
ル
ー
マ
ニ
ア
の
隠
れ
里
の
魅
力
に

心
身
を
と
ら
わ
れ
て
…
…

ロ
ー
マ
帝
国
の
属
州
ダ
キ
ア
が
国
の
栄
え

あ
る
先
祖
と
い
う
こ
と
で
、
当
地
で
は
ル
ー

マ
ニ
ア
を
誇
ら
し
げ
に
「
ロ
マ
ニ
ア
」
と
呼

ぶ
。
ま
わ
り
を
ほ
ぼ
ス
ラ
ブ
族
の
国
に
囲
ま

れ
て
、
中
欧
で
は
唯
一
ラ
テ
ン
系
の
民
が
多

く
住
み
な
し
て
い
る
。

１
９
６
５
年
の
初
夏
、
ま
っ
た
く
偶
然
、

こ
の
国
に
紛
れ
込
ん
で
、
爾
来
、
ロ
マ
ニ
ア

ッ
ク（
？
）
と
化
し
た
。
言
葉
は
右
も
左
も
数

え
方
も
知
ら
な
か
っ
た
が
、
人
々
は
親
切
を

極
め
、
温
か
く
（
気
質
は
今
も
変
わ
ら
な
い
）、

滞
在
中
、
毎
瞬
が
希
望
と
期
待
に
脹
ら
み
、

い
と
も
艶
っ
ぽ
く
甘
や
か
な
空
気
が
身
に
な
じ

み
、
し
み
透
っ
た
。
折
し
も
、
チ
ャ
ウ
シ
ェ

ス
ク
が
指
導
者
と
し
て
登
場
し
た
年
で
、
国

の
雰
囲
気
は
と
て
も
明
る
く
感
じ
ら
れ
た
。

全
体
の
様
子
が
よ
そ
者
に
ど
う
か
と
思
わ

れ
出
し
た
の
は
70
年
代
に
も
入
っ
て
か
ら
で
、

厄
介
な
制
限
が
つ
き
ま
と
い
始
め
た
。
希
望

を
担
う
と
思
わ
れ
た
指
導
者
は
誇
大
妄
想
の

独
裁
者
と
変
じ
、
秘
密
警
察
が
そ
の
手
足
と

な
り
、
民
を
恐
怖
心
に
陥
れ
る
の
が
日
常
と

な
っ
た
。

ぼ
く
は
、
未
知
の
国
に
入
っ
て
数
カ
月
後

に
、
偶
然
、
神
が
引
き
合
わ
せ
た
よ
う
に
、

人
々
の
強
い
勧
め
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
大
の
フ

ォ
ー
ク
ロ
ア
の
残
存
地
域
、
北
北
西
部
マ
ラ

ム
レ
シ
ュ
に
入
っ
て
、
そ
の
魅
力
に
心
身
を

と
ら
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
は
ル
ー

マ
ニ
ア
の
隠
れ
里
で
、
数
百
年
前
の
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
村
の
風
習
、
た
ま
し
い
が
脈
々
と
息

づ
い
て
い
た
の
だ
。

カ
ル
パ
チ
ア
山
系
に
住
む
民
は
、
よ
く
働

き
情
が
深
く
、
信
仰
心
に
富
み
、
原
ル
ー
マ

ニ
ア
人
と
称
し
て
憚は

ば
か

ら
な
い
。
旅
人
を
心
を

込
め
て
も
て
な
し
、
家
に
入
る
や
家
族
扱
い

し
、「
私
の
孫
」「
息
子
」
と
言
い
、
数
日
滞

在
し
て
別
れ
る
と
き
は
、
じ
ん
わ
り
涙
ぐ
む

の
で
あ
る
。
こ
う
書
き
つ
つ
、
懐
か
し
く
、

も
う
会
え
な
い
面
々
を
想
起
し
て
、
胸
が
し

と
ど
熱
く
な
っ
て
く
る
。
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村
の
長
老
は
生
粋
の
農
牧
民
、
生
来
の
詩
人
、

野
の
哲
学
者
、
思
想
家
だ
っ
た

は
じ
め
て
の
訪
問
で
、
ど
の
家
で
も
た
っ

て
の
勧
め
で
滞
在
を
延
ば
し
、
３
カ
月
間
、

言
葉
は
わ
か
ら
な
く
も
、
拙
い
フ
ラ
ン
ス
語

で
方
々
を
め
ぐ
り
、
多
く
の
友
人
が
で
き
た
。

地
理
学
の
宝
庫
と
言
わ
れ
る
豊
か
な
風
土
、

原
初
の
風
俗
、
人
々
の
魂
に
心
底
と
ら
わ
れ
、

毎
年
、
こ
の
国
に
通
う
こ
と
に
な
る
。

大
ま
か
に
〝
社
会
主
義
〞
の
枠
の
な
か
で

暮
ら
す
山
村
の
民
。
通
っ
た
村
は
、
土
地
が

国
有
化
さ
れ
て
い
な
く
、
む
し
ろ
、
自
由
な

気
分
が
漲み

な
ぎ

っ
て
い
た
。
人
々
は
古
い
風
習
、

習
慣
を
守
り
、
宗
教
行
事
を
こ
な
し
、
衣
食

住
を
自
前
で
ほ
と
ん
ど
賄
っ
て
い
た
。
人
々

の
生
き
方
に
、
人
間
の
原
点
を
見
出
し
、
意

味
を
認
め
、
ぼ
く
は
繰
り
返
し
ま
き
返
し
、

マ
ラ
ム
レ
シ
ュ
へ
足
を
運
ん
だ
。
そ
の
数
、

１
２
０
回
以
上
。
そ
の
立
場
は
カ
ラ
ヤ
ン
と

同
じ
。
人
生
を
〝
棒
に
振
っ
た
〞
！

村
の
暮
ら
し
、
人
々
の
精
神
の
あ
り
方
、

儀
式
と
人
や
生
活
の
か
か
わ
り
な
ど
、
す
べ

て
の
モ
メ
ン
ト
を
知
り
た
く
な
っ
た
。
周
囲

の
村
に
も
臆
せ
ず
入
り
込
ん
で
行
く
。

村
に
は
、
農
業
と
牧
畜
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト

で
あ
る
人
々
と
、
知
恵
袋
と
も
言
う
べ
き
長

老
が
何
人
か
い
て
、
彼
ら
は
、
生
粋
の
農
牧

民
で
あ
り
つ
つ
、
生
来
の
詩
人
（
結
婚
式
の

と
き
な
ど
、
延
々
と
即
興
で
詩
を
詠
み
、
歌
う

の
で
あ
る
）、
野
の
哲
学
者
、
思
想
家
で
、
思

い
が
深
い
。
高
く
清
ら
な
精
神
を
抱
き
、
殊

に
も
丁
寧
な
生
活
を
送
る
こ
の
人
た
ち
か
ら

の
恩
恵
は
、
言
葉
に
尽
く
し
難
い
。

農
業
と
牧
羊
に
た
つ
き
を
求
め
、
人
々
の

多
く
が
〝
羊
の
羊
に
よ
る
羊
の
た
め
の
〞
暮
ら

し
を
送
り
、
人
の
こ
と
を
自
分
の
よ
う
に
切
実

に
思
い
、
五
感
を
フ
ル
に
発
揮
し
て
、
つ
ま
り

等
身
大
に
生
き
て
、
思
わ
ず
「
に
ん
げ
ー
ん
！
」

と
叫
び
た
く
な
る
、
そ
ん
な
人
た
ち
で
、
折
に

触
れ
歌
と
踊
り
と
地
酒
に
酔
う
。
彼
ら
は
ま
さ

に
極
め
つ
き
の
祝
祭
び
と
で
あ
る
。

フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
に
は
体
制
維
持
の

巧
み
な
阿
片
の
効
果
も
あ
っ
た

必
然
、
ル
ー
マ
ニ
ア
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
本

を
書
く
よ
う
に
な
る
。
副
産
物
と
し
て
写
真

も
撮
る
。
行
く
ほ
ど
に
疑
問
が
生
じ
る
。
切

り
が
な
い
。
人
々
の
あ
り
方
に
の
め
り
込
ん

で
、
音
楽
の
本
ま
で
書
く
こ
と
に
な
っ
た
。

バ
ル
ト
ー
ク
同
様
、
村
に
深
く
触
発
さ
れ
る
。

秘
密
警
察
の
た
び
た
び
の
妨
害
、
干
渉
が

あ
っ
た
も
の
の
、
し
ま
い
に
彼
ら
は
猜
疑
心
を

解
い
た
よ
う
だ
。
無
鑑
札
で
村
に
入
り
込
め
る

よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
監
視
は
体
制
崩

壊
の
89
年
末
ま
で
続
き
、
そ
の
２
年
後
ま
で
継

続
し
た
と
思
い
知
っ
た
の
は
、
数
年
後
の
こ
と

だ
っ
た
。
し
か
し
、
ぼ
く
は
ル
ー
マ
ニ
ア
と
か

く
も
長
く
か
か
わ
っ
て
、
一
度
た
り
と
コ
ミ
ュ

ニ
ス
ト
な
る
人
士
に
会
っ
た
こ
と
が
な
い
。

ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
の
絵
そ
の
ま
ま
の
村
の
結
婚

式
、
死
者
の
結
婚
式
と
い
う
再
生
の
意
味
を
備

え
る
未
婚
者
の
葬
い
に
心
打
た
れ
、
日
曜
の
踊

り
の
会
に
数
知
れ
ず
飛
び
入
り
し
、
村
人
の
感

覚
を
存
分
に
味
わ
っ
て
き
た
が
、
フ
ォ
ー
ク
ロ

ア
に
は
体
制
維
持
の
巧
み
な
阿
片
の
効
果
も
あ

っ
た
。folklore

はfakelore

（
？
）に
な
り

か
ね
ず
、
独
裁
者
は
少
数
民
族
ハ
ン
ガ
リ
ー
人

の
美
の
極
み
の
風
俗
を
憎
悪
し
た
。

あ
る
年
、
魔
女
に
ぜ
ひ
会
い
た
い
と
い
う

岸
田
今
日
子
さ
ん
を
ル
ー
マ
ニ
ア
に
案
内
し

た
が
、
祝
祭
日
な
の
に
村
に
活
気
が
な
く
、

歌
と
踊
り
に
ほ
と
ん
ど
接
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
若
者
が
多
く
Ｅ
Ｕ
諸
国
に
稼
ぎ

に
出
て
、
頭
脳
も
流
出
し
、
国
全
体
に
う
そ

寒
い
空
気
が
淀
ん
で
い
る
。
生
活
が
あ
る
の

に
伝
統
ど
こ
ろ
で
は
な
い
と
言
う
の
だ
。

ぼ
く
は
こ
れ
ま
で
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
ル

ー
マ
ニ
ア
幻
想
を
振
り
ま
い
て
き
た
が
、
体

制
崩
壊
後
、
格
差
は
深
化
し
、
拝
金
思
想
が

は
び
こ
り
出
し
た
。
失
業
す
る
自
由
ま
で
得

て
、
人
々
が
捨
て
去
り
失
っ
た
も
の
の
意
味

の
大
き
さ
に
気
づ
く
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。

複
雑
な
思
い
で
あ
る
。a49

多様性を繋ぐドナウ・ヨーロッパ特集

ドナウの最大支流のティサ川上
流に住む、農牧をたつきとし、
信仰心の厚い民は、衣食住とも
自給自足でまかなってきた




