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ッ
ク
・
ベ
イ
ト
マ
ン
が
行
き
つ
け
の
パ
ブ
（
ハ
リ
ー
ズ
）
で
テ
レ
ビ
ス
ク

リ
ー
ン
に
映
っ
た
「
今
年
初
め
に
行
わ
れ
た
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
の
就
任
演

説
と
前
大
統
領
レ
ー
ガ
ン
の
演
説
」（381 

）
を
見
な
が
ら
会
社
の
同
僚
た

ち
と
行
う
議
論
が
主
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

「
ま
ぁ
俺
〔
パ
ト
リ
ッ
ク
・
ベ
イ
ト
マ
ン
〕
は
も
う
二
七
歳
だ
し
、
あ

ー
、
こ
れ
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
も
し
く
は
ど
こ
の
都
市
で
も
ク
ラ
ブ
な
り

バ
ー
な
り
の
人
生
っ
て
や
つ
で
、
ご
存
知
の
通
り
世
紀
末
だ
し
、
こ
う

い
う
風
に
人
は
、
と
い
う
か
俺
は
振
る
舞
う
の
さ
、
そ
れ
が
パ
ト
リ
ッ

ク
で
あ
る
こ
と
の
俺
に
と
っ
て
の
意
味
だ
と
思
っ
た
り
、
ま
ぁ
、
そ
う

は
じ
め
に

　

本
稿
は
ブ
レ
ッ
ト
・
イ
ー
ス
ト
ン
・
エ
リ
ス
（Bret Easton Ellis
）

に
よ
る
一
九
九
一
年
発
表
の
長
編
小
説
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
サ
イ
コ
』

（A
m

erican 
Psycho

）
の
ラ
ス
ト
セ
ン
テ
ン
ス
に
置
か
れ
た
ド
ア
の
上

の
サ
イ
ン
「
こ
れ
は
出
口
で
は
な
い
（T

H
IS IS N

O
T

 A
N

 EX
IT

）」

を
読
み
解
く
た
め
に
書
か
れ
た
。
ま
ず
は
こ
の
結
語
に
い
た
る
前
後
文
脈

と
、
こ
れ
ま
で
テ
ク
ス
ト
に
加
え
ら
れ
た
批
評
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
か
ら

始
め
よ
う
。

　

小
説
の
最
終
章
「
ハ
リ
ー
ズ
に
て
」（379︲84

）
は
、
主
人
公
パ
ト
リ

論
説

「
私
は
一
パ
ー
セ
ン
ト
だ
」

『
ア
メ
リ
カ
ン
・
サ
イ
コ
』、
ウ
ォ
ー
ル
街
、
Ｘ
世
代
、
世
界
金
融
危
機

青
木
耕
平
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エ
リ
ス
の
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
サ
イ
コ
』
の
言
う
「
私
は
金
持
ち
だ
、
何

百
万
人
も
の
者
が
そ
う
で
は
な
い
」
世
界
と
は
、
そ
こ
に
お
い
て
問
題

と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
差
異
が
、
称
揚
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
抹

消
さ
れ
る
べ
き
だ
と
多
く
の
も
の
が
信
じ
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
差
異

で
あ
る
よ
う
な
世
界
だ
。（
マ
イ
ケ
ル
ズ3 

）（1
）

マ
イ
ケ
ル
ズ
の
主
張
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
主
義
的
な
差
異
を
称
揚
す
る

小
説
へ
の
批
判
と
表
裏
一
体
を
な
し
て
い
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
下

に
お
け
る
経
済
格
差
や
人
種
主
義
を
隠
蔽
し
助
長
し
て
し
ま
う
も
の
と
し

て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
批
判
的
な
目
を
向
け
る
彼
は
、

そ
の
よ
う
な
作
品
の
正
反
対
に
位
置
す
る
「
階
級
の
小
説
」
と
し
て
『
ア

メ
リ
カ
ン
・
サ
イ
コ
』
を
読
む
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
（256︲57

）。

　

マ
イ
ケ
ル
ズ
は
「
差
異
を
称
揚
す
る
小
説
」
も
の
の
最
た
る
例
と
し
て

ト
ニ
・
モ
リ
ス
ン
の
『
ビ
ラ
ヴ
ド
』（Beloved, 

1988

）
を
例
示
し
て
批

判
す
る
。
エ
リ
ス
も
ま
た
自
身
の
公
式
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
「
史
上
最
も
過
大
評

価
さ
れ
た
小
説
は
何
か
っ
て
？

ト
ニ
・
モ
リ
ス
ン
『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
だ

よ
」（2
）と
語
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
一
九
九
三
年
に
ノ
ー
ベ
ル

文
学
賞
を
受
賞
す
る
な
ど
大
き
く
評
価
さ
れ
た
モ
リ
ス
ン
へ
の
同
時
代
作

家
と
し
て
の
嫉
妬
、
と
片
付
け
る
に
は
あ
ま
り
に
も
苛
烈
で
あ
る
。
ま
た

彼
は
自
身
が
運
営
す
る
ポ
ッ
ド
キ
ャ
ス
ト
番
組
で
「
人
種
的
、
性
的
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
の
被
害
者
ぶ
っ
た
語
り
が
嫌
い
だ
」（3
）と
そ
の
悪
意
を
ひ
け
ら

だ
な
…
…
」
誰
か
が
溜
息
を
つ
き
、
誰
か
が
肩
を
揺
ら
し
、
ま
た
違
う

溜
息
が
つ
か
れ
、
ビ
ロ
ー
ド
の
カ
ー
テ
ン
が
か
か
っ
た
ハ
リ
ー
ズ
店
内

の
ド
ア
の
そ
の
一
つ
の
上
に
、
カ
ー
テ
ン
に
あ
わ
せ
た
色
で
こ
う
書
い

て
あ
っ
た
「
こ
れ
は
出
口
で
は
な
い
」。（383︲84

）

物
語
を
締
め
く
く
る
「
こ
れ
は
出
口
で
は
な
い
」
と
い
う
ド
ア
上
の
文
字

サ
イ
ン
は
、「
こ
こ
よ
り
入
る
も
の
全
て
の
希
望
を
捨
て
よ
」（3 

）
と
い

う
小
説
冒
頭
セ
ン
テ
ン
ス
に
掲
げ
ら
れ
た
グ
ラ
フ
ィ
テ
ィ
と
対
応
し
て
響

き
合
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
ア
メ
リ
カ
ン
・
サ
イ
コ
』
は
同
時
代
に
お

い
て
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
期
に
お
け
る
超
消
費
主
義
を
反
映
／
象
徴
し
た
小

説
だ
と
批
評
さ
れ
論
じ
ら
れ
て
き
た
（M

cCaffery 18 
）。
快
楽
殺
人
・

人
種
差
別
・
女
性
蔑
視
的
記
述
が
氾
濫
す
る
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
の
過
激
な

内
容
ゆ
え
に
大
き
な
非
難
を
受
け
、
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
同
様
、
小
説
は
レ
ー

ガ
ン
政
権
の
終
焉
と
と
も
に
出
口
を
も
た
な
い
一
九
八
〇
年
代
の
狂
騒
と

し
て
の
み
位
置
づ
け
ら
れ
、
作
品
を
巡
る
議
論
も
ま
た
そ
の
よ
う
に
閉
ざ

さ
れ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
な
か
で
、『
ア
メ
リ
カ
ン
・
サ
イ
コ
』
を
新
自
由
主
義
の

問
題
を
扱
っ
た
作
品
と
し
て
、
一
九
九
〇
年
以
降
の
文
学
潮
流
の
な
か
で

こ
そ
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
の
が
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
・

マ
イ
ケ
ル
ズ
で
あ
る
。
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イ
コ
』
の
特
異
性
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

同
時
代
に
加
え
ら
れ
た
消
費
主
義
的
な
解
説
も
、
マ
イ
ケ
ル
ズ
が
二
〇

〇
四
年
に
投
げ
か
け
た
批
評
も
、
決
し
て
間
違
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、

「
こ
れ
は
出
口
で
は
な
い
」
と
い
う
結
語
を
持
つ
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
刊

行
か
ら
四
半
世
紀
が
経
過
し
た
現
在
の
地
点
か
ら
読
み
返
し
た
時
、
同
時

代
の
反
映
や
反
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
現
在
の
ア

メ
リ
カ
の
問
題
を
読
み
解
く
契
機
を
有
し
て
い
る
。
二
〇
〇
八
年
以
降
の

世
界
金
融
危
機
、
二
〇
一
一
年
の
オ
キ
ュ
パ
イ
運
動
、
ヘ
イ
ト
・
ク
ラ
イ

ム
が
横
行
す
る
現
在
、『
ア
メ
リ
カ
ン
・
サ
イ
コ
』
は
新
た
な
ア
ク
チ
ュ

ア
リ
テ
ィ
を
獲
得
し
て
し
ま
っ
た
。
本
稿
は
最
終
的
に
そ
れ
を
論
証
す
る

こ
と
を
目
指
す
。

一
　
ウ
ォ
ー
ル
街
ブ
ー
ム

　

一
九
八
九
年
に
す
で
に
完
成
し
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
内
容
の
過
激
さ

ゆ
え
に
刊
行
前
か
ら
悪
評
を
呼
び
、
出
版
社
変
更
等
の
紆
余
曲
折
を
経
て

『
ア
メ
リ
カ
ン
・
サ
イ
コ
』
は
一
九
九
一
年
に
出
版
さ
れ
た
（Baelo-

A
llué 

81 
）。
同
年
の
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
誌
上
で
エ
リ
ス

は
「（
一
九
八
〇
年
代
後
半
の
）
ウ
ォ
ー
ル
街
勤
務
の
男
が
陥
い
り
が
ち

で
あ
る
だ
ろ
う
一
傾
向
」
と
、
ベ
イ
ト
マ
ン
の
殺
人
衝
動
を
同
時
代
の
ウ

ォ
ー
ル
街
と
関
連
づ
け
た
発
言
を
し
て
い
る
。

か
す
こ
と
を
躊
躇
し
な
い
。
エ
リ
ス
は
自
身
と
ベ
イ
ト
マ
ン
と
は
全
く
違

う
人
間
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、
作
者
と
主
人
公
は
同
様
の
攻
撃
性
を
有

し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
マ
イ
ケ
ル
ズ
は
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
サ
イ

コ
』
に
お
け
る
他
者
へ
の
加
虐
行
為
（
殺
人
、
罵
詈
雑
言
）
は
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
に
端
を
発
し
て
い
な
い
（258 

）
と
し
、
経
済
格
差
か
ら
こ
れ

を
読
み
解
く
。
彼
の
言
う
こ
と
は
た
し
か
に
一
面
で
は
説
得
力
が
あ
る
が
、

実
際
に
テ
ク
ス
ト
を
読
め
ば
、
ベ
イ
ト
マ
ン
の
殺
戮
対
象
は
主
に
女
性
、

黒
人
、
ホ
ー
ム
レ
ス
で
あ
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
差
別
、
女
性
嫌
悪
、
黒
人
、

ア
ラ
ブ
系
、
ア
ジ
ア
人
を
罵
倒
す
る
人
種
差
別
的
シ
ー
ン
が
氾
濫
し
、

「
俺
が
最
近
殺
し
た
タ
ク
シ
ー
運
転
手
は
、
全
員
ア
メ
リ
カ
人
で
は
な
か

0

0

0

0

っ
た

0

0

と
、
自
信
を
持
っ
て
言
え
る
」（378

 

強
調
原
文
）
と
述
懐
す
る
よ

う
な
作
品
か
ら
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
取
り
除
い
て
読
む
こ
と
は
、
あ
ま

り
に
牽
強
付
会
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

「
階
級
の
小
説
」
と
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
小
説
」
と
い
う
二
項
対
立

図
を
描
く
と
き
、
そ
こ
で
抜
け
落
ち
る
の
は
、
テ
ク
ス
ト
と
作
家
が
置
か

れ
て
い
た
同
時
代
の
地
政
学
で
あ
る
。
レ
ー
ガ
ン
政
権
後
期
の
消
費
主
義

が
前
景
と
し
て
テ
ク
ス
ト
上
に
表
出
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
他
の
ウ
ォ
ー
ル

街
作
品
は
何
を
描
い
た
の
か
。
Ｘ
世
代
の
寵
児
、
と
エ
リ
ス
が
祭
り
上
げ

ら
れ
た
と
き
、
そ
の
世
代
は
何
を
代
表
し
て
い
た
の
か
。
彼
ら
は
ど
こ
か

ら
き
て
、
ど
こ
へ
消
え
た
の
か
？

本
稿
は
ま
ず
、
同
時
代
作
品
と
比
較

し
、
そ
の
相
似
と
相
違
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、『
ア
メ
リ
カ
ン
・
サ
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等
の
ス
ノ
ッ
ブ
な
会
話
、
そ
し
て
ベ
イ
ト
マ
ン
が
秘
密
裏
に
行
う
異
常
快

楽
殺
人
を
、
微
に
入
り
細
を
穿
つ
執
拗
な
筆
致
に
よ
っ
て
埋
め
尽
く
す
こ

と
で
成
立
し
て
い
る
。

　

異
常
殺
人
だ
け
で
な
く
、
つ
ね
に
ド
ラ
ッ
グ
と
精
神
安
定
剤
を
飲
み
続

け
る
ベ
イ
ト
マ
ン
を
、
多
く
の
論
者
が
「
信
頼
で
き
な
い
語
り
手
」
と
分

類
し
て
い
る
が
（
た
と
え
ばD

aw
son 148 

）、「
白
人
男
性
だ
け
が
エ
イ

ズ
に
感
染
し
な
い
」（33 

）
な
ど
と
傲
慢
に
語
る
同
僚
た
ち
の
中
で
、
恒

常
的
に
女
性
や
貧
困
層
の
殺
人
に
勤
し
む
ベ
イ
ト
マ
ン
が
自
ら
の
精
神
状

態
の
不
安
定
さ
を
認
識
し
始
め
る
の
は
、
同
じ
会
社
で
働
く
ポ
ー
ル
・
オ

ー
ウ
ェ
ン
を
殺
し
て
か
ら
で
あ
る
。
自
分
と
同
年
齢
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

よ
り
洗
練
さ
れ
た
趣
味
を
持
ち
、
よ
り
重
要
な
案
件
を
任
さ
れ
、
ベ
イ
ト

マ
ン
よ
り
も
良
い
家
に
住
ん
で
い
る
オ
ー
ウ
ェ
ン
は
、
本
作
品
で
ベ
イ
ト

マ
ン
に
殺
害
さ
れ
る
唯
一
の
明
確
な
白
人
男
性
／
ア
ッ
パ
ー
ク
ラ
ス
で
あ

る
。
ベ
イ
ト
マ
ン
は
彼
を
殺
害
し
た
の
ち
、
彼
の
家
を
訪
れ
て
ロ
ン
ド
ン

出
張
を
偽
装
工
作
す
る
。
数
日
後
、
オ
ー
ウ
ェ
ン
失
踪
の
事
件
を
追
う
探

偵
が
彼
の
オ
フ
ィ
ス
を
訪
ね
（256 

）

―
こ
こ
に
至
る
ま
で
す
で
に
大

量
殺
人
を
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
人
の
探
偵
／
警
察
も
彼
の
前
に

は
現
れ
ず
、
友
人
誰
一
人
彼
を
殺
人
鬼
だ
と
疑
っ
た
り
し
な
か
っ
た

―

自
ら
の
精
神
の
異
常
性
に
気
付
き
、
つ
い
に
自
身
の
弁
護
士
に
留
守
番
電

話
上
で
オ
ー
ウ
ェ
ン
殺
害
を
自
白
す
る
（338 

）。
翌
日
ベ
イ
ト
マ
ン
は

オ
ー
ウ
ェ
ン
の
マ
ン
シ
ョ
ン
を
訪
ね
る
と
、
部
屋
を
管
理
し
て
い
る
不
動

　

八
〇
年
代
の
ウ
ォ
ー
ル
街
を
舞
台
と
し
た
作
品
は
多
く
存
在
す
る
。
オ

リ
バ
ー
・
ス
ト
ー
ン
監
督
映
画
『
ウ
ォ
ー
ル
街
』
と
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ロ
ス

監
督
映
画
『
摩
天
楼
は
バ
ラ
色
に
』
が
一
九
八
七
年
に
公
開
、
ト
ム
・
ウ

ル
フ
の
『
虚
栄
の
篝
火
』
も
八
七
年
刊
行
、
九
〇
年
に
は
映
画
化
さ
れ
て

い
る
。
近
年
で
あ
れ
ば
二
〇
一
三
年
の
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ス
コ
セ
ッ
シ
監
督

に
よ
る
『
ウ
ル
フ
・
オ
ブ
・
ウ
ォ
ー
ル
・
ス
ト
リ
ー
ト
』
も
記
憶
に
新
し

い
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
舞
台
を
そ
の
好
景
気
か
ら
「
ウ
ォ
ー
ル
ス
ト
リ
ー

ト
ブ
ー
ム
」
と
呼
ば
れ
た
一
九
八
〇
年
代
後
半
に
設
定
し
て
い
る
。
そ
れ

ら
の
主
人
公
は
皆
白
人
男
性
で
、
金
融
業
界
に
つ
と
め
て
お
り
、
上
昇
志

向
の
持
ち
主
で
、
金
融
ゲ
ー
ム
を
楽
し
み
、
そ
し
て
な
ん
ら
か
の
理
由
で

そ
の
ゲ
ー
ム
か
ら
脱
落
す
る
と
い
う
共
通
項
を
有
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
と
比
較
す
る
と
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
サ
イ
コ
』
の
特
異
性
は
あ
ま

り
に
も
明
ら
か
だ
。
他
の
ウ
ォ
ー
ル
街
作
品
と
異
な
り
、
ベ
イ
ト
マ
ン
は

会
社
員
と
し
て
の
上
昇
／
成
長
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
持
た
ず
、
金
融
ゲ
ー
ム
で

は
な
く
殺
人
ゲ
ー
ム
に
勤
し
ん
で
い
る
。
ベ
イ
ト
マ
ン
は
す
で
に
最
初
か

ら
大
金
持
ち
で
上
昇
志
向
は
な
く
、
大
手
投
資
銀
行
の
ヴ
ァ
イ
ス
プ
レ
ジ

デ
ン
ト
（
執
行
役
員
）
の
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
お
り
、
そ
の
会
社
は
自
ら
の

家
族
が
オ
ー
ナ
ー
で
あ
る
こ
と
が
ほ
の
め
か
さ
れ
る
（222 

）。
こ
の
長

編
小
説
に
お
い
て
、
彼
が
実
際
上
の
勤
務
を
行
う
様
は
、
ワ
ン
セ
ン
テ
ン

ス
も
描
か
れ
な
い
。
ベ
イ
ト
マ
ン
自
身
を
語
り
手
と
し
た
テ
ク
ス
ト
は
、

氾
濫
す
る
ブ
ラ
ン
ド
固
有
名
、
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
の
飲
食
店
、
音
楽
や
映
画
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載
さ
れ
、
世
界
中
で
「
歴
史
」
を
め
ぐ
る
大
論
争
が
巻
き
起
こ
っ
た
。

「
私
た
ち
が
今
目
撃
し
て
い
る
も
の
は
、
単
な
る
冷
戦
の
終
焉
で
も
、
戦

後
史
の
単
な
る
一
局
面
で
も
な
く
、
歴
史
の
終
焉
そ
れ
自
体
だ
」（3 

）
と
、

フ
ク
ヤ
マ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
を
（
そ
し
て
そ
れ
を
受
け
た
ア
レ
ク

サ
ン
ド
ル
・
コ
ジ
ェ
ー
ブ
の
議
論
を
）
援
用
し
て
語
る
。
歴
史
と
は
様
々

な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
弁
証
法
的
闘
争
の
過
程
で
あ
り
、
民
主
主
義
が
自
己

の
正
当
性
を
証
明
し
て
い
く
ス
テ
ー
ジ
で
、
そ
の
最
終
闘
争
こ
そ
が
冷
戦

で
あ
っ
て
、
冷
戦
が
終
わ
っ
た
今
、
歴
史
は
終
わ
り
を
迎
え
た
と
彼
は
主

張
し
た
（3︲5

）。
結
局
の
と
こ
ろ
フ
ク
ヤ
マ
の
議
論
と
は
、
東
欧
革
命
を

受
け
て
冷
戦
が
終
わ
り
、
彼
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
悪
の
帝
国
」
で
あ
っ
た

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
の
崩
壊
と
「
自
由
主
義
の
盟
主
」
で
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
の
勝
利
と
い
う
経
験
を
う
け
た
議
論
で
あ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
的
自

由
を
流
布
す
る
こ
と
が
歴
史
の
目
的
で
あ
る
と
す
る
歴
史
観
を
示
し
た
に

す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
フ
ク
ヤ
マ
が
ア
メ
リ
カ
国
務
省
の
政
策
立
案
ス
タ

ッ
フ
だ
っ
た
こ
と
が
ま
た
こ
の
論
文
に
特
別
な
意
味
を
与
え
た
。
そ
れ
は

冷
戦
に
勝
ち
抜
い
た
自
由
主
義
陣
営
の
「
勝
利
宣
言
」
と
し
て
世
界
に
喧

伝
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

　

長
く
続
い
た
冷
戦
体
制
崩
壊
の
衝
撃
と
共
に
、
フ
ク
ヤ
マ
の
「
歴
史
の

終
わ
り
」
論
は
右
派
左
派
双
方
を
巻
き
込
ん
で
世
界
中
で
大
き
な
反
響
を

巻
き
起
こ
し
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
内
外
に
お
い
て
も
広
く
浸
透
し
議
論
を
呼

ん
だ
。
も
ち
ろ
ん
今
日
、
歴
史
が
終
わ
っ
た
な
ど
と
は
、
誰
も
真
剣
に
論

産
屋
に
「
こ
こ
は
オ
ー
ウ
ェ
ン
の
家
で
は
な
い
」
と
追
い
返
さ
れ
て
し
ま

う
。
彼
は
自
分
を
取
り
巻
く
現
実
と
自
ら
の
精
神
の
不
安
定
さ
に
耐
え
か

ね
「
こ
れ
は
ゲ
ー
ム
じ
ゃ
な
い
ん
だ
」（355 

）
と
、
現
状
か
ら
抜
け
出
る

こ
と
を
真
剣
に
望
み
始
め
る
。

　

ベ
イ
ト
マ
ン
の
願
い
と
は
裏
腹
に
、
オ
ー
ウ
ェ
ン
殺
害
の
告
白
の
留
守

番
電
話
を
彼
の
弁
護
士
は
冗
談
だ
と
思
い
、
と
り
あ
わ
な
い
。
ベ
イ
ト
マ

ン
は
直
接
会
っ
て
自
ら
の
犯
し
た
罪
を
ま
く
し
た
て
る
も
、
弁
護
士
は
驚

く
こ
と
に
、
何
週
間
も
前
に
殺
害
し
た
は
ず
の
オ
ー
ウ
ェ
ン
と
十
日
前
に

ロ
ン
ド
ン
で
デ
ィ
ナ
ー
を
一
緒
に
し
た
ば
か
り
だ
、
と
返
答
し
立
ち
去
る

（373 

）。
こ
の
場
面
の
後
、
ベ
イ
ト
マ
ン
は
思
考
停
止
状
態
に
陥
り
「
俺

は
た
だ
ゲ
ー
ム
を
続
け
て
い
た
い
だ
け
だ
」（379 
）
と
、
現
状
か
ら
抜
け

出
る
こ
と
そ
れ
自
体
を
諦
め
る
。
す
で
に
確
認
し
た
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
、
レ

ー
ガ
ン
が
退
任
し
新
時
代
を
迎
え
よ
う
と
す
る
テ
レ
ビ
の
中
の
風
景
と
は

対
照
的
に
、
何
も
変
わ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
ベ
イ
ト
マ
ン
は
、
八
〇

年
代
の
消
費
主
義
か
ら
も
殺
人
ゲ
ー
ム
か
ら
も
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い

ま
ま
、
そ
こ
に
取
り
残
さ
れ
て
い
る
。

　

マ
イ
ケ
ル
ズ
は
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
サ
イ
コ
』
を
「
文
化
、
人
種
、
歴
史

に
は
無
関
心
で
あ
り
、
金
銭
と
そ
れ
に
伴
う
あ
ら
ゆ
る
も
の
（
と
り
わ
け

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
）
を
強
迫
的
な
主
題
と
す
る
テ
ク
ス
ト
」（3 

）
と
評
し
た

が
、
実
際
の
一
九
八
九
年
で
は
、
外
交
専
門
雑
誌
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
イ
ン

タ
レ
ス
ト
」
に
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ク
ヤ
マ
の
「
歴
史
の
終
わ
り
？
」
が
掲
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ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｘ
と
指
す
（M

iller 1 

）
が
、
そ
も
そ
も
世
代
と
い
う
概

念
は
様
々
な
階
層
が
混
在
す
る
社
会
層
を
一
括
り
に
し
て
し
ま
う
危
険
を

孕
む
も
の
で
あ
り
、
ま
し
て
や
多
民
族
国
家
の
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て

は
ど
の
よ
う
な
名
称
で
世
代
を
く
く
り
つ
け
よ
う
と
も
、
類
型
学
を
超
え

る
こ
と
は
な
い
。
社
会
学
者
の
南
田
勝
也
は
、
そ
の
こ
と
に
留
意
し
つ
つ

も
、
そ
れ
で
も
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｘ
と
い
う
名
称
を
無
視
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
れ
は
「
人
口
が
多
く
主
張
も
激
し
か
っ
た
ベ

ビ
ー
ブ
ー
マ
ー
が
は
じ
め
て
自
分
た
ち
を
困
惑
さ
せ
る
層
の
出
現
を
感
知

し
た
か
ら
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
に
は
、
当
該
の
年
齢
層
の
若
者
が
そ
の

言
葉
を
自
分
た
ち
仲
間
に
対
す
る
呼
び
名
と
し
て
意
識
的
に
受
け
入
れ

た
」（24 

）
か
ら
で
あ
る
。
名
指
さ
れ
た
若
者
自
身
が
そ
の
呼
称
と
括
り

を
受
け
入
れ

―
た
と
え
ば
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
グ
ラ
ン

ジ
バ
ン
ド

―
先
行
世
代
と
の
差
異
を
強
調
す
る
新
世
代
と
し
て
台
頭
し

た
と
南
田
は
主
張
す
る
。

　

ロ
バ
ー
ト
・
パ
ッ
ト
ナ
ム
は
、
先
行
す
る
世
代
と
異
な
り
個
人
的
で
政

治
に
関
心
が
薄
く
公
民
権
や
人
種
差
別
と
の
戦
い
な
ど
集
合
的
な
経
験
を

も
た
な
い
こ
と
が
彼
ら
の
精
神
的
特
徴
だ
と
ま
と
め
て
い
る
（259 

）。

こ
の
よ
う
な
特
徴
を
頭
に
入
れ
つ
つ
、
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｘ
と
名
指
さ

れ
た
作
家
た
ち
の
作
品
を
以
下
に
検
討
し
よ
う
。

　

一
九
九
一
年
に
発
表
さ
れ
た
『
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｘ　

加
速
さ
れ
た

文
化
の
た
め
の
物
語
た
ち
』
で
「
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｘ
」
と
い
う
言
葉

じ
る
こ
と
の
な
い
暴
論
に
す
ぎ
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
同
時
代
を

席
巻
し
た
歴
史
の
終
わ
り
の
感
覚
に
、
一
部
の
同
時
代
の
小
説
家
、
映
画

監
督
、
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
た
ち
は
反
応
し
た
。
彼
ら
こ
そ
が

―
エ
リ
ス

も
ま
た
そ
こ
に
括
ら
れ
る
こ
と
の
あ
る

―
「
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｘ
」

と
呼
ば
れ
た
者
た
ち
で
あ
る
。

二
　
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｘ
の
台
頭

『
レ
ス
・
ザ
ン
・
ゼ
ロ
』
で
一
九
八
五
年
に
華
々
し
い
デ
ビ
ュ
ー
を
飾
っ

た
エ
リ
ス
は
、
様
々
に
ラ
ベ
リ
ン
グ
さ
れ
た
「
新
世
代
」
に
括
ら
れ
て
き

た
。
ブ
ラ
ッ
ト
パ
ッ
ク
、
ブ
ラ
ン
ク
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
Ｍ
Ｔ
Ｖ
ジ
ェ

ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
ゼ
ロ
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
そ
し
て
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ

ン
Ｘ
（M

andel 3 

）。
そ
の
名
付
け
は
一
過
性
の
ブ
ー
ム
で
、
近
年
の
研

究
で
は
当
時
を
懐
古
的
に
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
触
れ
ら
れ
る
だ
け
で
あ

り
、
エ
リ
ス
自
身
そ
の
よ
う
な
括
り
を
パ
ロ
デ
ィ
に
す
る
発
言
を
繰
り
返

し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
最
も
広
く
使
わ
れ
た
「
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ

ョ
ン
Ｘ
」
と
い
う
括
り
だ
け
は
、
九
〇
年
代
の
ブ
ー
ム
を
過
ぎ
て
も
な
お

特
定
の
世
代
を
指
す
言
葉
と
し
て
定
着
し
、
エ
リ
ス
は
今
な
お
ジ
ェ
ネ
レ

ー
シ
ョ
ン
Ｘ
を
象
徴
す
る
、
そ
し
て
そ
の
中
に
お
い
て
も
際
立
つ
特
異
な

作
家
だ
と
見
做
さ
れ
て
い
る
（Gordinier xxix

）。

　

広
く
一
般
的
に
は
一
九
六
一
年
か
ら
一
九
八
一
年
生
ま
れ
の
者
を
ジ
ェ
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コ
』
は
、
完
成
し
た
同
年
の
フ
ク
ヤ
マ
の
「
歴
史
の
終
わ
り
？
」
と
共
振

し
、
同
年
刊
行
の
『
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｘ
』
と
共
鳴
し
て
い
る
。

　

ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｘ
の
代
表
的
な
フ
ィ
ル
ム
・
メ
ー
カ
ー
と
目
さ
れ

る
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
フ
ィ
ン
チ
ャ
ー
は
、
同
じ
く
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｘ
を

代
表
す
る
カ
ル
ト
作
家
チ
ャ
ッ
ク
・
パ
ラ
ニ
ュ
ー
ク
の
一
九
九
六
年
作
品

『
フ
ァ
イ
ト
・
ク
ラ
ブ
』
を
九
九
年
に
映
画
化
し
て
大
ヒ
ッ
ト
さ
せ
た
。

主
人
公
た
る
エ
リ
ー
ト
・
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
消
費
主
義
に
よ
っ
て
パ
ラ
ノ

イ
ア
に
陥
り
、
そ
れ
が
作
り
出
し
た
も
う
ひ
と
つ
の
人
格
に
、
自
分
た
ち

が
嵌
っ
て
し
ま
っ
た
歴
史
の
位
置
を
語
ら
せ
る
。

広
告
は
俺
た
ち
に
車
や
服
を
買
わ
せ
よ
う
と
す
る
。
必
要
な
い
ゴ
ミ
み

た
い
な
も
の
を
買
う
た
め
に
、
俺
た
ち
は
大
嫌
い
な
仕
事
を
続
け
て
い

る
。
俺
た
ち
は
歴
史
の
狭
間
に
生
ま
れ
た
子
供
だ
。
目
的
も
居
場
所
も

な
い
。
大
戦
も
な
け
れ
ば
大
恐
慌
も
な
い
。
俺
た
ち
の
大
戦
は
魂
の
戦

争
だ
。
俺
た
ち
の
大
恐
慌
は
、
俺
た
ち
の
人
生
だ
。（
映
画
『
フ
ァ
イ

ト
・
ク
ラ
ブ
』）

歴
史
の
な
さ
、
偉
大
な
も
の
の
な
さ
、
そ
し
て
消
費
主
義
に
よ
る
噓
に
気

付
い
た
若
者
た
ち
。
ま
さ
に
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
指
摘
、
ク
ー
プ
ラ
ン
ド
の
嘆

き
、
フ
ク
ヤ
マ
の
主
張
そ
の
も
の
の
体
現
で
あ
る
。

　

本
稿
で
と
り
あ
げ
た
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｘ
の
作
家
た
ち
は
ほ
ぼ
一
九

を
世
間
に
広
く
知
ら
し
め
た
ダ
グ
ラ
ス
・
ク
ー
プ
ラ
ン
ド
は
、
二
〇
一
三

年
に
再
度
ペ
ー
パ
ー
バ
ッ
ク
化
さ
れ
た
同
作
に
、
新
た
な
序
文
を
寄
せ
て

い
る
。

あ
れ
は
一
九
九
一
年
の
三
月
だ
っ
た
。
一
九
八
〇
年
代
が
終
わ
り
、
私

は
そ
れ
を
一
つ
の
可
能
性
に
満
ち
た
歴
史
の
一
側
面
が
過
ぎ
て
し
ま
っ

た
と
い
う
悲
し
み
を
も
っ
て
眺
め
て
い
た
。
六
〇
年
代
、
七
〇
年
代
、

八
〇
年
代
が
作
り
出
し
た
文
化
を
我
々
は
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
の
だ
、
と
。
そ
れ
は
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
悩
み
に
す
ぎ
な
い
と
思

っ
て
い
た
が
、
そ
の
時
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ク
ヤ
マ
が
歴
史
の
終
わ
り

を
宣
言
し
た
。
芸
術
の
世
界
は
死
ん
だ
の
だ
。
成
長
は
止
ま
り
、
人
生

は
停
滞
す
る
ば
か
り
だ
。

　

そ
う
し
て
、
グ
ラ
ン
ジ
が
起
こ
っ
た
。（Coupland ix︲x
）

フ
ク
ヤ
マ
の
歴
史
の
終
わ
り
の
感
覚
が
同
時
代
に
充
満
し
て
い
た
こ
と
、

南
田
の
指
摘
の
よ
う
に
グ
ラ
ン
ジ
の
精
神
と
共
鳴
し
て
い
た
こ
と
を
ク
ー

プ
ラ
ン
ド
は
述
懐
し
て
い
る
。
同
小
説
で
は
本
文
欄
外
に
「
歴
史
の
な

さ
」
の
症
候
が
繰
り
返
し
書
き
込
ま
れ
て
い
る
（9, 

13 

）。『
ア
メ
リ
カ

ン
・
サ
イ
コ
』
に
も
ま
た
そ
の
結
部
近
く
に
「
歴
史
は
沈
ん
で
い
っ
て
い

る
。
事
態
が
悪
化
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
の
は
、
極
少
数
の
者

だ
け
だ
」（370 

）
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
つ
ま
り
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
サ
イ
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た
に
も
か
か
わ
ら
ず
だ
。

『
ア
メ
リ
カ
ン
・
サ
イ
コ
』
が
一
九
八
九
年
に
完
成
し
て
い
た
こ
と
は
す

で
に
述
べ
た
が
、
一
九
八
六
年
か
ら
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
音
楽
は
俗
に
い
う

「
黄
金
時
代
」
を
迎
え
、
映
画
で
も
ス
パ
イ
ク
・
リ
ー
が
『
ド
ゥ
・
ザ
・

ラ
イ
ト
シ
ン
グ
』（1989

）
を
ヒ
ッ
ト
さ
せ
る
な
ど
、
ブ
ラ
ッ
ク
・
カ
ル

チ
ャ
ー
は
隆
盛
期
に
あ
っ
た
。
そ
れ
に
伴
い
一
九
八
〇
年
代
後
半
に
は
マ

ル
コ
ム
Ｘ
の
再
評
価
が
進
む
な
ど
ブ
ラ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
も
勃
興

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
た
だ
し
そ
こ
に
も
大
き
な
分
断
が
あ
り
、
た
と
え

ば
一
九
九
〇
年
に
シ
ェ
ル
ビ
ー
・
ス
テ
ィ
ー
ル
は
『
私
た
ち
の
人
柄
に
つ

い
て

―
ア
メ
リ
カ
の
人
種
に
お
け
る
新
た
な
展
望
』
で
、
公
民
権
運
動

以
降
に
実
施
さ
れ
た
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
黒
人
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
を
堕
落
さ
せ
て
い
る
と
指
摘
、
黒
人
か
ら
裏
切
り
者
扱
い
さ
れ
白

人
保
守
層
か
ら
歓
迎
さ
れ
た
著
作
は
同
年
の
全
米
批
評
家
協
会
賞
を
受
賞

す
る
。
翌
一
九
九
一
年
に
は
ス
ー
ザ
ン
・
フ
ァ
ル
ー
デ
ィ
が
第
二
波
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
以
降
に
起
こ
っ
た
揺
り
戻
し
問
題
を
『
バ
ッ
ク
ラ
ッ
シ
ュ

―

ア
メ
リ
カ
女
性
に
対
す
る
宣
戦
布
告
な
き
戦
い
』
と
し
て
出
版
、
同
年
の

ピ
ュ
ー
リ
ッ
ツ
ァ
ー
賞
を
受
賞
し
、
広
範
な
論
争
を
呼
ん
だ
。
一
九
九
二

年
に
は
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
暴
動
が
起
こ
り
、
人
種
問
題
は
表
面
化
す
る
。
こ

の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
社
会
が
大
き
な
う
ね
り
に
直
面
す
る
裏
で
、
そ
の
よ

う
な
同
時
代
の
問
題
を
精
査
す
る
の
で
は
な
く
、
Ｘ
世
代
を
自
称
し
て
い

た
若
者
た
ち
は
い
じ
け
る
よ
う
に
歴
史
の
な
さ
を
嘆
い
て
い
た
の
だ
。
自

六
〇
年
代
前
半
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
エ
リ
ス
は
六
四
年
、
フ
ィ
ン
チ
ャ
ー

は
六
二
年
、
ク
ー
プ
ラ
ン
ド
は
六
一
年
、
パ
ラ
ニ
ュ
ー
ク
は
六
二
年
。

「
俺
た
ち
は
一
九
六
九
年
に
は
七
歳
だ
っ
た
」（262 

）
と
語
る
様
か
ら
判

別
す
る
と
ベ
イ
ト
マ
ン
は
六
二
年
な
い
し
六
一
年
に
生
ま
れ
て
い
る
。
彼

ら
の
生
ま
れ
た
時
期
は
テ
レ
ビ
の
爆
発
的
な
普
及
が
始
ま
っ
た
時
期
で
あ

り
、
ヒ
ッ
ピ
ー
運
動
の
時
期
に
幼
少
期
を
過
ご
し
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
最

中
か
ら
終
結
直
後
に
か
け
て
の
時
代
に
十
歳
を
超
え
、
カ
ウ
ン
タ
ー
カ
ル

チ
ャ
ー
の
衰
退
と
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
終
結
と
い
う
停
滞
期
の
中
で
思
春
期

を
過
ご
し
、
一
九
八
〇
年
か
ら
一
九
九
〇
年
に
か
け
冷
戦
末
期
か
ら
ソ
連

崩
壊
を
横
目
で
見
つ
つ
成
人
し
社
会
人
と
な
っ
た
。
し
か
し
奇
妙
な
こ
と

に
、
そ
の
時
代
に
ア
メ
リ
カ
国
内
で
生
ま
れ
育
っ
た
若
者
全
て
を
ジ
ェ
ネ

レ
ー
シ
ョ
ン
Ｘ
と
は
呼
ば
な
い
。
た
と
え
ば
音
楽
に
お
け
る
ジ
ェ
ネ
レ
ー

シ
ョ
ン
Ｘ
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
を
は
じ
め
同
時
代
の

ブ
ラ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
の
一
九
八
〇
―
九
〇
年
代
の
隆
盛
に
は
一
切
目

が
配
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
世
代
の
白
人
男
性
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
と
そ

れ
を
享
受
し
た
白
人
若
年
リ
ス
ナ
ー
の
み
を
差
し
て
括
ら
れ
る
（
南
田

41 

）。

　

グ
ラ
ン
ジ
同
様
、
文
学
に
お
け
る
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｘ
と
呼
ば
れ
る

作
家
た
ち
は
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
白
人
男
性
作
家
の
み
で
あ
る（

4
）。
同
時

代
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
字
義
通
り
の
Ｘ
世
代
は
そ
れ
以
前
の
ど
の
世

代
よ
り
も
人
種
的
、
文
化
的
だ
け
で
な
く
、
経
済
的
に
も
多
様
化
し
て
い
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の
典
型
例
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

　

リ
ザ
ベ
ス
・
コ
ー
エ
ン
は
『
消
費
者
共
和
国
』
に
お
い
て
消
費
社
会
文

化
史
を
概
括
し
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
徐
々
に
細
分
化
し
セ
グ
メ
ン
ト
化
し
て

い
く
市
場
を
歴
史
的
に
分
析
し
た
。
一
九
八
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
の
景
気

が
下
降
気
味
に
な
る
と
、
市
場
は
新
た
な
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
ア
ッ
パ

ー
ミ
ド
ル
、
ア
ッ
パ
ー
ク
ラ
ス
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た
。
彼
ら
こ
そ
が

「
ヤ
ッ
ピ
ー
」
で
あ
る
。
上
位
の
大
学
（
ベ
イ
ト
マ
ン
の
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド

は
言
う
ま
で
も
な
い
）
を
卒
業
、
都
市
部
に
住
み
、
金
融
業
や
メ
デ
ィ
ア

業
等
、
高
給
取
り
で
華
や
か
な
業
界
に
勤
め
る
若
き
社
会
人
。
彼
ら
は
消

費
行
為
に
よ
っ
て
自
ら
を
セ
グ
し
、
違
い
を
誇
示
し
た
。
高
度
に
洗
練
さ

れ
た
市
場
は
「
階
級
格
差
破
壊
」
に
は
一
向
に
向
か
わ
な
い
ば
か
り
か
、

階
級
の
維
持
こ
そ
を
必
要
と
し
、
市
場
だ
け
で
な
く
消
費
者
自
身
も
ま
た

そ
の
階
級
に
合
致
す
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
自
ら
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た

の
だ
（306︲309

）。
ヤ
ッ
ピ
ー
と
い
う
言
葉
は
一
九
八
四
年
に
初
め
て
使

わ
れ
人
口
に
膾
炙
し
た
が
、
Ｘ
世
代
と
は
違
い
、
そ
れ
は
自
称
で
は
な
く

他
者
に
よ
る
侮
蔑
表
現
と
し
て
使
わ
れ
た
。
現
在
、「
歴
史
の
終
わ
り
」

と
と
も
に
、
も
は
や
誰
も
使
う
こ
と
な
い
死
語
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
て
初
め
て
、『
フ
ァ
イ
ト
・
ク
ラ
ブ
』
の
語

り
手
た
る
ヤ
ッ
ピ
ー
の
破
壊
衝
動
が
理
解
さ
れ
う
る
。
時
代
へ
の
被
害
者

意
識
に
よ
っ
て
連
帯
し
た
男
た
ち
は
、
ワ
ー
ク
ア
ウ
ト
し
体
を
鍛
え
、
そ

の
集
団
か
ら
女
を
締
め
出
す
こ
と
で
、
マ
ス
キ
ュ
リ
ニ
テ
ィ
ー
を
も
獲
得

身
を
Ｘ
世
代
と
み
な
す
カ
レ
ン
・
リ
ッ
チ
ー
は
、
多
文
化
主
義
的
政
策
や

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
隆
盛
等
に
よ
り
、
本
来
自
分
が
享
受
で
き
た
も
の
が
不

当
に
非
白
人
層
や
女
性
に
奪
わ
れ
て
い
る
、
と
そ
れ
自
体
不
当
な
被
害
者

意
識
を
九
〇
年
代
半
ば
に
白
人
男
性
は
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
て

い
る
（54 

）。
こ
の
よ
う
に
整
理
し
た
時
、
ベ
イ
ト
マ
ン
の
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
、

人
種
差
別
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
へ
の
嫌
悪
は
、
Ｘ
世
代
が
身
勝
手
に

抱
え
込
ん
だ
パ
ラ
ノ
イ
ア
の
コ
イ
ン
の
裏
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

三
　
ヤ
ッ
ピ
ー
、
消
費
社
会
の
被
害
者
／
加
害
者

　

物
語
の
語
り
手
が
ベ
イ
ト
マ
ン
同
様
に
精
神
的
に
問
題
を
抱
え
た
二
重

人
格
者
で
あ
り
、『
ア
メ
リ
カ
ン
・
サ
イ
コ
』
や
『
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン

Ｘ
』
と
同
じ
く
カ
タ
ロ
グ
的
な
商
品
記
述
が
執
拗
に
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

『
フ
ァ
イ
ト
・
ク
ラ
ブ
』
は
現
在
、
消
費
社
会
の
病
理
を
描
い
た
作
品
で

あ
る
と
一
般
的
に
解
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
当

時
の
ア
メ
リ
カ
は
経
済
的
に
も
多
様
化
し
て
い
た
。『
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ

ン
Ｘ
』
は
、
う
だ
つ
の
あ
が
ら
な
い
Ｘ
世
代
の
白
人
男
性
を
代
表
し
て
い

る
と
言
っ
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
が
、『
フ
ァ
イ
ト
・
ク
ラ
ブ
』
と
『
ア

メ
リ
カ
ン
・
サ
イ
コ
』
は
そ
う
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
二
作
の
語
り
手
（
主

役
）
は
、
端
的
に
い
え
ば
「
ヤ
ッ
ピ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
、
消
費
社
会
を
最

も
楽
し
む
こ
と
の
で
き
る
豊
か
な
階
級
に
属
し
て
い
て
、
両
者
と
も
に
そ
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か
ら
降
り
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
彼
は
サ
イ
コ
と
し
て
適
応
し
続
け
た

ま
ま
ブ
ッ
シ
ュ
の
時
代
へ
と
突
入
す
る
。
被
害
者
を
ケ
ア
す
る
視
点
が
一

切
皆
無
の
加
害
者
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
、
苛
烈
な
残
虐
性
と
圧
倒
的
な
暴
力
が
充

満
す
る
こ
の
小
説
は
、
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｘ
、
そ
し
て
ヤ
ッ
ピ
ー
と
い

う
枠
組
み
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、
結
果
と
し
て
さ
ら
に
そ
の
異
常
性

が
際
立
つ
。

　

実
の
と
こ
ろ
『
フ
ァ
イ
ト
・
ク
ラ
ブ
』
と
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
サ
イ
コ
』

と
の
間
に
も
、
階
級
の
差
異
が
あ
る
。
ベ
イ
ト
マ
ン
と
『
フ
ァ
イ
ト
・
ク

ラ
ブ
』
の
ナ
レ
ー
タ
ー
（
語
り
手
の
主
人
公
に
は
名
が
な
い
）
は
、
当
時
、

ヤ
ッ
ピ
ー
と
い
う
言
葉
が
ま
だ
有
効
で
あ
っ
た
時
、
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に

括
ら
れ
語
ら
れ
た
が
、
現
在
そ
れ
は
妥
当
で
は
な
い
。
彼
は
た
し
か
に
高

給
取
り
で
あ
り
物
質
的
に
は
何
不
自
由
し
て
い
な
い
こ
と
が
物
語
冒
頭
で

示
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
会
社
の
一
社
員
に
す
ぎ
な
い
。
彼
は
実
際
の
と

こ
ろ
「
ア
ッ
パ
ー
ミ
ド
ル
」
に
す
ぎ
な
い
。
対
し
て
ベ
イ
ト
マ
ン
は
ど
う

だ
ろ
う
。
作
品
内
で
彼
は
他
者
か
ら
何
度
も
ヤ
ッ
ピ
ー
と
侮
蔑
的
に
言
わ

れ
る
が
、
決
し
て
自
分
を
そ
う
見
做
さ
な
い
。「
お
前
ら
は
俺
の
こ
と
を

汚
ら
し
い
ヤ
ッ
ピ
ー
だ
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
な
、
で
も
違
う
ん
だ
よ
、

本
当
の
と
こ
ろ

0

0

0

0

0

0

」（191
 

強
調
原
文
）。
そ
う
そ
の
と
お
り
、
彼
は
ヤ
ッ
ピ

ー
な
ど
と
い
う
生
ぬ
る
い
も
の
で
は
な
い
。
投
資
銀
行
オ
ー
ナ
ー
の
息
子

で
二
七
歳
に
し
て
ヴ
ァ
イ
ス
・
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
の
職
に
つ
く
彼
は
、
今
な

ら
ば
間
違
い
な
く
「
ス
ー
パ
ー
リ
ッ
チ
」
に
分
類
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ワ
ー

し
て
い
る
。
ベ
イ
ト
マ
ン
も
ま
た
ジ
ム
へ
通
い
身
体
を
鍛
え
、
激
し
い
ミ

ソ
ジ
ニ
ー
を
有
し
て
主
に
女
性
や
黒
人
浮
浪
者
を
殺
し
て
い
く
。
消
費
社

会
の
被
害
者
た
る
白
人
男
性
は
、
パ
ラ
ノ
イ
ア
と
サ
イ
コ
に
陥
り
憎
悪
と

偏
見
を
増
大
さ
せ
て
、
妄
想
上
で
の
被
害
者
か
ら
実
際
の
加
害
者
へ
と
変

わ
っ
て
い
く
。

　

ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｘ
と
は
、
冷
戦
崩
壊
前
後
の
「
歴
史
の
終
わ
り
」

の
よ
う
な
宙
吊
り
感
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
か
ら
続
く
過
剰
な
消
費
社
会
と
そ

れ
へ
の
反
動
と
し
て
敵
対
性
と
被
害
者
意
識
が
あ
ら
わ
れ
た
白
人
男
性
主

体
の
限
定
的
な
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
で
あ
っ
た
、
と
整
理
す
る
の
は
そ
れ
ほ
ど

間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
単
な
る
Ｘ
世
代
論
の
修

正
に
他
な
ら
ず
、『
ア
メ
リ
カ
ン
・
サ
イ
コ
』
の
暴
力
性
を
十
全
に
理
解

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

『
フ
ァ
イ
ト
・
ク
ラ
ブ
』
は
主
人
公
が
自
ら
の
裏
人
格
に
乗
っ
取
ら
れ
て

テ
ロ
リ
ズ
ム
に
走
る
も
、
最
終
的
に
は
そ
の
暴
力
的
で
マ
ッ
チ
ョ
な
人
格

を
振
り
切
る
話
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
ア
メ
リ
カ
ン
・
サ
イ
コ
』

は
多
く
の
歴
史
感
覚
を
共
有
し
な
が
ら
も
、
快
楽
殺
人
は
犯
す
が
社
会
変

革
の
テ
ロ
に
は
走
ら
ず
、
ベ
イ
ト
マ
ン
の
病
理
は
最
後
ま
で
癒
え
な
い
。

精
神
を
病
ん
で
い
る
こ
と
を
自
覚
す
る
も
、
彼
は
一
度
も
仕
事
を
辞
め
る

こ
と
を
考
え
な
い
。
ク
ー
プ
ラ
ン
ド
の
作
品
の
よ
う
に
資
本
主
義
を
憎
ん

だ
り
は
し
な
い
。
ベ
イ
ト
マ
ン
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
結
局
最
後
は
死
ぬ
か

適
応
す
る
し
か
な
い
、
ひ
ど
い
時
代
」（332 

）
に
お
い
て
、
殺
人
ゲ
ー
ム
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あ
り
代
表
的
な
冷
戦
知
識
人
で
あ
る
シ
ュ
レ
ジ
ン
ガ
ー
は
フ
ク
ヤ
マ
の
主

張
に
な
か
ば
同
調
す
る
か
た
ち
で
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
が
終
わ
り
、
人

種
と
民
族
が
憎
み
合
う
よ
り
危
険
な
時
代
が
く
る
」（12 

）
の
だ
と
言
っ

た
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
シ
ラ
ケ
世
代
に
該
当
す
る
批
評
家
ボ
ル
ツ
も
「
フ

ァ
シ
ズ
ム
と
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
が
崩
壊
し
た
後
、
資
本
主
義
と
自
由
主
義
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
以
外
に
途
は
な
く
な
っ
た
。
今
日
そ
れ
を
疑
う
も
の
は
い
な

い
だ
ろ
う
。
い
ま
や
、
危
険
は
内
部
か
ら
来
る
し
か
な
い
」（3 

）
と
同
調

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
警
鐘
は
多
分
に
西
欧
中
心
／
白
人
中
心
主
義
的

で
あ
る
。
事
実
シ
ュ
レ
ジ
ン
ガ
ー
の
著
作
と
は
「
ア
メ
リ
カ
」
で
な
く
、

「
ア
メ
リ
カ
白
人
」
の
危
機
を
憂
う
も
の
に
す
ぎ
ず
、
多
文
化
主
義
へ
の

あ
ま
り
に
お
粗
末
な
理
解
で
あ
る
と
今
で
は
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
る

（
辻
内65 

）。

あ
な
た
は
、
霧
が
晴
れ
て
正
し
い
道
が
現
れ
る
こ
と
を
期
待
し
つ
つ
、

座
っ
て
待
っ
て
い
ま
す
。
で
す
が
今
は
、
未
来
が
あ
な
た
を
明
日
と
い

う
部
屋
へ
と
導
く
ド
ア
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
時
代
な
の
で
す
。

世
界
中
の
国
々
が
、
自
由
へ
の
ド
ア
を
通
っ
て
民
主
主
義
へ
と
向
か
っ

て
い
ま
す
。
世
界
中
の
人
々
が
、
繁
栄
へ
の
ド
ア
を
通
っ
て
自
由
市
場

へ
と
向
か
っ
て
い
ま
す
。
世
界
中
の
人
々
が
、
自
由
だ
け
が
許
す
道
義

的
・
知
的
満
足
感
へ
の
ド
ア
を
通
っ
て
、
表
現
の
自
由
と
思
想
の
自
由

を
求
め
て
運
動
し
て
い
ま
す
。（
“Inaugural A

ddress of George 

ク
ア
ウ
ト
し
て
身
体
を
鍛
え
る
こ
と
の
延
長
線
上
と
し
て
擬
似
軍
隊
を
組

織
す
る
『
フ
ァ
イ
ト
・
ク
ラ
ブ
』
に
対
し
て
、『
ア
メ
リ
カ
ン
・
サ
イ
コ
』

の
ベ
イ
ト
マ
ン
は
徹
底
し
て
個
人
主
義
的
で
あ
る
。
前
者
は
秘
密
を
共
有

す
る
こ
と
で
連
帯
し
、
暴
力
に
よ
る
社
会
転
覆
を
企
む
が
、
ベ
イ
ト
マ
ン

は
秘
密
を
誰
と
も
共
有
で
き
ず
、
超
富
裕
層
の
ウ
ォ
ー
ル
街
の
知
人
た
ち

は
自
身
の
利
益
の
た
め
に
社
会
の
変
革
を
望
ま
ず
、
連
帯
よ
り
も
馴
れ
合

い
を
好
み
、
必
要
と
あ
ら
ば
ポ
ー
ル
・
オ
ー
ウ
ェ
ン
の
よ
う
に
同
僚
を
殺

し
て
み
せ
る
。

『
フ
ァ
イ
ト
・
ク
ラ
ブ
』
は
執
筆
時
期
も
作
品
舞
台
も
冷
戦
崩
壊
後
で
あ

り
、「
歴
史
の
終
わ
り
」
言
説
以
降
の
物
語
だ
っ
た
。
主
人
公
は
そ
の
中

で
資
本
主
義
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
り
、
パ
ラ
ノ
イ
ア
を
育
て
、
そ
こ
か
ら

脱
出
し
た
。
し
か
し
ベ
イ
ト
マ
ン
は
違
う
。
彼
は
生
来
の
富
裕
層
で
あ
り
、

冷
戦
体
制
と
「
歴
史
」
が
終
わ
ろ
う
と
す
る
、
ま
さ
に
そ
の
時
そ
の
場
所

に
、
座
り
続
け
て
い
る
。

四
　「
こ
れ
は
出
口
で
は
な
い
」

　

こ
こ
で
も
う
一
度
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
終
わ
り
で
あ
り
、
フ
ク
ヤ
マ
が

歴
史
の
終
わ
り
を
宣
言
し
た
年
で
あ
り
、
物
語
ラ
ス
ト
の
舞
台
で
も
あ
る

一
九
八
九
年
と
、
冷
戦
体
制
完
全
崩
壊
の
年
で
あ
り
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
サ

イ
コ
』
が
発
表
さ
れ
た
一
九
九
一
年
を
考
察
し
た
い
。
歴
史
家
の
大
家
で
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て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義

の
拡
大
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
「
外
側
＝
東
側
諸
国
」
の
消
滅
に
よ
る
世

界
的
な
ア
メ
リ
カ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
が
あ
っ
た
だ
け
だ
っ
た
の
だ

と
、
現
在
に
な
っ
て
よ
う
や
く
事
後
的
に
認
識
さ
れ
た
。
同
時
代
に
あ
っ

て
そ
れ
は
断
絶
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
在
の
新
自
由
主
義
／
グ

ロ
ー
バ
ル
下
に
お
け
る
状
況
か
ら
そ
れ
を
再
考
し
た
時
、
レ
ー
ガ
ン
／
ブ

ッ
シ
ュ
、
八
〇
年
代
／
九
〇
年
代
の
間
に
あ
っ
た
も
の
は
、「
断
絶
」
で

は
な
く
「
徹
底
化
」
だ
っ
た
。

　

つ
ま
り
、「
八
〇
年
代
レ
ー
ガ
ン
政
権
下
の
ア
メ
リ
カ
の
狂
気
」
は
ド

ア
を
あ
け
て
世
界
に
で
て
い
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
ド
ア
を
閉
め
た
ま

ま
、「
出
口
な
し
の
時
代
」
を
世
界
中
に
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。

孤
立
主
義
の
亡
霊
は
冷
戦
が
終
焉
し
湾
岸
戦
争
も
終
わ
っ
た
後
に
、
一

時
姿
を
現
し
か
け
た
こ
と
が
あ
る
。
ソ
連
が
消
滅
し
た
後
、
ア
メ
リ
カ

が
地
球
の
隅
々
に
ま
で
派
兵
し
、
経
済
力
を
無
駄
に
消
尽
す
る
必
要
は

な
く
な
っ
た
。
し
か
し
ア
メ
リ
カ
第
一
主
義
的
な
孤
立
主
義
の
主
張
が
、

外
交
政
策
を
大
き
く
動
か
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
第
一
の
理
由
は
、

グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
進
展
と
そ
れ
を
支
え
る
た
め
の
資
源
の
確
保
と
い

う
目
的
を
考
え
る
時
、
ア
メ
リ
カ
が
世
界
へ
の
関
与
か
ら
撤
退
す
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。（
古
矢15 

）

Bush
”）

右
の
引
用
は
一
九
八
九
年
一
月
二
〇
日
の
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
就
任
演
説
ス

ピ
ー
チ
で
あ
る
。
冒
頭
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
小
説
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
に
お

い
て
、
ベ
イ
ト
マ
ン
は
こ
の
演
説
を
バ
ー
で
座
っ
て
み
て
い
る
。
冷
戦
崩

壊
前
夜
と
レ
ー
ガ
ン
時
代
の
終
わ
り
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
と
ポ
ス
ト
冷
戦
期

の
始
ま
り
と
い
う
歴
史
的
転
換
点
に
い
な
が
ら
に
し
て
、
彼
は
ま
っ
た
く

何
の
感
慨
も
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
ブ
ッ
シ
ュ
が
演
説
内
で
多
用
し
た

「
ド
ア
（door

）」
と
は
、
希
望
に
み
ち
た
新
た
な
明
日
へ
と
向
か
う
も
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
を
見
て
い
る
ベ
イ
ト
マ
ン
が
い
る
バ
ー
店
内
に
は
「
こ

れ
は
出
口
で
は
な
い
」（384 

）
と
彼
を
明
日
へ
と
運
ば
な
い
ド
ア
の
存
在

が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

レ
ー
ガ
ン
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
新
自
由
主
義
政

策
（
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ク
ス
）
は
、
い
う
な
れ
ば
ロ
ー
ル
バ
ッ
ク
型
、
つ
ま
り

は
小
さ
な
政
府
を
目
指
す
規
制
緩
和
に
そ
の
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
。
冷

戦
期
に
チ
リ
ク
ー
デ
タ
ー
等
を
発
端
に
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
を
実
験
場
と
し

て
推
進
さ
れ
た
新
自
由
主
義
は
、
冷
戦
体
制
の
崩
壊
と
グ
ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ

ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
西
側
民
主
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
と
も
に
世
界
地

図
を
ロ
ー
ル
ア
ウ
ト
し
始
め
た
。
フ
ク
ヤ
マ
の
冷
戦
／
ポ
ス
ト
冷
戦
に
よ

る
大
き
な
線
引
き
、
従
来
の
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
サ
イ
コ
』
に
対
す
る
世
代

反
映
論
的
な
八
〇
年
代
／
九
〇
年
代
区
分
論
は
大
き
な
断
絶
を
そ
こ
に
見
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お
わ
り
に

　

現
在
、
ア
メ
リ
カ
の
経
済
格
差

―
富
裕
層
と
貧
困
層
の
経
済
的
距
離

―
は
、
史
上
類
を
見
な
い
ほ
ど
に
な
っ
た
。
今
で
は
誰
の
目
に
も
自
明

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
急
に
起
こ
っ
た
の
で
は
な
く
、
水
面
下
で
進
行
し
続

け
て
い
た
の
だ
。
レ
ー
ガ
ン
政
権
が
開
始
し
た
新
自
由
主
義
が
そ
の
大
き

な
一
因
と
な
り
、
ポ
ス
ト
冷
戦
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
そ
れ
を
一
層
推
し
進

め
た
。
そ
の
状
況
に
対
し
て
「
こ
う
し
た
状
況
の
改
善
の
た
め
の
経
済
的
、

文
化
的
、
政
治
的
資
源
に
恵
ま
れ
て
い
る
は
ず
の
、
大
企
業
や
社
会
的
勝

者
た
る
経
済
的
エ
リ
ー
ト
は
国
民
社
会
に
対
す
る
責
任
か
ら
の
逃
亡
を
測

っ
て
い
る
」（76 

）
と
古
矢
旬
は
早
く
も
二
〇
〇
四
年
に
富
裕
層
を
批
判

し
て
い
る
。

俺
の
中
に
あ
る
、
狂
気
と
錯
乱
、
悪
逆
と
非
道
、
俺
が
今
ま
で
引
き
起

こ
し
た
す
べ
て
の
破
壊
行
為
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
徹
底
し
た
無
感

動
を
、
俺
は
も
う
乗
り
越
え
た
。
だ
け
ど
、
俺
は
今
で
も
一
つ
の
荒
涼

と
し
た
真
実
に
し
が
み
付
い
て
い
る

―
安
全
な
奴
は
誰
一
人
い
な
い
、

何
一
つ
取
り
返
し
な
ん
か
つ
か
な
い
、
っ
て
。
そ
し
て
俺
は
そ
れ
に
対

し
て
責
任
な
ん
か
な
い
。（362 

）

ア
メ
リ
カ
が
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
か
ら
の
撤
退
が
不
可
能
で
あ
っ
た
よ

う
に
、
ベ
イ
ト
マ
ン
も
ま
た
「
大
量
殺
人
を
す
る
し
か
、
他
に
ど
う
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
」（325 

）
の
だ
。
新
時
代
の
到
来
に
よ
っ
て
ド
ア
は
開

か
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
出
口
へ
と
続
く
も
の
で
は
な
く
、
新
た
な
市
場

へ
と
繫
が
る
ド
ア
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。「
ア
メ
リ
カ
の
サ
イ
コ
」
た
る
金

融
資
本
主
義
と
し
て
の
新
自
由
主
義
は
、
レ
ー
ガ
ン
時
代
よ
り
以
前
に
国

外
で
準
備
さ
れ
、
レ
ー
ガ
ン
期
に
国
内
で
採
用
さ
れ
、
冷
戦
崩
壊
に
よ
っ

て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
市
場
へ
と
向
か
っ
た
。
金
融
資
本
で
働
く
経
済
的
加
害

の
側
に
い
る
エ
リ
ー
ト
で
あ
り
、
同
時
に
消
費
主
義
と
歴
史
の
不
在
に
苛

ま
れ
る
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｘ
た
る
ベ
イ
ト
マ
ン
が
主
人
公
と
し
て
設
定

さ
れ
、
そ
れ
が
八
九
年
に
書
か
れ
九
一
年
に
出
版
さ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
自

体
が
驚
く
ほ
ど
に
時
代
的
な
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
下
の
八
〇
年
代
と
冷
戦
崩

壊
後
の
九
〇
年
代
を
つ
な
ぐ
ド
ア
と
ド
ア
の
蝶
番
な
の
だ
。

　

ブ
ッ
シ
ュ
演
説
に
お
け
る
ド
ア
の
先
の
「
自
由
」
と
は
、
本
来
は
「
事

物
か
ら
の
自
由
」
で
あ
っ
た
が
、
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
「
消
費
す
る

自
由
」
へ
と
変
容
し
た
。
そ
れ
が
彼
の
い
う
「
自
由
市
場
」
を
支
え
る
欲

望
で
あ
る
。
ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
は
「
欲
望
の
存
在
理
由
は
、
そ
れ

を
完
全
に
満
た
す
こ
と
で
は
な
く
、
欲
望
を
再
生
産
す
る
こ
と
に
あ
る
」

（39 

）
と
言
っ
た
。
ベ
イ
ト
マ
ン
は
殺
人
衝
動
か
ら
逃
げ
る
こ
と
を
望
ん

だ
が
、
殺
人
衝
動
に
支
え
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
そ
れ
を
拒
み
、
終
わ
る
こ

と
の
な
い
増
殖
を
望
ん
だ
。
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来
た（

5
）。

　

フ
レ
ド
リ
ッ
ク
・
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
が
二
〇
〇
三
年
に
自
身
の
論
文
で
引

用
し
た
「
資
本
主
義
の
終
わ
り
を
想
像
す
る
よ
り
も
、
世
界
の
終
わ
り
を

想
像
す
る
方
が
簡
単
だ
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ
れ
が
出
典
不
明
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
（「
あ
る
人
が
か
つ
て
言
っ
た
が
」
と
し
か
説
明
さ
れ
な

い
）
端
的
に
資
本
主
義
体
制
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
を
想
像
す
る
こ
と
の
難

し
さ
を
言
い
表
し
て
い
る
と
、
多
く
の
人
の
口
に
あ
が
る
こ
と
と
な
っ
た
。

歴
史
の
終
わ
り
以
後
に
資
本
主
義
が
終
わ
る
時
、
世
界
は
終
わ
る
。
我
々

の
想
像
力
は
そ
こ
ま
で
し
か
羽
ば
た
け
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
だ
が

し
か
し
、
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
が
暴
力
だ
と
い
う
こ
と
に
世
界
中
が
気
づ

き
憤
っ
た
現
在
、
そ
の
ド
ア
を
塞
い
だ
の
は
歴
史
の
必
然
に
よ
り
閉
じ
た

の
で
は
な
く
、
資
本
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
よ
っ
て
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
だ
け
だ
と

い
う
こ
と
を
我
々
は
気
づ
き
始
め
た
。
二
〇
一
一
年
、
資
本
主
義
へ
の
抗

議
の
声
が
ウ
ォ
ー
ル
街
を
占
拠
し
た
時
、
ジ
ジ
ェ
ク
は
こ
の
言
葉
を
引
用

し
た
の
ち
に
こ
う
続
け
た
。「
そ
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
を
想
像
す
る
こ
と

は
、
許
さ
れ
て
い
る
の
だ
」（6
）。

　

閉
ざ
さ
れ
た
ド
ア
は
今
も
目
の
前
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
上
に
は
、

「
こ
れ
は
出
口
で
は
な
い
」
と
注
意
書
き
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
部

屋
の
椅
子
に
、
ベ
イ
ト
マ
ン
は
今
も
な
お
座
り
続
け
て
い
る
。
も
う
こ
れ

で
俺
は
い
い
の
だ
、
と
開
き
直
っ
た
笑
顔
を
浮
か
べ
て
。
さ
ぁ
、
彼
を
そ

こ
か
ら
連
れ
出
そ
う
。
ベ
イ
ト
マ
ン
は
言
う
だ
ろ
う
、「
一
九
八
〇
年
代

右
記
引
用
は
物
語
結
部
近
く
で
の
ベ
イ
ト
マ
ン
の
独
白
で
あ
る
。
ま
さ
に

彼
は
こ
こ
で
冷
戦
崩
壊
に
よ
る
新
た
な
危
機
の
時
代
が
来
る
と
い
う
意
識

を
持
ち
つ
つ
も
、
古
矢
が
指
摘
し
た
よ
う
な
超
経
済
エ
リ
ー
ト
た
る
彼
は

や
は
り
何
の
責
任
も
感
じ
な
い
ば
か
り
か
、
そ
れ
は
も
う
取
り
返
し
が
つ

か
な
い
の
だ
と
い
う
諦
め
に
開
き
直
っ
て
さ
え
い
る
。

　

二
〇
一
一
年
の
オ
キ
ュ
パ
イ
・
ウ
ォ
ー
ル
ス
ト
リ
ー
ト
運
動

―
二
〇

〇
八
年
の
世
界
金
融
恐
慌
が
引
き
金
と
な
り
、
多
く
の
人
々
が
「
我
々
は

九
九
パ
ー
セ
ン
ト
だ
」
と
叫
ん
だ

―
を
経
た
現
在
、
我
々
の
目
に
は
ベ

イ
ト
マ
ン
は
「
我
々
を
搾
取
す
る
一
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
映
る
。
そ
し
て
こ

の
よ
う
な
世
相
の
変
化
に
よ
り
、「
今
日
の
左
翼
は
〔
…
…
〕
経
済
的
な

不
平
等
に
興
味
を
抱
か
な
い
」（
マ
イ
ケ
ル
ズ306 

）
と
い
う
嘆
き
は
過
去

の
も
の
と
な
っ
た
か
の
よ
う
だ
。
こ
と
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
サ
イ
コ
』
に
関

し
て
言
え
ば
、
作
品
は
二
〇
〇
八
年
の
金
融
危
機
を
契
機
に
再
度
批
評
の

場
に
上
が
り
は
じ
め
（Berge 276 

）、
多
く
の
論
者
が
ベ
イ
ト
マ
ン
を

糾
弾
し
て
い
る
。
ベ
イ
ト
マ
ン
の
殺
害
対
象
は
女
性
や
有
色
人
種
で
あ
る

以
前
に
貧
困
層
で
あ
り
（H
eise 155 

）、
そ
の
暴
力
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
自

由
市
場
の
そ
れ
と
同
一
で
あ
り
（Clark 22 

）、
単
な
る
消
費
主
義
と
し

て
の
八
〇
年
代
と
い
う
舞
台
で
は
な
く
、
レ
ー
ガ
ン
が
推
し
進
め
た
新
自

由
主
義
的
改
革
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
反
映
し
て
い
る
（Colby 69 

）。
小

説
は
二
〇
一
三
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
化
さ
れ

―
文
字
通
り

海
を
越
え
て

―
つ
い
に
二
〇
一
六
年
、
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
に
彼
は
戻
っ
て
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今
も
狂
っ
て
い
る
だ
な
ん
て
、
も
う
世
界
中
が
知
っ
て
る
よ
。
俺
た
ち
と

一
緒
に
、
正
気
に
戻
ろ
う
。

末
の
ウ
ォ
ー
ル
街
じ
ゃ
、
罪
を
告
白
し
て
も
、
何
も
起
こ
ら
な
か
っ
た
ん

だ
」。
Ｏ
Ｋ
大
丈
夫
、
あ
な
た
と
あ
な
た
の
周
り
が
完
璧
に
狂
っ
て
い
て
、

（
1
）
邦
訳
版
序
文
「
二
〇
〇
六
年
の
日
本
に
生
き
る
読
者
へ
」（1︲6

）
か
ら
の

引
用
で
あ
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
二
〇
〇
四
年
の
原
著
を
出
典
と
す
べ
き
で

あ
る
が
、
二
年
が
経
過
し
て
新
た
に
書
き
足
さ
れ
た
こ
の
文
章
こ
そ
が
、

最
も
ク
リ
ア
に
そ
し
て
簡
潔
に
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
サ
イ
コ
』
の
問
題
点
を

著
者
マ
イ
ケ
ル
ズ
が
述
べ
て
い
る
箇
所
だ
と
引
用
者
は
考
え
る
。
以
降
、

論
文
内
の
統
一
を
図
る
た
め
、
本
書
か
ら
の
引
用
頁
数
は
す
べ
て
邦
訳
版

か
ら
と
す
る
。

（
2
）Bret Easton Ellis. 

“What is the m
ost overrated contem

porary 
novel? 

“Beloved

” by T
oni M

orrison. T
houghts?

” 17 M
ay 2012, 

06: 51 U
T

C. T
w

eet.

（
3
）
“Bret Easton Ellis Podcast

” Bret Easton Ellis Podcast. 24. Feb. 
2014.　

http:⊘⊘podcastone.com
⊘Bret-Easton-Ellis-Podcast

　
　

こ
こ
で
エ
リ
ス
が
具
体
名
を
挙
げ
た
の
は
ポ
ッ
ド
キ
ャ
ス
ト
放
送
前
月
の

二
〇
一
四
年
一
月
に
開
か
れ
た
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
で
作
品
賞
を
獲
得
し
た

『
そ
れ
で
も
夜
は
明
け
る
（12 years a slave

）』
と
、
主
演
男
優
賞
／

助
演
男
優
賞
を
獲
得
し
話
題
と
な
っ
た
『
ダ
ラ
ス
・
バ
イ
ヤ
ー
ズ
ク
ラ
ブ

（D
allas Buyers Club

）』
で
あ
る
。
前
者
は
奴
隷
制
時
代
の
ア
フ
リ
カ

ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
を
描
き
、
後
者
は
一
九
八
五
年
の
テ
キ
サ
ス
を
舞
台
と

し
エ
イ
ズ
と
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。

（
4
）
映
画
作
品
に
お
い
て
も
同
様
の
指
摘
が
可
能
で
あ
る
。
ピ
ー
タ
ー
・
ハ
ー

セ
ン
の
『
ザ
・
シ
ネ
マ
・
オ
ブ
・
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｘ
』、
そ
し
て
ク

リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
・
リ
ー
の
『
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
・
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン

Ｘ
』
な
ど
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
フ
ィ
ル
ム
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
で
は
、
広
義
の

Ｘ
世
代
（
一
九
六
一
―
八
一
）
が
撮
っ
た
八
〇
年
以
降
の
作
品
を
網
羅
的

に
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
で
「
Ｘ
世
代
の
映

画
」
を
検
索
す
る
と
『
ブ
レ
ッ
ク
フ
ァ
ス
ト
・
ク
ラ
ブ
』（1985

）、『
ク

ラ
ー
ク
ス
』（1994

）、『
ス
ラ
ッ
カ
ー
』（1990

）
等
が
代
表
的
な
も
の
と

し
て
ヒ
ッ
ト
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
三
作
品
に
は
、
一
人
の
黒
人
も
登
場

し
な
い
。

（
5
）
二
〇
一
六
年
現
在
、『
ア
メ
リ
カ
ン
・
サ
イ
コ
』
を
再
読
し
て
興
味
深
い

の
は
、
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
へ
の
言
及
の
多
さ
だ
。
ベ
イ
ト
マ
ン
に
と

っ
て
彼
は
憧
れ
で
あ
り
（105

）、
な
ん
と
計
十
四
回
、
彼
の
姓
名
は
作
中

に
登
場
す
る
。
こ
れ
は
実
際
の
人
物
と
し
て
は
最
多
で
あ
り
（
レ
ー
ガ
ン

は
四
回
）、
特
定
の
シ
ー
ン
に
集
中
し
て
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
に
偏
在

す
る
よ
う
に
そ
の
名
が
あ
が
る
。
作
中
舞
台
の
一
九
八
八
、
八
九
年
時
に

は
彼
の
業
績
は
不
振
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
だ
。
本
稿
で
は
そ
こ
に

註

踏
み
込
む
紙
幅
は
な
い
が
、
事
実
と
し
て
記
し
て
お
く
。

（
6
）
ジ
ジ
ェ
ク
の
オ
キ
ュ
パ
イ
・
ウ
ォ
ー
ル
街
演
説
は
二
〇
一
一
年
一
〇
月
九

日
。
そ
の
模
様
は
複
数
の
動
画
サ
イ
ト
に
投
稿
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
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踏
み
込
む
紙
幅
は
な
い
が
、
事
実
と
し
て
記
し
て
お
く
。

（
6
）
ジ
ジ
ェ
ク
の
オ
キ
ュ
パ
イ
・
ウ
ォ
ー
ル
街
演
説
は
二
〇
一
一
年
一
〇
月
九

日
。
そ
の
模
様
は
複
数
の
動
画
サ
イ
ト
に
投
稿
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば

以
下
の
サ
イ
ト
で
は
動
画
の
八
分
過
ぎ
か
ら
引
用
部
が
確
認
で
き
る
。
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