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ミ
ッ
テ
ル
・
オ
イ
ロ
ー
パ
と
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
？
　
　（
一
）

水
　
田
　
恭
　
平
　

１
．「
ド
イ
ツ
の
読
者
へ
」

　

ジ
ョ
ー
ジ
・
ス
タ
イ
ナ
ー
の
『
言
語
と
沈
黙
』
の
ド
イ
ツ
語
版
が
一
九
七
三
年
に
出
版
さ
れ
る
と
き
、
ス
タ
イ
ナ
ー
は
ド
イ
ツ
の
読
者

に
向
け
た
特
別
な
序
文
を
書
い
て
い
る
。「
ド
イ
ツ
の
読
者
へ
」
と
題
さ
れ
た
そ
の
序
文
は
次
の
よ
う
な
導
入
部
と
と
も
に
始
ま
る
。

　
＊
「 

こ
の
本
の
ド
イ
ツ
で
の
出
版
は
私
に
と
っ
て
複
雑
な
出
来
事
で
す
。『
言
語
と
沈
黙
』
は
幾
つ
か
の
言
語
で
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。

ハ
ン
ガ
リ
ー
語
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
、
そ
し
て
日
本
語
で
す
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
ド
イ
ツ
語
版
の
刊
行
は
し
か
し
、
そ
れ
自
体

ひ
と
つ
の
出
来
事
で
す
」⑴ 

。

　

い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
語
版
の
刊
行
が
「
複
雑
な
出
来
事
」
で
あ
り
「
ひ
と
つ
の
出
来
事
」　

で
あ
る
の
か
。
そ
れ
を
特

に
ド
イ
ツ
で
の
読
者
に
向
け
て
説
明
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
、
不
可
欠
な
こ
と
、
特
別
な
こ
と
と
し
て
ス
タ
イ
ナ
ー
に
は
意
識
さ
れ
て
い
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る
。
ド
イ
ツ
語
版
『
言
語
と
沈
黙
』
の
こ
の
序
文
を
一
九
七
〇
年
代
末
に
は
じ
め
て
読
ん
だ
時
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
よ
う
な
「
断
り
」
を
入

れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
強
い
印
象
を
与
え
ら
れ
た
。
最
近
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
い
く
つ
か
の
文
章
を
読
む
機
会
に
、
何
故
か
そ
れ

を
思
い
出
し
、
読
み
返
し
て
み
た
。

　

由
良
君
美
た
ち
に
よ
っ
て
日
本
語
へ
の
翻
訳
は
一
九
六
〇
年
代
末
に
な
さ
れ
、
出
版
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
当
然
ド
イ
ツ
人
読
者
に
宛
て

た
こ
の
序
文
の
翻
訳
は
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
「
日
本
の
読
者
へ
」
と
い
う
序
文
の
翻
訳
が
あ
る
。
そ
れ
を
読
む
と
、『
言
語
と
沈
黙
』

本
文
が
扱
う
諸
問
題
、
特
に
「
文
明
と
野
蛮
と
の
関
係
」
へ
の
告
発
と
い
う
主
題
の
提
示
が
簡
潔
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
序
文
「
ド

イ
ツ
の
読
者
へ
」
が
孕
ん
で
い
た
も
の
と
重
な
る
。
で
は
、『
言
語
と
沈
黙
』
ド
イ
ツ
語
版
が
、
日
本
語
や
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
や
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
語
へ
の
翻
訳
と
異
な
る
独
自
の
性
格
を
ス
タ
イ
ナ
ー
自
身
に
持
つ
意
味
と
は
何
な
の
か
。
そ
れ
を
「
ド
イ
ツ
の
読
者
」
と
い
う
序
文

は
ど
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
の
か
。『
言
語
と
沈
黙
』出
版
か
ら
約
半
世
紀
の
時
間
の
経
過
を
経
て
い
る
。
現
在
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は（
も
）、

様
々
な
困
難
な
問
題
に
遭
遇
し
て
い
る
が
、
そ
の
問
題
と
の
関
連
に
お
い
て
、
こ
の
序
文
と
本
文
が
描
き
出
す
主
題
は
、
こ
の
約
半
世
紀

の
時
間
を
経
て
今
な
お
何
か
有
効
性
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
を
有
し
て
い
る
の
か
。
つ
ま
り
残
念
な
が
ら
今
な
お
こ
の
主
題
は
わ
れ
わ
れ

に
有
意
味
な
も
の
で
あ
り
続
け
て
い
る
の
か
。
こ
の
問
い
を
一
つ
の
き
っ
か
け
と
し
て
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
を
始
め
と
す
る
、
同
じ

中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
出
自
に
持
つ
人
々
の
仕
事
を
、
現
在
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
遭
遇
し
て
い
る
こ
と
と
の
関
連
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
へ
と

つ
な
げ
て
い
け
れ
ば
、
と
い
う
思
い
で
こ
の
文
章
を
書
き
は
じ
め
て
い
る
。

　

ス
タ
イ
ナ
ー
は
冒
頭
に
引
用
し
た
導
入
部
の
後
、
以
下
の
よ
う
に
自
己
の
経
歴
を
語
る
。　

＊
「
私
の
父
は
プ
ラ
ハ
の
北
に
あ
る
小
さ
な
村
の
出
で
す
。
彼
は
若
い
時
に
ウ
ィ
ー
ン
に
出
て
、
そ
れ
か
ら
パ
リ
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
キ

ャ
リ
ア
を
積
み
ま
し
た
。
こ
の
遍
歴
、
私
的
な
こ
と
と
世
界
危
機
と
の
絡
ま
り
、
そ
れ
は
彼
の
個
的
な
実
存
と
い
う
も
の
を
混
乱
に
満
ち
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た
我
々
の
世
紀
に
典
型
的
な
も
の
と
し
て
く
れ
ま
す
。
彼
は
旅
の
途
上
死
に
ま
し
た
。
私
の
母
は
ウ
ィ
ー
ン
っ
子
で
す
。
そ
の
祖
先
は
東

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
っ
た
り
、
ア
ル
ザ
ス
出
身
だ
っ
た
り
し
ま
す
。
だ
か
ら
文
化
の
多
様
性
、
そ
し
て
言
語
的
な
多
様
性
は
彼
女
の
本
質
そ

の
も
の
を
規
定
し
て
い
ま
し
た
。
私
は
パ
リ
に
生
ま
れ
、
そ
こ
で
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
に
通
い
ま
し
た
。
戦
争
中
に
移
住
し
た
ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
学
校
、
リ
セ
に
通
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
当
時
亡
命
先
と
い
う
こ
と
で
と
て
も
優
れ
た
教
師
た
ち
が
い

た
の
で
す
。
私
は
大
学
教
育
を
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
終
え
る
と
、
そ
の
後
の
何
年
か
を
殆
ど
イ
ギ
リ
ス
で
過
ご
し
ま
し
た
」。

　　

な
ぜ
ス
タ
イ
ナ
ー
は
自
己
の
経
歴
の
前
に
、
両
親
に
つ
い
て
語
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
れ
は
、
彼
と
両

親
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
も
の
と
、
か
つ
、
両
親
と
の
間
に
走
る
亀
裂
、
そ
れ
を
前
提
に
し
た
自
己
が
あ
る
か
ら
だ
。

　

父
が
プ
ラ
ハ
近
郊
の
出
で
あ
り
、
母
が
ウ
ィ
ー
ン
出
身
で
あ
る
こ
と
は
、
両
親
が
典
型
的
な
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
ミ
ッ
テ
ル
・
オ
イ
ロ

ー
パM

itteleuropa

）
出
身
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ス
タ
イ
ナ
ー
自
身
は
パ
リ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
と
い
う
場
が
示
す
よ
う
に
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
育
ち
、
教
育
を
受
け
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
は
何

よ
り
も
両
親
と
の
関
係
を
語
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
の
特
別
な
序
文
を
始
め
て
い
る
。
そ
れ
は
何
故
な
の
か
。
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
西
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
と
の
間
で
何
が
生
じ
て
い
る
の
か
。

＊
「
私
は
フ
ラ
ン
ス
で
成
人
に
な
り
、
学
校
で
は
英
語
の
教
育
を
受
け
て
き
た
と
は
い
え
（
私
の
父
は
英
語
に
将
来
性
を
予
感
し
て
い
た

の
で
す
）、
私
の
知
的
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
、
そ
し
て
私
の
感
受
性
と
い
う
も
の
は
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
も
の
そ
の
も
の
で
し
た
。

父
が
私
に
伝
え
よ
う
と
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
、
彼
が
精
神
的
に
身
に
付
け
て
い
た
も
の
、
知
的
な
、
そ
し
て
精
神
的
な
価
値
観
は
、
レ

ッ
シ
ン
グ
か
ら
フ
ロ
イ
ト
に
至
る
流
れ
に
特
有
の
人
文
主
義
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
ギ
リ
シ
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ャ
精
神
、
啓
蒙
思
想
が
打
ち
出
す
合
理
主
義
、
そ
こ
に
己
が
根
っ
子
を
持
つ
人
文
主
義
で
あ
り
、
ゲ
ー
テ
の
な
か
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
精
神

の
マ
イ
ス
タ
ー
を
、
そ
し
て
ハ
イ
ネ
の
な
か
に
宿
な
し
者
の
特
別
な
天
才
を
見
出
す
よ
う
な
人
文
主
義
な
の
で
す
。
イ
プ
セ
ン
、
ゾ
ラ
か

ら
ト
ル
ス
ト
イ
に
至
る
人
々
に
明
確
に
存
在
す
る
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
の
流
れ
を
受
け
と
め
、
し
か
も
ワ
ー
グ
ナ
ー
へ
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン

ト
な
関
係
を
も
展
開
さ
せ
る
伝
統
と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
」。

　

ス
タ
イ
ナ
ー
は
こ
こ
で
、
自
身
が
両
親
か
ら
引
き
継
い
だ
も
の
を
「
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
人
文
主
義der m

itteleuropäische 

H
um

anism
us

」
と
総
括
し
て
い
る
。
つ
ま
り
父
が
彼
に
伝
え
よ
う
と
し
、
彼
が
そ
れ
と
し
て
受
け
止
め
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
両
親
、
と
り
わ
け
父
の
こ
と
か
ら
語
り
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
彼
を
し
て
思
わ
せ
た
。

　

こ
の
「
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
人
文
主
義
」
と
は
一
体
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。
そ
れ
は
、
先
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ャ
精

神
、
啓
蒙
思
想
、
合
理
主
義
等
々
が
十
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
の
何
人
か
の
天
才
の
な
か
に
体
現
さ
れ
た
も
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ
は
代

表
的
都
市
や
そ
こ
に
活
躍
し
た
人
々
の
名
前
に
よ
っ
て
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。「
こ
の
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
人
文
主
義
は
、
マ
ル
ク

ス
、
フ
ロ
イ
ト
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
、
カ
フ
カ
、
そ
し
て
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
と
い
う
名
前
と
共
に
、
ベ
ル
リ

ン
、
ウ
ィ
ー
ン
、
プ
ラ
ハ
、
ブ
タ
ペ
ス
ト
と
い
う
都
市
と
も
関
係
し
て
、
現
代
的
な
精
神
の
形
式
、
精
神
的
な
構
え
と
い
う
も
の
を
形
作

っ
て
き
た
の
で
す
」。
こ
れ
ら
の
人
名
と
都
市
名
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
ス
タ
イ
ナ
ー
に
と
っ
て
「
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
が
問
題
と
な

る
の
は
、
何
よ
り
も
そ
こ
が
ド
イ
ツ
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
稀
に
見
る
共
同
作
業
の
場
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
「
あ
る
時

は
調
和
に
満
ち
た
、
あ
る
時
は
緊
張
し
た
、
ド
イ
ツ
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
合
同
作
業 K

ongruenz

」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
的
人
文
主
義
と
言
わ
れ
る
も
の
が
ユ
ダ
ヤ
的
な
要
素
を
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
そ
の
中
に
含
み
持
っ
て
い
た
、
そ
れ
が
父
親
経
由
で
彼
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に
引
き
継
が
れ
て
い
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
ス
タ
イ
ナ
ー
が
「
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
地
域
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
も
言
わ
れ

て
い
て
、
歴
史
的
に
は
明
ら
か
に
か
つ
て
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
拡
が
り
と
重
な
る
。
た
だ
し
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
と
言
っ
て
も
、
歴
史
的

に
そ
の
拡
が
り
は
大
き
く
も
な
り
、
ま
た
縮
小
も
し
て
き
た
か
ら
、「
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
が
ぴ
っ
た
り
と
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
と
重
な
る

わ
け
で
も
な
い
。
ま
た
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
解
体
後
の
ド
イ
ツ
帝
国
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
二
重
帝
国
の
版
図
の
拡
が
り
、
さ
ら

に
は
そ
の
周
辺
部
と
、
曖
昧
さ
を
持
つ
。
そ
こ
に
含
ま
れ
る
都
市
群
も
ス
タ
イ
ナ
ー
の
挙
げ
る
都
市
名
に
ク
ラ
ク
フ
や
他
の
都
市
を
加
え

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

エ
リ
ア
ス
・
カ
ネ
ッ
テ
ィ
は
自
伝
三
部
作
の
第
一
作
『
救
わ
れ
た
舌
』
を
、
ド
ナ
ウ
川
下
流
の
港
町
ル
ス
チ
ュ
ク
で
の
幼
年
時
代
に
つ

い
て
書
く
こ
と
か
ら
始
め
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
ル
ス
チ
ュ
ク
か
ら
ド
ナ
ウ
川
を
遡
り
、
ウ
ィ
ー
ン
に
行
く
人
が
い
れ
ば
、「
彼
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
行
く
」
と
言
い
、
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ト
ル
コ
帝
国
の
命
運
が
尽
き
た
そ
こ
（
ウ
ィ
ー
ン
）
か
ら
始
ま
る
の
だ
、
と
い
う
記

述
が
あ
る
⑵ 

。 

こ
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
は
正
確
に
は
明
ら
か
に
今
ス
タ
イ
ナ
ー
の
言
う
「
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
こ
れ
ら
ベ
ル
リ
ン
、
ウ
ィ
ー
ン
、
プ
ラ
ハ
、
ブ
タ
ペ
ス
ト
・
・
・
・
・
・
と
い
う
都
市
名
が
示
し
て
い
る
こ
と
は
、「
中
央
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
的
人
文
主
義
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
明
ら
か
に
都
市
文
化
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
都
市
に
住
ん
で
い
る
ド
イ
ツ
人
と
ユ
ダ

ヤ
人
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
。

　
「
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
さ
ら
な
る
重
要
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
と
い
う
支
配
秩
序
と
深
く
関
連
す
る
こ
と
だ
が
、

共
通
語
と
し
て
の
ド
イ
ツ
語
が
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
地
域
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
も
ま
た
、
そ
の

『
暗
い
時
代
の
人
々
』
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
論
じ
た
章
で
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
や
カ
フ
カ
に
共
通
す
る
空
間
と
し
て
「
ド
イ
ツ
語
を
話
す
中
央
ヨ

ー
ロ
ッ
パdas deutschsprachige M

itteleuropa

」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い
る
⑶ 
。
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そ
の
よ
う
な
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
文
化
を
特
徴
づ
け
る
「
ド
イ
ツ
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
合
同
作
業
」
に
つ
い
て
、
以

下
の
文
は
記
し
て
い
る
。

　
＊
「
ユ
ダ
ヤ
人
が
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
文
化
に
、
知
的
、
芸
術
的
、
学
問
的
領
域
で
と
て
つ
も
な
く
大
き
な
貢
献
を
し
ま
し
た
。

ユ
ダ
ヤ
人
が
ま
さ
に
ド
イ
ツ
と
い
う
領
域
で
自
己
実
現
の
可
能
性
を
見
出
し
た
の
は
、
そ
れ
は
何
百
年
か
前
に
イ
ス
ラ
ム
下
の
ス
ペ
イ
ン

に
お
い
て
だ
け
提
供
さ
れ
た
こ
と
と
似
て
い
ま
す
が
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
ド
イ
ツ
と
い
う
国
自
体
が
長
い
悲
惨
な
分
割
の
時
代
の
後
で
、

よ
う
や
く
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
獲
得
し
た
こ
と
と
関
連
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
の
父
の
書
庫
に
は
―
こ
の
部
屋
は
私
に

と
っ
て
本
当
の
教
室
だ
っ
た
の
で
す
が
―
、
ス
ピ
ノ
ザ
や
ヘ
ル
ツ
ル
と
並
ん
で
、
レ
ッ
シ
ン
グ
、
ゲ
ー
テ
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ワ
ー
、
そ

し
て
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
人
間
性
を
高
ら
か
に
歌
う
声
と
し
て
並
ん
で
い
ま
し
た
。「M

ensch

メ
ン
シ
ュ（
人
間
）」

と
い
う
言
葉
が
す
で
に
私
に
と
っ
て
は
明
確
に
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
的
な
響
き
を
持
つ
言
葉
な
の
で
す
」。

　

ユ
ダ
ヤ
人
と
ド
イ
ツ
人
の
間
の
共
同
作
業
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
の
ど
こ
の
地
域
よ
り
も
、「
ド
イ
ツ
語
を
話
す
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」

に
お
い
て
こ
そ
、
実
を
結
ん
だ
（
正
確
に
は
、
イ
ス
ラ
ム
下
の
イ
ベ
リ
ア
半
島
も
そ
う
だ
っ
た
⑷ 

）。
こ
の
豊
か
な
果
実
を
し
か
し
、
ナ

チ
ズ
ム
と
そ
の
同
盟
物
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
が
一
挙
に
「
拷
問
の
苦
し
み
」
と
と
も
に
消
し
去
っ
た
。
ス
タ
イ
ナ
ー
は
、
ド
イ
ツ
人
と
ユ
ダ

ヤ
人
に
は
共
に
「
人
間
の
極
限
に
向
か
う
潜
在
能
力
」
が
備
わ
っ
て
い
て
、「
一
方
に
は
、
容
赦
な
い
残
酷
行
為
へ
の
潜
在
的
能
力
、
人

間
を
非
人
間
の
極
限
へ
ま
で
拡
大
さ
せ
る
意
思
の
力
。
他
方
に
は
耐
え
忍
ぶ
こ
と
へ
の
恐
る
べ
き
能
力
。
こ
の
二
つ
の
素
質
は
、
ま
る
で

拷
問
官
と
犠
牲
者
と
の
関
係
の
よ
う
に
、
解
き
難
く
絡
み
合
っ
て
い
ま
し
た
。
カ
フ
カ
の
『
流
刑
地
に
て
』
は
卑
猥
と
も
言
え
る
こ
の
絡
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み
の
偉
大
な
説
話
で
す
。
兄
弟
殺
し
の
場
合
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
ま
た
生
じ
た
こ
と
は
、
絶
望
的
な
均
衡
と
い
う
も
の
が
も
た
ら
し
た

も
の
で
し
た
」
と
言
う
。

　

そ
し
て
さ
ら
に
ス
タ
イ
ナ
ー
が
書
き
加
え
る
「
解
き
難
く
絡
み
合
う
」、
も
う
一
つ
の
「
逆
説
」
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ア
ド
ル
ノ
・
ホ

ル
ク
ハ
イ
マ
ー
が
「
啓
蒙
の
弁
証
法
」
と
呼
ん
だ
も
の
だ
。
ス
タ
イ
ナ
ー
が
こ
の
主
題
を
選
び
と
る
、
と
い
う
の
で
は
な
い
、
こ
の
主
題

が
彼
自
身
を
捉
え
て
離
さ
な
い
の
だ
。

＊
「
私
の
仕
事
の
す
べ
て
は
、
緊
急
の
問
い
を
め
ぐ
る
も
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
非
人
間
性
の
根
っ
子
は
、
高
度
の
文
明
の
根
っ
子
と
果

た
し
て
絡
み
合
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
も
の
で
す
。
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
は
ジ
ャ
ン
グ
ル
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ス

テ
ッ
プ
か
ら
生
じ
た
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
野
蛮
は
、
文
化
や
芸
術
、
普
遍
主
義
的
な
教
育
、
自
然
科
学
の
奇
跡
と
い
っ
た
も
の
の
中

心
に
い
る
現
代
の
人
間
に
襲
い
か
か
っ
た
の
で
す
。
最
も
美
し
い
美
術
館
や
図
書
館
、
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
、
と
い
っ
た
も
の
か
ら
わ
ず

か
数
キ
ロ
し
か
離
れ
て
い
な
い
ダ
ッ
ハ
ウ
（
＊
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
郊
外
の
強
制
収
容
所
）
で
は
、
空
気
が
汚
染
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
昼
間
に
拷

問
を
し
、
子
供
を
絞
首
刑
に
し
て
い
た
男
た
ち
が
、
夕
べ
に
は
リ
ル
ケ
を
読
み
、
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
を
聴
い
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
は
存
在

論
的
な
謎
で
あ
り
、
文
明
化
さ
れ
た
倦
怠
の
神
秘
で
あ
り
、
あ
る
い
は
悪
の
神
秘
で
す
。
そ
し
て
私
に
は
人
類
の
未
来
そ
の
も
の
に
疑
問

符
が
付
け
ら
れ
る
事
で
す
。
人
文
主
義
的
学
問
が
人
を
真
に
教
化
す
る
こ
と
に
何
も
寄
与
し
な
い
な
ら
ば
、
ま
た
バ
ッ
ハ
を
演
奏
す
る
同

じ
人
間
が
ヴ
ィ
リ
ニ
ュ
ス
の
ゲ
ッ
ト
ー
（
＊
バ
ル
ト
三
国
の
一
つ
、
リ
ト
ア
ニ
ア
の
首
都
で
、
ユ
ダ
ヤ
系
文
化
が
栄
え
た
。
ナ
チ
政
権
は

そ
の
ユ
ダ
ヤ
人
居
住
地
を
ゲ
ッ
ト
ー
へ
と
変
容
さ
せ
た
）
に
火
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
、
文
明
と
い
う
も
の
は
一
体
ど
こ
に
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
？
何
の
た
め
に
教
育
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
ま
た
何
の
た
め
に
読
書
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
？
古
典
的
な
人
文
主
義
自
体
に
、
そ
の
抽
象
性
と
美
的
価
値
判
断
へ
の
傾
向
に
そ
も
そ
も
激
し
い
拒
否
と
い
う
も
の
が
内
在
し
て
い
る
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と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
し
ょ
う
か
？
大
量
殺
戮
や
、
そ
う
い
う
ぞ
っ
と
す
る
も
の
へ
の
無
関
心
さ 　

 

そ
れ
が
ナ
チ
を
助
長
し
た

の
で
し
た
が 　

 

が
、
文
明
の
敵
で
あ
っ
た
り
否
定
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
そ
の
恐
ろ
し
い
、
し
か
し
自
然
な
共
犯
者
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
し
ょ
う
か
？
」

　
「
昼
間
に
拷
問
を
し
、
子
供
を
絞
首
刑
に
し
て
い
た
男
た
ち
が
、
夕
べ
に
は
リ
ル
ケ
を
読
み
、
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
を
聴
い
て
い
た
」
と
い

う
「
存
在
論
的
な
謎
」。
人
文
主
義
の
あ
れ
程
ま
で
の
成
果
が
何
故
あ
れ
程
ま
で
の
野
蛮
に
結
び
つ
く
の
か
。
し
か
し
、『
言
語
と
沈
黙
』

と
い
う
書
物
は
、
こ
の
問
い
に
直
接
答
え
る
と
い
う
よ
り
は
、
こ
の
問
い
を
よ
り
明
確
な
問
い
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
そ
の
た
め
に
、

「
ド
イ
ツ
語
と
い
う
言
語
の
内
面
性das innere Leben der deutschen Sprache

」
が
扱
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、「
言
語
は
人
間

の
振
る
舞
い
の
本
来
的
な
要
素
で
あ
る
が
、
そ
の
程
度
に
応
じ
て
、
人
間
性
の
極
限
的
な
危
機
の
痕
跡
が
言
語
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
か

ら
」
と
言
う
の
だ
。
つ
ま
り
、「
リ
ル
ケ
・
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
と
ダ
ッ
ハ
ウ
の
間
の
関
連
」（
＝
啓
蒙
の
弁
証
法
）
が
生
じ
た
の
が
他
で
も
な

く
ド
イ
ツ
で
あ
る
限
り
、『
言
語
と
沈
黙
』
と
い
う
書
物
は
ド
イ
ツ
語
の
内
面
を
探
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　

厄
介
な
こ
と
に
は
ド
イ
ツ
語
は
ス
タ
イ
ナ
ー
に
と
り
「
私
自
身
の
言
葉
で
も
あ
り
、
し
か
し
同
時
に
懲
戒
的
な
拒
絶
を
意
味
す
る
言

語
」
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
ド
イ
ツ
語
の
内
面
に
降
り
て
行
く
『
言
語
と
沈
黙
』
と
い
う
書
物
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
出
版
は
、「
何
に
も
勝

る
重
要
な
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
、
同
時
に
特
別
な
苦
痛
」
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
、
と
序
文
は
告
げ
る
。
こ
れ
は
も
は
や
書

物
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
る
序
文
と
い
う
枠
組
み
を
破
壊
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

２
．「
あ
る
意
味
で
の
生
き
残
り
」

２ 

・ 

１　
『
言
語
と
沈
黙
』
本
文
に
収
め
ら
れ
た
「
あ
る
意
味
で
の
生
き
残
り  　

 
エ
リ
・
ヴ
ィ
ー
ゼ
ル
に
」、
そ
し
て
「
あ
る
意
味
で
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の
生
き
残
り
・
補
遺
」
と
い
う
二
つ
の
文
書
は
、「
ド
イ
ツ
の
読
者
へ
」
が
訴
え
よ
う
と
し
た
こ
と
を
よ
り
詳
細
に
展
開
し
て
い
る
⑸ 

。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
特
に「
あ
る
意
味
で
の
生
き
残
り  　

 

エ
リ
・
ヴ
ィ
ー
ゼ
ル
に
」か
ら
幾
つ
か
の
論
点
を
取
り
出
し
、
後
に
ハ
ン
ナ
・

ア
ー
レ
ン
ト
の
「
パ
ー
リ
ア
」
と
い
う
主
張
と
比
較
し
検
討
を
す
る
た
め
の
準
備
と
し
て
お
き
た
い
。

　
「
あ
る
意
味
で
の
生
き
残
り  　

 

エ
リ
・
ヴ
ィ
ー
ゼ
ル
に
」
を
読
む
わ
れ
わ
れ
が
ま
ず
立
ち
あ
わ
さ
れ
る
の
は
、
ス
タ
イ
ナ
ー
の
語
り

方
の
「
屈
託
」
で
あ
る
。
ス
タ
イ
ナ
ー
は
た
ま
た
ま
「
そ
の
場
」
に
居
合
わ
せ
な
か
っ
た
、
し
か
し
そ
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
起
こ
っ
た
暗

い
出
来
事
」
は
、
彼
自
身
の
現
在
の
あ
り
か
た
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
言
う
。
彼
の
振
る
舞
い
方
が
、
今
親
し
く
し
て
い
る

人
た
ち
に
、「
ど
れ
ほ
ど
底
意
地
悪
く
、
わ
ざ
と
ら
し
い
も
の
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
」、
と
含
み
の
あ
る
留
保
を
つ
け
な
が
ら
。

　

そ
の
上
で
、
ス
タ
イ
ナ
ー
は
ど
の
よ
う
な
論
点
を
差
し
出
す
の
か
。「
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
か
ら
「
生
き
残
り
」
と
し
て
逃
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
こ
と
が
、
ス
タ
イ
ナ
ー
に
と
っ
て
も
問
題
と
な
る
。「
ス
タ
イ
ナ
ー
に
と
っ
て
も
」
と
い
う
の
は
、
彼
自
身
は
「
そ
こ
に
居
合

わ
せ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
」
か
ら
だ
。
彼
が
繰
り
返
し
語
る
よ
う
に
、
父
親
の
「
見
通
し
の
良
さ
」
の
お
か
げ
で
、
両
親
は
一
九
二
四
年

に
は
す
で
に
ウ
ィ
ー
ン
を
離
れ
パ
リ
に
行
き
、
そ
の
パ
リ
で
一
九
二
九
年
に
彼
は
誕
生
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
九
四
〇
年
に
は
一
家
は
パ

リ
を
も
離
れ
、
ア
メ
リ
カ
に
逃
れ
て
い
て
、
直
接
的
に
は
ナ
チ
ズ
ム
の
迫
害
を
ま
ぬ
か
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
は
自
ら
を
「
あ

る
意
味
で
の
生
き
残
り A

 K
ind of Survivor

」
と
規
定
す
る
。「
あ
る
意
味
で
の
」
と
い
う
付
加
語
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
が
問

題
と
な
る
。
父
親
世
代
の
人
た
ち
、
そ
れ
も
彼
の
父
親
の
よ
う
な
「
見
通
し
の
良
さ
」
を
持
た
な
か
っ
た
か
ら
、
あ
る
い
は
、
持
っ
て
い

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
身
に
ナ
チ
ズ
ム
の
暴
力
を
直
接
に
被
っ
て
し
ま
っ
た
人
た
ち
、
彼
ら
が
幸
運
に
も
そ
こ
か
ら
逃
れ
ら
れ
た
場

合
に
こ
そ
、「
生
き
残
り
」と
い
う
意
識
は
正
当
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ス
タ
イ
ナ
ー
は「
あ
る
意
味
で
の
」と
付
け
加
え
な
が
ら
、

「
生
き
残
り
」
と
自
己
規
定
す
る
。

　

そ
の
よ
う
な
彼
の
立
ち
位
置
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
も
の
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ユ
ダ
ヤ
系
の
人
々
と
の
差
異
に
言
及
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す
る
こ
と
に
よ
る
⑹ 

。
な
る
ほ
ど
ア
メ
リ
カ
に
も
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
傾
向
は
あ
る
。
そ
し
て
大
抵
の
ア
メ
リ
カ
の
ユ
ダ
ヤ
人
も
そ
れ
に
は

気
が
つ
い
て
い
る
、
し
か
し
、
そ
れ
は
「
穏
健
で
ひ
そ
や
か
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
く
だ
ろ
う
」
と
言
う
。
こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
の

ユ
ダ
ヤ
系
の
人
々
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
当
然
、
対
比
的
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
い
う
観
点
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
つ
ま
り
、
ス
タ
イ

ナ
ー
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
、
あ
る
い
は
、
シ
カ
ゴ
で
知
り
合
っ
た
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
系
の
人
が
か
つ
て
「
移
民
」
と
し
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

に
辿
り
つ
い
た
人
々
で
あ
っ
た
り
、
そ
の
子
孫
で
あ
る
の
と
対
照
的
に
、
彼
は
戦
争
下
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
「
あ
る
意
味
で
の
生
き
残

り
」
と
し
て
ア
メ
リ
カ
に
辿
り
つ
い
た
。
こ
の
自
己
認
識
が
彼
を
し
て
ア
メ
リ
カ
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
の
差
異
へ
と
押
し
出
し
て
い
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
同
じ
ユ
ダ
ヤ
系
で
も
正
統
派
あ
る
い
は
伝
統
的
ユ
ダ
ヤ
の
人
々
と
の
差
異
で
あ
る 

⑺ 

。
ス
タ
イ
ナ
ー
は
、
伝
統
的
ユ
ダ

ヤ
人
と
は
異
な
る
ユ
ダ
ヤ
系
中
産
階
級
の
人
々
の
役
割
に
大
き
な
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
。
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
進
行
し
た
「
同

化
」
の
も
と
、
世
俗
化
し
、
市
民
階
級
へ
と
浮
か
び
上
が
っ
た
ユ
ダ
ヤ
系
の
エ
リ
ー
ト
が
果
た
し
た
役
割
だ
。
彼
ら
は
多
く
、
伝
統
的
ユ

ダ
ヤ
教
の
教
え
か
ら
離
れ
て
い
き
、
そ
の
ユ
ダ
ヤ
的
感
性
は
「
感
覚
的
で
あ
り
同
時
に
抽
象
的
で
も
あ
る
想
像
力
の
力
」
へ
と
解
き
放
た

れ
、「
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
人
文
主
義
」
と
い
う
文
化
か
ら
多
く
の
果
実
を
得
た
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
大
き
な
貢
献
を
し
た
。「
中
産
階

級bourgeoisie

」
あ
る
い
は
「
中
産
階
級
のbourgeois
」
と
い
う
単
語
を
イ
タ
リ
ッ
ク
に
す
る
こ
と
で
、
ユ
ダ
ヤ
系
中
産
階
級
と
中
央

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
文
主
義
と
の
関
係
の
深
さ
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
の
関
係
の
深
さ
か
ら
は
じ
め
て
「
人
文
主
義
と
蛮
行
」「
文
明
と
野
蛮
」

の
逆
説
が
見
え
て
く
る
。
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
文
主
義
へ
の
貢
献
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
だ
か
ら
こ
そ
）
そ
こ
か
ら
受
け
た
徹
底
的
な

排
斥
・
抹
殺
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
『
言
語
と
沈
黙
』
全
体
が
明
確
に
述
べ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
分
析
の
背
後
に
は
明
ら

か
に
ス
タ
イ
ナ
ー
自
身
の
恵
ま
れ
た
出
自
へ
の
冷
静
な
眼
差
し
が
働
い
て
い
る
。

２ 

・ 

２　

さ
て
経
済
的
に
恵
ま
れ
た
ユ
ダ
ヤ
中
産
階
級
と
い
う
も
の
を
前
提
に
す
る
こ
と
が
さ
ら
に
も
う
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
「
言
語
」
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に
関
わ
る
。『
言
語
と
沈
黙
』
全
体
が
何
よ
り
も
こ
の
主
題
に
向
け
ら
れ
て
も
の
で
あ
る
し
、
日
本
語
版
へ
の
序
文
で
も
「
言
語
現
象
そ

の
も
の
こ
そ
、
考
え
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」、「
言
語
こ
そ
は
人
間
を
規
定
す
る
特
徴
で
あ
り
、
世
界
に
対
す
る
人
間
の
交
渉
は
、
そ
の

核
心
に
お
い
て
、
言
語
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
ス
タ
イ
ナ
ー
の
そ
の
後
の
仕
事
全
体

を
貫
く
も
の
が
す
で
に
こ
こ
に
予
告
さ
れ
て
い
る 

⑻ 

。

　

ス
タ
イ
ナ
ー
は
「
世
界
に
対
す
る
人
間
の
交
渉
」
の
例
と
し
て
し
ば
し
ば
、
日
常
に
お
け
る
具
体
的
な
言
語
体
験
に
言
及
す
る
。
彼
に

と
っ
て
言
語
が
意
味
す
る
も
の
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
具
体
的
に
話
し
、
読
み
、
書
く
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
日
本
語
版
序
文
に
お
け
る

「
日
本
文
学
に
た
い
す
る
わ
た
し
の
知
識
も
、
日
本
語
が
ま
る
で
分
ら
な
い
者
の
持
つ
、
貧
し
い
性
質
の
知
識
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
無
知

を
わ
た
し
は
恥
ず
か
し
く
思
う
。
い
つ
の
日
か
、
た
と
え
片
言
の
程
度
に
で
も
、
こ
の
無
知
を
改
め
た
い
と
願
っ
て
い
る
」
と
い
う
言
葉

は
、
そ
の
ま
ま
受
け
取
っ
た
方
が
い
い
。
序
文
の
最
後
に
も
、「
ま
た
わ
た
し
が
日
本
語
を
解
さ
な
い
と
い
う
障
壁
を
飛
び
こ
え
て
頂
か

ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
わ
た
し
は
、
本
書
に
た
い
す
る
反
響
を
期
し
て
待
つ
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
だ
ま
の
な
い
と
こ

ろ
、
い
か
な
る
声
も
消
え
去
る
ほ
か
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
念
を
押
し
て
い
る
。

　

言
語
へ
の
絶
対
的
な
信
頼
と
も
思
え
る
こ
の
態
度
に
は
し
か
し
当
然
と
て
も
深
い
翳
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。「
そ
の
地
へ
の
異
和
と
非

永
住
の
意
識
の
激
し
さ
が
言
語
の
な
か
に
ま
で
入
り
込
ん
で
い
る
」
と
い
う
意
識
か
ら
ス
タ
イ
ナ
ー
は
離
れ
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
そ
の
点

で
も
ア
メ
リ
カ
生
ま
れ
の
ア
メ
リ
カ
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
の
差
異
、
さ
ら
に
は
伝
統
的
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
の
差
異
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
か
ら
も
ス
タ
イ
ナ
ー
の
「
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
も
の
」
と
い
う
観
念
に
特
有
の
も
の
が
析
出
さ
れ
て
く
る
。

　

つ
ま
り
、
ハ
イ
ネ
の
ド
イ
ツ
語
に
も
、
カ
フ
カ
の
ド
イ
ツ
語
に
も
、
歴
史
的
地
域
的
な
色
彩
を
欠
く
、
汎
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
も
の
を
嗅

ぎ
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
汎
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
性
は
、
さ
ら
に
そ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
も
超
え
る
普
遍
性
へ
の
要
求
を
孕
む
、
そ
れ

に
よ
っ
て
こ
そ
「
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
も
の
」
が
「
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
も
の
」
に
な
る
、
と
彼
は
捉
え
て
い
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
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そ
こ
に
ス
タ
イ
ナ
ー
の
言
う
「
ユ
ダ
ヤ
的
な
も
の
」
が
果
た
し
て
い
る
役
割
が
見
出
さ
れ
て
い
る
し
、
自
ら
の
形
成
の
意
味
を
そ
こ
に
重

ね
て
も
い
る
。　

　

ス
タ
イ
ナ
ー
自
身
は
言
語
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
経
験
を
経
て
い
る
の
か
。
そ
れ
が
極
め
て
興
味
深
い
。
幼
い
こ
ろ
か
ら
の
家
庭
環
境

に
つ
い
て
、
自
伝
『Errata

』（
正
誤
表
）
の
七
章
冒
頭
に
お
い
て
述
べ
て
い
る 

⑼ 

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
食
堂
や
居
間
で
は
英
語
、
フ
ラ

ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
が
飛
び
交
い
、
幼
い
ス
タ
イ
ナ
ー
に
は
子
守
り
の
女
性
が
ポ
ツ
ダ
ム
訛
り
の
ド
イ
ツ
語
で
話
し
か
け
、
台
所
で
は
マ

ジ
ャ
ー
ル
人
女
性
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
を
話
し
、
典
型
的
な
ウ
ィ
ー
ン
女
の
母
親
は
あ
る
言
語
で
言
い
始
め
る
と
終
り
は
い
つ
も
別
の
言
語

に
変
わ
っ
て
い
た
、
そ
れ
も
無
意
識
の
う
ち
に
。

　

彼
自
身
は
父
親
の
教
育
方
針
に
従
い
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
ド
イ
ツ
語
、
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
全
く
等
価
の
も
の
と
し
て
学
ん
で
い

る
。
そ
れ
も
す
べ
て
完
璧
に
学
び
、
自
己
の
も
の
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
古
典
教
育
と
し
て
の
ギ
リ
シ
ャ
語
、
ラ
テ
ン
語
が
加
わ

り
・
・
・
・
・
・
。
そ
の
よ
う
な
多
言
語
使
用
は
「
経
験
の
豊
か
さ
、
思
考
と
感
情
の
創
造
性
、
概
念
の
鋭
敏
で
繊
細
な
比
類
の
な
さ
」

を
彼
に
も
た
ら
す
。
ス
タ
イ
ナ
ー
に
と
っ
て
言
語
は
こ
の
よ
う
に
身
体
的
な
経
験
で
あ
っ
て
、「
バ
ベ
ル
以
降
の
言
語
の
豊
富
さ
」
を
実

感
し
た
の
は
す
で
に
子
供
の
頃
だ
っ
た
が
、
そ
れ
は
「
殆
ど
肉
体
的
な
感
動 an alm

ost bodily intensity

」
で
あ
っ
た
と
ま
で
記
し
て

い
る 

⑽ 

。

　

た
と
え
「
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
で
は
「
多
言
語
状
況
」
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
ま
た
ど
れ
ほ
ど
経
済
的
に
恵
ま
れ
、
知
的

環
境
に
恵
ま
れ
・
・
・
・
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ス
タ
イ
ナ
ー
の
よ
う
な
言
語
経
験
は
、
明
ら
か
に
例
外
的
な
も
の
だ
ろ

う
。
し
か
し
彼
の
経
験
に
お
い
て
決
定
的
な
も
の
は
そ
こ
に
は
な
い
。
彼
が
そ
の
経
験
と
結
び
つ
け
て
い
る
観
察
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

そ
の
核
心
部
分
に
あ
る
も
の
は
「
母
語
と
い
う
観
念
の
失
効
」
で
あ
る
。
言
語
を
駆
使
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
言
語
と
い
う
場
（
い
や｢
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宇
宙｣

と
言
っ
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
）
に
身
体
ご
と
浸
ら
せ
て
い
る
よ
う
な
感
覚
に
、｢

母
語｣

と
い
う
観
念
は
む
し
ろ
ふ
さ
わ

し
い
も
の
だ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
「
母
語
」
と
い
う
観
念
か
ら
の
隔
た
り
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

い
わ
ゆ
る「
多
言
語
使
用
者polyglot

」に
と
っ
て
一
体
何
が「
母
語
」な
の
か
、
と
い
う
問
い
は
よ
く
立
て
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

例
え
ば
あ
る
人
に
と
っ
て
は
「
ド
イ
ツ
語
圏
で
受
け
た
教
育
は
決
定
的
な
意
味
を
も
ち
、
今
で
も
シ
ラ
ー
の
詩
句
は
寝
つ
か
れ
な
い
と
き

に
不
意
に
思
わ
ず
口
に
し
て
し
ま
う
。
イ
ギ
リ
ス
で
育
っ
た
の
に
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
好
き
な
せ
り
ふ
や
英
国
の
抒
情
詩
の
一
節
を
思

い
出
す
こ
と
は
な
か
な
か
で
き
な
い
。
だ
か
ら
私
に
と
っ
て
は
多
分
ド
イ
ツ
語
だ
ろ
う
か
」
と
か
、「
自
分
の
場
合
は
何
だ
ろ
う
ね
・
・
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
語
で
夢
を
見
る
か
ら
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
な
の
か
な
」
と
か
、
と
い
う
応
え
方
を
わ
れ
わ
れ
は
聞
か
さ
れ
る 

⑾ 

。

　

そ
れ
に
対
し
て
ス
タ
イ
ナ
ー
の
ケ
ー
ス
は
次
の
よ
う
に
な
る
。 

先
に
自
伝
『Errata

』
の
七
章
冒
頭
の
、
幼
年
期
の
多
言
語
経
験
に

つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
触
れ
た
が
、
そ
こ
に
彼
は
次
の
よ
う
に
も
書
い
て
い
る
。「
私
に
は
最
初
の
基
盤
と
な
る
言
語
に
つ

い
て
の
い
か
な
る
記
憶
も
な
い
」（I have no recollection of any first or bed-rock language.

）。
こ
こ
で
は
「
母
語
」
と
い
う

単
語
が
慎
重
に
避
け
ら
れ
て
い
る
。
続
い
て
さ
ら
に
、
英
独
仏
の
三
つ
の
言
語
の
ど
れ
が
自
分
に
と
っ
て
優
位
性
を
持
っ
て
い
る
の
か
と

い
う
問
い
に
対
し
て
、
そ
の
運
用
に
お
い
て
全
く
差
が
な
い
こ
と
、
だ
か
ら
そ
の
日
に
た
ま
た
ま
主
に
使
用
し
て
い
た
言
語
で
夢
を
見
る

こ
と
、
し
か
し
「
そ
の
三
つ
の
母
語
」
も
し
ば
ら
く
聞
か
な
か
っ
た
り
、
日
常
的
に
用
い
た
り
し
て
な
か
っ
た
ら
、
滑
ら
か
さ
に
欠
け
る

と
こ
ろ
が
出
て
く
る
・
・
・
・
・
と
答
え
て
い
る
。
こ
の
時
に
限
り
な
る
ほ
ど
「
母
語
」
と
い
う
単
語
を
使
用
し
て
い
る
が
、
慎
重
に
「m

y 

three 

“m
other-tongues

”」
と
引
用
符
に
包
ん
で
い
る
。
ま
た
、「
三
つ
の
母
語
」
と
い
う
表
現
は
そ
れ
自
体
で
「
母
語
」
と
い
う
観

念
を
失
効
さ
せ
る
も
の
だ
。
そ
れ
以
外
の
箇
所
で
は
、
ス
タ
イ
ナ
ー
は
原
則
と
し
て
「
母
語m

othertongue

」 

と
い
う
語
を
使
用
し
て

い
な
い
。
明
ら
か
に
「
母
語
」
と
い
う
観
念
に
対
し
て
批
判
的
距
離
を
取
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ハ
イ
ネ
、
カ
フ
カ
の
ド
イ
ツ
語
に
つ
い
て
ス
タ
イ
ナ
ー
が
述
べ
た
も
の
が
、
母
語
と
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い
う
観
念
か
ら
の
遥
か
な
隔
た
り
・
遠
さ
と
な
っ
て
響
い
て
い
る
。
彼
は
、
こ
う
書
い
て
い
た
。「
そ
の
地
へ
の
異
和
と
非
永
住
が
も
た

ら
す
緊
張
感
は
言
語
に
ま
で
入
り
込
ん
で
い
る
、
と
私
は
感
じ
て
い
る
。・
・
・
・
・
人
が
自
分
の
土
地
の
岩
や
大
地
や
木
々
に
対
す
る

の
と
同
様
、
生
得
の
言
葉
に
対
し
て
、
は
る
か
な
過
去
か
ら
ず
っ
と
無
意
識
の
う
ち
に
持
ち
続
け
て
い
る
は
ず
の
親
密
さ
、
そ
れ
は
し
か

し
私
た
ち
を
す
り
抜
け
て
い
く
の
か
も
し
れ
な
い
」 ⑿ 

。
こ
れ
は
、
多
言
語
使
用
者
が
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
高
い
「
つ
け
」
で
あ
る
。

ス
タ
イ
ナ
ー
は
そ
の
上
で
、
そ
の
「
根
無
し
草
性rootlessness

」
を
「
国
際
性cosm

opolitanism

」
へ
と
組
み
か
え
よ
う
と
す
る
。

「
な
る
ほ
ど
極
端
な
場
合
、
こ
の
条
件
は
不
愉
快
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
れ
ば
、
よ
り
大
き
な
意
味
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
」。
こ
の
よ
う
な
苦
い
「
屈
折
」
が
伴
う
こ
と
を
「
受
け
入
れ
た
」
う
え
で
、
ス
タ
イ
ナ
ー
は
、「
人
間
を
、
人
間

に
な
ろ
う
と
す
る
途
上
に
あ
る
も
の
と
見
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
人
文
主
義
」
に
立
と
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な｢

人
文
主
義 hum

anism
/

H
um

anism
us｣

を
体
現
す
る｢

中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パCentral Europe/M

itteleuropa｣

は
し
か
し
今
ど
こ
に
あ
る
の
か
？

注１　

George Steiner :

“Language and Silence

” 1967 London. 

の
ド
イ
ツ
語
版 

“Sprache und Schw
eigen

”は
、
一
九
七
三
年
に
出
版
さ
れ
て

い
る（ Frankfurt a. M

ain

）。
“An den deutschen Leser

”（
ド
イ
ツ
人
読
者
へ
）と
題
さ
れ
た
序
文
は
そ
のS.7-11

。
１
．
で
引
用
す
る
ス
タ
イ
ナ
ー

の
文
は
、
＊
印
と
と
も
に
引
用
す
る
箇
所
を
含
み
、
す
べ
て
こ
の
序
文
か
ら
で
あ
る
。

２  Elias Canetti

（1905   1994

）: 

“Die gerettete Zunge

”. 1977. Frankfurt a. M
ain. S.11.

３　

H
annah A

rendt

（1906   1976

）: 

“Menschen in finsteren Zeiten

”. 2012. M
ünchen. S.234.

ア
ー
レ
ン
ト
の
引
用
は
ド
イ
ツ
語
版
に
よ
る
。

そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
を
論
ず
る
と
き
に
詳
述
す
る
。
ち
く
ま
学
芸
文
庫
版
『
暗
い
時
代
の
人
々
』
の
該
当
箇
所
は284

頁
。

４　

エ
リ
ア
ス
・
カ
ネ
ッ
テ
ィ
は
そ
の
興
味
深
い
関
連
を
指
し
示
す
実
例
で
あ
る
。
イ
ベ
リ
ア
半
島
の
イ
ス
ラ
ム
支
配
が
「
国
土
回
復
運
動
」
に
よ
っ
て
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終
焉
を
迎
え
る
と
、
イ
ス
ラ
ム
下
で
繁
栄
を
享
受
し
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
系
の
人
々
の
多
く
は
、
地
中
海
沿
岸
を
東
へ
と
、
ま
た
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
と
逃
れ

て
行
っ
た
。
カ
ネ
ッ
テ
ィ
の
祖
先
は
、
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
た
イ
ベ
リ
ア
半
島
か
ら
は
る
ば
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
東
の
端
ま
で
移
動
し
て
き
た
ユ
ダ
ヤ
系

セ
フ
ァ
ル
デ
ィ
で
、ブ
ル
ガ
リ
ア
で
は
彼
ら
は
ス
パ
ニ
オ
ル
と
呼
ば
れ
て
い
た
。ド
ナ
ウ
川
下
流
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
町
、ル
ス
チ
ュ
ク
生
ま
れ
の
カ
ネ
ッ
テ
ィ

の
家
で
は
十
五
、六
世
紀
の
ス
ペ
イ
ン
語
の
面
影
を
強
く
残
し
た
ス
ペ
イ
ン
語
ラ
デ
ィ
ー
ノ
が
話
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

５　
「
あ
る
意
味
で
の
生
き
残
り　
　

 

エ
リ
・
ヴ
ィ
ー
ゼ
ル
に
」
“A K

ind of Survivor

”. P.164-179.

　
　
「
あ
る
意
味
で
の
生
き
残
り
・
補
遺
」
“Postscript

”. P.180-193.

　

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
（1906   1976

）
は
、
ス
タ
イ
ナ
ー
（1929   　

）
と
は
約
二
十
年
余
り
の
年
齢
差
が
あ
る
が
、
ス
タ
イ
ナ
ー
と
ほ
ぼ
同
時
期
、

一
九
三
三
年
に
ド
イ
ツ
か
ら
パ
リ
へ
、
さ
ら
に
一
九
四
一
年
に
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
と
亡
命
し
て
い
る
。
ア
ー
レ
ン
ト

が
ま
だ
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
市
民
権
を
得
る
前
の
一
九
四
三
年
に
、
英
語
で
発
表
し
た
「
わ
れ
ら
難
民
“We Refugees

”」
と
い
う
文
章
が
あ
る
。
そ

こ
に
展
開
さ
れ
た
「
難
民
」、
そ
し
て
「
自
覚
的
パ
ー
リ
ア
」
と
い
う
観
念
は
、
ス
タ
イ
ナ
ー
の
「
生
き
残
り
」
と
い
う
観
念
と
の
関
連
に
お
い
て
極
め

て
興
味
深
い
。

６　

“A K
ind of Survivor

”. P.168-169.

７　

“A K
ind of Survivor

”. P.170-171.

８　
『
言
語
と
沈
黙
』
日
本
語
版
は
一
九
六
九
年
、
一
九
七
〇
年
に
二
巻
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
序
文
「
日
本
の
読
者
へ
」。
こ
こ
で
の
引
用
は

二
〇
〇
一
年
に
出
版
さ
れ
た
版
（
５
～
７
頁
）
に
よ
る
。

９　

“Errata

”. 1997

．London. P.87-88.

10　

“Errata

”. 1997

．London. P.100.

11　

Eric H
obsbaw

m

（1917   2012

）: 

“Interesting T
im

es

”.2002.
（『
興
味
深
い
時
代
』） 

の
ド
イ
ツ
語
版 

“Gefährliche Zeiten

” 2006. 

へ
の
序

文
か
ら
（S.14

）。　

　

ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
は
現
代
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
実
は
エ
ジ
プ
ト
・
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
（
古
代
ロ
ー
マ
帝
政
期
に
は
人
口

百
万
人
超
。
そ
こ
で
は
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
下
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
ギ
リ
シ
ャ
人
に
次
ぐ
人
口
比
を
誇
っ
た
）
生
ま
れ
。
ウ
ィ
ー
ン
で
少
年
時
代
、
青
年
時
代
を

過
ご
し
、
そ
の
後
ベ
ル
リ
ン
で
の
二
年
間
の
体
験
が
共
産
主
義
者
ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
を
形
作
り
、
さ
ら
に
一
九
三
三
年
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
へ
と
い
う
経
歴
を
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も
つ
、
典
型
的
二
〇
世
紀
の
ユ
ダ
ヤ
系
のdisplaced person

で
あ
る
。
そ
の
彼
に
と
っ
て
も
ド
イ
ツ
語
圏
で
受
け
た
教
育
は
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
。

最
初
の
シ
ラ
ー
の
詩
句
に
つ
い
て
の
思
い
出
は
彼
自
身
の
も
の
。
次
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
で
夢
を
見
る
か
ら
・
・
・
・
と
い
う
例
は
、
ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
の

友
人
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ア
ウ
プ
ト
の
ケ
ー
ス
。
ア
ウ
プ
ト
も
ま
た
多
言
語
地
域
の
カ
ル
パ
チ
ア
に
生
ま
れ
、
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
生
き
残
り
で
、
ソ
ヴ
ィ

エ
ト
連
邦
で
学
び
、
パ
リ
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ロ
ン
ド
ン
・
・
・
・
と
移
り
住
ん
だ
。

12　

こ
の
段
落
の
引
用
文
は
、
“A K

ind of Survivor

”. P.175-177. 

か
ら
。

（
み
ず
た
・
き
ょ
う
へ
い　

ド
イ
ツ
文
化
）


