
オ
ー
ス
ト
リ
ア
文
学
第
三
十
四
号
（
二

O
一
八
年
）

日
本
オ
ー
ス
ト
リ
ア
文
学
会
編

ト
l
マ
ス
・
シ
ュ
タ
ン
グ
ル
の

ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
性

『
唯
一
の
場
所
』

に
お
け
る

ー
ー
ド
イ
ツ
現
代
文
学
に
お
け
る
「
新
し
い
世
界
文
学
」
と
の
関
連
に
お
い
て
｜
｜副

島

美

由

紀



ト
ー
マ
ス

シ
ュ

タ
ン
グ
ル
の

ポ
ス
ト
コ
口
ニ
ア
ル
性

｜｜
ド
イ
ツ
現
代
文
学
に
お
け
る

＠ 

『
唯
一

の
場
所』

に
お
け
る

「
新
し
い
世
界
文
学」
と
の
関
連
に
お
い
て

liω

一
、

ド
イ
ツ
現
代
文
学
に
お
け
る
「
新
し
い
世
界
文
学」

世
界
の
脱
中
心
化
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
行
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「

ポ
ス
ト
モ

ダ
ン
」

的
な
流
れ
の
中
で、
「

世
界
文
学」

と
い
う
概
念
も
暫
く
前
か
ら
変
遷
を

余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る。

英
語
閣
の
比
較
文
学
の
領
域
か
ら
は、

D
－
ダ
ム
ロ
ツ

シ
ユ
や
F
・
モ
レ
ッ
テ
イ
に
よ
る
「

世
界
文
学」
の
斬
新
な
概
念
定
義
の
提
案

が
な
さ
れ
て
い
る
ωo

ま
た
ド
イ
ツ
現
代
文
学
研
究
に
お
い
て
も、
「

新
し
い
世

界
文
学
（
2
20
者
四日昨日H
8
5
苫円）
」

と
い
う
名
称
が
使
用
さ
れ
つ
つ
あ
る。

し
か

し
ド
イ
ツ
の
そ
れ
は
む
し
ろ
H
・
K
－
バ
1
バ
の
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
理
論
に

依
拠
し
て
お
り、

E
－
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
リ
ト
リ
ゴ
ナ
キ
ス
は
「
世
界
文
学
と
し

て
の
ド
イ
ツ
文
学』
む
と
い
う
論
集
に
お
い
て、
「

国
家
を
超
え
た
境
界
的
フ
ロ

ン
テ
ィ
ア
状
況
に
関
わ
る
の
が
現
代
の
世
界
文
学
で
あ
る」
併

と
い
う
バ
l
バ

の
主
張
を
継
承
し
つ
つ、

移
民
文
学
と
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
文
学
の
ニ
つ
の
ジ
ャ

ン
ル
を、

ド
イ
ツ
文
学
に
お
け
る
「

新
し
い
世
界
文
学」

と
し
て
位
置
づ
け
て

副

島

美

由

紀

い
る
句。

し
か
し
彼
女
を
含
め、

A
－
ホ
l
ノ
ル
ト
や
S
・
レ
フ
ラ
ー
と
い
っ

た
世
界
文
学
の
理
論
家
遠
の
分
類
は、

ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
文
学
を
定
義
す
る
視

座
を
欠
い
て
い
る
た
め
に
句、

コ
ロ
ニ
ア
ル
文
学
の
パ
ロ
デ
ィ
的
作
品
を
も
ポ

ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
文
学
の
範
騰
に
含
ん
で
お
り、
「

新
し
い
世
界
文
学」
の
称
揚

も
陵
昧
な
も
の
と
な
っ
て
い
る。

二
O
O
四
年
に
各
年
の
最
良
の
デ
ビ
ュ
ー
作
品
に
贈
ら
れ
る
ア
ス
ベ
ク
テ
賞

を
受
賞
し
た
ト
l
マ
ス
・
シ
ユ
タ
ン
グ
ル
の
「
唯
一
の
場
所』
け

は、

R
・
ラ

ン
ス
マ
イ
ア
1
の
吋
氷
と
憶
の
恐
怖』

や
R
・
シ
ュ
ロ
ッ
ト
の
『
フ
イ
ニ
ス
・

テ
ラ
エ
』
ω
と
い
っ
た
問問
じ
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
「

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
探
検
文
学」

と

比
べ
る
と
そ
の
難
解
さ
故
か
知
名
度
も
低
く、

学
術
的
論
考
の
数
も
少
な
い
。

と
は
い
え
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
文
学
と
し
て
の
評
価
は
I
・
ト
ロ
ヤ
ノ
フ
の

吋
世
界
収
集
家」

と
い
っ
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
品
よ
り
も
高
く、

こ
の
ジ
ャ
ン
ル

の
中
で
は
「

最
も
興
味
深
い
書
く
こ
と
の
実
験
官
だ
と
い
う
声
さ
え
あ
る。

本

論
は
そ
の
「
唯
一
の
場
所」

を
取
り
上
げ、

ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
文
学
の
指
標

を
紹
介
し
な
が
ら
作
品
の
文
学
的
特
質
を
捉
え、
一
つ
の
作
品
が
い
か
に
ポ
ス

］－ー



ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
文
学
及
び
「
新
し
い
世
界
文
学」
に
な
り
得
る
か
と
い
う
具
体

的
な
例
を
示
す
も
の
で
あ
る。

二、
「
唯一
の
場
所』
に
お
け
る
諮
り
の
執
の
構
成

一
つ
の
文
学
作
品
の
何
を
評
し
て
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
と
呼
ぶ
か
に
つ
い
て

は
統一
的
判
断
基
準
が
存
在
す
る
訳
で
は
な
い。
例
え
ば
イ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ユ

ラ
ル
及
び
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
文
学
の
理
論
家
で
あ
る
H－
ユ
ア
リ
ン
グ
ス
は、

ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
文
学
の
指
標
と
し
て
以
下
の
四
点
を
挙
げ
て
い
る
ω。
第

一
に
そ
の
内
容
が
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
想
像
力
を
脱
構
築
す
る
も
の、
つ
ま
り
「
黒

人」
や
「
ユ
ダ
ヤ
人」
と
い
っ
た
被
差
別
的
ト
ポ
ス
を
内
破
さ
せ
る
力
学
を
持

つ
作
品
で
あ
る。
第
二
は
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
「
他
者
性」
を
構
築
す
る
も

の、
換
言
す
れ
ば
被
植
民
者
の
声
を
可
視
化
す
る
も
の
で
あ
る。

第一一一
に、
ポ

ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
記
述
を
行
う
も
の
で、
U－
テ
イ
ム
の
「
モ
レ
ン
ガ』
倒
に

お
け
る、
牛
に
植
民
地
前
史
を
語
ら
せ
る
と
い
っ
た
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
手

法
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る。
第
四
に
「
世
界
文
学
的」
な
広
が
り
を
持
つ
も

の
で
あ
る。
ユ
ア
リ
ン
グ
ス
の一
言、
っ
「
世
界
文
学
的」
な
要
素
と
は、
「
文
学
に

関
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
世
界
的
な
広
が
り
で
推
進
す
る
よ
う
な
契
機」

や
「
多
文
化
に
関
わ
る
読
み
や
演
出」
の
こ
と
で
あ
る
ωo
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス、

ジ
ャ
マ
イ
カ、
ペ
ル
l
を
結
ん
で
展
開
す
る
H・
ミ
ユ
ラ
1
の
『
指
令」
ω

に、

そ
の
よ
う
な
可
能
性
が
あ
る
と
さ
れ
る。
こ
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
く
ま
で
も
文

学
的
手
法
の
う
ち
に
発
揮
さ
れ、
他
者
の
共
同
体
に
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
的
な
規
範
性

を
主
張
し
つ
つ
関
与
す
る
と
い
う
植
民
地
主
義
の
不
当
性
が
暴
露
さ
れ
る、
そ

れ
が
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
批
評
の
考
え
る
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
文
学
の
特
徴
及

び
使
命
で
あ
る。

以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
覆
い
て
司
唯一
の
場
所』
の
特
徴
を
検
設
す
る
際、

ま
ず一
言
及
す
べ
き
は
語
り
の
筋
の
構
成
で
あ
る。
作
品
の
中
心
轄
を
成
し
て
い

る
の
は、
十
九
世
紀
初
頭
に
行
わ
れ
た
サ
ハ
ラ
地
域
の
町
ト
ン
ブ
ク
ト
ゥ
の
探

訪
物
語
で
あ
る。
「
黄
金
の
町」
と
し
て
の
ト
ン
ブ
ク
ト
ゥ
の
噂
は
十
七
世
紀
ま

で
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
及
ん
で
お
り、
「
黄
金
を
敷
き
詰
め
た
街
路、
黄
金
の
装

飾
を
持
つ
家
」々
（同∞O）
と
い
っ
た
誇
張
さ
れ
た
表
象
と
そ
の
到
達
し
難
さ
が、

「
幻
の
町」
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
想
像
力
を
刺
激
し
て
い
た。
そ
し
て
十
九
世

紀
初
頭、
誕
生
間
も
な
い
英・
仏
の
地
理
学
協
会
は
自
国
の
名
誉
の
た
め
に
探

検
家
を
派
遣
し、
噂
の
真
相
を
確
か
め
よ
う
と
す
る。
そ
し
て
実
際
に
ト
ン
ブ

ク
ト
ゥ
に
達
し
得
た
の
は、
イ
ギ
リ
ス
の
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
1・
ゴ
ー
ド
ン
・
ラ

ン
グ
（
ko

gE
R
GO
EC回

一Egm）
と
フ
ラ
ン
ス
の
ル
ネ・
カ
イ
エ
（
智
尽

の恕口
広）
と
い
う、
性
格
も
旅
の
手
法
も
会
く
異
な
る
ニ
人
の
探
検
家
で
あ
っ

た。
「
唯一
の
場
所』
は
二
人
が
旅
の
記
録
と
し
て
残
し
た
書
館
仰
と
旅
行
記
加

を
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク・
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
演
出
し、
部
分

に
分
割
し
て
交
互
に
寓
話
し
た
も
の
で
あ
る。
従
っ
て
読
者
は
二
つ
の
全
く
異

な
る
旅
物
語
を
そ
れ
ぞ
れ
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
相
対
化
し
つ
つ、
十
九
世
紀
の

ア
フ
リ
カ
探
検
を
追
体
験
す
る
こ
と
に
な
る。

し
か
し
こ
の
作
品
の
最
大
の
特
徴
は、
上
記
の
探
検
記
の
背
景
に
お
い
て
さ

ら
に
二
種
の
歴
史
記
述
が
遂
行
し
て
い
く
点
に
あ
る。
ま
ず
登
場
す
る
の
は
ア

フ
リ
カ
人
の
視
点
に
よ
る
ア
フ
リ
カ
史
の
物
語
で
あ
る。
サ
ハ
ラ
地
域
で
は
遅

く
と
も
八
世
紀
頃
か
ら、
黄
金
と
岩
塩
の
交
易
に
よ
っ
て
ガ
1
ナ
帝
問、
マ
リ

帝
国、
ソ
ン
ガ
イ
帝
国
と
い
っ
た
イ
ス
ラ
ム
諸
国
が
興
っ
て
お
り、
こ
れ
ら
の

歴
史
は
主
に
口
承
伝
達
者
で
あ
る
グ
リ
オ
の
謡
に
よ
っ
て
代
々
伝
承
さ
れ
て
き

た。
『
唯一
の
場
所」
の
語
り
手
は、
ガ
1
ナ
人
の
歴
史
家
に
よ
っ
て
採
録・
編

纂
さ
れ
た
グ
リ
オ
の
叙
事
詩
集
と
凶、
同一
著
者
に
よ
る
西
ア
フ
リ
カ
史
の
歴

-2-



、
サ
ハ
ラ
務
国
の
援
史
を
グ
ワ
オ
さ
な
が
ら
に
年
代
脳
織
に
務
り

綴
る
の
で
お
る
。

そ
し
て
こ
の
綴
史
と
交
一
愛
す
ゐ
よ
う
に
し
て
緩
ら
れ
る
の
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
の
視
点
げ
に
よ
る
ア
フ
リ
カ
・
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
mw
綬
ゅ
ん
で
お
る
。
吋
吋
吋
｝
門
M

ツ
パ

は
古
代
ギ
リ
、
ン
ヤ
悦
時
代
か
ら
ア
ツ
リ
カ
へ
の
関
心
会
記
述
し
、
的
関
ら
の
利
擦
に

基
づ
く
ア
フ
リ
カ
像
令
緩
い
て
ゑ
た
が
、
作
品
の
緩
り
ザ
デ
は
会
代
ギ
リ
シ
ャ
の

燈
史
家
逮
を
品
開
仏
郎
、
内
ノ
ぶ
ル
ギ
リ
ウ
ス
、

Mm
－
L
V

ワ
ス
等
の
文
人
や
、

C
－

v
－

リ
ン
ネ
、

L
S
ブ
ロ
ベ
ニ
ウ
ス
、

0
・
レ
ン
ツ
と
い
っ
た
学
者
逮
の
計
二
十
名

に
も
及
ぶ
ヨ

i
g
ッ
パ
人
に
後
及
し
、
彼
ら
の
み
ノ
ラ
テ
イ
ヴ
を
鎮
の
よ
う
に
繋

い
で
、
約
一
一
一
千
年
に
も
及
ぶ
物
務
と
し
て
の
ア
フ
リ
カ
・
デ
ィ
ス
ロ

i
ス
の
援

史
を
綴
後
化
努
校
切
る
。
こ
の
ア
フ
リ
カ
・
デ
ィ
ス
コ

i
ス
を
監
マ
リ
ヤ
イ
l
ド
の

捻
漆
に
従
っ
て
ペ
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
い
い
閣
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
こ
の
殺
り
の
納

は
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
概
史
と
呼
べ
る
で
あ
ろ
う
。

ラ
ン
グ
と
カ
イ
エ
の
旅
行
認
に
加
え
て
よ
訟
の
ニ
殺
の
緩
や
～
／
物
語
の
、
入
品
開

討
問
問
穫
の
物
語
が
そ
れ
ぞ
れ
抱
一
一
誌
に
分
節
化
さ
れ
、
会
体
と
し
て
は
適
時
的
印
私
、

そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
物
訟
に
郎
、
せ
一
江
愛
列
約
け
い
、
ま
た
時
に
は
交
錯
す
る
よ
う

に
も
誇
り
撃
が
れ
て
い
く
。
そ
れ
は
二
人
の
探
検
記
を
横
糸
に
、
二
つ
の
同
校
史
／

総
務
を
凶
統
率
に
し
て
、
シ
ュ
タ
ン
グ
ル
自
身
が
「
分
…
浮
い
織
物
」
憾
と
呼
ぶ
縫

史
絵
巻
を
織
る
か
の
よ
ろ
な
作
業
で
あ
る
。
こ
の
織
物
に
お
い
て
は
綴
キ
の
脇
税

務
が
池
を
照
射
し
、
自
ら
も
機
対
化
さ
れ
な
が
ら
、
ぺ
小
さ
な
脱
獄
ゆ
ご
と
「
大
き

な
絞
殺
〕
が
双
い
を
浮
き
彫
り
に
し
つ
つ
滋
行
し
て
行
く
。
給
関
ポ
と
し
て
そ
の

よ
う
な
ぱ
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
ア
ツ
ワ
カ
ニ
ズ
ム
の
税
機
緩
や
叶
総
務
慾
」
の
機

と

い

つ

で

め

る

が

、

以

下

に

そ

の

鋒

制

絡

を

識

と

る

Q

一
時
一
、
グ
ワ
才
の
怒
一
績
と
ア
フ
リ
カ
ニ
丈
ム

っ
て
サ
ハ

る
a
Z淡
の
永
遂
の
絞
り
を
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
何
物
殺
は
「
ひ
と
皮
余
一
併
に

溺
ら
さ
れ
た
ら
灸
わ
れ
て
し
ま
う
か
も
紛
れ
れ
怖
い
い
〈
念
、
と
い
っ
た
融
機
匂
に

よ
っ
て
、
あ
た
か
も
密
か
な
機
内
畿
で
ぬ
る
か
の
よ
う
に
…
誠
一
ザ
ら
れ
る
叙
事
設
の
市
内

務
は
、
ガ
l
ナ
帝
問
、
マ
リ
獄
図
、
ソ
ン
ガ
イ
南
市
出
努
を
治
め
た
強
力
な
玉
遠

の
物
語
で
あ
る
。
創
問
え
ば
ア
レ
ク
サ
ン
グ
i
大
王
の
黒
人
の
子
孫
途
が
興
し
た

と
滋
わ
れ
な
泳
、
壌
か
な
金
鉱
を
殺
し
て
い
た
ガ
l
ナ
帝
国
。
市
中
で
も
一
治
八

十
八
の
緋
対
象
と
一
一
…
援
の
滅
帥
憾
に
幾
ら
お
い
た
ル
心
臓
間
建
て
の
域
に
住
ん
だ
い
な
ち
と

議
わ
れ
る
ス
マ
オ
ロ
’
カ
ン
テ
互
の
絞
殺
は
、
湾
ア
フ
リ
カ
出
況
に
お
い
て
知
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
カ
ン
デ
ザ
ゃ
ん
殺
打
蹴
闘
し
て
マ
リ
務
滋
を
築
い
た
ス
ン
ジ
ャ
ー

タ
e

ケ
イ
タ
凶
体
、
グ
リ
品
々
の
妖
悼
小
山
叩
戯
棋
大
め
故
対
嫌
で
あ
り
、
以
降
叫
す
り
の
街
毅

代
も
の
五
逮
は
皆
、
ケ
イ
タ
の
系
議
会
融
機
ぐ
G

マ
リ
胤
市
街
は
十
州
側
俊
一
殺
に
幾
人

と
し
て
務
ゐ
て
メ
ブ
一
カ
送
礼
を
行
っ
た
マ
ン
サ
・
ム

1
サ
五
の
子
守
、
栄
華
の

頂
点
を
適
え
る
。
「
ア
レ
タ
サ
ン
ダ

i
大
王
を
も
凌
ぐ
」
（
斗
ろ
な
ど
の
時
前
線
を
者

し
、
「
最
界
一
位
服
務
」
（
芸
）
と
も
呼
ば
れ
た
彼
は
、
ヱ
ハ
千
、
あ
る
い
は
六
万
と

も
き
わ
れ
る
数
の
従
者
一
を
従
え
て
」
大
巡
礼
を
行
い
、

し
た
せ
い
で
エ

マ
ン

ら
、
た
と
え
ば
、
一
一
一
笈
人
の
幾
受
持
っ
た
、
あ
る
い
は
、
続
縦
燃
料
榔
で
あ
っ
た
、

等
々
の
伝
説
を
峨
燃
し
て
い
る
。
ま
た
、
ト
ン
ブ
ク
ト
ゥ
同
同
学
終
的
り
や
心
裁
で
も

あ
り
、
な
分
野
仰
い
燃
す
る
五
十
傍
以
上



ア
ハ
メ
ド
・
パ
パ
や
、
波
市
災
噺
櫛
吋
タ
リ
ク
・
ス
！
ダ
ン
い
の
著
者
と
縁
関
わ
れ
る

ふ
ス
・
サ
j
デ
イ
然
す
の
然
者
を
議
出
し
た
（
】
泊
。
立
。
し
か
し
「
ま
る
で
に
ん
じ

ん
を
綴
る
か
の
よ
う
に
金
が
採
取
で
き
る
」
（

E
e
と
言
わ
れ
た
念
鉱
は
次
第

に
枯
渇
し
、
土
地
は
徐
々
に
乾
燥
し
て
国
々
は
衰
退
に
向
か
う
。
モ
ロ
ヅ
コ
支

悩
酬
を
始
め
と
す
る
近
賦
隣
諸
磁
と
の
戦
い
や
王
位
を
巡
る
骨
肉
の
争
い
に
よ
っ
て

も
諸
溺
は
疲
弊
し
、
結
局
十
九
世
紀
末
に
フ
ラ
ン
ス
の
支
配
を
朴
口
受
す
る
に
至

る。
こ
れ
ら
の
ア
フ
リ
カ
人
の
視
点
に
よ
る
ア
フ
リ
カ
突
が
、
「
分
隊
い
織
物
」
念

体
の
蒸
溺
合
成
し
て
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
探
検
記
に
時
間
給
と
変
関
輔
の

大
枠
を
提
供
し
て
い
る
。
骨
務
調
と
な
る
倫
明
訟
が
地
閥
、
必
の
読
者
に
と
っ
て
怒
像
力

を
超
え
る
内
容
M
W

で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
作
品
全
体
が
読
者
の
想
像
カ
に
党
態

的
な
料
激
を
い
ゆ
え
る
炎
繁
約
な
挑
戦
と
な
り
得
て
い
る
。
ま
た
、
作
品
の
多
文

化
的
な
読
み
の
内
総
性
を
、
ユ
ア
リ
ン
グ
ス
の
一
言
、
っ
「
般
界
文
学
的
広
が
り
」

と
し
て
評
鎖
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

総
方
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
を
語
る
際
に
諮
り
手
は
そ
れ
を
「
議

か
れ
た
も
の
い
と
呼
び
、
「
そ
れ
が
い
か
に
怒
移
や
体
絵
、
記
憶
や
誇
り
の
偶
然

の
断
片
に
過
ぎ
ず
と
も
、
そ
こ
か
ら
の
み
慾
考
や
体
験
、
記
憶
や
組
問
り
が
可
能

に
な
る
い
〈
叶
）
と
し
て
、
不
安
定
な
グ
リ
オ
の
口
承
に
対
し
て
文
字
設
錆
が
持

つ
記
憶
媒
体
と
し
て
の
緩
佼
牲
を
ま
ず
は
強
調
し
て
み
せ
る
。
そ
し
て
ア
フ
リ

カ
ニ
ズ
ム
の
端
総
と
し
て
ボ
ル
ヘ
ス
の
ロ
小
死
の
人
い
に
設
及
す
る
の
だ
が
、

そ
こ
に
は
象
徴
的
な
意
欲
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
短
綴
は
、
北
ア

フ
リ
カ
の
ト
ロ
グ
ロ
ダ
イ
ト
人
（
穴
居
人
〉
と
し
て
受
場
す
る
ホ
メ
ロ
ス
と
友
人

公
の
不
死
の
男
と
を
内
環
的
意
後
の
や
に
緩
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
フ
リ
カ
の

鵬
制
緩
に
対
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
性
、
料
刊
に
言
葉
の
、
水
絞
殺
令
陰
極
的
に
総
本

し
て
お
り
、
こ
の
対
友
釣
思
考
こ
そ
、
「
械
情
一
の
場
所
い
の
務
ち
に
よ
っ
て
脱
梼

築
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
緩
い
手
と
し
て
ホ
メ
ロ
ス
に
次
い
で
緩
場
す
る
ヘ
ロ
ド

ト
ス
、
ブ
リ
ニ
ウ
ス
、
ス
ト
ラ
ボ
ン
と
い
っ
た
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
歴
史
家
渓
は
、

彼
ら
が
世
界
の
巣
て
に
住
む
と
考
え
て
い
た
北
ア
フ
リ
カ
人
緩
に
関
し
て
、
吋
ト

ロ
グ
ロ
ダ
イ
ト
叫
他
人
間
と
穀
物
と
機
械
の
滋
ム
ロ
種
族
で
あ
る
」
（
三
等
の
奇
妙

な
記
述
を
行
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
…
聖
児
饗
は
後
代
の
人
間

に
と
っ
て
大
ゑ
切
な
権
威
と
な
る
。
例
え
ば
十
一
一
一
世
紀
の
ロ
ジ
ャ

1
・
ベ
ー
コ
ン

が
「
す
べ
て
の
新
し
い
学
問
は
古
い
香
物
の
慾
皆
を
確
認
す
る
」
（
会
〉
と
し
て

古
い
学
問
に
敬
意
を
払
っ
て
い
た
よ
う
に
、
後
般
の
う
ン
グ
や
フ
ロ
ベ
ニ
ウ
ス

等
は
ギ
リ
シ
ャ
時
代
の
歴
史
帯
設
を
探
検
に
持
参
し
て
参
照
し
、
そ
の
内
容
を
敷

～
約
す
る
の
明
、
あ
る
。

し
か
し
十
間
俊
紀
に
入
る
と
、
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
媒
体
は
蹴
脱
出
光
働
省
か
ら
仰

や
ら
信
回
加
の
お
け
な
い
旅
行
記
に
代
り
、
「
ナ
イ
ル
川
は
イ
ン
ド
の
砂
漠
を
流
れ

る
い
（
会
）
と
説
い
た
ジ
ョ
ン
・
マ
ン
デ
ヴ
イ
ル
の
坦
双
方
旅
行
記
い
や
、
イ
ス

ラ
ム
教
に
対
抗
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
砦
と
綴
じ
ら
れ
た
ブ
レ
ス
タ

i
－
ジ
ョ
ン

の
閣
が
エ
チ
寸
ピ
ア
で
あ
る
と
す
る
鋭
が
現
れ
る
（
お
）
0

こ
の
頃
ア
フ
リ
カ
に

関
す
る
知
識
を
得
て
い
た
の
は
ア
ラ
ブ
品
臨
界
の
み
で
、
叶
同
吋
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
と
っ
て

の
ア
フ
リ
カ
は
伝
説
と
噂
の
領
域
で
あ
る
懇
像
上
の
後
一
界
と
滋
つ
で
も
滋
設
で

は
な
か
っ
た
。
し
か
も
十
人
後
紀
に
な
る
と
ト
ロ
グ
ロ
ダ
イ
ト
人
が
ワ
ン
ネ
に

よ
っ
て
類
人
猿
に
分
類
さ
れ

C
A送
、
以
降
、
「
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
発
兇
か
ら
数

務
お
や
を
綾
て
初
め
て
、
ア
フ
リ
カ
は
〈
防
相
祭
大
駿
〉
と
な
る
」
（
玄
唱
〉
の
で
あ
る
。

一
誇
り
手
に
よ
る
と
こ
の
頃
の
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
ヨ
i
ロ
ツ
パ
が
「
遊
性
を

行
使
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
自
ら
の
秘
陵
さ
れ
た
不
安
を
露
間
一
応
ぢ
せ
た
」
〈
学
部
〉

位
相
楽
で
あ
っ
た
。
ア
フ
リ
カ
は
「
奴
隷
の
供
給
源
、
見
通
し
の
利
か
な
い
磁
器
米

拠
点
が
い
ふ
夜
す
る
場
所
、
そ
し
て
教
育
、
間
化
、
服
従
、
あ
る
い
は
被
補
械
の
対
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象
と
し
て
の
：〕

あ
ら
ゆ
る
歴
史
を
剥
奪
さ
れ、

燈
史
の
外
側
に
置
か
れ
て
し
ま

う」
（
宇宙）
。

そ
し
て
カ
イ
エ
が
フ
ラ
ン
ス
に
帰
還
し
て
十
年
後
の
一

八
三
八
年、

イ
ギ
リ

ス
で
「
人
種
の
滅
亡
に
つ
い
て」
ω

と
い
う
著
作
が
発
表
さ
れ
る。

著
者
の
ジ
エ

イ
ム
ズ
・

c
－

プ
リ
チ
ャ
l
ド
は
そ
の
中
で、
「
野
性
的
な
人
種
の
存
続
は
不
可

能
で
あ
る」

2
3）

と
説
い
た
。

こ
う
し
て
進
化
論
に
よ
り
補
強
さ
れ
た
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
生
存
権
確
保
の
戦
い
が
始
ま
る。

ア
フ
リ
カ
人
は
「
過
去
も

な
く
未
来
も
持
た
な
い
人
種」
（
U
3）

で
あ
り、

い
ず
れ
に
せ
よ
滅
び
行
く
運

命
に
あ
る
と
い
う
主
張
の
下
に、

彼
ら
に
対
し
て
行
わ
れ
た
抑
圧
と
支
配
と
殺

裁
を、

語
り
手
は
列
挙
す
る。

ベ
ル
ギ
ー
国
王
の
私
領
地
「
コ
ン
ゴ

自
由
国」

に
お
け
る
虐
致、

ナ
ミ
ビ
ア
に
お
け
る
ド
イ
ツ
箪
の
民
族
浄
化
戦
争、

ド
イ
ツ

領
東
ア
フ
リ
カ
や
フ
ラ
ン
ス
領
商
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
原
住
民
殺
害
等
々
、

そ

れ
ら
は
語
り
手
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
自
ら
の
暗
闇」
（
宗
∞）

と
呼
ん
だ
も
の
の

末
路
で
あ
っ
た。

こ
の
よ
う
に
無
知
と
滋
僚
と
恐
れ
の
関
で
揺
勤
し
続
け、

前
述
の
よ
う
な
結

末
を
辿
っ
た
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
は、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
ア
フ
リ
カ
の
よ
に
投
影
し

た
一

貫
性
の
な
い
矛
盾
し
た
空
想
上
の
観
念
的
構
築
物
に
過
ぎ
な
い
。

そ
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
誤
謬
性
は
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
と
ほ
ぼ
無
縁
の
存
在
で
あ
っ
た
サ

ハ
ラ
諸
国
の
歴
史
に
照
射
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
明
確
に
な
り、

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の

冒
頭
で
強
調
さ
れ
た
文
字
言
語
の
優
位
性
ゃ、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
性
や一
言
葉
の

永
続
性
に
関
し
て
も、

そ
の
虚
構
性
が
露
呈
す
る。

こ
の
よ
う
な
効
果
を
生
む

文
学
的
手
法
は
ま
さ
に
「
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
想
像
力
の
脱
構
築」

と
ユ
ア
リ
ン
グ

ス
が
呼
ぶ
も
の
で
あ
り、

ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
約
覚
躍
を
も
た
ら
す
重
要
な
文

学
的
達
成
の
一

っ
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る。

四、
…
一
人
の
周
辺
的
採
検
家

次
に
作
品
の
主
人
公
と
し
て
受
場
す
る
二
人
の
人
物
に
部
し
て
考
察
し
て
み

る
と、

彼
ら
の
物
語
も
探
検
文
学
に
あ
り
が
ち
な
成
功
謬
で
は
な
い
。

イ
ギ
リ

ス
寧
少
尉
の
ラ
ン
グ
は、

英
国
槌
民
地
省
の
委
託
に
よ
り
ジ
ョ
ー
ジ
剖
世
の
名

の
下
に
旅
を
す
る、

言
わ
ば
文
明
の
使
者
で
あ
っ
た
。

し
か
し
彼
は
一

八
二
六

年
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
し
て
初
め
て
ト
ン
ブ
ク
ト
ゥ
に
達
し
た
も
の
の、

キ
リ

ス
ト
教
徒
の
侵
入
を
嫌
う
イ
ス
ラ
ム
勢
力
に
よ
り
殺
骨一目
さ
れ、

砂
漠
に
葬
ら
れ

て
し
ま
う。
一
苅
々
こ
の
探
検
は
彼
に
と
っ
て
不
本
意
な
失
意
の
旅
で
あ
っ
た
。

本
来
ニ
ジ
ェ

1
ル
川
の
流
路
調
査
を
希
望
し
て
い
た
彼
は、

そ
の
機
会
が
自
分

の
ラ
イ
バ
ル
に
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
失
望
し、

人
間
関
係
や
資
金
問
題
に
関
し

て
も
植
民
地
省
に
対
し
不
満
を
抱
い
て
い
た。

実
際
の
彼
の
書
簡
も
そ
の
よ
う

な
失
望
と
不
信
感
の
表
明
を
多
く
含
ん
で
お
り、

シ
ユ

タ
ン
グ
ル
は
そ
の
散
文

的
な
内
容
に
叙
情
的
な
彩
色
を
施
し、

ラ
ン
グ
の
猪
欝
な
感
情
を
詩
的
に
伝
達

す
る
独
自
の
文
体
を
作
り
上
げ
て
い
る。

周
囲
の
人
間
を
信
用
で
き
な
い
ラ
ン

グ
は
隊
高
の
中
で
も
孤
立
し、

サ
ハ
ラ
地
域
の
風
景
や
住
民
に
も
興
味
を
持
て

ぬ
ま
ま
旅
を
す
る。

ま
た
不
意
の
襲
撃
を
受
け
た
り、

疫
病
に
見
舞
わ
れ
た
り、

か
つ
て
原
住
民
に
対
す
る
無
慈
悲
な
「
大
虐
殺」
（
3
S

を
行
っ
た
同
郷
人
の

ム
ン
ゴ
・
パ
1
ク
の
再
来
と
見
倣
さ
れ、

住
民
の
激
し
い
敵
意
に
直
面
す
る
こ

と
も
あ
っ
た。

そ
の
よ
う
な
旅
の
行
程
は
彼
に
と
っ
て
「
永
遠
と
も
思
え
る
苦

悶」
（
江
∞）

で
あ
り、

砂
漠
で
見
る
見
事
な
日
没
の
光
景
も
「
美
し
く
も
恐
ろ

し
い
破
局
的
終
末」
（同
∞
と

で
あ
る
か
の
よ
う
に
恩
わ
れ
た。

し
か
し
よ
う
や

く
ト
ン
ブ
ク
ト
ゥ
に
達
し
た
時、

大
き
さ
以
外
は
期
待
通
り
の
阿
の
様
子
に
彼

は
初
め
て
心
の
平
安
を
得
る。

町
が
黒
人
に
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
気
に
入
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ち
〈
M
M
C
‘
野
中
の
光
景
に
も
綴
く
務
き
品
川
け
ら
れ
た

G

「
天
と
後
と
、
そ
し
て
天
と
地
に
抱
か
れ
る
形
象
と
が
、
後
の
出
向
を
溺
じ
て

笈
い
に
結
ぼ
れ
て
い
る
ο
後
凶
悼
の
泊
分
の
肉
と
こ
の
町
の
ず
お
と
を
結
び
つ
け

る
。
阿
の
や
に
住
む
動
物
と
人
隠
、
市
場
や
墓
地
で
見
る
多
彩
な
往
来
は
、

全
て
そ
の
愛
か
さ
の
ま
ま
に
彼
の
脳
裏
に
刻
み
込
ま
れ
る
。
」
お
い
N
C

こ
の
よ
う
に
絢
の
中
の
色
や
形
に
「
爽
の
潟
和
」
（
M
M
む
さ
え
感
じ
る
ラ
ン

グ
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
探
検
自
体
に
は
慈
体
怖
を
倒
見
出
せ
ず
、
自
分
が
こ
の
土
地

を
紛
れ
る
拠
地
後
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
な
る
こ
と
に
磯
依
令
抱
く
（
ぎ
∞
）
。
ま
た

彼
の
訪
湖
は
、
サ
ハ
ラ
地
域
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
話
鈴
に
対
す
る
危
機

感
が
増
大
し
、
一
綴
の
鎖
国
令
が
発
令
さ
れ
る
枇
付
期
と
重
な
っ
た
。
絡
潟
彼
は

即
時
か
ら
追
放
さ
れ
て
殺
d

惨
さ
れ
、
そ
の
結
果
「
一
絞
史
上
縫
も
軽
視
さ
れ
て
い
る

ア
フ
リ
カ
探
検
品
鳴
い
滋
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
シ
ユ
タ
ン

グ
ル
は
、
ラ
ン
グ
会
議
わ
ば
忘
却
の
溺
か
ら
数
い
出
し
、
読
者
の
感
情
移
入
が

一
時
総
な
務
総
附
す
る
人
物
と
し
て
造
形
し
、
あ
る
窓
僚
に
お
い
て
は
緩
民
地
受
畿

の
被
殺
税
務
と
し
て
の
銭
面
を
読
み
絞
れ
る
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
そ
れ
は
シ
ユ

タ
ン
グ
ル
自
身
に
よ
る
と
、
「
英
掛
緩
や
勝
穏
に
よ
っ
て
遮
ら
れ
た
蹴
鳩
山
又
の
観
点
を

解
放
す
る
」

ω
た
め
の
織
り
の
作
業
で
あ
る
。
以
下
の
カ
イ
エ
の
場
合
も
含
め

て
、
そ
の
試
み
は
成
功
し
て
い
る
と
畳
間
え
る
だ
ろ
う
。

ラ
ン
グ
よ
り
二
年
渡
れ
て
ト
ン
ブ
ク
ト
ゥ
に
達
し
、
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
へ
の

綴
還
合
果
た
し
た
ル
ネ
・
カ
イ
エ
も
、
や
は
り
探
検
家
と
し
て
は
滋
辺
的
硲
夜

で
あ
っ
た
。
箪
人
で
も
学
者
で
も
な
い
一
介
の
労
働
答
だ
っ
た
殺
は
、
孤
児
で

パ
ン
援
の
斜
路
側
闘
い
と
い
う
身
分
な
が
ら
探
検
に
後
れ
、
十
六
殺
で
階
中
身
ア
フ
リ

カ
に
渡
る
。
そ
し
て
畿
の
資
金
援
助
も
待
ら
れ
ぬ
ま
ま
単
独
で
ト
ン
ブ
ク
ト
ゥ

探
訪
の
旅
に
出
る
。
ラ
ン
グ
の
数
倍
の
待
問
問
そ
か
け
て
ア
ラ
ビ
ア
務
や
判
明
織
の

惑
絡
を
学
び
、
キ
リ
ス
ト
教
後
に
対
す
る
反
感
受
体
感
し
て
い
た
カ
イ
エ
は
、

「
ア
ブ
ダ
ラ
と
い
う
名
の
エ
ジ
プ
ト
人
い
と
い
う
偽
装
を
焚
徹
す
る
こ
と
に
よ

り
、
字
く
も
サ
ハ
ラ
縦
断
に
成
功
す
る
の
で
あ
る
合
帰
国
し
た
彼
は
一
一
一
地
緩
や
や
の

旅
行
記
令
発
表
す
る
が
、
そ
の
内
容
は
詳
織
で
は
あ
る
も
の
の
即
物
的
か
つ
淡

泊
で
、
直
下
…
の
鉱
物
所
』
の
誇
号
羊
ず
に
よ
る
と
叶
生
じ
た
奉
納
の
滋
樹
脂
な
羅
列
で

あ
る
」
（
Z
H
Y
そ
こ
で
シ
ユ
タ
ン
グ
ル
は
誇
綴
と
議
議
を
加
味
し
、
カ
イ
エ

の
闘
中
糊
酬
な
旅
行
記
を
起
伏
に
緩
ん
だ
物
語
に
変
容
さ
せ
る
。
例
え
ば
捕
棋
風
神
燃
に

羅
っ
た
カ
イ
エ
が
あ
る
村
の
老
婆
に
ふ
刀
恰
制
さ
れ
る
件
で
あ
る
が
、
カ
イ
エ
自
身

は
そ
の
場
泌
を
「
議
婆
が
や
っ
て
来
て
私
を
入
念
に
調
べ
、
あ
ん
た
に
効
く
薬

を
あ
げ
る
か
ら
そ
れ
で
ナ
ぐ
に
災
く
な
る
よ
、
と
慰
め
て
く
れ
た
。
」
ω
酬
と
記
述

し
て
い
る
。
し
か
し
シ
ユ
タ
ン
グ
ル
の
設
定
し
た
一
緒
り
手
に
よ
る
と
、
清
風
京
は

以
下
の
よ
う
に
変
貌
す
る
。

6-

「
彼
女
は
そ
の
黄
色
い
充
臨
し
た
践
で
カ
イ
エ
の
裁
色
い
光
市
脱
し
た
践
を
毅

き
込
み
、
後
の
綴
に
ポ
ナ
を
当
て
、
彼
の
…
問
の
象
と
、
混
と
臓
が
閉
ま
っ
て

へ
ば
り
付
い
た
足
と
、
総
と
額
と
に
唾
念
品
札
き
か
け
、
後
の
一
一
容
を
潟
に
す

る
か
の
よ
う
に
上
下
に
ひ
ん
む
い
た

G

そ
し
て
磯
い
た
、
人
の
主
の
成
議

に
雨
明
を
委
ね
ま
ナ
、
人
の
玉
、
人
の
絡
の
庇
護
に
む
〈
す
る
と
ほ
ん
の
短
い

…
瞬
、
彼
は
慰
め
ら
れ
た
気
が
し
た
の
だ
、
後
の
喉
の
奥
に
ア
ラ
ビ
ア
務

の
務
畿
の
幾
分
変
形
し
た
断
片
が
出
現
し
た
。
こ
の
地
方
の
女
が
ア
ラ
ビ

ア
務
に
滋
じ
て
い
る
な
ん
て
緩
じ
が
た
い
話
だ
、
で
も
そ
の
設
葉
は
こ
の

説
明
函
に
ぴ
っ
た
り
だ
っ
た
の
だ
。
ご
（
容
と

こ
の
よ
う
な
シ
ユ
タ
ン
グ
ル
の
臨
場
感
に
富
ん
だ
禁
致
は
、
カ
イ
エ
と
原
住



民
と
の
関
係
性
を
強
い
現
実
感
を
伴
っ
て
読
者
に
訴
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い

る
。
ま
た
そ
の
調
子
は
、
ラ
ン
グ
の
旅
を
描
写
す
る
際
の
詩
情
と
は
対
照
的
に
、

ユ
ー
モ
ラ
ス
で
し
か
も
乾
い
て
い
る
。
帰
国
し
て
勲
章
や
年
金
を
得
る
も
の
の

そ
の
出
自
故
か
地
理
学
協
会
に
軽
侮
さ
れ
（
ロ
陪
・
）
、
祖
国
で
の
暮
ら
し
に
馴
染

め
ず
最
後
ま
で
ア
フ
リ
カ
に
戻
る
こ
と
を
夢
見
な
が
ら
早
過
ぎ
る
死
を
迎
え
た

カ
イ
エ
の
、
「
歴
史
上
最
も
風
変
わ
り
な
探
検
者
」
出
と
し
て
の
存
在
の
特
異
さ

を
、
そ
の
語
り
口
は
際
立
た
せ
る
。
さ
ら
に
特
筆
す
べ
き
は
、
カ
イ
エ
と
の
関

係
を
通
じ
て
再
現
さ
れ
る
原
住
民
の
会
話
に
よ
り
、
「
他
者
性
」
の
顕
現
が
可
能

に
な
る
点
で
あ
る
。

ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
文
学
に
お
け
る
「
他
者
性
」
の
構
築
に
つ
い
て
は
、
「
感

情
移
入
の
美
学
自
体
が
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
行
為
で
あ
る
」
怖
と
い
う
U
－
テ
ィ
ム

の
言
明
が
、
「
他
者
」
の
代
補
に
纏
わ
る
困
難
さ
を
簡
潔
に
表
現
し
て
い
る
。
「
他

者
」
の
可
視
化
の
成
否
は
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
文
学
批
評
に
お
け
る
評
価
項
目

の
一
つ
と
し
て
分
析
さ
れ
、
例
え
ば
ト
ロ
ヤ
ノ
フ
の
吋
世
界
収
集
家
』
に
お
け

る
直
接
話
法
に
拠
る
被
植
民
者
の
語
り
に
対
し
て
は
、
非
在
の
被
代
表
者
を
装

い
つ
つ
も
「
結
局
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
優
越
性
を
裏
書
き
す
る
」
仰
と
い
う
批

判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
唯
一
の
場
所
』
に
お
い
て
は
、
原
住

民
の
会
話
は
徹
底
し
た
間
接
話
法
に
よ
っ
て
再
現
さ
れ
る
。
内
包
さ
れ
た
作
者

の
地
点
と
「
他
者
」
と
の
聞
に
緩
衝
空
間
が
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
直
接
的

な
介
入
関
係
の
な
い
自
立
し
た
存
在
と
し
て
「
他
者
」
の
地
平
が
出
現
し
、
さ

ら
に
上
述
の
例
が
示
す
よ
う
な
語
り
の
臨
場
感
が
、
西
洋
的
階
層
秩
序
と
は
無

縁
の
自
立
し
た
生
活
空
間
に
尊
厳
を
持
っ
て
生
き
る
人
々
と
し
て
「
他
者
」
を

描
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

サ
ハ
ラ
地
帯
は
「
空
白
地
帯
」
で
も
「
閣
の
奥
」
で
も
な
く
、
町
と
町
を
繋

ぐ
交
通
網
を
隊
商
が
行
き
交
う
交
易
空
間
で
あ
り
、
そ
こ
に
住
む
の
は
単
な
る

「
黒
人
」
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
言
語
と
文
化
を
有
す
る
マ
ン
デ
イ
ン
ゴ

人
、
ソ
ン
ガ
イ
入
、
フ
ラ
ニ
人
や
パ
ン
パ
ラ
人
で
あ
る
。
「
モ
ス
リ
ム
の
聖
な
る

役
目
」
（
N
N
N
）
と
し
て
客
人
を
厚
遇
す
る
彼
ら
は
、
主
人
公
達
を
看
病
し
た
り

榔
撒
の
対
象
に
も
す
る
援
助
者
と
し
て
現
れ
る
。
白
人
を
見
慣
れ
な
い
者
は
カ

イ
エ
の
肌
を
見
て
「
そ
の
下
に
本
当
の
黒
い
自
分
を
関
し
て
い
る
の
か
」
（
∞
た
・
）

と
問
い
、
そ
の
「
奇
妙
な
肌
の
色
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
（
出
。
）
彼
に
厚
情
を
示

す
。
モ
ス
リ
ム
と
自
称
し
て
こ
れ
ら
の
「
仲
間
達
」
（
N
N
N
）
と
交
わ
る
カ
イ
エ

は
、
時
折
ル
ネ
・
カ
イ
エ
で
は
な
く
「
ア
ブ
ダ
ラ
以
外
の
何
者
で
も
な
く
な
る
」

（N
お
）
こ
と
も
あ
り
、
自
己
同
一
性
と
い
う
神
話
は
次
第
に
弱
体
化
す
る
旬
。
と

は
言
え
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
関
す
る
原
住
民
の
会
話
は
常
に
カ
イ
エ
自
身
の
自

己
イ
メ
ー
ジ
に
振
動
を
与
え
る
た
め
、
彼
の
特
別
な
関
心
を
惹
く
。
キ
リ
ス
ト

教
徒
は
大
き
な
家
に
富
を
蓄
え
て
住
ん
で
い
る
く
せ
に
「
飢
え
た
者
に
幾
ば
く

か
の
施
し
を
す
る
よ
り
も
殺
さ
れ
る
方
を
選
ぶ
」
（

S
H）
よ
う
な
食
欲
さ
で
知

ら
れ
て
お
り
、
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
よ
う
に
」
と
い
う
の
は
、
強
奪
を
生
業
と
す

る
ト
ゥ
ア
レ
グ
族
の
強
欲
ぶ
り
を
表
現
す
る
枕
詞
に
さ
え
な
っ
て
い
る
程
だ

（U
N
U
）
。
結
局
ラ
ン
グ
が
ト
ン
ブ
ク
ト
ゥ
か
ら
追
放
さ
れ
た
の
も
、
キ
リ
ス
ト
教

徒
は
「
長
く
続
く
戦
争
と
災
禍
」
（
u
c
S
を
も
た
ら
す
と
い
う
見
解
に
首
長
達

が
至
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
作
品
の
終
末
部
に
お
い
て
「
悪
夢
の
よ
う
な
」
切

ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
帰
結
が
紹
介
さ
れ
る
時
、
原
住
民
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
徒

の
評
価
が
一
貫
し
た
至
当
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
、
読
者
は
思
い
至
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
す
の
が
、
ユ
ア
リ
ン
グ
ス
の
言
う
「
記

述
の
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
性
」
で
あ
る
。
ラ
ン
グ
と
は
対
照
的
に
、
砂
と
泥
で

出
来
た
小
さ
な
町
ト
ン
ブ
ク
ト
ゥ
を
見
て
「
た
だ
た
だ
泣
き
た
い
」
（
出
N
）
と

思
う
ほ
ど
失
望
し
た
カ
イ
エ
の
手
記
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
専
門
家
達
を
も
失
望
さ

せ
（
凶
宰
）
、
モ
ス
リ
ム
を
装
う
と
い
う
彼
の
手
法
を
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
非
難
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し
た
（
い
ま
）
。
け
れ
ど
も
カ
イ
エ
の
物
語
は
シ
ユ
タ
ン
グ
ル
の
義
務
を
経
て
「
儀

者
性
」
を
構
築
し
、
品
約
巡
し
た
よ
う
な
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
文
学
と
し
て
の
資

質
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る

G

五
、
「
新
し
い
品
官
界
文
学
い
と
の
融
関
連

議
二
の
ち
う
一
つ
の
大
糸
川
な
特
徴
は
、
一
紛
れ
ノ
の
行
為
全
体
が
ポ
ス

ト
モ
ダ
ン
的
及
び
ポ
ス
ト
構
造
、
奈
義
的
了
解
の

γ
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
川
崎
一
。

諮
り
手
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
主
人
公
に
よ
る
探
検
の
記
録
自
体
が
読
者
を

議
織
し
て
幾
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
前
舛
笑
と
は
一
浅
い
難
い
物
組
閣
で
あ
る
（
送
、

E
N）
。
そ
し
て
作
品
制
で
あ
る
シ
ユ
タ
ン
グ
ル
自
身
が
「
機
獲
の
よ
う
な
」
以
と

形
容
す
る
、
時
開
刑
制
た
る
拠
点
を
持
た
な
い
肉
料
自
白
衣
な
視
点
か
ら
、
諮
り
手
段

ら
「
我
々
の
慾
像
に
委
ね
ら
れ
た
」
C
o
ご
と
す
る
物
語
が
語
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
緩
り
手
は
「
僑
頼
で
き
な
い
語
り
手
い
を
明
示
的
に
演
じ
、
自
身
が
誇

る
物
語
を
も
ん
約
め
た
康
史
／
物
語
の
農
機
性
を
間
開
示
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

作
品
に
は
記
号
に
お
け
る
鵡
相
対
的
現
訴
伎
の
不
夜
会
滋
啄
す
る
「
空
所

（
官
。
混
と
と
い
う
一
塗
震
が
頻
繁
に
登
場
し
、
記
号
と
し
℃
の
一
言
葉
と
ト
ポ
ス
、

ま
た
物
語
そ
れ
自
体
の
や
心
に
こ
の
「
怨
所
」
が
終
夜
す
る
こ
と
の
指
摘
が
行

わ
れ
る
。
例
え
ば
物
語
は
「
ん
張
感
な
形
式
玄
抑
止
2
8
ぎ
自
こ
（
5
1
3
、
そ
の

舞
か
と
な
る
場
所
は
「
す
べ
て
の
ι

一
一
一
一
棄
の
動
き
の
忽
滋
な
や
心
」
〈

5
0）
と
呼

ば
れ
、
そ
れ
ら
の
「
尚
北
所
」
が
変
容
と
反
復
を
綾
な
が
ら
継
泳
さ
れ
て
い
く
こ

と
が
強
潟
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
作
品
の
中
心
に
あ
る
の
は
災
は
探

検
で
は
な
く
、
ア
フ
リ
カ
と
ト
ン
ブ
ク
ト
ゥ
に
纏
わ
る
表
象
と
そ
の
揺
動
で
あ

る
旬
、
と
い
う
読
み
も
成
立
す
る
。
災
際
に
作
品
で
は
、
「
ト
ン
ブ
ク
ト
ウ
」
と

い
う
名
称
が
時
代
や
一
一
日
夜
遅
聞
の
遠
い
に
拠
る
菜
料
桝
を
季
む
十
九
通
り
の
縫
記
法
に

よ
っ
て
記
載
さ
れ
‘
ト
ボ
ス
に
関
わ
る
表
象
の
変
遷
を
象
徴
し
て
い
る
。
ま
た
、

誇
り
の
行
為
と
旅
の
行
為
に
つ
い
て
も
変
奏
と
皮
綴
の
無
関
紙
の
可
能
性
が
強
潟

さ
れ
、
「
殺
界
こ
そ
が
喰
一
の
場
所
」
（
3
S
と
い
う
一
夜
明
か
ら
も
、
「
喰
…
の

説
明
所
」
と
は
反
詩
的
な
翁
で
あ
る
こ
と
が
捌
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
物

語
に
備
わ
る
イ
デ
ア
伎
の
非
現
様
性
と
虚
構
併
殺
を
自
ら
前
索
化
し
つ
つ
鞠
制
裁
を

諮
る
と
い
う
姿
勢
こ
そ
、
上
述
の
よ
う
に
こ
の
作
品
が
「
縫
も
興
味
深
い
響
く

こ
と
の
実
験
い
と
呼
ば
れ
る
所
以
で
あ
る
。

一
方
、
ド
イ
ツ
文
学
に
お
け
る
「
新
し
い
検
問
作
文
学
い
の
現
状
を
見
る
と
、

ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
文
学
の
定
裁
に
踏
み
込
ま
な
い
現
在
の
理
論
に
よ
る
「
世

界
文
学
」
と
い
う
名
称
は
、
移
民
文
学
や
旅
行
文
学
も
含
め
、
イ
ン
タ
ー
カ
ル

チ
ユ
ラ
ル
、
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
デ
ラ
ブ
ル
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
M

ゆ
と
い
っ
た
多
緩
の

ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
も
使
用
さ
れ
、
一
畿
の
流
行
語
と
い
っ
た
感
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
広
範
協
な
範
熔
の
設
定
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
持
代
の
文
学
会
形
一
線

す
る
た
め
の
…
つ
の
試
み
で
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
…
つ
の
概
念
の
過
度

の
伸
長
は
倍
々
の
ジ
ャ
ン
ル
の
特
牲
と
鰐
慾
性
を
不
明
瞭
に
し
て
し
ま
う
。
そ

の
よ
う
な
然
災
は
ユ
ア
リ
ン
グ
ス
も
縫
う
よ
う
に
辺
警
意
か
ら
で
は
あ
る
が
説

得
力
に
欠
け
明
、
災
際
は
銃
殺
を
益
す
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う

な
新
た
な
「
掛
棋
界
文
学
」
を
巡
る
近
年
の
「
ブ
ー
ム
」
初
に
・
お
い
て
は
、
ジ
ャ

ン
ル
の
定
義
は
さ
て
お
き
、
概
念
誕
生
当
初
の
期
待
の
核
心
を
改
め
て
問
う
こ

と
も
有
効
で
あ
号
つ
。

「
新
し
い
俊
樹
骨
文
学
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
に
根
拠
の
一
つ
を
与
え
た
バ

1
パ
の

怠
怨
に
蕊
ち
返
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
彼
が
現
代
の
「
俊
界
文
学
」
を
「
他
者
性
」

ハ
慰

安
滋
じ
た
自
己
認
織
に
期
間
わ
る
現
象
台
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
も
協
慾
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
文
学
の
「
世
界
化
い
に
お
い
て
彼
が
重
姿
と
努
え
て
い
た

の
は
、
機
民
地
主
義
の
多
文
化
支
緩
や
文
化
格
対
主
義
へ
の
務
滋
で
は
な
く
、

-8-



文
学
作
品
に
よ
っ
て
「
人
間
的
歴
史
的
に
別
の
時
間 、
異
な
る
空
間
に
生
き 、

存
在
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
に
つ
い
て」
仰

読
者
の
感
覚
に
変
更
が

も
た
ら
さ
れ
る
こ
と 、
と
同
時
に
「
文
学
が
使、
つ
手口叩」
が
暴
露
さ
れ
畑 、

我
々

の
主
体
性
が
「
記
号
に
よ
る
意
味
付
け
の
行
為
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
に
変
形
さ

れ
る
の
か
市
が
示
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た 。
こ
う
し
て
バ
l

バ
の
考
え
た
「
世

界
文
学」
は
か
つ
て
の
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
主
体
構
築
の
プ
ロ
セ
ス
を
露
呈
さ
せ 、

そ
の
歴
史
的
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
現
在
に
生
き
る
読
者
が
自
分
自
身
の
主
体
性
を

再
構
築
す
る
よ
う
に
促
す
の
で
あ
る 。

こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合 、
『
唯一
の
場
所」
は 、
ア
フ
リ
カ
を
巡
る
記
号
の

ず
れ
に
抑
圧
の
契
機
が
書
き
込
ま
れ
る
様
子
を
露
わ
に
し 、
か
つ
ヨ
ー
ロ
ッ

パ

の
植
民
地
主
義
的
欲
望
を
脱
構
築
し
つ
つ
畑

「
他
者
性」
に
関
わ
る
読
者
の
想

像
力
を
更
新
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て 、
「
新
し
い
世
界
文
学」
に
向
け
ら
れ
た

本
来
の
期
待
に
沿
う
作
品
で
あ
る
と
言
え
よ
う 。
ド
イ
ツ
現
代
文
学
研
究
に
お

い
て
こ
の
新
興
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

が
今
後
も
定
着
す
る
と
す
れ
ば 、
シ
ユ
タ
ン
グ

ル
の

量二
の
場
所」
こ
そ
そ
の
よ
う
な
名
称
に
値
す
る 、
と
筆
者
は
考
え
て

い
る 。
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Deutsche Zusammenfassung des Aufsatzes 

Thomas Stangls Der einzなe Ortund s母in母 Postkoloniaiitiit
- Im Hinblick auf die 押嗣ueWeltli総ra臨r＂ー

Mi戸1ki SOEJIMA 

Im Zeitalter der Globalisierung unterliegt auch der Begri百von 円Weltliteratur“ dem
Wandel. Im Bereich der Kqmparatistik sind originelle Vorschl註ge zu einer neuen 
Definition der ”Weltliteratur“ gemacht worden, und auch auf dem Gebiet der deut司

schen Gegenwartsliteratur ist in letzten Jahren von der ,,neuen Weltliteratur“ die 
R巴de - einem kulturell entgrenzten Schreiben, zu dem beispielsweise Migrationslite
ratur und postkoloniale Literatur gehoren sollen. 

Die Tendenz zur ,,neuen Weltliteratur“ zeigt sich bei keinem anderen Werk der 
deutschsprachigen postkolonialen Literatur so deutlich wie bei Der einzige Ort, dem 
2004 erschienenen Debutroman von Thomas Stangl. Dieser postmodeme Entde
ckungsroman ist die historiographische Rekonstruktion der Entdeckungsreisen des 
Engl註nders Alexander Gordon Laing und des Franzosen Rene Caillie auf dem Weg 
zu der legendaren StadtTimbuktu aus den literarischen Quellen der 1820巴r Jahren. 
Und die Eigenart dieses Romans liegt darin ラ dass im Hintergrund beider Abenteuer
geschichten noch zwei historische Geschichten parallel verlaufen: Die eine ist die 
Geschichte der groBen westafrikanischen Reiche aus der afrikanischen Perspektive, 
und die andere die Ges�hichte des Afrikanismus, d.h. des europ邑ischen Afrikadiskur
ses. Diese vier Erzahlstrange werden in kleine Segmente geteilt, wie im Vierertakt 
ineinander verflochten oder nebeneinander und nacheinander dargestellt, sodass 
quasi ein dichtes Gewebe der Beschreibungen entsteht. 

Durch dieses Geweb巴 werden Eigenschaften der postkolonialen Literatur erzeugt. 
Erstens w巴rden die Abenteuergeschichten 巴ntromantisiert. Gordon Laing, der als ein 
Bote der Zivilisation mit der Macht des Britischen Empires hinter sich reist, fallt des
halb auf und wird auf dem Ruckweg von den antipathischen Kraften ermordet. Rene 
Caillie, der sich ohne jegliche finanzielle Unterstutzung ganz allein in die Wuste 
wagt, kann dank seiner Verkleidung als Muslim sein Unterfangen glimpflich voll叩

bringen, ist aber standig auf das Wohlwollen der Einheimischen angewiesen und von 
der位aurig grauen, lehrnigen Stadt Timbuktu忌uBerst enttauscht. Zweitens wird die 
Einstellung des Afrikanismus dekonstruiert, in dem sie von der afrikanischen 
Geschichte reflektiert wird und也氏、Tilllctirlichkeit und Irrtumer bloBgestellt wer叩

den. Drittens: Postkoloniale Alt巴ritat wird konst四i巴rt, indem die schwarzen Ei出句”

(34) 



ロlischen als Helfer der Hauptfiguren vorkornrnen und als selbststandig und wtirde

voll lebende Menschen geschildert werden. Viertens: Das Selbstbild der

Protagonisten (und auch der Leser) wird infrage gestellt, indem die einheimischen

Betrachtungen tiber die Christen - sie seien habgierig und wtirden andauemde Krieg

und Unheil bringen - erwahnt werden und sich am Ende des Romans verwirklichen.

Letztens: Der Zusarnrnenhang zwischen der afrikanischen Geschichte, die auf epi

schen Texten des Gesangs eines Griots basiert und das Imaginationsvermogen der

Leser herausfordert, und den anderen drei europaischen Geschichten bietet weltlite向

rarische Perspektiven. All diese strukturell durchdachten literarischen弛rfahren抑制問

sen erftillen das Kriterium einer postkolonialen Literatur mit ethischen und asthetト

schen Dirnensionen. 

Dartiber hinaus ist auch der posむnodeme und poststrukturalistische Charakter die

ses Romans zu erw油nen. Der heterodiegetische Erzahler des Werkes agiert als unzu

verlassiger Erzahler und deutet eine gewisse Fiktionalitat an, die allen Geschichten 

innewohnt. Dazu werden die Wiederholbarkeit der einz巴lnen Geschichtstticke und 

die Abwesenheit der Gegenwart der Ideen hervorgehoben. Auch mit diesem Erzahl司

duktus, ohn巴 festen Boden unter den Fiillen zu erzahlen, l益sst sich Der einzige Ort als 

ein postkolonialer, posthistorischer und postheroischer Roman lesen, der das literari

sche Potenzial besitzt, kulturelle Antagonismen zu entgrenzen, was das ideale Cha

rakteristikum der ,,neuen Weltliteratur“ der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur 

ausmacht. 

(35) 
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