
 

「
万
人
の
た
め
の
読
書
」
や
「
一
面
五
段
抜
き
」
と
い
っ
た
、
ピ
エ
ー
ル
・
デ
ュ
マ
イ
エ
の
見
逃

せ
な
い
テ
レ
ビ
番
組
に
将
来
の
ゴ
ン
ク
ー
ル
賞
受
賞
者
が
出
演
し
た
（
一
九
五
九
年
一
〇
月
と
一
二

月
）
あ
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
た
だ
一
つ
の
テ
レ
ビ
・
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
視
聴
者
の
受
け
た
動
転
を
今
日
覚

え
て
い
る
人
は
稀
で
あ
る
。
当
時
、
文
学
史
家
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ボ
ワ
デ
ッ
フ
ル
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
「
『
最
後
の
正
し
き
人
』
は
、
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
の
『
ペ
ス
ト
』（
四
）

以
来
現
れ
た
、

ま
さ
し
く
最
高
の
フ
ラ
ン
ス
小
説
と
言
え
よ
う
」
（Bulletin de l’Éducation nationale, n° 33, 19 

    

至
る
と
こ
ろ
で
異
邦
人 

ア
ン
ド
レ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ=

バ
ル
ト 

ア
ン
ド
レ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
＝
バ
ル
ト
（A

ndré Schw
arz-B

art

）
は
、
地
上
を
行
く
そ
の
肉
的
な

活
動
を
終
え
る
に
あ
た
り
、
一
筋
の
細
い
白
煙
と
わ
ず
か
な
灰
だ
け
を
残
す
こ
と
を
選
ん
だ
。
二
〇

〇
六
年
一
〇
月
三
日
、
キ
プ
ー
ル
（
二
）

の
翌
日
、
居
住
地
と
し
て
い
た
あ
の
グ
ヮ
ド
ル
ー
プ
の
グ
ラ

ン
ド
＝
テ
ー
ル
島
で
荼
毘
に
付
さ
れ
た
。
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ユ
ダ
ヤ
人
諸
社
会

の
殺
戮
に
捧
げ
ら
れ
た
彼
の
傑
作
『
最
後
の
正
し
き
人
』（Le dernier des Justes

）
の
最
終
頁
で
あ

る
。
「
こ
う
し
て
、
こ
の
物
語
は
ど
こ
か
に
墓
参
り
を
す
る
こ
と
で
は
終
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
、
［
ユ
ダ
ヤ
人
が
焼
か
れ
た
強
制
収
容
所
の
］
焼
却
炉
か
ら
出
る
煙
は
、
他
の
煙
と
ま
っ
た

く
同
じ
よ
う
に
物
理
の
法
則
に
従
う
以
上
、
微
粒
子
は
風
の
ま
に
ま
に
離
合
集
散
し
、
押
し
流
さ
れ

て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
唯
一
可
能
な
巡
礼
は
、
尊
敬
す
べ
き
読
者
よ
、
嵐
を
は
ら
ん
だ
空
を
時
々

憂
鬱
に
見
上
げ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
」 

歴
史
記
述
や
自
伝
的
な
語
り
に
は
収
ま
り
き
れ
ず
、
そ
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
も
非
ユ
ダ
ヤ
人
に
も
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
も
海
外
の
読
者
に
も
、
思
春
期
の
若
者
に
も
熟
年
期
の
人
々
に
も
語
り
か
け
る
こ

と
の
で
き
る
、
ユ
ダ
ヤ
人
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
に
つ
い
て
の
文
学
作
品
が
栄
冠
を
授
け
ら
れ
た
こ
と
が
当

時
も
っ
た
意
味
を
、
こ
の
小
説
の
電
撃
的
で
国
際
的
な
成
功
に
立
ち
会
わ
な
か
っ
た
人
々
に
、
い
っ

た
い
ど
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
本
が
多
く
の
精
神
に
消
え
る
こ
と
の
な
い
痕
跡
を

刻
み
込
ん
だ
こ
と
を
、
新
聞
雑
誌
に
（
六
ヵ
月
以
上
に
わ
た
り
）
議
論
を
巻
き
起
こ
し
た
こ
と
を
、

そ
し
て
、
こ
の
本
に
「
記
憶
の
義
務
」
の
最
初
の
表
現
が
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
を
、
い
っ
た
い
ど
の

よ
う
に
数
行
で
描
き
出
せ
る
で
あ
ろ
う
か
。
一
九
五
九
年
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
文
学
は
ま
だ
胚
胎
期
に
あ

っ
た
こ
と
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
は
ま
だ
起
こ
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
（
三
）
、
シ
ョ
ア
ー
研
究
に
関
わ

る
記
念
館
や
大
学
の
部
局
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
出
版
界
に
お
け
る
『
ア
ン
ネ
・
フ
ラ
ン

ク
の
日
記
』
（
一
九
五
〇
年
）
の
成
功
だ
け
が
比
肩
し
う
る
よ
う
な
国
際
的
な
覚
醒
を
シ
ュ
ヴ
ァ
ル

ツ
＝
バ
ル
ト
が
引
き
起
こ
し
た
こ
と
を
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
か
。 

生
き
て
い
た
時
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
は
つ
ま
先
で
そ
っ
と
歩
き
な
が
ら
旅
立
っ
た
。
だ
か
ら
、
若

い
世
代
が
彼
の
名
前
を
ほ
と
ん
ど
知
ら
ず
、
ま
た
戦
後
に
思
春
期
を
送
っ
た
人
々
が
彼
の
こ
と
を
、

た
だ
一
冊
の
作
家
、
一
九
五
九
年
ゴ
ン
ク
ー
ル
賞
の
受
賞
に
よ
り
は
っ
き
り
と
そ
の
地
位
を
確
立
し

た
、
あ
の
『
最
後
の
正
し
き
人
』
の
著
者
と
し
て
覚
え
て
い
る
と
し
て
も
、
何
ら
驚
く
に
は
あ
た
ら

な
い
。 

―
ど
こ
に
も
居
場
所
を
も
た
な
い
ユ
ダ
ヤ
人

―
（
一
） 

フ
ラ
ン
シ
ー
ヌ
・
コ
フ
マ
ン 

（
田
所
光
男
訳
） 
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一
九
五
六
年
一
二
月
、
ア
ン
ド
レ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
＝
バ
ル
ト
は
『FSJU

雑
誌
』（
八
）
（
翌
月
、

名
前
を
変
え
て
『
ア
ル
シ
ュ
』
と
な
っ
た
）
に
、
の
ち
に
『
エ
ル
ニ
ー
・
レ
ヴ
ィ
の
伝
記
』
と
名
づ

け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
小
説
の
抜
粋
を
「
正
し
き
人
の
伝
説
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
発
表
し
た
。
そ

の
中
で
彼
は
、
抑
圧
さ
れ
て
い
る
が
、
自
分
た
ち
を
残
虐
に
扱
う
者
た
ち
の
武
器
と
暴
力
を
採
用
す

 

九
月
三
〇
日
土
曜
日
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
＝
バ
ル
ト
は
、
グ
ヮ
ド
ル
ー
プ
の
ポ
ワ
ン
タ
ピ
ト
ル

（Pointe-à-Pitre

）
で
、
心
臓
手
術
の
あ
と
息
を
引
き
取
っ
た
が
、
決
し
て
流
浪
の
中
で
死
ん
だ
の

で
は
な
い
。
彼
は
黒
人
や
ム
ラ
ー
ト
（
七
）

の
生
活
を
共
有
す
る
こ
と
を
断
固
選
び
取
っ
て
い
た
。
西

欧
に
よ
っ
て
ア
フ
リ
カ
か
ら
強
制
連
行
さ
れ
、
隷
従
さ
せ
ら
れ
、
非
人
間
化
さ
れ
た
黒
人
奴
隷
の
苦

し
み
と
迫
害
に
、
彼
は
自
ら
の
苦
し
み
と
迫
害
の
経
験
か
ら
開
か
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

セ
ネ
ガ
ル
、
ス
イ
ス
、
パ
リ
で
生
き
た
あ
と
も
、
知
性
と
ユ
ー
モ
ア
で
き
ら
め
く
目
の
奥
に
、
モ
ー

ゼ
ル
川
の
ほ
と
り
、
ポ
ン
テ
ィ
フ
ロ
ワ
の
ユ
ダ
ヤ
人
地
区
の
思
い
出
を
常
に
刻
み
込
ん
で
い
た
と
し

て
も
、
彼
は
、
自
分
は
至
る
と
こ
ろ
で
異
邦
人
だ
、
と
言
っ
て
い
た
。 

 

ア
ン
ド
レ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
＝
バ
ル
ト
は
、
共
産
主
義
者
で
あ
っ
た
時
期
の
こ
と
、
レ
ジ
ス
タ
ン

ス
や
フ
ラ
ン
ス
軍
で
戦
っ
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
語
ら
な
か
っ
た
が
、
彼
が
労
働
者
、
教

育
者
、
学
生
、
そ
し
て
独
学
の
作
家
で
あ
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。 

 

一
九
二
八
年
五
月
二
三
日
、
彼
が
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
バ
ル
ト
（A

braham
 Szw

arcbart

）

の
名
前
で
生
を
受
け
た
の
は
、
戦
前
の
メ
ッ
ス
の
そ
の
ユ
ダ
ヤ
人
地
区
で
あ
る
。
家
族
は
ポ
ー
ラ
ン

ド
出
身
で
、
彼
の
母
語
は
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
で
あ
っ
た
。
戦
争
の
悪
化
の
た
め
学
校
に
は
行
け
ず
、

彼
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
獲
得
す
る
の
に
懸
命
の
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
一
九
四
二
年
、

両
親
と
二
人
の
兄
弟
、
そ
れ
に
大
叔
母
が
強
制
収
容
所
に
送
ら
れ
て
、
彼
は
永
遠
に
消
え
な
い
傷
を

負
っ
て
し
ま
っ
た
。 

 
確
か
に
、
ア
ン
ド
レ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
＝
バ
ル
ト
は
完
全
に
忘
却
の
中
に
沈
ん
で
い
た
わ
け
で
は

な
い
。
こ
の
九
月
二
二
日
、
亡
く
な
る
一
週
間
前
、
マ
ル
チ
ニ
ッ
ク
と
グ
ヮ
ド
ル
ー
プ
を
訪
れ
て
い

た
ル
ノ
ー
・
ド
ン
ヌ
デ
ュ
ー
・
ド
・
ヴ
ァ
ー
ブ
ル
文
化
大
臣
か
ら
、
芸
術
文
芸
オ
フ
ィ
シ
エ
勲
章
を

授
与
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
折
、
彼
の
妻
、
ア
ン
チ
ル
人
作
家
シ
モ
ー
ヌ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
＝
バ

ル
ト
に
は
同
じ
く
コ
マ
ン
ド
ー
ル
勲
章
が
授
与
さ
れ
た
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
彼
の
最
後
の
大
き
な

喜
び
は
、
そ
れ
よ
り
ひ
と
月
前
に
彼
ら
の
息
子
ジ
ャ
ッ
ク
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
で
活
動
す
る
ジ
ャ
ズ
・
サ
ク
ソ
フ
ォ
ー
ン
奏
者
の
ジ
ャ
ッ
ク
は
、
八
月
末
、
ジ
ャ
ズ
と
グ
ウ
ォ
・

カ
（gw

o ka  

グ
ヮ
ド
ル
ー
プ
の
太
鼓
）
を
結
合
さ
せ
た
ア
ル
バ
ム
『
ソ
ネ
・
カ
・
ラ
』（Soné ka la

）

を
編
み
、
ヴ
ィ
レ
ッ
ト
の
ジ
ャ
ズ
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
ヴ
ァ
ル
に
参
加
し
て
注
目
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
（
五
）
。

ま
た
、
彼
ら
の
も
う
一
人
の
息
子
ベ
ル
ナ
ー
ル
に
息
子
が
誕
生
し
た
こ
と
も
同
じ
よ
う
に
大
き
な
喜

び
と
な
り
、
そ
の
孫
に
彼
は
、
エ
リ
と
い
う
名
前
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
（
六
）
。 

『
ア
ル
シ
ュ
』
に
お
い
て 

novem
bre 1959

）
。 

一
九
五
三
年
、
彼
は
最
初
の
エ
ッ
セ
ー
を
、
ユ
ダ
ヤ
人
学
生
の
雑
誌
『
カ
デ
ィ
マ
』
に
発
表
し
た
。

こ
の
時
期
以
来
、
彼
は
、
彼
の
人
生
、
そ
れ
に
彼
が
当
時
付
き
合
っ
て
い
た
た
く
さ
ん
の
若
い
ユ
ダ

ヤ
人
た
ち
の
人
生
を
変
え
て
し
ま
っ
た
恐
る
べ
き
出
来
事
、
ま
だ
シ
ョ
ア
ー
と
は
呼
ば
れ
て
は
い
ず
、

屠
殺
場
に
引
か
れ
て
ゆ
く
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
羊
の
群
れ
の
殺
戮
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
い
た
あ
の

惨
劇
を
、
文
学
作
品
に
変
形
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
ワ
ル
シ
ャ
ワ
・
ゲ
ッ
ト
ー
で
戦
っ
た
人
々

や
パ
レ
ス
チ
ナ
の
ユ
ダ
ヤ
人
兵
士
の
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
は
、
絶
え
ず
再
生
す
る
迫
害
を
蒙
っ
て
、
わ
ず
か

な
者
が
常
に
生
き
延
び
て
き
た
何
世
代
も
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
精
神
的
な
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
に
優
る
も
の
で

は
な
い
こ
と
を
、
彼
の
同
時
代
の
人
々
に
説
明
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。 
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る
こ
と
を
拒
否
す
る
、
土
地
も
軍
隊
も
な
い
民
族
の
尊
厳
を
語
っ
た
。
彼
は
、
五
〇
年
代
の
風
潮
に

逆
ら
っ
て
こ
う
し
た
主
人
公
を
選
ん
だ
大
胆
さ
を
自
覚
し
て
、
物
語
の
前
に
、
次
の
よ
う
な
緒
言
を

置
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
三
年
後
、
ゴ
ン
ク
ー
ル
賞
受
賞
か
ら
ほ
ど
な
く
し
て
『
エ
ク
ス
プ
レ
ス
』

誌
の
中
で
、
一
行
も
変
え
る
こ
と
な
く
再
び
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
１
）
。 

 

な
ぜ
ユ
ダ
ヤ
小
説
な
の
か
、
な
ぜ
主
人
公
の
死
と
彼
の
世
界
の
絶
滅
で
終
わ
る
こ
の
小
説
な
の

か
と
、
私
は
尋
ね
ら
れ
ま
す
。
も
っ
と
魅
力
的
な
主
題
が
な
い
か
ら
で
も
、
悲
し
み
や
死
を
好

む
か
ら
で
も
な
い
と
思
い
ま
す
。（･

･
･

）
私
は
小
説
の
主
人
公
を
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
・
ゲ
ッ
ト
ー

の
蜂
起
者
の
中
に
も
、
レ
ジ
ス
タ
ン
ス

―
彼
ら
も
ま
た
大
変
な
例
外
で
し
た

―
の
中
に
も
求

め
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
、
私
た
ち
の
古
く
か
ら
の
祖
先
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
心
の
武

装
を
解
き
、
痛
み
の
前
で
ナ
イ
ー
ヴ
で
あ
り
続
け
る
主
人
公
の
ほ
う
が
好
き
で
し
た
。
こ
の
タ

イ
プ
の
主
人
公
は
華
々
し
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
日
で
は
や
や
も
す
れ
ば
、
も
っ
と

雄
々
し
い
人
間
性
の
名
に
お
い
て
異
議
が
唱
え
ら
れ
ま
す
。
ゲ
ッ
ト
ー
と
い
う
語
は
や
や
軽
蔑

的
に
発
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
千
年
の
歴
史
は
犠
牲
者
と
そ

の
虐
待
者
の
作
る
た
わ
い
も
な
い
年
代
記
に
す
ぎ
な
い
と
し
た
い
の
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
は
、

未
来
の
こ
と
を
心
配
し
た
り
熱
狂
し
た
り
し
て
、
自
分
た
ち
の
過
去
を
尊
重
す
る
こ
と
を
忘
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
ユ
ダ
ヤ
人
の
歴
史
は
、
犠
牲
者
の
単
な
る
総
計
以
上
の
も
の
で
あ

る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
ど
ん
な
に
普
通
の
運
命
に
も
偉
大
さ
が
現
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
故

私
は
、
無
防
備
で
憎
し
み
を
も
た
な
い
が
、
し
か
し
、
今
日
ほ
と
ん
ど
消
え
て
し
ま
っ
た
伝
統

に
従
っ
て
真
に
人
間
で
あ
る
、
古
い
家
系
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
示
し
た
い
の
で
す
。 

 
 

一
九
五
六
年
一
二
月
に
『
ア
ル
シ
ュ
』
に
発
表
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
第
二
版
で
あ
り
、
以
後
な
お

多
く
の
変
形
を
蒙
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
五
九
年
秋
、
数
千
ペ
ー
ジ
に
も
及
ぶ
書
き
直
し
を
経
て
、

小
説
の
第
五
版
が
ス
ゥ
イ
ユ
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
一
九
五
六
年
に
発
表
さ
れ
た
抜
粋
に
注
目

し
、
こ
の
若
い
著
者
に
ス
ゥ
イ
ユ
に
原
稿
を
委
ね
る
よ
う
勧
め
た
報
道
担
当
セ
ル
ジ
ュ
・
モ
ン
テ
ィ

ニ
ー
の
慧
眼
の
お
か
げ
で
あ
る
。
『
ア
ル
シ
ュ
』
は
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
＝
バ
ル
ト
を
掲
載
し
た
最
初

の
雑
誌
で
あ
る
こ
と
を
誇
り
、
そ
の
夏
、
雑
誌
の
文
芸
評
論
を
担
当
し
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
作
家
ア
ル

ノ
ル
ド
・
マ
ン
デ
ル
の
ペ
ン
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
（
２
）
。 

  
 

こ
れ
は
、
小
説
作
品
の
歴
史
、
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
の
ユ
ダ
ヤ
文
学
と
い
う
非
常
に
も
ろ
い
領

域
に
お
い
て
、
記
念
す
べ
き
本
で
あ
る
。
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
＝
バ
ル
ト
は
〈
才
能
〉
を
も
っ
て
い

る
だ
け
で
は
満
足
し
な
い
。
彼
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
運
命
が
永
遠
に
か
つ
現
在
的
に
悲
劇
で
あ
る

と
い
う
感
覚
を
深
く
持
っ
て
い
る･
･
･

（
彼
の
本
は
）
ド
ラ
ン
シ
ー
（
九
）

の
始
ま
り
ま
で
の
イ
ス

ラ
エ
ル
の
身
振
り
の
年
代
記
で
あ
り
、
ミ
ド
ラ
ッ
シ
ュ
（
一
〇
）

で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の

著
作
は
終
末
論
で
あ
り
、
生
じ
た
ば
か
り
の
出
来
事
の
告
知
で
あ
る
。
人
々
が
よ
く
理
解
で
き

る
よ
う
、
預
言
者
＝
詩
人
が
必
要
な
の
で
あ
る
。 
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『
最
後
の
正
し
き
人
』
の
最
終
版
は
、
先
立
つ
諸
版
の
様
々
な
意
図
、
主
題
、
調
子
、
リ
ズ
ム
な

ど
が
、
ゆ
っ
く
り
と
し
た
有
機
的
な
分
泌
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
一
様
な
固
ま
り
に
融
合
し
た
結
実
で

あ
る
。
雲
の
墓
石
し
か
残
っ
て
い
な
い
ハ
シ
デ
ィ
ズ
ム
（
一
一
）

社
会
に
、
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
文
学
の
精

神
で
敬
意
を
表
す
る
た
め
の
、
婉
曲
な
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
ひ
ら
め
き
に
貫
か
れ
た
叙
情
性
。
ま
た
、
白

人
文
明
で
あ
り
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
文
明
で
あ
る
、
征
服
的
で
温
情
主
義
的
な
西
欧
文
明
の
良
心
を
、

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
的
な
風
刺
の
精
神
で
糾
弾
す
る
た
め
の
辛
辣
な
ア
イ
ロ
ニ
ー

―
そ
れ
は
、
自
己
憐



 

歴
史
と
伝
説
と
文
学
的
再
構
成
の
微
妙
な
混
合
は
、
こ
の
小
説
「
契
約
」
を
受
け
入
れ
る
こ
と
の

で
き
な
い
人
々
を
一
人
な
ら
ず
当
惑
さ
せ
た
。
ま
た
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
＝
バ
ル
ト
は
不
本
意
な
が
ら

も
ユ
ダ
ヤ
民
族
と
強
制
収
容
所
世
界
の
犠
牲
者
と
の
代
弁
者
に
な
っ
た
も
の
の
、
伝
統
の
真
正
の
保

持
者
、
真
の
「
証
人
」
だ
と
自
認
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
か
ら
は
、
そ
の
役
割
を
否
認
さ
れ
た
。 

  

彼
の
小
説
、
と
く
に
ユ
ダ
ヤ
の
精
神
性
に
お
け
る
苦
し
み
の
役
割
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
引
き
起
こ

さ
れ
た
論
争
を
通
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
中
に
は
、
『
最
後
の
正
し
き
人
』
を
、
た
だ
キ
リ
ス
ト

エ
ル
サ
レ
ム
賞 

「
正
し
き
人
」（L

a
m
e
d
-
v
a
v

） 

こ
の
〈
正
し
き
人
〉
の
役
割
は
、
タ
ル
ム
ー
ド
（
一
四
）

の
伝
説
の
非
常
に
個
性
的
な
解
釈
に
お
い

て
頂
点
に
達
す
る
。
そ
の
伝
説
と
は
、
各
世
代
に
は
三
十
六
人
の
〈
正
し
き
人
〉
が
存
在
し
、
彼
ら

が
世
界
の
存
続
を
可
能
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
＝
バ
ル
ト
は
、
レ
ヴ
ィ
一
族

が
、
こ
の
ラ
ー
メ
ド
＝
ヴ
ァ
ー
ヴ
（
あ
る
い
は
、
彼
が
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
で
そ
う
呼
ん
で
い
る
よ
う

に
、
ラ
ー
メ
ド
＝
ワ
ー
フ
）
の
一
人
を
、
各
世
代
で
出
現
さ
せ
る
奇
妙
な
特
権
を
世
襲
的
に
受
け
取

っ
て
き
た
と
想
像
す
る
。
最
初
の
ラ
ー
メ
ド
＝
ワ
ー
フ
は
、
一
一
八
五
年
三
月
一
一
日
、
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
の
司
教
の
引
き
起
こ
し
た
殺
戮
の
際
に
殉
教
者
と
し
て
死
ん
だ
、
ヨ
ー
ク
の
ヨ
ム
・
ト
ヴ
・
レ

ヴ
ィ
で
あ
る
と
い
う
。
最
後
は
、
私
た
ち
の
同
時
代
人
エ
ル
ニ
ー･

レ
ヴ
ィ
で
あ
る
。
ド
ラ
ン
シ
ー

に
収
容
さ
れ
た
後
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
送
ら
れ
る
。
そ
の
鉛
で
封
印
さ
れ
た
貨
車
の
中
で
、
ま

わ
り
に
集
ま
っ
た
子
供
た
ち
に
慰
め
の
物
語
を
（
ヤ
ヌ
シ
ュ
・
コ
ル
チ
ャ
ッ
ク
（
一
五
）

の
よ
う
に
）

語
っ
た
後
、
焼
却
炉
の
中
で
消
え
失
せ
る
。
各
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
ユ
ダ
ヤ
史
の
現
実
の
一
章
に
源
泉
を

も
つ
と
し
て
も
、
そ
の
文
学
的
転
換
に
よ
り
、〈
涙
の
杯
〉
の
伝
説
（
一
六
）

の
中
の
よ
う
に
同
胞
の
苦

し
み
を
集
め
て
神
に
捧
げ
る
主
人
公
た
ち
、
す
な
わ
ち
〈
正
し
き
人
〉
た
ち
の
役
割
は
統
合
さ
れ
、

凝
縮
さ
れ
、
そ
し
て
讃
え
ら
れ
て
い
る
。 

こ
の
小
説
の
織
物
に
は
っ
き
り
と
見
え
る
図
柄
は
、
迫
害
と
追
放
の
風
に
追
い
払
わ
れ
て
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
を
彷
徨
う
ユ
ダ
ヤ
人
家
族
、
レ
ヴ
ィ
家
の
物
語
で
あ
る
。
そ
の
家
族
の
一
人
は
、
各
世
代
に
お

い
て
集
団
の
運
命
を
体
現
す
る
。
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
＝
バ
ル
ト
の
天
分
は
、
サ
ン
ト
＝
ジ
ュ
ヌ
ヴ
ィ
エ

ー
ヴ
図
書
館
（
一
二
）

や
利
用
し
え
た
他
の
あ
ら
ゆ
る
図
書
館
の
ユ
ダ
ヤ
資
料
を
調
べ
尽
く
す
堅
牢
な

資
料
収
集
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
象
徴
的
で
模
範
的
な
人
物
た
ち
か
ら
、
生
身
の
存
在
を
作
り
出
し

た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
も
彼
は
、
レ
ヴ
ィ
一
族
を
、
キ
ド
ゥ
シ
ュ
・
ハ
シ
ェ
ム
（
「
殉
教
者
」
）
に

す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
ツ
ア
デ
ィ
キ
ー
ム
（
一
三
）
（
ハ
シ
デ
ィ
ズ
ム
伝
統
の
〈
正
し
き
人
〉
）
の
家

系
に
与
え
ら
れ
る
力
を
不
本
意
な
が
ら
も
授
け
ら
れ
た
精
神
的
指
導
者
に
す
る
こ
と
で
、
読
み
の

様
々
な
水
準
を
結
合
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。 

ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
で
あ
っ
た
の
か
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
過
去
の

歴
史
に
飛
び
込
み
、
一
見
前
代
未
聞
に
見
え
る
こ
の
出
来
事
の
前
触
れ
を
そ
こ
に
見
分
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
従
っ
て
横
糸
に
は
、
差
別
や
侮
辱
、
虐
殺
の
政
策
に
基
礎
を
置
く
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
突

発
を
伴
っ
た
、
西
欧
に
お
け
る
十
字
軍
以
降
の
歴
史
的
事
件
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
縦
糸
は
、
た
と

え
疑
念
と
無
信
仰
が
根
を
伸
ば
す
と
し
て
も
、
自
分
た
ち
の
苦
し
み
に
神
秘
的
で
贖
罪
的
な
価
値
を

与
え
よ
う
と
す
る
ユ
ダ
ヤ
社
会
の
精
神
的
反
応
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。 

憫
を
逃
れ
る
た
め
の
、
不
気
味
な
ブ
ラ
ッ
ク
・
ユ
ー
モ
ア
の
混
じ
た
ア
イ
ロ
ニ
ー
で
あ
る
。
さ
ら
に

ま
た
、
「
私
た
ち
の
眼
は
、
死
ん
だ
星
々
の
光
を
受
け
取
っ
て
い
る
」
と
い
う
、
小
説
の
冒
頭
の
一

文
が
す
で
に
そ
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
が
、
単
線
的
な
語
り
は
、
入
念
な
、
し
か
し
見
え

に
く
い
構
造
に
結
び
つ
い
て
い
る
。 
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二
重
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
力
強
く
表
現
し
よ
う
と
し
て
き
た
努
力
を
ユ
ダ
ヤ
人
同
胞
が
認
め
て
く

れ
た
こ
と
を
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
＝
バ
ル
ト
が
ど
れ
ほ
ど
重
視
し
て
い
た
の
か
十
分
理
解
さ
れ
て
い
な

い
。
し
か
し
、
一
九
七
二
年
に
刊
行
し
た
『
混
血
女
性
ソ
リ
チ
ュ
ー
ド
』
（
彼
の
単
著
で
あ
る
）
が

ま
さ
し
く
珠
玉
の
作
品
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
関
心
を
引
か
な
か
っ
た
こ
と
で
、

彼
は
も
う
発
表
せ
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
離
れ
て
グ
ヮ
ド
ル
ー
プ
に
最
終
的
に
落
ち
着
こ
う
と
い
う
決

心
を
固
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

だ
け
が
不
在
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
小
説
と
見
る
人
も
現
れ
た
。
ま
た
シ
オ
ニ
ス
ト
と
旧
軍
人
会
は
、
シ

ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
＝
バ
ル
ト
が
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
諸
社
会
の
非
暴
力
を
高
く
評
価
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ

か
ら
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
や
戦
闘
員
の
主
人
公
を
登
場
さ
せ
な
い
、
そ
の
「
模
範
的
な
」
性
格
を
攻
撃
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
。
こ
う
し
て
不
本
意
に
も
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
ら
れ
、
弁
明
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
＝
バ
ル
ト
は
、
彼
に
向
け
ら
れ
た
訴
訟
に
深
く
傷
き
、

当
惑
し
、
と
り
わ
け
ユ
ダ
ヤ
同
胞
か
ら
の
攻
撃
に
茫
然
と
な
っ
た
。
彼
は
セ
ネ
ガ
ル
の
ジ
ャ
ン
グ
ル

の
奥
の
奥
に
、
パ
リ
の
名
士
の
文
学
サ
ロ
ン
か
ら
で
き
る
限
り
遠
く
へ
逃
げ
て
行
っ
た
。 

 

数
年
が
過
ぎ
る
。
一
九
五
六
年
に
出
会
っ
た
グ
ヮ
ド
ル
ー
プ
の
若
い
学
生
シ
モ
ー
ヌ
と
一
九
六
一

年
に
結
婚
し
た
ア
ン
ド
レ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
＝
バ
ル
ト
は
、
新
し
い
小
説
、
よ
り
正
確
に
は
、
七
巻

本
に
な
る
予
定
の
連
作
『
混
血
女
性
ソ
リ
チ
ュ
ー
ド
』
を
入
念
に
準
備
し
て
い
た
。
一
九
六
七
年
に

出
た
第
一
巻
『
緑
バ
ナ
ナ
入
り
豚
肉
料
理
』
（
シ
モ
ー
ヌ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
＝
バ
ル
ト
と
の
共
著
）

は
、
半
ば
失
敗
で
あ
っ
た
。
グ
ヮ
ド
ル
ー
プ
出
身
の
老
女
マ
リ
オ
ッ
ト
が
死
に
か
け
て
い
る
パ
リ
の

あ
る
老
人
ホ
ー
ム
を
、
レ
ア
リ
ス
ム
的
に
、
さ
ほ
ど
華
々
し
く
も
な
く
描
き
出
す
手
法
や
、
ク
レ
オ

ー
ル
方
言
と
文
学
的
フ
ラ
ン
ス
語
と
の
連
合
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
文
明
を
謳
い
上
げ
た
作
者
の
文
体
は
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
だ
癒
え
て
い
な
か
っ
た
作
家
の
傷
は
、
再
び
口
を
開
け
て
し
ま
っ
た
。 

 

幸
い
に
し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
時
期
を
選
ん
で
、
一
九
六
七
年
三
月
三
〇

日
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
＝
バ
ル
ト
に
〈
社
会
に
お
け
る
人
間
の
自
由
の
た
め
の
エ
ル
サ
レ
ム
賞
〉
を
授
与

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
が
自
分
自
身
と
和
解
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
選
考
委
員
会
は
次
の
よ
う
に

宣
言
し
て
い
る
。 

  
 

自
分
自
身
の
民
族
を
正
当
化
す
る
戦
い
に
加
え
、
彼
は
、
他
の
抑
圧
さ
れ
た
民
族
、
非
道
な
同

胞
の
手
で
不
正
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
す
べ
て
の
人
々
を
心
に
掛
け
る
。
黒
人
の
尊
厳
の
解
放

と
復
権
は
、
彼
に
は
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
救
済
に
劣
ら
ず
緊
急
の
課
題
で
あ
る
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

排
除
、
軽
蔑
、
身
体
的
・
精
神
的
な
拷
問
の
餌
食
に
な
っ
て
い
る
す
べ
て
の
人
間
の
名
に
お
い

て
、
『
最
後
の
正
し
き
人
』
と
『
混
血
女
性
ソ
リ
チ
ュ
ー
ド
』
の
作
者
の
、
厳
し
い
、
憤
る
、

同
時
に
ま
た
憐
憫
と
哀
し
い
ユ
ー
モ
ア
に
あ
ふ
れ
た
声
が
立
ち
上
る
。 

ず
っ
と
後
に
な
っ
て
、
七
十
五
歳
の
誕
生
日
の
数
日
前
（
二
〇
〇
三
年
五
月
）
の
こ
と
で
あ
る
が
、

シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
＝
バ
ル
ト
は
、
「
他
の
民
族
の
名
に
お
い
て
語
り
、
正
し
い
音
を
出
そ
う
と
試
み
る

こ
と
で
、
私
は
道
を
誤
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
、
パ
リ
の
サ
ン
＝
ジ
ェ
ル
マ
ン
＝
デ
＝
プ
レ
の
カ
フ
ェ

で
私
に
語
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
告
白
に
は
何
と
い
う
苦
渋
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

と
い
う
の
も
、
あ
る
物
語
の
中
に
わ
ず
か
三
行
し
か
残
っ
て
い
な
か
っ
た
グ
ヮ
ド
ル
ー
プ
の
ヒ
ロ
イ

ン
を
彼
が
再
生
さ
せ
、
厚
み
を
与
え
た
お
か
げ
で
、
グ
ヮ
ド
ル
ー
プ
の
学
校
の
子
供
た
ち
が
、
彼
の

小
説
か
ら
作
ら
れ
た
劇
を
、
毎
年
、
誇
り
を
も
っ
て
上
演
し
て
い
る
こ
と
を
彼
は
と
て
も
喜
ん
で
い

た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
、
誰
も
彼
の
テ
ク
ス
ト
の
複
雑
な
構
造
を
明
ら
か
に
し
な
か
っ
た
こ

と
が
残
念
で
あ
っ
た
。
裏
返
し
に
す
る
服
の
よ
う
に
、
一
度
に
両
面
で
読
み
う
る
「
裏
返
し
に
で
き

る
」
本
を
自
分
は
書
い
た
と
信
じ
て
い
る
と
私
に
語
っ
た
。
両
面
と
は
つ
ま
り
、
黒
人
の
面
と
、
ユ
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一
九
六
七
年
二
月
八
日
、
『
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
・
オ
プ
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ゥ
ー
ル
』
誌
に
掲
載
さ
れ
た
ア
ン

ド
レ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
＝
バ
ル
ト
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
の
抜
粋
。 

 

彼
は
エ
ル
サ
レ
ム
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
記
念
館
（
一
七
）

が
、
強
制
収
容
所
に
つ
い
て
の
見
学
ル
ー
ト

の
終
わ
り
に
、
『
最
後
の
正
し
き
人
』
の
結
末
に
あ
る
憤
り
の
カ
デ
ィ
シ
ュ
（
一
八
）
（
「
そ
し
て
讃
え
。

ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
。
ら
れ
よ
。
マ
イ
ダ
ネ
ッ
ク
。
永
遠
な
る
神
。
ト
レ
ブ
リ
ン
カ
。
そ
し
て
讃

え･
･
･

」
）
を
選
ん
だ
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
カ
デ
ィ
シ
ュ
は
二
〇
〇
五
年
に
開
館
し
た
新
し
い
記
念
館

の
壁
に
も
巨
大
な
文
字
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
に
関
し
て
は
、
彼
は
愛
情
を
保
ち
続
け
、
ラ
ジ
オ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ニ
ュ

ー
ス
に
し
が
み
つ
き
、
い
つ
で
も
擁
護
す
る
態
勢
に
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
に
と
っ
て
（
彼
が
主
張
し

て
い
た
）
シ
オ
ニ
ズ
ム
は
、
こ
の
よ
う
な
、
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
お
け
る
同
一
化
と
連
帯
に
と
ど
ま
る

も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
六
七
年
五
月
と
六
月
の
苦
悩
の
時
期
、
そ
し
て
キ
プ
ー
ル
戦
争
の
間
、
彼
は

住
民
の
運
命
を
共
有
す
る
べ
く
ほ
と
ん
ど
お
忍
び
で
イ
ス
ラ
エ
ル
を
訪
れ
た
。
そ
れ
に
反
し
、
イ
ス

ラ
エ
ル
に
あ
る
様
々
な
思
想
傾
向
の
特
徴
を
な
す
、
勝
ち
誇
る
振
る
舞
い
や
反
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
態

度
に
組
す
る
こ
と
を
彼
は
拒
否
し
て
い
た
。
彼
は
自
分
が
本
質
的
に
流
浪
の
ユ
ダ
ヤ
人
、
ど
こ
に
も

居
場
所
を
も
た
な
い
ユ
ダ
ヤ
人
、
自
分
の
民
族
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
、
永
遠
の
余
所
者
だ

と
感
じ
て
い
た
。 

 

そ
の
日
、
彼
は
最
後
の
計
画
『
生
の
歌
』
に
つ
い
て
私
に
語
っ
て
く
れ
た
。
そ
れ
は
若
い
世
代
の

読
者
に
再
び
希
望
を
与
え
よ
う
と
構
想
し
た
本
で
あ
っ
た
。
大
い
に
進
ん
で
い
た
『
混
血
女
性
ソ
リ

チ
ュ
ー
ド
』
の
連
作
に
は
、
エ
ル
ニ
ー
の
弟
モ
リ
ッ
ツ
が
レ
ヴ
ィ
家
の
家
系
に
生
き
残
り
、
マ
リ
オ

ッ
ト
の
孫
娘
と
出
会
う
と
い
う
巻
も
含
ま
れ
て
い
た
が
、
結
局
あ
き
ら
め
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
っ

た
。 

補
遺 

一
．「
私
の
人
生
で
最
大
の
後
悔
の
一
つ
」 

ダ
ヤ
人
の
面
で
あ
る
。
す
で
に
『
緑
バ
ナ
ナ
入
り
豚
肉
料
理
』
の
中
で
、
彼
は
読
者
に
手
が
か
り
を

与
え
て
い
た
が
、
誰
も
そ
れ
を
見
つ
け
な
か
っ
た
。
こ
の
無
理
解
の
た
め
に
、
作
品
を
発
表
す
る
こ

と
を
拒
否
す
る
気
持
ち
が
い
っ
そ
う
強
ま
っ
て
し
ま
っ
た･

･
･

し
か
し
彼
は
書
く
こ
と
を
拒
否
し
て

い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。 

エ
ル
ニ
ー
・
レ
ヴ
ィ
の
生
み
の
親
が
、
棺
を
も
た
ず
、
地
上
を
渡
る
生
の
果
て
に
、
た
だ
本
と
、

彼
を
悼
む
近
親
者
と
友
人
し
か
残
さ
な
い
こ
と
を
選
ん
だ
の
は
、
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
し
か

し
、
彼
が
未
刊
の
草
稿
を
破
棄
せ
ず
、
い
く
つ
か
の
も
の
が
今
後
公
刊
さ
れ
る
に
違
い
な
い
の
で
あ

れ
ば
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
＝
バ
ル
ト
は
た
っ
た
一
作
の
人
で
は
な
く
、
前
世
紀
最
大
の
作
家
の
一
人
で

あ
り
、
シ
ョ
ア
ー
文
学
と
普
遍
文
学
の
先
駆
者
の
一
人
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

   

ユ
ダ
ヤ
人
は
、
他
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
や
困
難
の
中
に
あ
る
集
団
と
同
じ
よ
う
に

―
自
分
た
ち

の
生
存
の
た
め
の
戦
い
を
通
し
て

―
す
べ
て
の
人
間
の
た
め
に
正
義
を
欲
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
正
義
の
た
め
の
彼
ら
の
闘
争
が
、
自
分
の
所
属
集
団
を
除
く
ほ
か
の
す
べ
て

の
集
団
の
幸
福
の
た
め
だ
け
に
な
さ
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
こ
と
は
世
界
の
歴
史
の

中
で
決
し
て
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
五
十
年
前
か
ら
ユ
ダ
ヤ
人
革
命
家
に
求
め

ら
れ
て
き
た
の
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
こ
と
な
の
で
す
。
自
分
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
、
自
分
の
血

管
を
切
る
こ
と
、
し
か
し
毎
回
い
つ
で
も
不
測
の
攻
撃
者
の
側
に
就
く
こ
と
。
イ
ス
ラ
エ
ル
に

対
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
進
歩
派
の
態
度
は
ユ
ダ
ヤ
民
族
史
上
の
恥
で
あ
り
、
苦
し
み
で
す
。
私
の
人
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一
九
六
七
年
二
月
、
『
ア
ル
シ
ュ
』
は
、
ア
ン
ド
レ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
＝
バ
ル
ト
と
そ
の
妻
シ
モ

ー
ヌ
の
写
真
を
第
一
二
〇
号
の
表
紙
に
掲
げ
て
い
る
。
そ
の
号
の
中
に
は
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
＝
バ
ル
ト

夫
妻
の
長
い
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
が
掲
載
さ
れ
、
『
ア
ル
シ
ュ
』
編
集
長
ミ
シ
ェ
ル
・
サ
ロ
モ
ン
は
論
説

に
お
い
て
次
の
よ
う
な
言
葉
で
紹
介
し
て
い
る
。
「
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
で
ア
ン
ド
レ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
＝

バ
ル
ト
夫
妻
と
私
が
過
ご
し
た
時
間
は
、
私
の
生
涯
の
中
で
大
切
な
も
の
に
な
ろ
う
。
人
種
差
別

―
我
々
の
時
代
の
、
今
な
お
非
常
に
激
し
い
こ
の
病
気

―
に
挑
戦
す
る
生
活
と
作
品
を
築
こ
う
と

す
る
、
こ
の
静
か
で
熱
情
の
あ
る
夫
妻
に
は
、
深
く
人
の
心
を
動
か
す
も
の
が
あ
る
。
」 

 

二
．「
ユ
ダ
ヤ
人
と
ア
ン
チ
ル
人

―
相
互
発
見
」 

以
下
が
、
ア
ン
ド
レ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
＝
バ
ル
ト
夫
妻
が
交
錯
す
る
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
の
抜
粋
で
あ

る
。 

  

 

ア
ン
ド
レ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
＝
バ
ル
ト 

五
〇
年
、
五
一
年
の
頃
か
ら
、
私
は
ア
ン
チ
ル
人
と
、

浅
い
と
は
言
え
な
い
付
き
合
い
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
初
め
は
一
つ
の
出
会
い
に
発
す

る
友
情
で
し
た
。
し
か
し
私
に
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
や
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
友
人
も
あ
り
、
た
だ

こ
う
し
た
出
会
い
は
個
人
的
な
も
の
に
留
ま
り
、
私
の
前
に
い
る
そ
の
個
人
の
枠
を
超
え
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
ア
ン
チ
ル
人
と
は
最
初
の
出
会
い
か
ら
、
何
か
違

っ
た
こ
と
が
起
こ
り
ま
し
た
。
そ
の
個
人
へ
の
共
感
を
超
え
て
、
そ
の
人
が
出
て
来
た
世
界
や
、

私
が
コ
ン
タ
ク
ト
を
持
っ
て
い
る
友
人
た
ち
が
代
表
し
て
い
る
人
間
の
歴
史
全
体
に
、
す
ぐ
に

引
か
れ
た
の
で
す
。
［･

･
･

］ 

シ
モ
ー
ヌ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
＝
バ
ル
ト 

私
は
最
初
ア
ン
チ
ル
で
は
、
実
際
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
ど

う
い
う
も
の
な
の
か
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
と
い
う
の
は
非
常
に
隔
た
っ
た
時
代
に

存
在
し
た
聖
書
の
民
だ
と
思
っ
て
い
て
、
今
日
な
お
ユ
ダ
ヤ
人
が
い
る
と
は
考
え
て
も
い
ま
せ

ん
で
し
た
。
パ
リ
の
ジ
ュ
ー
ル
＝
フ
ェ
リ
ー
高
校
で
私
は
哲
学
を
勉
強
し
ま
し
た
が
、
そ
こ
で

ユ
ダ
ヤ
人
の
少
女
に
出
会
い
ま
し
た
。
彼
女
が
そ
の
時
期
私
の
た
っ
た
一
人
の
友
達
で
し
た
。

私
た
ち
は
す
ぐ
に
共
通
点
を
認
め
、
彼
女
は
家
族
が
強
制
収
容
所
に
送
ら
れ
た
こ
と
を
私
に
話

し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
一
つ
の
大
き
な
地
平
を
私
に
開
い
て
く
れ
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、

以
前
私
は
黒
人
だ
け
が
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
で
あ
り
、
最
悪
の
こ
と
を
代
表
し
て
い
る
と
思
っ
て

い
た
か
ら
で
す
。
白
人
で
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
が
劣
等
な
人
間
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
［･

･
･

］ 

正
確
な
相
関
関
係
を
打
ち
た
て
よ
う
と
す
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
た
ち
の
経
験
と

同
じ
よ
う
な
も
の
だ
と
言
い
う
る
経
験
を
そ
の
肩
に
の
せ
て
い
て
、
そ
の
苦
し
み
が
今
日
で
も

な
お
彼
ら
を
形
作
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
人
々
の
前
に
い
た
時
、
私
は
、
非
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
し

て
以
前
は
決
し
て
感
じ
た
こ
と
の
な
い
友
愛
の
感
情
を
抱
い
た
の
で
す
。 

生
で
最
大
の
後
悔
の
一
つ
、
そ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
た
め
に
ド
イ
ツ
に
抗
し
て
戦
う
こ
と
が
で

き
た
の
に
、
ま
さ
し
く
一
九
四
七
年
、
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
い
わ
ゆ
る
真
の
解
決
の
名
に
お
い
て

社
会
主
義
の
中
に
留
ま
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
戦
闘
員
の
間
に
自
分
の
場
所
を
占
め
な
か
っ
た
こ

と
で
す
。
明
ら
か
に
私
は
反
対
陣
営
に
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

私
は
人
間
が
、
白
人
で
あ
れ
黒
人
で
あ
れ
他
の
人
間
を
屈
従
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、

そ
れ
は
人
間
の
本
性
の
中
に
あ
り
、
唯
一
黒
人
だ
け
が
あ
る
種
の
敵
意
の
犠
牲
者
と
な
っ
て
き

た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
理
解
し
ま
し
た
。 
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訳
注 

原
注 

（
九
）
ド
ラ
ン
シ
ー
は
、
パ
リ
の
郊
外
に
あ
っ
た
強
制
収
容
所
。
こ
こ
か
ら
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
へ

と
貨
車
で
送
ら
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
待
合
室
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と

（
八
）FSJU

は
、
統
一
ユ
ダ
ヤ
社
会
基
金
（Fonds Social Juif U

nifié

）
の
略
称
で
あ
る
。
「
ア
ル

シ
ュ
」
は
、
ト
ー
ラ
ー
（
『
聖
書
』
の
最
初
の
五
書
）
の
巻
物
が
納
め
ら
れ
て
い
る
櫃
。 

（
七
）
黒
人
と
白
人
の
混
血
。 

（
六
）
「
エ
リ
」
は
、
『
聖
書
』
「
列
王
記
」
上
・
下
で
語
ら
れ
る
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
の
預
言
者
エ
リ

ヤ
の
フ
ラ
ン
ス
語
名
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
人
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
同
化
志
向
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
つ

け
る
「
ア
ン
ド
レ
」
や
「
ジ
ャ
ッ
ク
」
、「
ベ
ル
ナ
ー
ル
」
と
い
っ
た
名
前
に
対
し
、「
エ
リ
」

は
、
ユ
ダ
ヤ
人
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
を
明
確
に
し
た
い
ユ
ダ
ヤ
人
が
し
ば
し
ば
子
供
に
与
え
る
名

前
の
一
つ
で
あ
る
。 

（
五
）
ジ
ャ
ッ
ク
は
、
一
九
六
二
年
グ
ヮ
ド
ル
ー
プ
の
ア
ビ
ム
に
生
ま
れ
た
。
Ｃ
Ｄ
『
ソ
ネ
・
カ
・

ラ
』
が
発
表
さ
れ
て
後
、
フ
ラ
ン
ス
の
代
表
的
な
週
刊
誌
『
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
・
オ
プ
セ
ル
ヴ
ァ

ト
ゥ
ー
ル
』
は
紹
介
記
事
を
掲
載
し
、
そ
の
冒
頭
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
ず
っ
と
以

前
か
ら
彼
の
名
前
は
ジ
ャ
ズ
や
ア
メ
リ
カ
・
ソ
ウ
ル
の
大
物
た
ち
の
レ
コ
ー
ド
・
ジ
ャ
ケ
ッ

ト
に
書
か
れ
て
い
て
、
訝
し
く
思
っ
て
き
た
人
々
も
あ
っ
た
。
こ
の
サ
ク
ソ
フ
ォ
ー
ン
奏
者

ジ
ャ
ッ
ク
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
＝
バ
ル
ト
は
、
あ
の
二
人
の
作
家
、
一
人
は
両
親
が
ア
ウ
シ
ュ

ヴ
ィ
ッ
ツ
で
死
ん
だ
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
り
、『
最
後
の
正
し
き
人
』（
一
九
五
九
年
の
ゴ
ン
ク
ー

ル
賞
）
の
著
者
で
あ
る
ア
ン
ド
レ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
＝
バ
ル
ト
、
も
う
一
人
は
そ
の
妻
で
、

グ
ヮ
ド
ル
ー
プ
の
黒
人
で
あ
り
、
『
雨
と
風
の
中
の
テ
リ
ュ
メ
・
ミ
ラ
ー
ク
ル
』
の
作
者
で

あ
る
シ
モ
ー
ヌ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
＝
バ
ル
ト
、
と
何
か
つ
な
が
り
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
。

そ
う
、
彼
は
こ
の
二
人
の
息
子
で
あ
る
。
」（Le N

ouvel O
bservateur, 7-13 septem

bre 2006, 
p. 66.

） 

（
四
）
一
九
四
七
年
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。 

（
三
）
戦
後
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
逃
げ
延
び
て
い
た
ア
ド
ル
フ
・
ア
イ
ヒ
マ
ン
が
逮
捕
さ
れ
、
イ
ス
ラ

エ
ル
で
裁
判
が
始
ま
っ
た
の
は
一
九
六
一
年
で
あ
る
。 

（
二
）
ユ
ダ
ヤ
暦
に
お
い
て
新
年
の
十
日
目
に
あ
た
る
贖
罪
の
日
で
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
と
っ
て
は
断

食
と
祈
り
で
過
ご
す
最
も
厳
守
な
日
で
あ
る
。
今
年
五
七
六
七
年
の
元
日
は
、
キ
リ
ス
ト
暦

二
〇
〇
六
年
九
月
二
三
日
で
あ
っ
た
。 

（
一
）
こ
こ
に
訳
出
し
た
の
は
、Francine K

aufm
ann, «A

ndré Schw
arz-B

art, le Juif de nulle 
part», L’Arche, n° 583, novem

bre 2006, pp. 84-89

の
全
文
で
あ
る
。
『
ア
ル
シ
ュ
』
は
フ

ラ
ン
ス
の
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
の
代
表
的
な
月
刊
雑
誌
で
あ
る
。
翻
訳
を
掲
載
す
る
こ
と
を
快
く

許
可
し
て
く
れ
た
『
ア
ル
シ
ュ
』
の
編
集
長
メ
イ
ー
ル
・
ヴ
ァ
ン
ト
ラ
テ
ー
ル
氏
と
著
者
フ

ラ
ン
シ
ー
ヌ
・
コ
フ
マ
ン
氏
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。
Ｆ
・
コ
フ
マ
ン
氏
は
、
一
九
四
七

年
パ
リ
の
生
ま
れ
。
一
九
七
四
年
イ
ス
ラ
エ
ル
に
移
住
。
現
在
、
バ
ル
イ
ラ
ン
大
学
教
授
。

ア
ン
ド
レ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
＝
バ
ル
ト
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
。 

（
１)

 A
ndré Schw

arz-B
art, Revue du FSJU

, décem
bre 1956, et L’Express, 10 décem

bre 
1959. 

（
２)

 A
rnold M

andel, L’Arche, n° 32-33, août-septem
bre 1959. 
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一
．
ア
ン
ド
レ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
＝
バ
ル
ト
の
作
品 

も
あ
る
。『
最
後
の
正
し
き
人
』
の
主
人
公
エ
ル
ニ
ー･

レ
ヴ
ィ
も
こ
の
収
容
所
か
ら
絶
滅
収

容
所
へ
と
移
送
さ
れ
て
い
る
。 

（
一
〇
）
ラ
ビ
に
よ
る
聖
書
の
解
釈
。
そ
の
目
的
は
、
様
々
な
法
的
問
題
を
説
明
し
た
り
、
物
語
、

寓
話
、
伝
説
な
ど
多
様
な
文
学
ジ
ャ
ン
ル
を
駆
使
し
て
精
神
的
な
教
え
を
も
た
ら
し
た
り
す

る
こ
と
に
あ
る
。 

（
一
一
）
一
八
世
紀
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
い
て
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ベ
ン
・
エ
リ
エ
ゼ
ル
が
創
始
し
、
東

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
衆
の
間
に
広
ま
っ
た
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
敬
虔
主
義
的
な
運
動
。
律
法
の
知
識

や
実
践
よ
り
も
、
神
へ
の
喜
び
に
満
ち
た
帰
依
を
重
視
し
た
。 

（
一
二
）
パ
リ
に
あ
る
図
書
館
。 

（
一
三
）
ハ
シ
デ
ィ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
共
同
体
の
世
襲
の
首
長
で
あ
り
、
超
自
然
的
な
力
を
賦
与

さ
れ
て
、
神
と
信
者
を
仲
介
す
る
。 

（
一
四
）
『
聖
書
』
に
次
ぐ
ユ
ダ
ヤ
教
の
主
要
著
作
。
口
伝
律
法
を
集
成
し
た
ミ
シ
ュ
ナ
ー
と
、
そ

の
注
解
で
あ
る
ゲ
マ
ラ
か
ら
成
る
。 

（
一
五
）
本
名
は
、
ヘ
ン
ル
イ
ッ
ク
・
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
。
一
八
七
八
年
ワ
ル
シ
ャ
ワ
に
生
ま

れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
。
医
者
で
あ
り
、
ま
た
孤
児
院
を
設
立
す
る
な
ど
教
育
者
と
し
て
も
活
躍
し

た
。
一
九
四
二
年
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ･

ゲ
ッ
ト
ー
か
ら
施
設
の
子
供
た
ち
と
と
も
に
ト
レ
ブ
リ

ン
カ
収
容
所
に
送
ら
れ
、
殺
害
さ
れ
た
。 

（
一
六
）
ハ
シ
デ
ィ
ズ
ム
伝
統
の
伝
説
の
一
つ
。
ユ
ダ
ヤ
人
が
迫
害
さ
れ
た
り
苦
し
ん
だ
り
す
る
た

び
に
、
神
の
両
眼
か
ら
涙
が
流
れ
、
深
い
杯
に
集
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
杯
が
満
た
さ
れ

る
と
き
、
神
は
メ
シ
ア
を
到
来
さ
せ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
（cf. S.S.Frug, «La coupe», 

in Edm
ond Fleg, Anthologie juive, Flam

m
arion, 1951, p. 394.

）
。 

（
一
七
）
シ
ョ
ア
ー
に
つ
い
て
の
研
究
機
関
で
も
あ
る
ヤ
ド
・
ヴ
ァ
シ
ェ
ム
学
院
の
こ
と
。
い
く
つ

も
の
部
門
を
含
み
、
後
出
の
「
二
〇
〇
五
年
に
開
館
し
た
新
し
い
記
念
館
」
も
そ
の
一
部
を

成
し
、
英
語
で
は«The N

ew
 H

olocaust H
istory M

useum
»

と
呼
ば
れ
る
施
設
で
あ
る
。 

（
一
八
）
「
カ
デ
ィ
シ
ュ
」
は
、
神
の
栄
光
を
賛
美
す
る
ユ
ダ
ヤ
教
の
祈
り
で
あ
る
。
信
仰
告
白
で

あ
る
シ
ェ
マ
ー
（Shem

a

）
に
つ
い
で
ユ
ダ
ヤ
人
が
最
も
よ
く
知
り
、
最
も
よ
く
唱
え
る
祈

り
で
あ
る
。
数
種
類
あ
り
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
宗
教
生
活
に
お
い
て
は
、
服
喪
の
カ
デ
ィ
シ
ュ

が
と
て
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。
喪
に
服
す
る
子
供
が
カ
デ
ィ
シ
ュ
を
唱
え
る
こ
と
は
、

子
供
が
親
の
記
憶
に
敬
意
を
捧
げ
る
最
も
響
き
渡
る
や
り
方
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
（cf. 

Lazare Landau «La prière juive du K
addish», L’Arche, n° 581, septem

bre 2006, p. 
12.

）
ア
ン
ド
レ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
＝
バ
ル
ト
が
『
最
後
の
正
し
き
人
』
の
最
終
頁
に
置
い
た

カ
デ
ィ
シ
ュ
は
彼
の
創
作
で
あ
り
、
「
永
遠
な
る
神
、
讃
え
ら
れ
よ
」
と
い
う
祈
り
が
、
絶

滅
収
容
所
の
名
前
で
分
断
さ
れ
て
い
る
。 
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