
し
て
か
'
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
よ
く
観
察
し
て
み
る
と
'
必
要
な
い
と
こ
ろ

で
も
'
-
自
分
の
中
の
ド
イ
ツ
的
な
も
の
を
意
識
的
に
'
必
要
以
上
に

強
調
す
る
輩
が
'
我
々
の
間
に
多
く
出
て
き
て
い
る
。
-
少
し
過
敏
か

も
し
れ
な
い
が
'
こ
の
強
調
に
'
周
囲
に
完
全
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
へ
の
'
意
識
的
'
な
い
し
'
無
意
識
な
不
安
が
見
て
取
れ

る
よ
う
だ
。
-
し
か
し
我
々
は
'
多
色
刷
り
の
絵
模
様
を
な
す
我
ら
[
ド

イ
ツ
]
民
族
の
一
つ
の
色
と
し
て
'
我
ら
固
有
の
特
性
を
意
識
し
て
初

め
て
へ
　
そ
の
中
で
の
存
在
資
格
を
主
張
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
-

意
識
的
な
ド
イ
ツ
主
義
で
は
な
く
'
無
意
識
の
そ
れ
が
大
切
な
の
で
あ

る
。
-
ド
イ
ツ
的
な
信
念
(
d
e
u
t
s
c
h
e
G
e
s
i
n
n
u
n
g
)
は
'
他
人
か
ら

そ
れ
を
剥
奪
す
る
こ
と
で
は
'
決
し
て
強
調
さ
れ
は
し
な
い
。
確
か
に

[
組
織
の
目
標
の
一
つ
で
あ
る
]
《
ド
イ
ツ
的
信
念
の
迷
う
こ
と
な
き

育
成
》
が
重
要
な
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
は
'
自
ら
が
生
き
て
い
く
中
で
'

5

自
然
に
自
身
の
内
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と
。
よ
っ
て
彼
ら
に
と

っ
て
ド
イ
ツ
的
な
も
の
は
'
「
中
央
協
会
」
　
で
活
動
す
る
際
の
自
然
な

基
礎
を
成
し
て
'
す
で
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
後
者
に
関
し
て
'
彼
ら
は
次
の
よ
う
な
主
張
を
展
開
す
る
。

つ
ま
り
'
「
中
央
協
会
」
に
は
上
述
の
基
礎
の
上
に
'
「
今
や
'
自
分
た

ち
の
ユ
ダ
ヤ
的
な
部
分
を
迷
う
こ
と
な
く
育
成
す
る
こ
と
が
'
活
動
要

求
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
」
と
。
「
ド
イ
ツ
文
化
圏
に
限
り
な
く
組

み
込
ま
れ
た
」
自
分
た
ち
に
は
、
そ
れ
が
義
務
で
あ
る
と
ま
で
述
べ
ら

(
3
)

れ
て
い
る
。
そ
の
訳
は
'
ナ
ウ
マ
ン
ら
の
よ
う
な
主
張
を
否
定
L
t
　
シ

オ
ニ
ズ
ム
を
克
服
し
た
上
で
な
お
彼
ら
が
「
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
へ
　
な

い
し
ユ
ダ
ヤ
系
ド
イ
ツ
人
の
ま
ま
で
い
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
自

分
の
ユ
ダ
ヤ
的
な
部
分
へ
の
関
係
を
'
ド
イ
ツ
的
力
靭
分
へ
の
そ
れ
と

同
じ
程
度
に
補
強
L
t
深
め
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。

彼
ら
に
は
'
「
な
ぜ
自
分
は
[
ド
イ
ツ
に
お
い
て
]
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
り
'

ま
た
そ
う
あ
り
続
け
る
の
か
?
」
と
い
う
問
題
が
、
大
き
-
の
し
か
か
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っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
'
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
'

そ
れ
ら
両
者
の
総
合
の
模
索
が
'
や
は
り
重
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
彼

ら
が
提
唱
す
る
の
は
'
む
し
ろ
ユ
ダ
ヤ
的
な
信
念
の
共
同
体
で
あ
る
と

い
う
自
覚
に
支
え
ら
れ
た
'
反
セ
ム
主
義
に
対
す
る
自
衛
活
動
で
あ
っ

<S)
た
。こ

う
い
っ
た
答
申
を
受
け
て
か
'
前
述
の
ホ
レ
ン
ダ
ー
は
'
二
八
年

二
月
一
三
日
'
「
中
央
協
会
」
総
会
で
の
　
「
組
織
の
歩
む
べ
き
方
向
」

に
関
す
る
議
事
に
際
し
て
'
「
自
衛
組
織
か
'
信
念
の
組
織
か
?
」
と

(
5
)

題
し
て
'
講
演
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
主
旨
は
'
組
織
が
'
単
に
全
て

の
反
ユ
ダ
ヤ
的
な
事
柄
や
、
ユ
ダ
ヤ
人
へ
の
攻
撃
に
対
し
て
対
抗
す
る

だ
け
の
'
い
わ
ゆ
る
自
衛
組
織
に
甘
ん
じ
る
の
で
は
な
-
'
一
定
の
世

界
観
的
な
基
礎
に
基
づ
い
て
闘
争
し
'
ユ
ダ
ヤ
人
が
他
の
ド
イ
ツ
人
と
'

政
治
的
へ
　
経
済
的
'
そ
し
て
社
会
的
に
同
じ
権
利
を
持
ち
'
同
じ
く
尊

重
さ
れ
る
よ
う
努
力
す
る
と
い
う
t
　
よ
り
包
括
的
・
積
極
的
な
存
在
た

る
べ
き
こ
と
の
指
摘
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
重
要
な
の
は
'
「
真
の
ユ
ダ

ヤ
精
神
と
良
き
ド
イ
ツ
民
族
性
の
統
合
」
を
'
こ
れ
か
ら
も
「
中
央
協

会
」
が
目
指
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
を
彼
は
'
九
つ
の
テ
ー
ゼ

(
5
2
)

に
ま
と
め
た
。
審
議
結
果
'
そ
れ
ら
は
一
部
修
正
の
上
へ
採
択
さ
れ
た
。

こ
こ
に
そ
れ
ら
全
て
を
訳
出
す
る
の
は
'
紙
幅
の
都
合
上
へ
　
断
念
せ
ざ

る
を
得
な
い
が
、
組
織
設
立
の
契
機
を
与
え
た
前
述
の
レ
-
ベ
ン
フ
ェ

ル
ト
の
六
テ
ー
ゼ
と
も
比
較
し
て
新
た
な
点
に
関
し
て
は
'
指
摘
し
て

お
き
た
い
。

そ
の
0
-
④
ま
で
は
'
「
ド
イ
ツ
的
信
念
の
育
成
」
を
唱
え
へ
　
そ
れ

が
自
身
の
内
か
ら
必
然
的
に
生
じ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
新
し

い
の
は
以
下
の
点
で
あ
る
。
⑤
で
'
ド
イ
ツ
的
な
も
の
と
ユ
ダ
ヤ
的
な

も
の
の
相
互
関
係
の
調
和
的
な
発
展
へ
の
努
力
の
意
志
が
述
べ
ら
れ
'

⑥
で
は
'
両
要
素
保
持
の
強
調
こ
そ
が
'
道
徳
的
要
請
で
あ
り
'
政
治

活
動
を
行
う
際
の
必
然
で
あ
る
と
し
へ
　
晴
に
ナ
ウ
マ
ン
ら
や
シ
オ
ニ
ス

ト
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
⑦
で
は
'
自
衛
活
動
が
組
織
の
活
動
の
一
部

に
す
ぎ
な
い
こ
と
と
'
相
手
の
無
知
か
ら
来
る
偏
見
を
克
服
す
る
た
め

に
は
'
ユ
ダ
ヤ
人
の
側
が
、
両
要
素
の
価
値
と
そ
の
分
か
ち
が
た
い
結

び
つ
き
を
自
覚
し
て
'
「
無
味
乾
燥
な
同
化
」
を
拒
否
し
、
ユ
ダ
ヤ
的

部
分
を
継
承
・
発
展
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
⑧
で
は
、

ド
イ
ツ
民
族
性
と
ユ
ダ
ヤ
教
信
仰
が
も
た
ら
す
諸
義
務
の
認
識
の
必
要

性
と
'
ま
た
そ
の
認
識
に
よ
り
へ
　
両
要
素
の
完
全
な
調
和
の
確
立
=
ユ

ダ
ヤ
人
の
位
置
の
安
定
化
を
は
か
る
と
い
う
使
命
と
が
へ
提
起
さ
れ
る
。

最
後
に
⑨
で
は
'
こ
う
い
っ
た
目
標
に
至
る
た
め
の
活
動
の
絶
対
的
前

提
と
し
て
'
ユ
ダ
ヤ
的
な
も
の
へ
の
知
識
の
深
化
'
そ
の
中
の
価
値
の

あ
る
も
の
の
保
持
・
強
化
の
た
め
の
努
力
の
必
要
性
が
'
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。
以
上
'
明
確
に
'
「
中
央
協
会
」
　
の
活
動
の
ベ
ク
ト
ル
は
'
青

年
層
メ
ン
バ
ー
ら
の
答
申
も
踏
ま
え
て
'
ユ
ダ
ヤ
的
要
素
の
保
持
・
強

化
と
'
そ
れ
と
ド
イ
ツ
的
要
素
と
の
総
合
の
追
求
へ
と
'
方
向
転
換
を

は
か
ろ
う
と
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
ま
さ
に
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
「
系

統
」
　
の
'
積
極
的
な
意
味
で
の
深
化
が
'
追
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
「
系
統
」
と
い
う
言
葉
を
口
に
す
る
際
、
ナ

ウ
マ
ン
に
は
'
こ
う
い
っ
た
積
極
的
な
意
味
で
の
「
ユ
ダ
ヤ
的
杵
」
を

そ
こ
に
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
彼
は
'
二
一
年
か
ら
二
二

年
に
か
け
て
の
著
述
に
お
い
て
'
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
系
統
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と
は
一
つ
の
運
命
で
あ
り
'
そ
れ
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
'

獲
得
さ
れ
る
も
の
で
も
、
失
わ
れ
る
も
の
で
も
な
く
、
肉
体
的
・
精
神

的
な
素
質
の
、
せ
い
ぜ
い
外
観
に
方
向
を
与
え
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
'

そ
し
て
'
国
民
感
情
　
(
N
a
t
i
o
n
a
l
g
e
f
u
h
l
)
　
に
と
っ
て
は
'
-
そ
れ
を

(
5
3
)

包
む
外
皮
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
。
そ
し
て
彼
は
へ
　
こ
の
「
国

民
感
情
」
を
非
常
に
重
視
し
て
こ
う
述
べ
る
。
「
人
と
人
と
を
結
び
つ

け
る
力
が
あ
る
も
の
は
'
人
生
で
最
も
価
値
の
あ
る
も
の
に
関
す
る
へ

理
解
及
び
感
情
の
完
全
な
一
致
で
あ
る
。
人
に
と
っ
て
最
も
価
値
の
あ

る
も
の
は
'
祖
国
で
あ
る
ー
ー
[
よ
っ
て
]
国
民
逓
畢
し
そ
が
'
系
統

の
相
違
と
い
う
深
い
溝
を
橋
渡
し
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
。
こ
こ
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
'
彼
の
言
う
「
系
統
」
と
は
'
せ
い
ぜ
い
過
去
に
お
い

て
そ
う
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
、
自
分
で
選
択
す
る
こ
と
は
不
可

能
だ
が
'
も
は
や
内
実
の
な
い
外
皮
で
あ
っ
て
'
自
身
の
本
質
と
は
'

い
わ
ば
無
関
係
に
近
い
存
在
の
よ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
'
前
述
の

よ
う
に
'
こ
れ
が
「
常
に
我
々
の
行
動
や
見
解
を
規
定
す
る
に
達
い
な

い
と
い
う
理
解
」
を
'
彼
は
き
っ
ぱ
り
と
否
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。

「
中
央
協
会
」
の
側
も
'
筆
者
と
同
じ
よ
う
な
評
価
を
下
し
て
い
る
。

こ
の
組
織
の
バ
ー
デ
ン
州
連
合
議
長
で
カ
ー
ル
ス
ル
ー
工
の
弁
護
士
の

∫
.
マ
ル
ク
ス
は
'
二
五
年
に
「
ユ
ダ
ヤ
人
連
合
」
を
批
判
し
て
こ
う

述
べ
て
い
る
。
「
我
々
は
'
自
分
の
ユ
ダ
ヤ
的
な
部
分
の
価
値
を
引
き

下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
自
分
の
ド
イ
ツ
的
な
部
分
が
全
-
重
要
で
あ

る
か
の
よ
う
に
見
せ
る
必
然
性
を
全
-
感
じ
な
い
。
ナ
ウ
マ
ン
ら
の
連

合
の
理
念
に
と
っ
て
'
ユ
ダ
ヤ
的
な
も
の
は
'
遺
徳
的
な
内
容
も
'
精

set

神
的
な
意
味
で
の
現
代
的
な
価
値
も
な
い
抽
象
概
念
に
す
ぎ
な
い
」

と
。ナ

ウ
マ
ン
ら
に
お
け
る
「
系
統
」
　
の
内
実
の
な
さ
は
'
さ
ら
に
次
の

よ
う
な
諸
々
の
点
に
も
現
れ
る
。
例
え
ば
シ
オ
ニ
ズ
ム
に
関
し
て
は
'

彼
は
'
そ
れ
が
も
は
や
ヘ
ル
ツ
ル
流
の
政
治
的
シ
オ
ニ
ズ
ム
で
は
な
く
'

「
ユ
ダ
ヤ
民
族
思
想
を
大
衆
に
広
め
'
ユ
ダ
ヤ
民
族
と
し
て
の
生
活
を

世
界
離
散
の
中
で
も
強
め
、
保
つ
こ
と
」
を
目
標
と
し
て
い
る
と
理
解

し
、
ド
イ
ツ
の
内
的
な
ま
と
ま
り
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
弾
劾
す
る
。

ま
た
へ
彼
に
と
っ
て
パ
レ
ス
チ
ナ
は
'
単
に
委
任
統
治
を
任
さ
れ
た
「
イ

ギ
リ
ス
の
コ
。
ニ
ー
」
(
牝
す
ぎ
ず
'
そ
れ
を
支
援
す
る
の
は
'
利
敵
行

為
に
他
な
ら
な
く
な
る
。
次
に
へ
彼
の
宗
教
観
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。

彼
は
'
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
「
改
宗
」
　
の
意
味
し
た
も
の
を
'
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
中
間
派
に
と
っ
て
は
t
　
よ
り
好
ま
し
い
生

活
条
件
へ
の
移
行
だ
が
、
ド
イ
ツ
民
族
主
義
的
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
は
'

ま
ず
も
っ
て
ド
イ
ツ
的
な
も
の
へ
の
移
行
　
(
U
b
e
r
t
r
i
t
t
 
z
u
m

D
e
u
t
s
c
h
t
u
m
)
　
を
意
味
し
た
。
」
し
か
し
ワ
イ
マ
ル
期
に
は
'
そ
れ
な

し
で
も
官
吏
を
含
め
た
社
会
の
様
々
な
領
域
へ
の
進
出
が
可
能
と
な
っ

た
の
で
'
「
受
洗
は
意
味
を
失
っ
た
。
-
本
当
の
ド
イ
ツ
民
族
主
義
的

IS)

な
ユ
ダ
ヤ
人
な
ら
ば
へ
　
信
仰
を
偽
る
必
要
は
な
い
」
と
。
ま
た
'
「
ユ

ダ
ヤ
人
連
合
」
　
の
機
関
誌
に
は
'
安
息
日
や
ク
リ
ス
マ
ス
に
関
し
て
'

次
の
よ
う
な
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
「
日
曜
に
安
息
日
を
」
と
題

し
た
そ
れ
は
、
「
子
供
が
学
校
に
行
っ
て
も
'
安
息
日
に
は
何
も
書
か

な
い
」
と
い
う
逃
げ
道
が
'
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
子
弟
た
ち
を
特
異
な
存
在

と
周
囲
に
印
象
づ
け
'
マ
イ
ナ
ス
に
作
用
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
指
摘

し
'
イ
ス
ラ
ム
暦
を
二
日
ず
ら
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
合
わ
せ
た
ト
ル
コ
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の
例
が
引
か
れ
'
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
ユ
ダ
ヤ
暦
を
ト
ル
コ
の
例
に

従
っ
て
変
え
る
こ
と
に
よ
り
'
平
日
で
あ
っ
た
ユ
ダ
ヤ
教
の
祭
日
を
キ

リ
ス
ト
教
の
日
曜
日
に
合
わ
せ
る
こ
と
。
-
完
全
な
ド
イ
ツ
化
の
意
志

が
本
当
に
あ
る
の
な
ら
'
こ
れ
は
可
能
で
あ
る
L
t
　
そ
う
で
な
け
れ
ば

(
3
)

な
ら
な
い
。
」
ま
た
「
ド
イ
ツ
的
ク
リ
ス
マ
ス
」
と
題
し
た
そ
れ
は
、

第
一
次
大
戦
中
へ
　
戦
場
で
ド
イ
ツ
人
兵
士
と
し
て
'
キ
リ
ス
ト
教
徒
の

戦
友
と
共
に
'
ま
さ
に
そ
れ
ま
で
に
な
い
一
体
感
を
感
じ
な
が
ら
祖
国

を
想
い
へ
　
祝
っ
た
ク
-
ス
マ
ス
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
'
「
そ
の
利
那
に

お
い
て
'
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
共
に
キ
リ
ス
ト
教
の
祭
り
を
祝
う
の
を
'

非
ユ
ダ
ヤ
的
だ
と
感
じ
た
も
の
は
'
自
分
た
ち
の
中
に
は
誰
も
い
な
か

(
5
)

っ
た
」
　
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
へ
　
信
仰
や
系
統
の
違
い
を

超
越
す
る
「
ド
イ
ツ
国
民
感
情
」
　
の
至
上
性
が
'
ナ
ウ
マ
ン
や
そ
の
組

織
を
貫
い
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
こ
こ
に
は
'
ユ
ダ
ヤ
系
で
あ
る

こ
と
に
積
極
的
な
意
味
づ
け
を
与
え
る
余
地
は
'
皆
無
に
近
い
。

ナ
チ
政
権
下
に
お
い
て
も
'
ド
イ
ツ
人
の
観
点
で
行
動
す
る
と
い
う
'

彼
ら
「
ユ
ダ
ヤ
人
連
合
」
　
の
態
度
に
変
化
は
な
い
。
三
三
年
四
月
の
ナ

チ
政
権
に
よ
る
全
ド
イ
ツ
親
授
で
の
ユ
ダ
ヤ
人
商
店
そ
の
他
の
ボ
イ
コ

ッ
ト
に
見
ら
れ
る
、
政
権
の
側
か
ら
の
迫
害
を
経
験
し
た
後
に
も
、
こ

の
組
織
は
、
以
下
の
よ
う
に
表
明
し
て
い
る
。
「
-
ド
イ
ツ
の
た
め
に
へ

自
分
た
ち
の
未
来
で
も
あ
る
ド
イ
ツ
の
未
来
の
た
め
に
へ
　
我
々
ド
イ
ツ

的
感
情
を
持
つ
ユ
ダ
ヤ
人
は
'
今
日
へ
　
自
ら
'
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
日
の
こ

と
を
'
ユ
ダ
ヤ
系
の
大
学
教
員
の
解
雇
を
'
-
そ
の
他
全
て
を
忘
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
-
我
々
も
'
ド
イ
ツ
の
怒
り
を
理
解
し
'
た
と
え

今
日
そ
れ
が
我
々
に
向
け
ら
れ
て
い
よ
う
と
'
そ
の
怒
り
は
'
我
々
の

そ
れ
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
。
我
々
は
'
国
家
的
恥
辱
の
一
四
年
間
に
目

覚
め
て
き
た
こ
の
ド
イ
ツ
の
怒
り
を
、
こ
の
期
間
の
　
[
ド
イ
ツ
に
対
す

る
]
あ
ら
ゆ
る
不
正
や
不
当
な
干
渉
か
ら
生
ま
れ
た
こ
の
怒
り
を
'
常

に
感
じ
て
き
た
。
」
そ
し
て
彼
ら
は
'
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
に
向
か
っ

て
次
の
よ
う
に
訴
え
て
い
る
。
「
我
々
は
'
ア
ー
リ
ア
系
の
ド
イ
ツ
人

が
、
再
び
-
ユ
ダ
ヤ
系
の
ド
イ
ツ
人
に
手
を
差
し
伸
べ
る
日
が
そ
う
遠

-
は
な
い
と
信
じ
て
い
る
。
戦
場
と
堅
壕
で
の
古
き
戦
友
意
識
が
よ
み

(
8

が
え
る
日
が
-
。
」

そ
れ
を
信
じ
た
彼
境
採
っ
た
道
は
'
1
I
n
で
言
え
ば
二
他
の
ユ

ダ
ヤ
人
と
の
非
同
質
化
」
で
あ
っ
た
。
.
 
「
中
央
協
会
」
や
シ
オ
ニ
ス
ト
'

そ
の
他
の
大
部
分
の
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
系
組
織
が
「
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ

人
全
国
代
表
部
」
に
集
ま
る
の
を
へ
　
「
異
邦
ユ
ダ
ヤ
人
代
表
部
」
と
見

な
し
'
自
分
た
ち
「
ド
イ
ツ
的
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
の
'
「
感
情
や
精
神
の
'

そ
れ
ど
こ
ろ
か
肉
体
の
領
域
に
ま
で
及
ぶ
違
い
」
を
強
調
し
て
い
る
。

彼
ら
は
言
う
。
「
ド
イ
ツ
的
ユ
ダ
ヤ
人
は
'
異
邦
ユ
ダ
ヤ
人
と
同
じ
よ

う
に
扱
わ
れ
て
は
い
け
な
い
。
異
邦
ユ
ダ
ヤ
人
は
'
外
国
人
法
の
下
に

あ
り
'
無
国
籍
者
に
位
置
す
る
。
-
ド
イ
ツ
的
ユ
ダ
ヤ
人
に
関
し
て
は
'

ア
ー
リ
ア
と
認
め
ら
れ
た
ド
イ
ツ
人
と
同
じ
位
置
に
置
か
れ
る
べ
き
で

あ
る
」
と
。
こ
の
　
「
非
同
質
化
」
は
、
ナ
ウ
マ
ン
自
身
が
か
つ
て
述
べ

た
、
一
様
に
な
さ
れ
る
攻
撃
に
対
す
る
防
御
の
た
め
の
ユ
ダ
ヤ
人
統
一

戦
線
形
成
の
可
能
性
を
否
定
す
る
も
の
と
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
三

五
年
ま
で
は
'
ま
だ
、
例
え
ば
三
三
年
四
月
七
日
の
最
初
の
反
ユ
ダ
ヤ

立
法
た
る
「
専
門
職
公
務
員
再
建
法
」
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ユ
ダ

ヤ
人
の
公
務
員
か
ら
の
排
除
に
際
し
て
'
祖
国
へ
の
功
績
に
よ
っ
て
例
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(
6
)

外
規
定
が
導
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
つ
ま
り
'
こ
う
い
っ
た
ナ
チ
政
権

に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
区
分
の
可
能
性
に
'
彼
ら
が
賭
け
て
い
た
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
望
み
が
叶
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
三
五
年
五

月
二
l
 
R
の
国
防
法
は
'
徴
兵
資
格
に
「
ア
ー
リ
ア
人
条
項
」
を
設
け
'

ユ
ダ
ヤ
人
を
軍
役
不
適
格
な
二
級
市
民
に
貯
め
'
そ
し
て
同
年
九
月
l

五
日
の
「
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
法
」
の
第
一
次
施
行
令
(
一
一
月
一
四
日
)

に
よ
っ
て
へ
　
最
終
的
に
'
祖
父
母
の
代
に
三
人
以
上
ユ
ダ
ヤ
教
徒
が
い

る
者
を
人
種
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
す
る
規
定
が
導
入
さ
れ
た
。
ゲ
シ

ュ
タ
ポ
に
よ
り
「
ユ
ダ
ヤ
人
連
合
」
に
解
散
命
令
が
出
た
の
は
'
そ
れ

(
2
)

か
ら
六
日
後
　
(
一
一
月
二
〇
日
)
　
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

五
'
結

最
後
に
こ
こ
で
'
ナ
ウ
マ
ン
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
整
理
し
て
'
結

び
に
代
え
た
い
。
彼
ら
が
、
お
そ
ら
く
担
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
課
題
は
、

「
人
種
理
論
も
含
め
て
'
ユ
ダ
ヤ
的
要
素
を
否
定
的
に
見
る
見
解
が
あ

る
程
度
支
配
的
で
あ
っ
た
当
時
の
ド
イ
ツ
社
会
に
お
い
て
'
ド
イ
ツ
・

ユ
ダ
ヤ
人
を
ど
う
t
　
よ
り
積
極
的
に
位
置
づ
け
、
同
等
の
『
国
民
』
と

す
る
か
」
　
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
彼
ら
は
'
自
身
の

ユ
ダ
ヤ
的
部
分
を
出
来
る
だ
け
矯
小
化
し
'
そ
れ
を
補
っ
て
余
り
あ
る

ほ
ど
も
う
一
つ
の
ド
イ
ツ
的
部
分
を
拡
大
強
調
す
る
こ
と
で
、
全
体
の

バ
ラ
ン
ス
を
と
ろ
う
と
し
た
。
後
者
の
拡
大
強
調
は
'
例
え
ば
'
単
に

ド
イ
ツ
国
籍
を
有
す
る
「
国
民
」
　
で
は
不
十
分
で
'
「
共
通
の
文
化
'

言
語
へ
　
慣
習
に
よ
っ
て
有
機
体
的
に
ま
と
め
ら
れ
た
成
員
が
属
す
る
'

最
高
の
共
同
体
」
へ
　
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
民
族
の
一
員
で
あ
ら
ね
ば
な
ら

IS)

な
い
と
い
っ
た
主
張
や
'
上
述
の
ナ
チ
政
権
下
で
の
主
張
に
も
現
れ
て

い
る
。
確
か
に
こ
う
い
っ
た
主
張
が
'
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
全
体
に
百

パ
ー
セ
ン
ト
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
'
幾
分
か

の
　
「
真
実
味
」
で
「
中
央
協
会
」
を
揺
さ
ぶ
っ
た
背
景
に
は
'
実
際
的

な
ド
イ
ツ
文
化
・
社
会
へ
の
「
同
化
」
が
'
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
の
多

(
6
)

く
に
進
ん
で
い
た
こ
と
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
'
自
分
た
ち
と
他
の
ド

イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
を
分
け
る
ポ
イ
ン
ト
を
'
ナ
ウ
マ
ン
ら
は
'
ド
イ
ツ

的
感
情
や
ド
イ
ツ
人
た
る
意
志
と
い
う
精
神
性
の
強
度
の
差
で
し
か
表

現
で
き
ず
'
そ
れ
の
具
体
的
発
露
が
'
「
同
化
し
得
な
い
ユ
ダ
ヤ
人
の

排
除
」
と
い
う
裏
返
し
の
表
現
形
態
を
取
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
ナ
ウ
マ
ン
の
主
張
や
「
ユ
ダ
ヤ
人
連
合
」
　
の
成
立
と

展
開
は
'
ま
さ
に
ワ
イ
マ
ル
期
の
ド
イ
ツ
の
状
況
を
物
語
っ
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
一
方
で
'
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
公
職
や
学
界
に
お
け

る
高
い
地
位
か
ら
の
排
除
の
実
質
的
終
了
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
'
彼
ら

の
行
動
の
自
由
と
文
化
的
影
響
力
の
増
大
が
あ
り
'
他
方
'
同
時
に
'

ユ
ダ
ヤ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
存
続
の
危
機
と
い
う
ユ
ダ
ヤ
人
内
部
の

問
題
や
、
人
種
主
義
的
反
セ
ム
主
義
の
活
性
化
と
い
う
状
況
が
'
そ
こ

(S)

に
は
併
存
し
て
い
た
。
一
九
世
紀
来
求
め
ら
れ
続
け
て
き
た
ユ
ダ
ヤ
人

の
実
質
的
解
放
が
'
い
ま
ま
さ
に
達
成
さ
れ
ん
か
と
い
う
状
況
下
で
'

自
ら
の
ド
イ
ツ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
揺
さ
ぶ
る
存
在
と
し
て
の

「
東
欧
ユ
ダ
ヤ
人
」
　
の
流
入
'
そ
れ
を
問
題
と
し
て
煽
る
形
の
反
セ
ム

主
義
の
活
性
化
。
こ
れ
ら
に
直
面
し
た
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
の
一
部
の
'
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焦
り
に
も
似
た
「
ド
イ
ツ
人
と
し
て
の
自
己
主
張
」
が
直
接
的
な
形
を

取
っ
た
の
が
'
こ
の
　
「
ユ
ダ
ヤ
人
連
合
」
だ
っ
た
と
理
解
し
て
も
誤
り

で
は
な
か
ろ
う
。

さ
ら
に
'
こ
れ
は
全
く
実
を
結
ば
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
が
'
ユ
ダ

ヤ
人
で
は
な
く
'
「
ド
イ
ツ
人
の
統
一
戦
線
」
形
成
を
目
指
す
、
と
い

う
「
ユ
ダ
ヤ
人
連
合
」
結
成
の
目
標
に
は
'
混
沌
と
し
た
ワ
イ
マ
ル
の

分
裂
状
況
に
代
わ
る
ド
イ
ツ
「
民
族
共
同
体
」
　
の
希
求
と
い
う
'
当
時

の
ド
イ
ツ
社
会
の
無
言
の
要
請
が
、
映
し
出
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ

な
い
O
　
実
際
ナ
ウ
マ
ン
は
'
「
ド
イ
ツ
の
将
来
に
関
し
て
」
と
題
し
た

°

　

°

二
四
年
の
論
説
で
'
「
抽
ん
で
た
才
能
が
な
-
と
も
'
[
ド
イ
ツ
]
民
族

°

　

°

　

°

共
同
体
建
設
の
意
志
の
あ
る
が
っ
し
り
と
し
た
労
働
者
」
で
十
分
で
あ

る
が
、
そ
う
い
っ
た
ド
イ
ツ
的
感
情
を
持
つ
環
ヤ
人
を
獲
得
で
き
る

よ
う
努
力
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
述
べ
て
い
る
。
敗
戦
へ
　
帝
制
瓦
解
、

革
命
と
反
革
命
'
共
和
国
と
い
う
新
た
な
「
国
民
国
家
」
　
の
成
立
'
フ

ラ
ン
ス
の
ル
ー
ル
占
額
、
国
内
の
ハ
イ
パ
ー
・
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
な

ど
と
い
っ
た
'
一
九
二
三
年
ま
で
の
ド
イ
ツ
が
抱
え
た
未
曾
有
の
　
「
国

民
的
・
国
際
的
危
機
」
の
深
刻
さ
と
い
う
時
代
背
景
が
あ
っ
て
初
め
て
'

こ
の
　
「
ユ
ダ
ヤ
人
連
合
」
結
成
と
'
彼
ら
に
よ
る
あ
る
べ
き
「
ド
イ
ツ

・
ユ
ダ
ヤ
人
」
像
の
表
明
と
い
う
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
内
で
の
動
き
は
'

説
明
し
'
ま
た
'
理
解
し
得
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

註
(
-
)
　
こ
れ
に
関
し
て
は
'
以
下
を
参
照
'
K
l
a
u
s
J
.
H
e
r
r
m
a
n
n
,
,
,
W
e
l
t
a
n
s
c
h
a
u
-

1
i
c
h
e
A
s
p
e
k
t
e
d
e
r
J
u
d
i
s
c
h
e
R
e
f
o
r
m
g
e
m
e
i
n
d
e
z
u
B
e
r
l
i
n
"
,
i
n
:

E
m
u
n
a
9
(
1
9
7
4
)
,
S
.
8
3
-
9
2
.

(
2
)
　
拙
稿
「
ド
イ
ツ
第
二
帝
制
期
の
反
セ
ム
主
義
に
対
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
の

・
対
応
」
『
西
洋
史
学
報
』
　
(
広
島
大
)
一
三
'
(
一
九
八
七
)
へ
　
四
二
-
六

四
頁
。

(
t
o
)
　
[
R
.
L
o
w
e
n
f
e
l
d
]
,
S
c
h
u
t
z
j
u
d
e
n
 
o
d
e
r
 
S
t
a
a
t
s
b
u
r
g
e
r
i
'
,
B
e
r
l
i
n

1
8
9
3
,
S
.
1
8
-
1
9
.

(
4
)
　
こ
れ
が
'
組
織
綱
領
第
l
条
で
あ
る
　
P
a
u
l
R
i
e
g
e
r
,
E
i
n
 
V
i
e
r
i
e
1
-

i
a
h
r
h
u
n
d
e
r
t
 
i
m
 
K
a
m
p
f
u
m
 
d
a
s
 
R
e
c
h
t
 
u
n
d
 
d
i
e
 
Z
u
k
u
n
f
t
 
d
e
r

d
e
u
t
s
c
h
e
n
J
u
d
e
n
,
B
e
r
l
i
n
1
9
1
8
,
S
.
2
0
.

(
5
)
　
拙
稿
'
五
六
-
六
二
頁
。
ま
た
'
同
化
に
関
し
て
は
'
拙
稿
'
「
ド

イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
の
　
『
同
化
』
と
そ
の
影
響
」
『
地
域
文
化
研
究
』
　
l

九
へ
　
(
一
九
九
二
)
へ
　
三
三
-
六
二
頁
。

(
t
o
)
　
I
m
 
d
e
u
t
s
c
h
e
n
 
R
e
i
c
h
.
Z
e
i
t
s
c
h
r
i
f
t
 
d
e
s
 
C
e
n
t
r
a
l
v
e
r
e
i
n
s

d
e
u
t
s
c
h
e
r
S
t
a
a
t
s
b
 
r
g
e
r
j
u
d
i
s
c
h
e
n
 
G
l
a
u
b
e
n
s
,
[
以
下
t
 
Z
D
R
と
略

記

]

B

e

r

l

i

n

1

9

0

9

,

N

r

.

3

/

4

,

S

.

2

0

9

.

(
7
)
　
拙
稿
「
『
ド
イ
ツ
シ
オ
ニ
ス
ト
連
合
』
　
の
成
立
」
『
史
学
研
究
』
一
八

四
'
(
l
九
八
九
)
へ
　
三
九
I
六
1
頁
。

(
8
)
　
拙
稿
「
第
一
次
世
界
大
戦
期
の
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
の
対
応
」
『
地

域
文
化
研
究
』
一
七
、
(
一
九
九
一
)
'
九
一
-
一
二
〇
頁
。

(
9
)
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
'
野
村
氏
の
研
究
を
参
照
さ
れ
た
い
。
野
村
真

理
『
西
欧
と
ユ
ダ
ヤ
の
は
ざ
ま
』
南
窓
社
'
(
一
九
九
二
)
'
一
五
七
-

一
七
二
頁
。

(
2
)
　
ワ
イ
マ
ル
期
を
通
じ
て
'
せ
い
ぜ
い
三
五
〇
〇
名
程
度
が
'
メ
ン
バ
ー

と
見
積
も
ら
れ
る
。
(
註
　
(
2
)
　
の
学
位
論
文
の
二
三
一
頁
。
)
　
そ
れ
に

対
し
て
「
中
央
協
会
」
　
は
、
団
体
会
員
も
含
め
て
、
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ

人
の
過
半
数
以
上
を
組
織
し
て
い
た
。

54



あるべき「ドイツ・ユダヤ人」像の模索(長田)

(
~
)
　
L
u
w
i
g
F
o
e
r
d
e
r
,
D
i
e
S
t
e
l
l
u
n
g
d
e
s
C
e
n
t
r
a
l
v
e
r
e
i
n
s
z
u
d
e
n
i
n
-

n
e
r
j
u
d
i
s
c
h
e
n
 
F
r
a
g
e
n
 
i
n
 
d
e
n
 
J
a
h
r
e
n
　
1
9
1
9
-
1
9
2
6
,
[
B
r
e
s
l
a
u

1
9
2
7
]
,
S
.
1
8
.

(
2
)
　
C
a
r
l
 
J
e
f
f
r
e
y
 
R
h
e
i
n
s
、
G
e
r
m
a
n
 
J
e
w
i
s
h
 
P
a
t
r
i
o
t
i
s
m

1
9
1
8
-
1
9
3
5
:
A
 
S
t
u
d
y
 
o
f
 
t
h
e
 
A
t
t
i
t
u
d
e
s
 
a
n
d
 
A
c
t
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e

R
e
i
c
h
s
b
u
n
d
 
j
u
d
i
s
c
h
e
r
 
F
r
o
n
t
s
o
r
d
a
t
e
n
,
t
h
e
 
V
e
r
b
a
n
d
 
N
a
-

t
i
o
n
a
l
d
e
u
t
s
c
h
e
r
 
J
u
d
e
n
,
t
h
e
 
S
c
h
w
a
r
z
e
s
 
F
d
h
n
l
e
i
n
,
a
n
d
 
t
h
e

D
e
u
t
s
c
h
e
r
 
V
o
r
t
r
u
p
p
,
G
e
f
o
l
g
s
c
h
a
f
t
 
d
e
u
t
s
c
h
e
r
 
J
u
d
e
n
,
P
h
.
D
.
,

S
t
a
t
e
 
U
n
i
v
.
o
f
 
N
e
w
 
Y
o
r
k
 
a
t
 
S
t
o
n
y
 
B
r
o
o
k
,
1
9
7
8
.

こ
れ
か
ら
論
文
化
さ
れ
た
の
が
t
 
D
e
r
s
.
,
.
.
T
h
e
 
V
e
r
b
a
n
d
 
n
a
-

t
i
o
n
a
l
d
e
u
t
s
c
h
e
r
 
J
u
d
e
n
1
9
2
1
-
1
9
3
3
"
.
i
n
:
L
e
o
 
B
a
e
c
k
 
I
n
s
t
i
t
u
t
e

Y
e
a
r
B
o
o
k
[
以
下
L
B
I
Y
B
と
略
記
]
2
5
(
1
9
8
0
)
,
S
.
2
4
3
-
2
6
8
.

(
2
)
　
E
b
e
n
d
a
,
S
.
2
4
3
.
こ
れ
は
直
後
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
(
良

田
)
　
は
'
出
版
さ
れ
た
方
を
'
史
料
と
し
て
利
用
し
て
い
る
　
M
a
x

N
a
u
m
a
n
n
,
V
o
m
 
n
a
t
i
o
n
a
l
d
e
u
t
s
c
h
e
n
J
u
d
e
n
,
B
e
r
l
i
n
1
9
2
0
.

(
2
)
　
E
b
e
n
d
a
,
S
.
8
.

(
」
)
　
E
b
e
n
d
a
,
S
.
1
8
-
2
0
.

(
2
)
　
E
b
e
n
d
a
,
S
.
1
2
-
1
5
.

(
」
)
　
E
b
e
n
d
a
,
S
.
1
5
,
2
2
.

(
2
)
　
E
b
e
n
d
a
,
S
.
S
.
2
0
-
2
2
.

(
2
)
　
E
b
e
n
d
a
,
S
.
2
2
.

(
g
)
　
R
h
e
i
n
s
,
P
a
t
r
i
o
t
i
s
m
,
S
.
6
1
,
V
e
r
b
a
n
d
,
S
.
2
4
5
.

(
5
)
　
V
e
r
b
a
n
d
 
n
a
t
i
o
n
a
l
d
e
u
t
s
c
h
e
r
 
J
u
d
e
n
.
B
r
e
n
n
e
n
d
e
F
r
a
g
e
n
f
u
r

d
e
n
 
d
e
u
t
s
c
h
e
n
J
u
d
e
n
,
o
.
0
.
,
(
M
a
i
1
9
2
1
)
.

(
S
)
　
E
b
e
n
d
a
,
S
.
1
-
2
.

(
c
o
l

(S)
¥csi)

(
2
6
)

(
2
)

(
2
8
)

(
2
9
)

(
」
)

(
ォ
)

(
3
2
)

Kcrt)

(
」
)

37　36　35(S)ォ
)

(
3
サ

(
5
)

E
b
e
n
d
a
,
S
.
2
.

E
b
e
n
d
a
,
S
.
3
.

Ebenda.

E
b
e
n
d
a
,
S
.
3
-
4
.

I
D
R
,
1
9
2
0
,
N
r
.
1
2
,
S
.
3
7
3
-
3
7
7
.

E
b
e
n
d
a
,
1
9
2
1
,
N
r
.
1
,
S
.
2
6
-
3
0
.

E
b
e
n
d
a
,
S
.
3
0
-
3
1
.

E

b

e

n

d

a

,

S

.

3

1

-

3

2

'

さ

ら

に

1

9

2

0

,

N

r

.

2

,

S

.

5

4

-

5

5

.

E
b
e
n
d
a
,
1
9
2
1
,
N
r
.
4
,
S
.
1
1
2
.

E
b
e
n
d
a
,
S
.
1
1
1
.

彼
に
関
し
て
は
'
以
下
を
参
照
。
A
l
f
r
e
d
 
H
i
r
s
c
h
b
e
r
g
,
,
,
L
u
d
w
i
g

H
o
l
l
a
e
n
d
e
r
,
D
i
r
e
c
t
o
r
 
o
f
 
t
h
e
 
C
V
"
,
i
n
:
L
B
I
Y
B
7
(
1
9
6
2
)
,
S
.

3

9

-

7

4

.

I
D
R
,
1
9
2
1
,
N
r
.
4
,
S
.
1
1
3
-
1
1
4
.

E
b
e
n
d
a
,
S
.
1
1
5
.

E
b
e
n
d
a
,
S
.
1
1
6
.

E
b
e
n
d
a
,
S
.
1
1
7
.

E
b
e
n
d
a
,
S
.
1
1
9
-
1
2
1
.

M
a
x
N
a
u
m
a
n
n
,
,
,
V
o
n
n
a
t
i
o
n
a
l
d
e
u
t
s
c
h
e
n
J
u
d
e
n
,
O
s
t
j
u
d
e
n

u

n

d

 

D

i

s

s

i

d

e

n

t

e

n

"

,

i

n

‥

M

i

t

t

e

i

l

u

n

g

e

n

 

d

e

r

j

u

d

i

s

c

h

e

n

 

R

e

f

o

r

m

g

e

-

m
e
i
n
d
e
z
u
 
B
e
r
l
i
n
,
1
9
2
1
,
N
r
.
3
,
S
.
5
-
9
,
N
r
.
4
,
S
.
4
-
7
.

E
b
e
n
d
a
,
N
r
.
4
,
S
.
4
-
5
.

E
b
e
n
d
a
,
S
.
6
.

E
b
e
n
d
a
,
S
.
6
-
7
.

実
際
の
規
約
(
二
二
年
二
月
五
日
版
)
に
よ
れ
ば
'
さ
ら
に
削
ら
れ
'
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「
-
ド
イ
ツ
国
籍
を
有
L
t
ユ
ダ
ヤ
教
を
棄
て
て
い
な
い
ユ
ダ
ヤ
系
の

男
女
」
　
と
な
っ
て
い
る
　
S
a
t
z
u
n
g
 
d
e
s
 
V
e
r
b
a
n
d
e
s
 
n
a
t
o
n
a
l
d
e
u
-

t
s
c
h
e
r
J
u
d
e
n
 
e
.
V
.
,
(
F
a
s
s
u
n
g
 
v
o
m
5
.
F
e
b
r
u
a
r
1
9
2
2
)
,
0
.
0
.
,

S.I.

(
5
)
　
E
u
g
e
n
 
F
u
c
h
s
,
,
,
G
l
a
u
b
e
 
u
n
d
 
H
e
i
m
a
t
"
,
i
n
:
　
D
e
r
s
.
,
U
r
n

D
e
u
t
s
c
h
t
u
m
 
u
n
d
J
u
d
e
n
t
u
m
,
G
e
s
a
m
m
e
l
t
e
R
e
d
e
n
 
u
n
d
A
u
f
s
d
t
z
e

(
1
8
9
4
-
1
9
1
9
)
,
F
r
a
n
k
f
u
r
t
/
M
1
9
1
9
,
S
.
2
5
2
-
2
5
3
.

(
!
ァ
)
　
F
r
i
e
d
r
i
c
h
 
B
r
o
d
n
i
t
z
,
K
u
r
t
 
C
o
h
n
,
L
u
d
w
i
g
 
T
i
e
t
z
,
D
e
r
 
C
e
n
-

t
r
a
1
-
V
e
r
e
i
n
 
d
e
r
Z
u
k
u
n
f
t
,
E
i
n
e
D
e
n
k
s
c
h
r
i
f
t
z
u
r
H
a
u
p
t
v
e
r
s
a
m
-

m
l
u
n
g
1
9
2
8
,
o
.
0
.
[
1
9
2
8
]
.

(
2
)
　
E
b
e
n
d
a
,
S
.
7
-
9
.

49　48　47

E
b
e
n
d
a
,
S
.
1
2
-
1
3
.

E
b
e
n
d
a
,
S
.
1
3
.

E
b
e
n
d
a
,
S
.
1
4
.

(
S
)
　
E
b
e
n
d
a
,
S
.
1
5
-
1
6
,
2
1
-
2
2
.

(
i
n
)
　
C
e
n
t
r
a
1
-
V
e
r
e
i
n
-
Z
e
i
t
u
n
g
.
B
l
a
t
t
e
r
f
u
r
D
e
u
t
s
c
h
t
u
m
u
n
d
J
u
d
e
n
-

t
u
r
n
,
B
e
r
l
i
n
1
9
2
8
,
N
r
.
7
,
S
.
9
9
-
1
0
0
.
こ
の
講
演
は
出
版
さ
れ
た
。

L
u
d
w
i
g
 
H
o
l
l
a
n
d
e
r
,
D
e
u
t
s
c
h
=
j
u
d
i
s
c
h
e
 
P
r
o
b
r
e
m
e
 
d
e
r
 
G
e
g
e
n
-

w
a
r
t
,
B
e
r
l
i
n
1
9
2
9
.

(

S

3

)

　

E

b

e

n

d

a

,

S

.

3

1

-

3

2

,

C

.

V

.

 

-

Z

e

i

t

u

n

g

,

1

9

2

8

,

N

r

.

7

,

S

.

1

0

0

.

ま

た
こ
の
テ
ー
ゼ
は
'
註
　
(
3
)
　
の
論
文
の
七
三
-
七
四
頁
に
再
録
さ
れ

て
い
る
。

(
S
)
　
M
a
x
 
N
a
u
m
a
n
n
,
V
o
m
 
m
o
s
a
i
s
c
h
e
n
 
u
n
d
 
n
i
c
h
t
m
o
s
a
i
s
c
h
e
n

J
u
d
e
n
,
B
e
r
l
i
n
1
9
2
1
,
S
.
4
7
.

(
S
)
　
D
e
r
s
.
,
G
a
n
z
-
D
e
u
t
s
c
h
e
o
d
e
r
H
a
l
b
-
D
e
u
t
s
c
h
e
l
,
B
e
r
l
i
n
[
1
9
2
2
]
,

S.2-3.

(
¥
n
)
　
J
a
c
o
b
 
M
a
r
x
,
D
a
s
 
d
e
u
t
s
c
h
e
J
u
d
e
n
t
u
m
 
u
n
d
s
e
i
n
e
 
i
u
d
i
s
c
h
e
n

G
e
g
n
e
r
,
B
e
r
l
i
n
1
9
2
5
,
S
.
4
3
.

(
S
)
　
M
a
x
 
N
a
u
m
a
n
n
,
V
o
n
 
d
e
u
t
s
c
h
e
r
 
Z
u
k
u
n
f
t
.
Z
w
e
i
 
A
u
f
s
d
t
z
e
,

B
e
r
l
i
n
1
9
2
4
,
S
.
2
3
,
d
e
r
s
.
,
,
,
Z
i
o
n
i
s
m
u
s
u
n
d
A
l
l
j
u
d
e
n
t
u
m
"
i
n
:

D
e
u
t
s
c
h
e
a
l
l
g
e
m
e
i
n
e
Z
e
i
t
u
n
g
J
g
.
6
2
N
r
.
3
6
2
,
(
7
.
A
u
g
.
1
9
2
3
)

f
r
o
m
 
M
a
x
 
N
a
u
m
a
n
n
 
C
o
l
l
e
c
t
i
o
n
 
i
n
 
A
r
c
h
i
v
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
L
e
o

B
a
e
c
k
 
I
n
s
t
i
t
u
t
e
 
N
e
w
 
Y
o
r
k
,
(
h
e
a
r
a
f
t
e
r
 
c
i
t
e
d
 
a
s
 
L
B
I
-
A
R
)

A
R
2
2
6
,
R
h
e
i
n
s
,
V
e
r
b
a
n
d
,
S
.
2
5
6
-
2
6
1
.

(
i
n
)
　
N
a
u
m
a
n
n
,
V
o
m
 
m
o
s
a
i
s
c
h
e
n
.
.
,
S
.
3
7
-
4
5
.

(
S
)
　
D
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
d
e
u
t
s
c
h
e
J
u
d
e
.
M
i
t
t
e
i
l
u
n
g
s
b
l
a
t
t
 
d
e
s
 
V
e
r
b
a
n
d
e
s

n
a
t
i
o
n
a
l
d
e
u
t
s
c
h
e
r
J
u
d
e
n
 
E
.
V
.
,
[
以
下
t
 
D
n
J
と
略
記
]
1
9
2
9
,

N
r
.
1
0
,
S
.
5
,
R
h
e
i
n
s
,
V
e
r
b
a
n
d
,
S
.
2
4
8
.

(
S
)
　
D
n
J
,
1
9
3
0
.
N
r
.
1
,
S
.
6
,
R
h
e
i
n
s
.
V
e
r
b
a
n
d
.
S
.
2
4
8
.

(
ァ
)
　
M
a
x
 
N
a
u
m
a
n
n
,
,
,
V
o
m
 
T
a
g
 
d
e
s
 
Z
o
r
n
s
 
z
u
r
 
d
e
u
t
s
c
h
e
n

Z

u

k

u

n

f

t

"

,

i

n

‥

D

n

J

,

1

9

3

3

,

S

o

n

d

e

r

n

u

m

m

e

r

(

M

i

t

t

e

 

M

a

i

)

.

S

.

B
J

(
」
)
　
D
e
r
s
.
,
,
,
D
e
r
 
e
i
n
z
i
g
e
 
W
e
e
:
　
d
i
e
 
U
n
g
l
e
i
c
h
s
c
h
a
l
t
u
n
g
"
-
i
n
:

D
n
J
,
1
9
3
3
,
N
r
.
4
,
S
.
1
-
4
.

こ
れ
は
'
三
四
年
夏
以
降
も
変
わ
っ
て
い
な
い
　
D
e
r
s
,
D
i
e
 
n
a
-

t
i
o
n
a
l
d
e
u
t
s
c
h
e
 
J
u
d
e
n
 
n
a
c
h
 
d
e
m
　
1
9
.
A
u
g
u
s
t
　
1
9
3
4
,
B
e
r
l
i
n

S
e
p
t
e
m
b
e
r
1
9
3
4
,
f
r
o
m
 
L
B
I
-
A
R
,
A
R
2
2
6
.

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
以
下
を
参
照
。
栗
原
優
「
ヒ
ト
ラ
ー
と
ユ
ダ

ヤ
人
絶
滅
政
策
」
『
文
化
学
年
報
』
八
'
(
一
九
八
九
)
'
一
五
九
-
二

三
八
要
。
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あるべき「ドイツ・ユダヤ人」像の模索(長田)

(
2
)
　
R
h
e
i
n
s
,
P
a
t
r
i
o
t
i
s
m
,
S
.
1
7
7
-
1
8
4
.

(

S

)

　

W

a

l

t

e

r

 

L

a

a

s

e

r

,

,

,

S

t

a

a

t

s

b

i

i

r

g

e

r

 

o

d

e

r

 

V

o

l

k

s

g

e

n

o

s

s

e

n

?

"

,

i

n

‥

D
n
L
1
9
3
1
,
N
r
.
5
,
S
.
6
.
ナ
ウ
マ
ン
も
'
国
民
た
る
だ
け
で
は
不
十

分
で
'
ド
イ
ツ
人
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
　
N
a
u
m
a
n
n
,

V
o
n
 
d
e
u
t
s
c
h
e
r
Z
u
k
u
n
f
t
,
S
.
2
1
.

註
　
(
5
)
　
の
拙
稿
　
(
『
地
域
文
化
研
究
』
一
九
)
　
を
'
と
り
あ
え
ず

参
照
さ
れ
た
い
。

デ
ー
ト
レ
フ
・
ポ
イ
カ
ー
ト
　
(
小
野
/
田
村
/
原
田
訳
)
　
『
ワ
イ
マ
ル

共
和
国
-
古
典
的
近
代
の
危
機
』
名
大
出
版
会
'
(
l
九
九
三
)
t
 
l
三

五
-
一
三
七
頁
。

(
5
)
　
N
a
u
m
a
n
n
,
V
o
n
d
e
u
t
s
c
h
e
r
Z
u
k
u
n
f
t
,
S
.
1
9
-
2
0
.
ナ
ウ
マ
ン
は
、

ユ
ダ
ヤ
人
側
の
対
抗
力
=
シ
オ
ニ
ズ
ム
が
な
け
れ
ば
'
こ
れ
ほ
ど
ド
イ

ツ
で
の
ユ
ダ
ヤ
人
憎
悪
が
強
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
前
提
か

7

1

ル

キ

ン

シ

1

ら
'
「
ド
イ
ツ
民
族
至
上
主
義
者
」
ら
の
反
ユ
ダ
ヤ
の
面
の
み
な
ら
ず
、

彼
ら
が
同
時
に
、
個
人
的
に
は
尊
敬
に
値
す
る
人
物
で
あ
り
得
る
こ
と
'

そ
し
て
'
祖
国
ド
イ
ツ
へ
の
燃
え
る
よ
う
な
愛
情
が
彼
ら
を
誤
っ
た
道

に
導
い
て
い
る
こ
と
、
を
無
視
で
き
な
い
と
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
。

E
b
e
n
d
a
,
S
.
1
3
-
1
4
.
そ
し
て
ナ
ウ
マ
ン
は
'
そ
の
後
も
、
彼
ら
や
ナ

チ
に
も
接
近
を
試
み
て
い
る
。
機
関
誌
に
は
'
ナ
チ
党
員
に
な
れ
る
可

能
性
を
云
々
し
て
い
る
記
事
も
載
っ
て
い
る
　
D
n
L
　
1
9
3
1
,
N
r
.
1
,

S
.
7
,
N
r
.
2
,
S
.
5
,
N
r
.
5
,
S
.
2
,
N
r
.
6
,
S
.
8
.
さ
ら
に
こ
の
組
織
の

副
議
長
の
息
子
で
、
自
分
も
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
指
揮
者
H
.
H
.
パ
イ

ザ
ー
は
'
自
身
が
最
後
に
会
っ
た
ナ
ウ
マ
ン
が
'
s
A
指
導
層
と
の
会

見
で
'
彼
ら
を
首
定
的
に
評
価
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
　
H
a
n
s

H
.
P
e
y
s
e
r
,
B
r
i
e
f
a
n
H
e
r
r
n
D
r
.
H
e
r
r
m
a
n
n
B
e
r
l
i
n
n
.
d
.
,
f
r
o
m

L
B
I
-
A
R
,
A
R
2
2
6
.
ユ
ダ
ヤ
人
も
そ
の
指
導
層
に
い
た
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ

・
イ
タ
リ
ア
の
例
を
'
夢
見
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
　
R
h
e
i
n
s
,

P
a
t
r
i
o
t
i
s
m
,
S
.
9
9
-
1
0
0
,
V
e
r
b
a
n
d
,
S
.
2
6
5
-
2
6
6
.

(
広
島
大
学
総
合
科
学
部
)

[
付
記
]
　
本
稿
は
'
平
成
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
　
(
奨
励
研
究
A
)
　
に

よ
る
研
究
「
ワ
イ
マ
ル
初
期
の
反
セ
ム
主
義
と
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人

の
対
応
」
　
に
お
け
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
史
料
蒐
集
に
あ

た
っ
て
'
特
に
、
大
阪
大
学
人
間
科
学
部
図
害
室
へ
　
G
e
r
m
a
n
i
a

J
u
d
a
i
c
a
(
K
o
l
n
)
,
L
e
o
 
B
a
e
c
k
 
I
n
s
t
i
t
u
t
e
(
N
e
w
 
Y
o
r
k
)
　
お
よ
び

U
n
i
v
.
T
u
b
i
n
g
e
n
の
F
r
a
u
 
N
o
b
u
k
o
 
E
m
a
,
M
.
S
o
c
i
o
1
.
の
お
世

話
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
'
謝
意
を
表
し
た
い
。
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Auf der Suche nach „dem gewollten 
Bild von deutschen Juden" 

-Durch die Behauptungen des Verbandes 
nationaldeutscher Juden (1921-35)- 

von Hiroaki Nagata 

In dieser Abhandlung wird die Identität der deutschen Juden als Deutscher 
analysiert. Als den Forschungsgegenstand habe ich den Verband nationaldeutscher 

Juden (VnJ) gewählt und die Diskussionen zwischen dem VnJ und dem Centralverein 

(CV) über das Wesen des Judentums analysiert. 

Der CV betrachtete es als die Religion und den Stamm und versuchte die jüdische 

Gesinnung unter den Juden der Weimarer Ära zu stärken. Aber dagegen wollte der 
VnJ, obwohl er es auch als den Stamm betrachtete, den Inhalt des Stammes soviel wie 

möglich verkleinern und dadurch seine deutsche Identität demonstrativ zeigen. Das 

wurde von seinen folgenden Behauptungen gewendet gezeigt; z. B., die Ausweisung 

der Ostjuden, die Zurücknahme des Bürgerrechtes von den Zionisten U. s. W. Das 
erzeugte endlich seine positive Schätzung zum Nationalsozialismus aus seiner Verken- 

nung für die Wichtigkeit der Rassenideologie in der NS-Weltanschauung. 

Aus ,,diesem gewollten Bild von deutschen Juden" könnte man die Stimmung und 
Postulate der damaligen deutschen Gesellschaft tiefer verstehen. 

The "patrios politeia" in the democratic Athens 

by Ken'ichi Horii 

Some (e. g., A. Fuks) thought that "patrios politeia" was a propaganda of "a retum 
to the time of Solon and Cleisthenes" on which the moderate Therameneans had in- 

sisted. But after "Solon's laws" were established as fundamental ones by the legal 

reforms in 403 B. C., the fourth century Athenians regarded a govemment by 
"Solon's laws" as the current and "patrios (traditional)" democracy. Therefore Aristo- 

tle in his Polz'tics (e. g. 1291 b-1292 a) thought that a good democracy was "the govem- 

ment of the people, by the laws and for the polis." 

tosho-seibi-repo
長方形




