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は
じ
め
に

ユ
ダ
ヤ
人
と
資
本
主
義
に
関
す
る
考
察

　

資
本
主
義
は
、
近
代
社
会
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
運
命
を
決
め
る
最
も
重
要
な
力
と
な
っ
て
き
た
。
も
ち

ろ
ん
、
資
本
主
義
は
現
代
社
会
の
す
べ
て
の
人
の

0

0

0

0

0

0

運
命
を
決
め
る
最
も
重
要
な
力
で
あ
る
と
い
う
、
い
か
に

も
も
っ
と
も
な
主
張
も
あ
る
。
と
は
い
え
ユ
ダ
ヤ
人
は
資
本
主
義
に
う
ま
く
適
応
し
、
資
本
主
義
と
の
間
に

特
別
な
関
係
を
築
い
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

け
れ
ど
も
、
法
的
に
平
等
な
立
場
で
競
い
合
う
こ
と
を
許
さ
れ
た
場
合
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
他
と
は
比
べ
物
に
な

ら
な
い
ほ
ど
の
成
功
を
お
さ
め
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
は
祝
福
で
あ
る
と
同
時
に
呪
い
で
も
あ
っ
た
。

　

資
本
主
義
の
歴
史
に
お
い
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
象
徴
と
し
て
も
現
実
の
も
の
と
し
て
も
異
彩
を
放
つ
存
在

だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
ユ
ダ
ヤ
人
と
資
本
主
義
の
関
係
そ
の
も
の
は
、
そ
の
重
要
な
メ
リ
ッ
ト
ほ
ど
注
目
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
（
１
）。
こ
の
関
係
が
比
較
的
無
視
さ
れ
て
き
た
理
由
の
一
つ
が
、
近
代
の
学
術
研
究
の
特
徴

と
な
っ
て
い
る
分
業
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
歴
史
学
者
は
特
定
の
国
や
地
域
の
歴
史
に
注
目
し
が
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ち
だ
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
国
や
地
域
的
な
境
界
を
越
え
て
世
界
中
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
。
そ
の
う
え
ユ
ダ
ヤ

人
と
資
本
主
義
と
の
出
会
い
に
は
、
学
問
の
境
界
と
い
う
点
で
も
混
乱
が
あ
る
。
そ
れ
は
経
済
的
な
歴
史

で
あ
る
だ
け
で
な
く
社
会
的
、
政
治
的
、
文
化
的
な
歴
史
で
あ
り
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
歴
史
で
あ
る
と
同
時
に

家
族
と
民
族
国
家訳 訳
訳
注

の
歴
史
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
テ
ー
マ
が
あ
ま
り
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
は
他

に
も
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
と
資
本
主
義
に
関
す
る
議
論
は
、
い
ろ
い
ろ
と
神
経
に
障
る
問
題
に
触
れ
る
こ
と

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ユ
ダ
ヤ
人
の
経
済
的
成
功
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
誇
り
と
困
惑
の
源
だ
っ
た
。

反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者
が
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
、
資
本
主
義
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
よ
る
支
配
と
搾
取
の
一
形
態
で
あ

る
と
非
難
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
成
功
は
彼
ら
自
身
の
好
ま
し
か
ら
ざ
る
性
質
の
せ
い
だ
と
し
て
き
た
の
は
、
ユ

ダ
ヤ
人
が
経
済
的
に
成
功
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
議
論
の
背
景
に
あ
る
反
ユ
ダ
ヤ
的
な
感
情
の

た
め
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
心
の
中
で
独
り
言
を
言
う
と
き
以
外
は
、
自
分
た
ち
が
経
済
的
に
成
果
を
あ
げ
て
い
る

と
い
う
現
実
を
重
要
視
し
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
先
進
資
本
主
義
経
済
の
仕
組
み
は
、
ほ
と
ん
ど

の
人
た
ち
に
と
っ
て
不
透
明
で
理
解
し
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
経
済
状
況
が
悪
く
て
つ
ら
い
目
に
遭
っ
て
い

1	

［
訳
注
］
民
族
国
家
（nation-state

）：
日
本
で
は
「
国
民
国
家
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
多
民
族
国
家
が
多
い
海
外
で
は
、

民
族
の
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
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る
時
に
、
自
分
た
ち
の
不
運
の
責
任
を
押
し
付
け
る
た
め
に
わ
か
り
や
す
い
具
体
的
な
標
的
を
探
そ
う
と
す

る
者
が
で
て
く
る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
し
ば
し
ば
そ
の
標
的
と
な
っ
た
。
現
在
で
さ
え
、
ユ

ダ
ヤ
人
の
中
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
資
本
主
義
に
つ
い
て
公
に
議
論
す
る
の
は
、
本
質
的
に
愚
か
な
こ
と
な
の

だ
と
考
え
る
者
が
い
る
。
ま
る
で
注
意
深
く
沈
黙
を
守
っ
て
い
れ
ば
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
お
金
に
関
す
る
陰
謀
め

い
た
幻
想
を
打
ち
消
せ
る
と
思
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

　

経
済
学
者
や
経
済
歴
史
学
者
に
と
っ
て
、
近
代
以
前
の
文
化
的
概
念
と
文
化
的
性
質
が
、
近
代
の
資
本
主

義
の
形
成
に
ど
の
程
度
関
わ
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
は
、
せ
い
ぜ
い
困
惑
の
種
に
し
か
な
ら
な
い
。
計

量
経
済
学
と
い
う
鎧
を
ま
と
っ
た
、
現
代
の
経
済
歴
史
学
者
が
考
え
た
が
る
よ
う
な
分
野
で
も
な
い
。
経
済

学
者
は
こ
の
数
十
年
間
に
、
経
済
的
成
功
に
役
立
つ
特
性
と
い
う
意
味
で
「
人
的
資
本
」
と
い
う
概
念
を
使

う
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
た
だ
、
彼
ら
は
教
育
期
間
の
よ
う
な
測
定
で
き
る
基
準
を
も
と
に
考
え
た
が
る
。

人
的
資
源
の
中
に
、
性
格
特
性
や
正
規
の
教
育
で
は
教
え
て
も
ら
え
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
ノ
ウ
ハ
ウ
ま
で
含
め

よ
う
と
す
る
と
、
方
法
論
的
に
も
捉
え
ど
こ
ろ
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
実
際
の
経
済
史
や
、
ユ
ダ
ヤ
人
が

実
際
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
は
、「
数
え
ら
れ
な
い
も
の
は
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
」

と
い
う
暗
黙
の
前
提
に
基
づ
い
て
仕
事
を
進
め
る
よ
う
な
人
に
は
、
ほ
と
ん
ど
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

自
由
主
義
者
に
と
っ
て
、
法
的
に
平
等
な
条
件
の
も
と
で
特
異
な
集
団
が
成
果
を
上
げ
る
と
い
う
現
実
は
、
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あ
る
種
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
で
あ
る
と
同
時
に
、
平
等
主
義
に
基
づ
く
前
提
を
侮
辱
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
そ
れ
は
、「
機
会
均
等
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
疑
惑
の
影
を
落
と
す
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
チ
ャ
ン

ス
を
生
か
す
能
力
が
、
家
族
や
文
化
的
共
同
体
の
よ
う
な
、
個
人
的
な
領
域
か
ら
受
け
継
が
れ
た
文
化
特
性

に
大
き
く
影
響
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
結
果
の
不
平
等
さ
を
法
的
差
別
だ
け
の
せ
い
に
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
し
、
学
校
の
よ
う
な
正
式
な
公
的
機
関
に
よ
っ
て
不
平
等
さ
を
な
く
す
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
。

　

ユ
ダ
ヤ
人
は
資
本
主
義
に
お
い
て
あ
ま
り
に
も
優
れ
て

0

0

0

い
た
た
め
に
、
近
代
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て

破
滅
的
な
結
末
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
事
実
そ
の
も
の
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
に
と
っ
て
は
困
惑

の
種
で
あ
っ
た
。
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
の
多
く
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
は
、
ユ
ダ
ヤ

人
が
非
ユ
ダ
ヤ
人
の
同
国
人
よ
り
資
本
主
義
的
活
動
に
優
れ
て
い
る
と
い
う
（
部
分
的
な
根
拠
し
か
な
い
）

認
識
の
た
め
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
市
民
権
と
法
的
平
等
を
制
限
し
よ
う
と
し
た
。
革
命
前
の
ロ
シ
ア
や
ポ
ー
ラ

ン
ド
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ド
イ
ツ
と
い
っ
た
国
々
の
多
く
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
に
と
っ
て
、「
真
の
」
国
民
は
、

主
に
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
抗
し
て
定
義
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
経
済
活
動
は
ゼ
ロ
・
サ
ム
・
ゲ
ー
ム
で
あ
り
、
誰

か
が
利
益
を
得
る
と
き
に
は
他
者
が
犠
牲
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
時
代
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
利
益
の
た

め
に
「
本
当
の
」
国
民
が
精
神
的
、
肉
体
的
苦
痛
を
こ
う
む
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
と

い
う
「
他
者
」
に
対
す
る
反
感
を
共
有
し
育
ん
で
い
る
う
ち
に
、
紳
士
階
級
、
職
人
、
農
民
、
産
業
労
働
者
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た
ち
の
間
に
ど
の
く
ら
い
の
連
帯
感
が
生
ま
れ
て
い
た
か
と
い
う
問
題
は
、
国
家
の
歴
史
の
一
部
で
は
あ
る

が
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
思
い
出
し
た
い
こ
と
で
は
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
資
本
主
義
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
の
は
弁
証
家
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
信
奉
者
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者
だ
け
に
な
り
が
ち
だ
っ
た
。
本
書
で
は
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
社
会
科
学

者
に
無
視
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
近
代
史
の
パ
タ
ー
ン
を
解
明
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

　

一
七
世
紀
に
は
っ
き
り
と
し
た
近
代
資
本
主
義
が
登
場
す
る
ず
っ
と
前
か
ら
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
商
売
と
金
貸

し
に
関
わ
っ
て
き
た
。
こ
の
関
係
が
も
た
ら
し
た
影
響
は
い
つ
ま
で
も
続
く
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
こ
れ
は
、

近
代
資
本
主
義
の
条
件
下
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
比
べ
物
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
成
功
を
お
さ
め
た
一
因
で
も
あ
る
。

そ
の
う
え
、
近
代
の
非
ユ
ダ
ヤ
系
知
識
人
の
資
本
主
義
に
対
す
る
考
え
方
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
考
え
方

と
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
う
し
た
評
価
が
、
今
度
は
ユ
ダ
ヤ
人
自
身

0

0

0

0

0

0

や
そ
の
経
済
的
役
割
り
、

社
会
的
地
位
に
関
す
る
考
え
方
に
影
響
し
た
。
モ
ー
ゼ
ス
・
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
よ
う
な
ユ
ダ
ヤ
系
知
識

人
は
こ
の
関
係
を
よ
く
理
解
し
て
い
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
公
民
的
平
等
に
関
す
る
問
題
と
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
従
事

し
て
い
る
経
済
活
動
に
お
け
る
プ
ラ
ス
の
機
能
に
関
す
る
議
論
と
を
結
び
つ
け
た
。

　

ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
は
、
資
本
主
義
の
活
力
の
本
質
的
な
部
分
を
説
明
す
る
た
め
に
「
創
造

的
破
壊
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
古
い
形
の
生
産
方
法
や
消
費
形
態
や
生
活
様
式
が
、
資
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本
主
義
的
革
新
に
よ
っ
て
作
り
だ
さ
れ
た
新
し
い
形
の
も
の
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

ユ
ダ
ヤ
人
は
経
済
的
に
あ
ま
り
に
成
功
し
た
た
め
に
、
こ
の
「
創
造
的
破
壊
」
に
よ
っ
て
あ
ち
こ
ち
で
生

み
出
さ
れ
た
不
満
や
敵
意
を
一
身
に
集
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
資
本
主
義
の
発
展
が
近
代
の
民
族
国
家
の

誕
生
と
密
接
に
関
係
し
あ
っ
て
い
て
、
旧
世
界
の
多
く
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
国
民
共
同
体
の
外
側
に
位
置
づ

け
る
民
族
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
形
を
と
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
も
、
こ
う
し
た
敵
意
の
原
因
と
な
っ
た
。

そ
の
た
め
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
新
た
な
、
よ
り
近
代
的
な
形
の
敵
意
は
、
宗
教
的
な
違
い
と
い
う
よ
り
む

し
ろ
ユ
ダ
ヤ
人
の
経
済
的
成
功
に
対
す
る
反
感
に
根
ざ
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
数
は
少

な
く
と
も
突
出
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
少
数
派
が
、
反
資
本
主
義
の
最
も
過
激
な
形
で
あ
る
共
産
主
義
を
受
け

入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
選
択
は
自
身
に
破
滅
的
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
こ
う
し
て
最
終
的
に
は

多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
、
資
本
主
義
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
時
代
に
は
、
自
分
た
ち
の
民
族
国
家
が
必
要
だ

と
結
論
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
れ
が
本
書
の
四
つ
の
章
を
結
び
つ
け
て
い
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。
各
章
で
は
、
一
般
的
な
歴
史
と
ユ
ダ
ヤ

人
の
歴
史
の
境
界
や
、
知
的
、
経
済
的
、
政
治
的
歴
史
の
境
界
を
行
き
来
す
る
。
各
章
の
目
的
は
、
資
本
主

義
、
共
産
主
義
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
発
達
と
い
う
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
大
き
な
テ
ー
マ

と
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
経
験
の
関
連
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
注
目
す
る
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一
方
で
、
ア
メ
リ
カ
や
イ
ス
ラ
エ
ル
と
い
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
国
々
に
対
す
る
、
こ
れ
ら
の
現
象
の
影

響
も
取
り
あ
げ
る
。

　

社
会
科
学
者
は
ユ
ダ
ヤ
人
と
資
本
主
義
の
関
係
を
説
明
す
る
と
き
に
、「
商
業
的
な
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
・
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ訳 訳
訳
注

」
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
概
念
を
頻
繁
に
使
用
す
る
。
こ
の
概
念
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
近
代
資
本

主
義
の
関
係
を
理
解
す
る
に
は
不
可
欠
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
（
注
２
）。
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
ま
だ
主
権

国
家
を
持
っ
て
い
た
時
代
に
イ
ス
ラ
エ
ル
の
地
か
ら
離ディ
ア
ス
ポ
ラ散
し
始
め
、
そ
の
後
は
ロ
ー
マ
帝
国
や
、
さ
ら

に
は
キ
リ
ス
ト
教
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
イ
ス
ラ
エ
ル
の
地
で
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
暮
ら
し

て
き
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
歴
史
の
大
半
に
お
い
て
、
彼
ら
は
決
し
て
商
業
民
族
で
は
な
か
っ
た
が
、
中
世
の
キ

リ
ス
ト
教
世
界
で
は
商
業
民
族
と
な
っ
た
。
彼
ら
は
ア
ル
メ
ニ
ア
人
や
ギ
リ
シ
ャ
人
、
華
僑
の
よ
う
な
、
他

の
商
業
的
な
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
同
じ
よ
う
に
、
商
売
に
役
立
つ
技
術
や
文
化
的
性
質
だ
け

で
な
く
、
地
域
を
超
え
た
商
業
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
発
達
さ
せ
た
。
こ
う
し
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
は
、
特
殊

な
経
済
能
力
と
政
治
的
に
無
力
で
あ
る
こ
と
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
商
業
的
な
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
い
う
分
類
だ
け
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
重
要
性
を
理
解
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
キ
リ

2　
［
訳
注
］「
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」
は
離
散
し
た
少
数
民
族
と
い
う
よ
う
な
意
味
。
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ス
ト
教
神
学
に
お
い
て
特
殊
な
立
場
に
あ
っ
た
た
め
、
卑
し
い
経
済
活
動
、
特
に
利
息
を
取
っ
て
金
を
貸
す

こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
彼
ら
は
キ
リ
ス
ト
が
出
現
し
た
共
同
体
と
し
て
、
寛
大
に
扱
わ
れ
て
い

た
。
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
見
れ
ば
、
旧
約
聖
書
の
物
語
は
、
救
済
と
い
う
考
え
方
に
お
い
て
イ
エ
ス
が
果
た
す

役
割
の
根
拠
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
旧
約
聖
書
の
民
族
と
し
て
生
き
残
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
物

語
の
歴
史
的
な
古
さ
を
示
す
具
体
的
な
証
拠
に
な
る
と
と
も
に
、
最
終
的
に
は
キ
リ
ス
ト
の
再
来
を
証
言
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
イ
エ
ス
を
神
と
し
て
認
め
な
か
っ
た
こ
と
は
、
彼
ら
の
愚

か
さ
と
霊
的
な
不
完
全
さ
を
示
す
証
拠
だ
っ
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
後
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
に
よ
る

と
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
他
の
信
仰
を
も
つ
人
々
と
は
違
い
、
キ
リ
ス
ト
教
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
寛
容
に
扱
わ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
や
善
き
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
霊
的
に
弱
い

存
在
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
彼
ら
の
地
位
を
非
常
に
低
い
も
の
に
し
て
お
く
必
要

が
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
ユ
ダ
ヤ
人
は
他
者
だ
っ
た
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
中
で
暮

ら
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
聖
書
（
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
ユ
ダ
ヤ
人
が
そ
の
内
容
を
誤
解
し

て
い
る
と
考
え
て
い
る
）
が
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
に
お
い
て
中
心
的
な
物
語
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
と
い
う

意
味
で
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
内
な
る
他
者
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
他
の
商
業
的
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
違
っ
て
文
化
的
に
重
要
で
あ
り
、
彼
ら
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に
対
す
る
意
見
が
衝
突
し
や
す
い
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
た
。
寛
容
に
扱
わ
れ
つ
つ
軽
蔑
さ
れ
て
い
る

部アウ
ト
サ
イ
ダ
ー

外
者
と
し
て
の
宗
教
的
立
場
と
、
商
業
的
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
経
済
的
役
割
が
重
な
っ
た
状

態
は
、
非
常
に
悲
惨
な
も
の
だ
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
と
利
子
を
取
っ
て
金
を
貸
す
こ
と
の
結
び
つ
き
は
、
救
済

さ
れ
た
者
の
共
同
体
の
外
に
属
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
お
金
と
神
学
的
に

軽
蔑
さ
れ
て
い
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
の
つ
な
が
り
は
、
お
金
や
お
金
を
儲
け
る
と
い
う
こ
と
の
周
囲
に
疑
念

の
オ
ー
ラ
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
ユ
ダ
ヤ
人
が
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
資
本
主
義
の
広
が
り
は
反
資
本
主
義
運
動
と
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
を
も
た
ら
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
近
代
の
資
本
主
義
社
会
で
は
、
成
功
で
き
る

か
ど
う
か
は
商
才
や
学
校
教
育
に
ま
す
ま
す
左
右
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
近
代
以
前

か
ら
商
業
の
経
験
が
あ
り
、
読
み
書
き
の
能リテ
ラ
シ
ー力
や
学
校
教
育
を
重
視
す
る
習
慣
も
あ
っ
た
た
め
、
他
と

は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
成
功
を
お
さ
め
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
反
資
本
主
義
者
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
反

ユ
ダ
ヤ
主
義
に
関
す
る
概
念
的
分
類
と
、
お
金
で
お
金
を
儲
け
る
こ
と
や
高
利
貸
し
に
対
す
る
伝
統
的
な
非

難
を
借
用
し
て
、
資
本
主
義
を
非
難
し
よ
う
と
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
は
、
近
代
化
に
向
け
て
読
み
書

き
の
で
き
る
資
本
主
義
者
の
社
会
を
作
ろ
う
と
し
た
が
、
今
度
も
ま
た
ユ
ダ
ヤ
人
を
部
外
者
だ
と
考
え
る
、

民
族
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。



 10

　

国
家
に
お
け
る
民
族
的
に
規
定
さ
れ
た
共
同
体
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
く
る
と
、
ユ
ダ
ヤ

人
は
三
つ
の
方
法
で
対
応
し
た
。

　

ユ
ダ
ヤ
人
は
ま
ず
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
定
義
が
寛
大
で
、
そ
れ
が
宗
教
や
民
族
的
な
基
準
に
は
基
づ
い

て
い
な
い
国
々
に
移
住
し
た
。
つ
ま
り
、
一
八
八
〇
年
に
世
界
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
大
半
が
暮
ら
し
て
い
た
ロ
シ

ア
か
ら
、
西
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
や
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
と
り
わ
け
ア
メ

リ
カ
へ
と
移
住
し
た
。
と
い
っ
て
も
ア
メ
リ
カ
は
一
九
二
四
年
か
ら
、
そ
れ
以
上
の
集
団
移
住
を
認
め
な
く

な
っ
た
。
自
由
主
義
国
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
自
由
主
義
や
有
力
な
文
化
へ
の
統
合
政
策
を
受
け
入
れ
る
傾
向
が

あ
り
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
末
期
の
よ
う
な
初
期
の
自
由
主
義
国
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

一
部
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
完
全
な
同
化
と
融
合
を
望
む
一
方
で
、
た
い
て
い
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
完
全
に
同
化
は
し
な

く
て
も
、
受
け
入
れ
て
く
れ
た
社
会
の
文
化
に
溶
け
込
も
う
と
し
た
（
注
３
）。
し
か
し
自
由
な
形
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
と
狭
量
で
民
族
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
境
界
は
変
わ
り
や
す
く
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
寛
大
で
快
適
な
政
治

文
化
が
、
狭
量
で
敵
対
的
な
も
の
に
変
化
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
、
何
度
も
気
づ
か
さ
れ
た
。
こ
れ
は
ハ

ン
ガ
リ
ー
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
そ
し
て
も
っ
と
弱
い
形
で
は
あ
る
が
ア
メ
リ
カ
で
も

起
き
た
。

　

ユ
ダ
ヤ
人
の
二
つ
め
の
対
策
は
、
血
統
に
基
づ
く
不
当
な
差
別
を
な
く
す
と
約
束
し
て
い
た
、
社
会
主
義
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運
動
を
受
け
入
れ
る
こ
と
だ
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
の
社
会
主
義
者
は
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
が
持
続
し
て
い
る
の
は

資
本
主
義
そ
の
も
の
が
原
因
だ
と
考
え
て
い
た
た
め
、
資
本
主
義
を
排
除
す
れ
ば
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
も
排
除
で

き
る
と
思
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
運
動
の
中
で
、
最
も
過
激
で
厳
し
い
も
の
が
共
産
主
義
で
あ
る
。

　

何
ら
か
の
形
で
ユ
ダ
ヤ
人
ら
し
さ
を
保
ち
続
け
よ
う
と
未
だ
に
努
力
し
て
い
た
人
々
は
、
三
つ
め
の
対
策

と
し
て
シ
オ
ニ
ズ
ム訳 訳
訳
注

を
選
ん
だ
。
こ
の
運
動
で
一
番
説
得
力
が
あ
っ
た
の
は
、
万
人
救
済
論
者
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
は
、
実
現
不
可
能
な
妄
想
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
は
ず
だ
と
主
張
す
る
分
析
だ
っ
た
。
そ
の
分
析

で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
や
キ
リ
ス
ト
教
以
後
の
社
会
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
違
い
は
根
が
深
く
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
色
が
ま
す
ま
す
深
ま
っ
て
い
く
時
代
で
は
、
反
資
本
主
義
と
反
社
会
主
義
の
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
、
そ
の

違
い
が
ま
す
ま
す
明
確
に
な
っ
て
い
く
と
主
張
し
て
い
た
。
初
期
の
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
理
論
家
モ
シ
ェ
・
レ
イ

ブ
・
リ
リ
エ
ン
ブ
ル
ム
は
、
一
八
八
三
年
に
そ
う
警
告
し
て
い
る
（
注
４
）。
リ
リ
エ
ン
ブ
ル
ム
は
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ

ン
や
民
族
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
、
資
本
主
義
者
、
社
会
主
義
者
、
自
由
思
想
家
、
保
守
的
な
キ
リ
ス
ト
教
徒

な
ど
は
、
誰
も
が
ユ
ダ
ヤ
人
を
嫌
悪
す
る
理
由
を
も
っ
て
い
る
と
主
張
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

集
団
は
、
反
対
側
の
陣
営
に
ユ
ダ
ヤ
人
が
い
る
こ
と
を
発
見
す
る
と
、
た
い
て
い
社
会
の
敵
や
国
家
の
敵
と

3	

［
訳
注
］
イ
ス
ラ
エ
ル
の
地
へ
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
帰
還
運
動
の
こ
と
（
一
八
九
〇
年
に
こ
の
言
葉
が
で
き
た
）。
こ
の
運
動
は
紀
元
前

七
〇
年
頃
か
ら
始
ま
り
、
第
二
次
大
戦
後
、
国
連
の
決
議
を
経
て
一
九
四
七
年
に
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
が
誕
生
し
た
。
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ユ
ダ
ヤ
人
を
同
一
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
注
５
）。
シ
オ
ニ
ス
ト
の
分
析
で
は
、
資
本
主
義
者
で
あ
っ
て
も
社
会
主

義
者
で
あ
っ
て
も
、
文
化
融
合
論
者
で
あ
っ
て
も
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
あ
っ
て
も
、
宗
教
的
で
あ
っ
て
も
世

俗
的
で
あ
っ
て
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
「
他
者
」
と
定
義
し
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
唯
一
の
解
決
法

は
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
自
分
た
ち
の
国
家
を
も
つ
こ
と
だ
っ
た
。

　

本
書
を
構
成
し
て
い
る
四
つ
の
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
絡
み
合
っ
た
事
象
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら

検
討
す
る
。
第
一
章
の
「
高
利
貸
し
の
長
い
影
」
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
お
金
の
伝
統
的
な
つ
な
が
り
が
、
資

本
主
義
と
ユ
ダ
ヤ
人
に
関
す
る
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
識
人
た
ち
の
思
想
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
続
け
て
い

た
か
を
考
察
す
る
。
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
資
本
主
義
に
対
し
て
肯
定
的
な
場
合
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
し
て

も
か
な
り
同
情
的
な
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
商
業
へ
の
反
感
と
ユ
ダ
ヤ
人
へ
の
反
感
は
た
い
て
い
密
接
に
関

係
し
合
っ
て
い
た
。
ま
た
第
一
章
で
は
非
ユ
ダ
ヤ
系
の
主
な
知
識
人
が
、
資
本
主
義
と
ユ
ダ
ヤ
人
に
つ
い
て

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
を
検
討
し
、
第
二
章
の
「
資
本
主
義
に
対
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
反
応
」
で
は
、

こ
の
こ
と
を
別
の
面
か
ら
考
察
す
る
。
そ
の
出
発
点
と
な
る
の
が
、
自
由
主
義
の
経
済
学
者
で
あ
る
ミ
ル
ト

ン
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
に
よ
る
講
義
だ
。
彼
は
資
本
主
義
が
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
役
立
っ
て
き
た
と
い
う
事
実

に
も
関
わ
ら
ず
、
非
常
に
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
資
本
主
義
に
反
感
を
抱
い
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
戸
惑
っ
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て
い
た
。
こ
の
章
で
は
、
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
他
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
経

済
的
成
功
を
お
さ
め
て
い
る
と
い
う
現
実
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
る
。
ま
た
一
流
の
ユ
ダ
ヤ
人
思
想
家
が
資
本

主
義
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
相
互
関
係
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
、
そ
の
関
係
に
関
す
る
彼
ら
の
解
釈
や
、
彼
ら
が
そ

れ
を
頻
繁
に
肯
定
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
も
触
れ
る
。
し
か
し
、
他
の
ユ
ダ
ヤ
系
の
人
た
ち
は
、
資
本
主

義
や
近
代
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
に
対
し
て
、
最
も
極
端
な
形
の
反
資
本
主
義
、
す
な
わ
ち
共
産
主
義
を
受
け
入

れ
る
と
い
う
反
応
を
示
し
た
。
ほ
と
ん
ど
の
歴
史
学
者
は
、
共
産
主
義
を
信
奉
し
た
こ
と
に
よ
る
破
滅
的
な

結
末
を
正
し
く
評
価
で
き
て
い
な
い
。
そ
こ
で
第
三
章
の
「
過
激
な
反
資
本
主
義
：
共
産
主
義
者
と
し
て
の

ユ
ダ
ヤ
人
」
で
は
、
こ
れ
を
テ
ー
マ
と
し
た
。
最
終
章
の
「
二
〇
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
経
済
的
意
味
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
運
命
」
で
は
、
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ゲ
ル
ナ
ー
が
、
近
代
の
ユ
ダ
ヤ
民
族

の
歴
史
を
解
明
す
る
た
め
に
行
な
っ
た
研
究
の
意
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
資
本
主
義
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

と
ユ
ダ
ヤ
人
の
運
命
の
関
係
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
社
会
主
義
的
な
シ
オ
ニ
ス
ト
が
調
査
し
て
い
る
が
、
中

で
も
ド
ヴ
・
ベ
ル
・
ボ
ロ
コ
フ
に
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
ゲ
ル
ナ
ー
は
二
〇
世
紀
末
に
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ

を
復
活
さ
せ
た
が
、
私
は
彼
の
分
析
は
、
こ
の
関
係
に
関
す
る
最
も
明
快
な
唯
一
の
分
析
だ
と
思
っ
て
い
る
。

彼
は
資
本
主
義
の
経
済
的
発
展
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
出
現
と
の
関
係
を
追
跡
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
経
済
的
成

功
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
商
業
的
な
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
い
う
ユ
ダ
ヤ
人
の
伝
統
的
立
場
そ
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の
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
た
。
ま
た
、
そ
の
た
め
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
、
民
族
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
時
代
に
と
り
わ
け
危
険
な
立
場
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
理
由
も
明
ら
か
に
し
た
。

　

各
章
は
資
本
主
義
、
共
産
主
義
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
、
ナ
チ
ズ
ム
の
歴
史
に
興
味
を
持
つ

人
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
の
相
互
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
二
〇

年
に
わ
た
っ
て
エ
ッ
セ
イ
と
し
て
執
筆
し
て
き
た
も
の
だ
が
、
今
回
の
出
版
に
合
わ
せ
て
ど
れ
も
修
正
を
加

え
た
。
エ
ッ
セ
イ
と
い
う
形
の
長
所
は
、
関
連
デ
ー
タ
を
す
べ
て
取
り
あ
げ
て
い
る
と
主
張
し
な
く
て
も
、

幅
広
い
テ
ー
マ
に
つ
い
て
検
討
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
各
章
で
は
、
あ
る
レ
ベ
ル
で
の
一
般
化
を
行
な
っ
て

い
る
が
、
歴
史
学
者
が
不
愉
快
に
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
章
で
、
細
部
だ
け
で

な
く
全
体
を
見
渡
せ
る
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

資
本
主
義
と
ユ
ダ
ヤ
人
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
か
ら
理
解
で
き
る
し
、
ま
た
そ
う
す
べ
き

で
あ
る
。
各
章
で
は
、
こ
う
し
た
一
つ
か
二
つ
の
側
面
に
注
目
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素

を
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
組
み
立
て
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ど
の
よ
う
な
解
釈
に
最
も
同
意
で
き
る

か
は
、
読
者
の
方
々
に
自
由
に
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。


