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大
江
健
三
郎
「
人
間
の
羊
」
に
お
け
る
語
り
手
「
僕
」
の
問
題
性

─
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
か
ら
現
実
へ
（
上
）

山
　
田
　
夏
　
樹

学
苑
・
近
代
文
化
研
究
所
紀
要
　
第
九
三
五
号
　（
一
）～（
九
）（
二
〇
一
八
・
九
）

　
現
在
『
大
江
健
三
郎 

全
小
説
』（
全
一
五
巻
、
講
談
社
、
二
〇
一
八
・
七
～
一
九
・
九
）

が
刊
行
中
で
あ
る
が
、
村
上
克
尚
は
、「「
テ
ロ
と
の
戦
い
」
と
い
う
美
名
の
も
と
世
界

を
二
元
論
化
す
る
境
界
線
」
が
構
築
さ
れ
、「
排
外
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
高
ま
り
、

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
人
権
が
脅
か
さ
れ
つ
つ
あ
る
」
情
勢
に
お
い
て
、
改
め
て
大
江
健
三

郎
の
作
品
を
読
む
必
要
性
を
説
き
、
特
に
初
期
作
品
の
動
物
表
象
に
注
目
し
て
い
る1
注

。

そ
う
し
た
社
会
情
勢
に
つ
い
て
補
足
す
れ
ば
、
流
動
化
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
状
況
や

メ
デ
ィ
ア
環
境
に
耐
え
か
ね
て
排
外
的
に
他
者
を
作
る
よ
う
な
あ
り
方
、
ま
た
ポ
ス
ト

真
実
（post-truth

）
と
も
呼
ば
れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
な
ど
に
顕
著
な
よ
う
に
客

観
性
で
は
な
く
感
情
、
共
感
を
重
視
し
、
自
身
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
一
面
的
な
世
界

の
み
を
見
る
者
同
士
が
衝
突
を
繰
り
返
し
て
い
く
あ
り
方
が
、
現
在
、
顕
著
に
な
っ
て

い
る
と
さ
れ
る
。

　
そ
こ
で
発
生
す
る
暴
力
性
に
つ
い
て
は
以
前
よ
り
論
じ
て
き
た
が注
注

、
本
稿
で
は
動
物

の
喩
な
ど
言
葉
を
め
ぐ
り
暴
力
が
連
鎖
す
る
初
期
作
品
「
人
間
の
羊
」（「
新
潮
」 

一
九
五
八
・
二
）
に
改
め
て
焦
点
を
当
て
て
い
く
こ
と
で
、
そ
こ
で
浮
彫
に
さ
れ
る
、

現
在
に
至
る
も
解
決
を
見
な
い
問
題
の
あ
り
方
に
注
目
し
た
い
。
一
九
五
八
年
発
表
の

本
作
が
描
出
す
る
の
は
、
直
接
的
に
は
占
領
下
（
一
九
四
五
・
八
～
五
二
・
四
）、
特
に

朝
鮮
戦
争
下
（
一
九
五
〇
・
一
～
五
三
・
七
）
の
状
況
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が注
注

、
そ
れ
だ

け
で
は
な
く
そ
の
後
も
占
領
下
で
あ
り
続
け
る
戦
後
の
あ
り
方
自
体
を
浮
彫
に
す
る
も

Controversial Point of the Narrator/Protagonist “I” in Ningen no Hitsuji
by Kenzaburo Oe: Shifting from Fantasy to Reality (1)
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　　The aphasiac condition of the narrator/protagonist of Kenzaburo Oe’s 
early short story, Ningen no Hitsuji (Sheep, 1958), a character who is 
humiliated and treated like a sheep by foreign soldiers, has been much 
discussed. This paper reexamines the narrator/protagonist’s unbearable 
experience.
　　In the first half of the story the narrator’s humiliation takes place in a 
closed bus. The narrator/protagonist is masochistically impressed with 
himself, and the story borders on the fantastic. In the latter half, the story 
moves to the world outside the bus, and the narrator/protagonist faces a 
harsher reality.
　　The discrepancy between the two scenes characterizes the story. The  
narrator/protagonist, who has masochistically buried his head in the sand of 
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の
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
ず
「
人
間
の
羊
」
の
概
要
を
確
認
し
た
い
。

　
フ
ラ
ン
ス
語
を
教
え
る
家
庭
教
師
の
ア
ル
バ
イ
ト
か
ら
の
帰
り
道
、「
外
国
兵
た
ち
」

と
そ
の
相
手
を
す
る
「
女
」
に
バ
ス
で
乗
り
合
わ
せ
た
「
僕
」
は
、
は
ず
み
で
そ
の

「
女
」
を
振
り
は
ら
っ
た
こ
と
か
ら
「
外
国
兵
」
に
脅
さ
れ
る
。
そ
し
て
他
の
何
名
か

の
乗
客
と
と
も
に
下
半
身
を
露
出
し
た
状
態
で
四
つ
ん
這
い
に
さ
れ
、「
羊
」
と
し
て

扱
わ
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
「
外
国
兵
」
と
「
女
」
が
バ
ス
を
降
り
た
後
に
は
、「
教
員
」

を
は
じ
め
と
し
た
、「
羊
」
に
さ
れ
な
か
っ
た
乗
客
達
か
ら
警
察
に
訴
え
る
よ
う
に
迫

ら
れ
る
。「
羊
」
ら
は
そ
の
要
求
に
は
応
じ
ず
に
無
言
を
貫
き
通
す
が
、「
教
員
」
は

「
僕
」
に
狙
い
を
定
め
て
い
く
。
そ
し
て
バ
ス
を
降
り
た
後
、「
僕
」
は
「
教
員
」
に
よ

っ
て
「
交
番
」
に
引
き
連
れ
ら
れ
て
い
く
。「
教
員
」
は
「
警
官
」
に
一
部
始
終
を
説

明
す
る
も
、
肝
心
の
「
僕
」
は
や
は
り
口
を
開
か
な
い
。
な
お
も
「
教
員
」
は
「
君
は

黙
っ
て
忘
れ
た
い
だ
ろ
う
け
ど
、
思
い
き
っ
て
犠
牲
的
な
役
割
を
は
た
し
て
く
れ
。
犠

牲
の
羊
に
な
っ
て
く
れ
」
と
つ
き
ま
と
い
、
一
貫
し
て
「
僕
」
は
沈
黙
を
守
る
が
、
交

番
を
出
た
後
も
一
晩
中
追
い
か
け
回
さ
れ
る
事
態
を
予
感
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
く
。

　
本
作
は
、
ア
メ
リ
カ
兵
と
推
測
さ
れ
る
「
外
国
兵
」
に
「
僕
」
ら
が
「
羊
」
に
さ
れ

る
前
半
と
、「
教
員
」
ら
に
「
僕
」
ら
が
「
事
件
」
を
訴
え
る
よ
う
に
迫
ら
れ
る
後
半

と
に
、
分
け
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
し
て
、
前
半
で
強
調
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ

／
日
本
と
い
う
権
力
構
図
の
問
題
と
、
後
半
で
顕
著
と
な
る
日
本
人
同
士
の
関
係
性
の

問
題
に
齟
齬
を
見
出
す
捉
え
方
も
為
さ
れ
て
い
る
が
、
一
方
で
江
藤
淳
の
よ
う
に
「
こ

の
佳
作
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
の
は
、
作
者
の
傍
観
者
に
対
す
る
嫌
悪
と
侮
蔑注
注

」
と
し
、

日
本
人
同
士
の
関
係
性
に
「
主
題
」
を
見
出
す
読
み
も
存
在
す
る
。
木
村
幸
雄
は
、

「
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
こ
の
江
藤
淳
の
見
解
が
、『
人
間
の
羊
』
の
読
み
方
を
支
配
し

て
い
る5
注

」
と
整
理
す
る
も
の
の
、
そ
う
し
た
「
枠
組
み
」
に
押
し
込
ん
で
読
解
す
る
こ

と
に
疑
問
を
呈
し
、「
主
題
も
複
合
的
」
で
「
作
品
の
焦
点
が
前
半
と
後
半
と
に
分
裂

し
て
い
る
の
が
『
人
間
の
羊
』
の
世
界
」
だ
と
す
る
。
こ
れ
よ
り
、
そ
の
指
摘
を
踏
ま

え
つ
つ
、
し
か
し
具
体
的
に
は
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
そ
う
し
た
齟
齬
や
「
分

裂
」
自
体
を
生
み
出
す
「
僕
」
の
語
り
に
つ
い
て
検
証
す
る
こ
と
で
、
現
在
に
至
る
ま

で
連
綿
と
続
く
戦
後
日
本
の
問
題
性
を
浮
彫
に
し
て
い
く
本
作
の
意
義
に
つ
い
て
考
察

し
て
い
き
た
い
。

1
　
語
り
得
な
い
「
僕
」
？
　
─
─
語
り
手
「
僕
」
の
饒
舌

　
既
に
高
橋
由
貴
が
整
理
し
て
い
る
よ
う
に
、「
出
来
事
」
自
体
は
動
物
の
喩
が
有
機

的
に
連
鎖
す
る
こ
と
で
展
開
し
て
い
く
。

　
一
連
の
出
来
事
は
、
酔
っ
た
女
の
気
ま
ぐ
れ
な
言
葉
に
端
を
発
す
る
。（
略
）
自
ら
を
「
東

洋
人
」
と
規
定
し
、
翻
っ
て
外
国
兵
に
向
か
っ
て
「
穢
い
」
と
言
い
放
つ
。（
略
）「
僕
」
を

挑
発
す
る
一
方
、「
あ
ん
た
た
ち
、
牛
の
お
尻
に
で
も
乗
っ
か
り
な
よ
」
と
外
国
兵
を
痛
罵

す
る
、
人
種
と
い
う
区
別
を
設
け
る
こ
の
女
の
発
話
は
、
動
物
の
喩
（
略
）
を
持
ち
込
む
こ

と
で
「
僕
」
と
「
女
」
と
「
外
国
兵
」
の
三
者
の
序
列
化
を
試
み
る
も
の
で
あ
っ
た
。
自

分
た
ち
よ
り
も
一
段
相
手
を
貶
め
る
時
に
機
能
す
る
動
物
の
修
辞
が
、
外
国
兵
か
ら
日
本

人
乗
客
へ
の
「
羊
撃
ち
」
と
い
う
仕
打
ち
を
導
き
、
ま
た
後
半
の
貶
め
ら
れ
る
者
と
し
て

の
「
犠
牲
の
羊
」
と
い
う
語
へ
と
結
び
つ
く注
注

。

　「
外
国
兵
」
降
車
後
、「
事
情
を
話
す
べ
き
」、「
啞
み
た
い
に
黙
り
こ
ん
で
い
な
い

で
」、「
恥
を
か
か
さ
れ
た
者
、
は
ず
か
し
め
を
受
け
た
者
は
、
団
結
し
な
け
れ
ば
い
け

ま
せ
ん
」
と
雄
弁
な
「
教
員
」
と
、「
出
来
事
に
対
し
て
も
外
国
兵
に
対
し
て
も
、
近

す
ぎ
て
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
る
当
事
者
、
つ
ま
り
「
教
員
」
の
ご
と

く
安
易
に
事
態
を
言
語
化
、
物
語
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
「
僕
」
ら
「
羊
」
と
に
、
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序
列
が
生
ま
れ
て
い
く
。
更
に
は
、
交
番
内
で
の
「
教
員
」
に
よ
る
事
件
の
一
部
始
終

の
説
明
が
、「
再
び
ズ
ボ
ン
と
下
ば
き
を
ず
り
さ
げ
ら
れ
、
鳥
の
そ
れ
の
よ
う
に
毛
穴

の
ぶ
つ
ぶ
つ
ふ
き
出
た
裸
の
尻
を
さ
さ
げ
屈
み
こ
ま
さ
れ
る
の
を
感
じ
た
」
と
、
改
め

て
事
件
を
「
僕
」
に
体
感
さ
せ
て
い
く
よ
う
に
、
バ
ス
内
に
お
け
る
、
加
害
者
（「
外

国
兵
」）
と
被
害
者
（「
僕
」
ら
「
羊
」）
と
傍
観
者
（「
教
員
」
ら
）
の
構
図
が
、
交
番
内

に
お
け
る
、
加
害
者
（「
教
員
」）
と
被
害
者
（「
僕
」）
と
傍
観
者
（「
警
官
」）
の
構
図
と

し
て
継
続
し
て
い
く
。

　
こ
の
よ
う
に
、
動
物
の
喩
を
起
点
と
し
、
言
葉
を
め
ぐ
り
展
開
す
る
序
列
化
─
─
具

体
的
に
は
、
饒
舌
な
「
外
国
兵
」
そ
し
て
「
教
員
」
と
、
事
態
を
言
語
化
、
物
語
化
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
「
僕
」
ら
「
羊
」
と
い
う
、
言
わ
ば
人
間
／
動
物
の
序
列
化
に
対

し
て
の
整
理
が
為
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
本
稿
で
注
意
し
た
い
の
は
、
そ

の
よ
う
に
現
場
で
一
言
も
発
す
る
こ
と
の
な
い
「
僕
」
ら
「
羊
」
の
状
況
を
、
一
方
で

は
、
動
物
の
喩
な
ど
を
通
じ
て
語
り
手
と
し
て
の
「
僕
」
が
詳
細
に
述
べ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
は
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
語
り
手
と
し
て
の

「
僕
」
の
意
識
的
な
あ
り
方
は
、
例
え
ば
「
外
国
兵
」
に
「
羊
」
に
さ
れ
て
以
降
、「
僕

は
彼
ら
の
列
の
最
後
に
連
な
る
《
羊
》
だ
っ
た
」、「
僕
は
（
略
）
僕
の
前
に
列
な
る
《
羊

た
ち
》
と
同
じ
姿
勢
を
続
け
た
」、「
そ
れ
ほ
ど
長
く
僕
ら
は
《
羊
》
だ
っ
た
の
だ
」
と

あ
る
よ
う
に
、
羊
に
《
　
》
が
表
記
さ
れ
る
な
ど
、
自
身
ら
の
状
況
を
意
識
的
に
述
べ

る
様
に
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
つ
ま
り
高
橋
由
貴
の
整
理
で
は
、「
羊
」
と
い
う
動
物
の
喩
に
も
象
徴
的
に
示
さ
れ

る
よ
う
に
、
事
件
の
当
事
者
で
あ
る
「
僕
」
ら
は
「
近
す
ぎ
て
」
事
態
を
言
語
化
、
物

語
化
で
き
な
い
、
言
わ
ば
「
語
り
得
な
い
も
の注
注

」
を
抱
え
た
状
態
に
陥
っ
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
こ
と
自
体
を
語
り
手
「
僕
」
は
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
そ
の

意
味
を
考
察
す
る
た
め
、
次
に
バ
ス
に
乗
車
し
て
か
ら
の
「
僕
」
の
語
り
を
確
認
し
て

い
き
た
い
。

注
　
先
行
研
究 

に
お
け
る
「
外
国
兵
」
軽
視
の
問
題
性 

─
─
人
間
／
動
物
の
序
列
を
構
築
す
る
語
り

　
ま
ず
「
僕
」
は
、「
外
国
兵
」
を
「
牛
の
よ
う
に
」、「
猿
の
よ
う
に
」
と
語
る
。
そ

れ
が
「
外
国
兵
」
と
口
争
い
を
す
る
「
女
」
に
よ
る
「
あ
た
い
は
こ
の
子
と
寝
た
い
わ

よ
」、「
あ
ん
た
た
ち
、
牛
の
お
尻
に
で
も
乗
っ
か
り
な
よ
、
あ
た
い
は
こ
の
ぼ
う
や
と
、

ほ
ら
」
と
い
う
発
話
と
連
動
す
る
の
で
あ
る
が
、
更
に
「
僕
」
は
、
そ
の
「
女
」
を
も

「
裸
の
鶏
の
不
意
の
身
悶
え
」
と
、
動
物
の
よ
う
に
語
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
表
面
的
な

「
出
来
事
」
自
体
は
、
先
述
の
高
橋
由
貴
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
女
」
の
「
気
ま
ぐ
れ

な
言
葉
に
端
を
発
す
る
」
が
、
し
か
し
実
際
に
は
、
そ
う
し
た
「
女
」
の
発
話
内
容
も

含
み
込
ん
で
事
態
を
関
連
づ
け
る
よ
う
に
述
べ
る
「
僕
」
の
語
り
に
よ
っ
て
、
人
間
／

動
物
の
序
列
が
明
確
に
構
築
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
当
初
よ
り
「
外
国

兵
」
を
動
物
と
し
て
位
置
づ
け
る
視
点
が
存
在
し
、
そ
れ
が
「
外
国
兵
」
を
動
物
扱
い

す
る
「
女
」
の
発
話
─
─
対
照
的
に
「
僕
」
は
「
ぼ
う
や
」（
人
間
）
と
さ
れ
る
─
─

と
連
動
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
語
り
の
中
で
人
間
／
動
物

の
序
列
が
構
築
さ
れ
て
い
き
、
更
に
は
、
そ
う
し
た
言
動
を
と
る
「
女
」
も
即
座
に
動

物
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
。

　
そ
の
上
で
、
今
度
は
「
外
国
兵
」
に
脅
さ
れ
四
つ
ん
這
い
に
な
る
「
僕
」
が
、「
小

動
物
の
よ
う
に
」、「
動
物
の
毛
皮
を
剝
ぐ
よ
う
に
」、「
四
足
の
獣
の
よ
う
に
」
と
、
反

転
し
動
物
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
。
そ
し
て
そ
の
際
に
は
「
謝
り
の
言
葉
を
さ

が
し
た
が
（
略
）
そ
れ
は
喉
に
こ
び
り
つ
い
て
う
ま
く
出
て
こ
な
い
」、「
す
さ
ま
じ
い

言
葉
の
お
そ
い
か
か
り
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
」、「
彼
の
言
葉
の
単
語
一
つ
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」、「
外
国
兵
が
ゆ
っ
く
り
音
節
を
く
ぎ
っ
て
言
葉
を
く
り
か
え
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し
た
が
、
僕
は
耳
へ
内
側
か
ら
血
が
た
ぎ
っ
て
く
る
音
し
か
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
」

と
、
言
葉
を
発
す
る
こ
と
も
、
ま
た
理
解
す
る
こ
と
も
困
難
な
存
在
と
さ
れ
て
い
く8
注

。

つ
ま
り
言
葉
の
有
無
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
も
、
人
間
／
動
物
の
序
列
が
構
築
さ
れ

て
い
く
こ
と
と
な
る
。
加
え
て
そ
の
後
に
は
、「
外
国
兵
」
の
発
話
内
容
と
し
て
明
示

さ
れ
る
「
羊
撃
ち
、
羊
撃
ち
、
パ
ン
　
パ
ン
」
と
い
う
言
葉
を
受
け
、
や
は
り
連
動
す

る
形
で
「
僕
ら
は
《
羊
》
だ
っ
た
」
と
語
ら
れ
、
序
列
が
よ
り
強
固
に
さ
れ
て
い
く
。

　
ひ
と
ま
ず
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
他
者
を
動
物
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
た

「
僕
」
が
、
あ
た
か
も
、
そ
の
報
い
の
よ
う
に
反
転
し
て
動
物
化
─
─
そ
れ
は
先
述
の

整
理
で
は
「
語
り
得
な
い
」
状
態
と
さ
れ
て
い
る
─
─
す
る
と
い
う
構
図
が
展
開
し
て

い
く
。
実
際
、
後
述
す
る
よ
う
に
そ
う
し
た
自
虐
的
、
被
虐
的
な
視
点
が
「
僕
」
の
語

り
に
は
存
在
す
る
。

　
も
ち
ろ
ん
本
作
自
体
を
、
因
果
応
報
の
構
図
に
お
い
て
単
純
化
で
き
る
わ
け
で
は
な

い
。
以
降
の
展
開
か
ら
も
ま
ず
窺
え
る
の
は
、「
僕
」
だ
け
で
な
く
、
他
の
何
名
か
の

乗
客
や
運
転
手
も
「《
羊
》」
と
な
る
こ
と
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
誰
で
も
理
不
尽
、

不
条
理
に
こ
う
し
た
暴
力
に
晒
さ
れ
る
可
能
性
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
た
だ

し
一
方
、
自
身
ら
も
そ
う
し
た
「《
羊
》」
に
な
り
得
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
こ
と
に
は

─
─
お
そ
ら
く
は
─
─
全
く
想
像
が
及
ば
ず
に
「
事
情
を
話
す
べ
き
」
と
高
圧
的
に
迫

る
「
教
員
」
ら
に
よ
っ
て
、「《
羊
》」
に
さ
れ
た
か
否
か
の
差
異
の
中
で
改
め
て
人
間

／
動
物
の
枠
組
み
が
浮
上
す
る
こ
と
の
問
題
性
で
あ
る
。
実
際
、
先
行
研
究
の
多
く
は

そ
こ
で
の
日
本
人
同
士
の
関
係
性
を
重
視
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
こ
で
改
め
て
注
意
す
べ
き
は
、
人
間
／
動
物
と
い
う
二
項
対
立
の
序
列
自

体
は
、
ま
ず
は
「
僕
」
の
語
り
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

こ
で
は
、
そ
の
理
不
尽
さ
不
条
理
さ
故
に
圧
倒
的
な
存
在
感
を
有
す
る
「
外
国
兵
」
と
、

対
照
的
な
「
僕
」
の
姿
が
殊
更
に
強
調
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
そ
う
し
た
非
対
称
性
に
つ

い
て
は
、
単
に
占
領
／
被
占
領
の
枠
組
み
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
処
理
さ
れ
、
ほ
と

ん
ど
追
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
た
だ
し
看
過
で
き
な
い
の
は
、
発
端
は
間
違
い
な
く

「
外
国
兵
」
と
の
関
わ
り
に
あ
る
の
に
も
拘
ら
ず
、「
僕
」
の
「
怒
り
」
の
矛
先
が
、
結

果
的
に
「
外
国
兵
」
か
ら
「
教
員
」
に
移
行
し
て
い
く
こ
と
に
誘
導
さ
れ
る
よ
う
に
、

先
行
研
究
の
注
目
も
日
本
人
同
士
の
関
係
性
に
偏
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
、

「
外
国
兵
」
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
報
い
の
よ
う
に
殊
更
に
自
身
を
貶
め
─
─
「
怒
り
」

も
収
め
─
─
、
人
間
／
動
物
の
序
列
を
構
築
し
て
い
く
「
僕
」
の
語
り
の
意
味
を
素
通

り
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
し
ま
う
点
で
あ
る
。

　
そ
の
こ
と
を
ひ
と
ま
ず
確
認
す
れ
ば
、「
僕
」
は
、
当
初
「
外
国
兵
」
の
暴
行
に

「
腹
を
立
て
て
い
た
」、「
苛
立
た
し
い
腹
立
ち
が
も
り
あ
が
っ
て
き
た
」
と
あ
る
。
し

か
し
自
身
を
「《
羊
》」
と
語
っ
た
後
で
は
、「
怒
り
」
の
感
情
は
む
し
ろ
「
教
員
」
に

対
す
る
「
苛
だ
た
し
い
反
撥
」、「
腹
だ
た
し
さ
」、「
苛
だ
ち
と
怒
り
」
と
し
て
向
か
っ

て
い
く
。
つ
ま
り
語
り
の
中
で
自
ら
を
「《
羊
》」
と
位
置
づ
け
、
人
間
／
動
物
の
序
列

を
構
築
し
た
後
は
、「
外
国
兵
」
は
も
は
や
「
怒
り
」
の
対
象
に
す
ら
な
ら
な
い
ほ
ど

に
圧
倒
的
な
存
在
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
一
方
で
、
そ
の
後
の
「
教
員
」
と
の
関
係
性

に
お
い
て
は
「《
羊
》」
と
な
る
こ
と
が
「
か
た
く
な
に
」
拒
否
さ
れ
て
い
く
。

　
ね
え
、
君
、
と
彼
は
訴
え
か
け
る
よ
う
に
切
実
な
声
で
い
っ
た
。
誰
か
一
人
が
、
あ
の

事
件
の
た
め
に
犠
牲
に
な
る
必
要
が
あ
る
ん
だ
。
君
は
黙
っ
て
忘
れ
た
い
だ
ろ
う
け
ど
、

思
い
き
っ
て
犠
牲
的
な
役
割
を
果
た
し
て
く
れ
。
犠
牲
の
羊
に
な
っ
て
く
れ
。
／
羊
に
な

る
、
僕
は
教
員
に
腹
だ
た
し
さ
を
か
り
た
て
ら
れ
た
（
略
）。
僕
は
ま
す
ま
す
か
た
く
な
に

口
を
つ
ぐ
ん
だ
。（
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
）

　
こ
の
よ
う
に
、
実
際
に
は
人
間
／
動
物
の
序
列
は
反
復
し
て
い
な
い
。
前
半
で
は
事

態
を
言
語
化
、
物
語
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
「《
羊
》」
の
よ
う
に
自
身
を
位
置
づ
け
、
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人
間
／
動
物
の
序
列
を
構
築
し
て
い
く
も
の
の
、
後
半
で
は
「
ま
す
ま
す
か
た
く
な
に

口
を
つ
ぐ
ん
だ
」
と
も
あ
る
よ
う
に
、
言
語
化
、
物
語
化
で
き
な
い
の
で
は
な
く
、
明

確
な
意
志
に
基
づ
い
て
黙
り
込
む
存
在
と
し
て
自
身
を
位
置
づ
け
、
人
間
／
動
物
の
序

列
を
拒
絶
す
る
─
─
「
羊
」
に
《
　
》
も
付
さ
れ
な
い
─
─
の
が
「
僕
」
の
語
り
な
の

で
あ
る
。

　「
外
国
兵
」
を
圧
倒
的
な
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
こ
で
「《
羊
》」
と
な
る
一
方
、

「
教
員
」
に
対
し
て
は
《
羊
》
と
な
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
衝
突
が
生

ま
れ
る
た
め
に
、
先
行
研
究
の
注
目
は
こ
の
後
半
の
拒
絶
に
偏
っ
て
い
く9
注

。
し
か
し

「
僕
」
の
語
り
が
「
外
国
兵
」
を
「
怒
り
」
の
対
象
か
ら
外
す
こ
と
に
誘
導
さ
れ
る
よ

う
に
、「
外
国
兵
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
向
き
合
わ
ず
、
単
に
占
領
／
被
占
領
の

枠
組
み
で
処
理
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、「
外
国
兵
」
の
暴
行
自
体
は
も
は
や
ど
う
に
も

な
ら
な
い
、
論
じ
て
も
仕
方
の
な
い
所
与
の
も
の
の
よ
う
に
捉
え
処
理
す
る
こ
と
は
、

当
事
者
に
切
実
に
向
き
合
う
こ
と
の
な
い
、
言
わ
ば
作
中
の
傍
観
者
の
よ
う
な
姿
勢
と

根
底
で
は
変
わ
る
こ
と
が
な
い
。

　
問
題
は
、
あ
く
ま
で
も
「
僕
」
の
語
り
に
あ
る
。
そ
れ
を
通
し
て
「
外
国
兵
」
と
の

関
わ
り
を
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
教
員
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
そ
の
上
で

論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

注
　
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
し
て
の
前
半
─
─
語
り
の
具
現
化

　
曽
根
博
義
は
、「
飼
育
」（「
文
学
界
」
一
九
五
八
・
一
）
を
例
に
あ
げ
、
大
江
健
三
郎

の
初
期
作
品
に
、
一
人
称
の
「
僕
」
と
、
そ
の
「
僕
」
を
「
越
え
た
拡
が
り
を
持
つ
」

語
り
が
存
在
す
る
と
指
摘
し
て
い
る11
注

が
、
本
作
が
ま
ず
特
徴
的
で
あ
る
の
は
、「
語
り

得
な
い
」
こ
と
自
体
を
饒
舌
に
語
る
こ
と
、
よ
り
適
切
に
言
え
ば
、
疑
似
的
に
「
語
り

得
な
い
」
状
態
を
装
い
、
自
身
を
積
極
的
に
そ
う
し
た
動
物
の
よ
う
な
存
在
と
位
置
づ

け
よ
う
と
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
実
際
に
は
「
僕
」
は
「
語
り
得
な
い
」

状
態
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
一
切
の
発
話
は
し
て
い
な
い
も
の
の
、
状
況
は
説
明
さ
れ

る
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
こ
で
は
、
事
態
が
人
間
／
動
物
と
い
う
序
列
に
よ
っ
て
単
純

化
、
明
確
化
さ
れ
て
い
く
。

　
外
国
兵
が
ゆ
っ
く
り
音
節
を
く
ぎ
っ
て
言
葉
を
く
り
か
え
し
た
が
、
僕
は
耳
へ
内
側
か

ら
血
が
た
ぎ
っ
て
く
る
音
し
か
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
僕
は
頭
を
振
っ
て
み
せ
た
。
外

国
兵
が
苛
立
っ
て
硬
す
ぎ
る
ほ
ど
明
確
な
発
音
を
再
び
く
り
か
え
し
、
僕
は
言
葉
の
意
味

を
理
解
し
て
急
激
な
恐
怖
に
内
臓
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
。
う
し
ろ
を
向
け
、
う
し
ろ
を
向
け
。

し
か
し
ど
う
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
、
僕
は
外
国
兵
の
命
令
に
し
た
が
っ
て
う
し
ろ
を
向

い
た
。

　
こ
こ
か
ら
窺
え
る
の
は
、
言
葉
を
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
状
態
が
、
実
際
に
は

一
時
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
傍
線
部
で
は
「
言
葉
の
意
味
を
理
解
し
」

「
命
令
に
し
た
が
っ
て
」
い
く
様
子
が
は
っ
き
り
と
語
ら
れ
て
い
く11
注

。
そ
し
て
、
ま
さ

に
そ
の
よ
う
に
言
語
の
構
造
や
秩
序
に
組
み
込
ま
れ
る
過
程
に
お
い
て
、「
僕
」
は
事

態
を
単
純
化
、
明
確
化
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
は
、「
外
国
兵
」
の
言
葉
が

「
羊
撃
ち
、
羊
撃
ち
、
パ
ン
　
パ
ン
」
と
や
は
り
明
示
さ
れ1注
注

、
そ
の
内
容
を
受
け
て
自

身
を
「《
羊
》」
と
位
置
づ
け
る
こ
と
で
決
定
づ
け
ら
れ
て
い
く
。

　
つ
ま
り
自
身
を
「
人
間
の
羊
」
と
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
て
し
ま
う
時
点
で
、「
僕
」

は
「
語
り
得
な
い
」
状
態
に
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
た
だ
し
先
行
研
究
で
は
そ
の
よ
う

に
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
先
述
の
曽
根
博
義
は
、「
僕
」
を
「
越
え
た
拡
が
り
を

持
つ
」
語
り
が
初
期
作
品
に
存
在
す
る
と
し
て
お
り
、
そ
れ
を
援
用
す
れ
ば
、「
語
り

得
な
い
」
状
態
に
陥
っ
て
い
る
「
僕
」
に
つ
い
て
、
超
越
的
な
視
点
で
語
る
存
在
を
想

定
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
し
か
し
本
作
は
、
あ
く
ま
で
も
当
事
者
と
し
て
の
「
僕
」
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が
一
貫
し
て
語
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
飼
育
」
と
は
異
な
り
本
作
は
回
想
で

は
な
い
た
め1注
注

、
過
去
に
「
語
り
得
な
い
」
状
態
に
陥
っ
て
い
た
自
身
の
あ
り
方
を
、
現

在
の
「
僕
」
が
何
と
か
言
語
化
し
整
理
し
て
い
く
作
品
、
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
「
僕
」
が
「
語
り
得
な
い
」
状
態
に
あ
る
と
さ
れ
た
の
は
、
結
果

的
に
「《
羊
》」
と
な
る
あ
り
方
の
み
が
焦
点
化
さ
れ
て
き
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、

し
か
し
繰
り
返
す
よ
う
に
、
注
目
す
べ
き
は
自
身
を
積
極
的
に
そ
う
し
た
存
在
と
し
て

位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。

　
そ
の
点
を
更
に
詳
し
く
検
証
し
た
い
。
ま
ず
確
認
し
た
よ
う
に
、
人
間
／
動
物
と
い

う
序
列
に
帰
結
す
る
「
僕
」
の
語
り
は
、
周
囲
を
動
物
の
喩
（
補
足
す
れ
ば
、
冒
頭
で
自

身
も
「
甲
虫
」
と
喩
え
て
い
る
）
で
捉
え
る
あ
り
方
と
、「
外
国
兵
」
や
「
女
」
の
発
話

な
ど
の
言
動
が
、
連
動
し
て
い
く
こ
と
で
展
開
す
る
。
そ
し
て
そ
の
展
開
は
、
表
記
の

順
序
と
し
て
は
自
身
、
そ
し
て
他
者
を
当
初
よ
り
動
物
の
よ
う
に
見
る
あ
り
方
が
存
在

し
、
そ
れ
に
あ
た
か
も
反
応
す
る
か
の
よ
う
に
「
出
来
事
」
が
勃
発
し
て
い
き
、「
女
」

は
「
外
国
兵
」
を
動
物
に
喩
え
、「
外
国
兵
」
は
「
僕
」
を
動
物
に
喩
え
、「
僕
」
は
自

身
を
改
め
て
動
物
に
喩
え
る
な
ど
、
人
間
／
動
物
を
め
ぐ
る
諍
い
が
実
際
に
起
こ
っ
て

い
く
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
因
果
の
下
で
「
僕
」
は
「
人
間
の
羊
」
と
な
る
─
─
こ
の

よ
う
な
道
筋
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
バ
ス
内
を
動
物
の
喩
で

満
た
し
て
い
く
「
僕
」
の
語
り
が
、
徐
々
に
具
現
化
す
る
か
の
よ
う
な
構
造
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
見
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
ま
る
で
騒
動
が
起
こ
り
自
身
が

「《
羊
》」
と
な
る
こ
と
を
事
前
に
知
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
周
到
に
伏
線
を
張
る
か

の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
を
執
拗
に
動
物
に
喩
え
て
い
く
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
う

で
は
な
く
、
本
作
は
回
想
で
は
な
い
た
め
、
あ
く
ま
で
も
動
物
の
喩
で
バ
ス
内
が
満
た

さ
れ
て
い
く
中
で
、
結
果
的
に
人
間
／
動
物
と
い
う
枠
組
み
が
顕
在
化
し
具
現
化
し
て

い
く
─
─
そ
の
よ
う
な
構
造
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
う
し
た
、
語
り
あ
り
き
で
展
開
す
る
本
作
の
あ
り
方
は
所
謂
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
と

は
異
な
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
実
際
に
、
島
田
雅
彦
の
「
極
め
て
幻
想
的
で
、

（
略
）
素
材
的
に
は
こ
れ
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
し
か
読
め
な
か
っ
た1注
注

」
と
い
っ
た
初
期
作

品
へ
の
印
象
を
踏
ま
え
た
上
で
、
大
島
丈
志
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　「
人
間
の
羊
」
に
限
っ
て
言
え
ば
、
固
有
名
詞
を
使
用
し
な
い
人
称
や
「
バ
ス
が
霧
の
な

か
を
船
の
よ
う
に
揺
ら
め
い
て
近
づ
く
の
を
待
っ
て
い
た
」
と
い
う
幻
想
的
な
冒
頭
は
、

主
人
公
の
僕
が
現
実
世
界
か
ら
バ
ス
に
乗
っ
て
異
界
へ
と
入
っ
て
い
く
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と

し
て
読
む
こ
と
も
可
能
な
設
定
で
あ
る
と
言
え
る15
注

。

　
ま
た
、
他
に
も
「
寓
話
的1注
注

」、「
演
劇
的1注
注

」
と
評
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
も
の
の
、
そ
う

し
た
リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
離
れ
た
要
素
に
つ
い
て
具
体
的
に
言
及
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ

た
が
、
そ
の
内
実
は
、
ま
さ
に
自
由
な
幻
想
に
よ
っ
て
物
事
を
視
覚
化
し
て
い
く
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
の
よ
う
に
、
バ
ス
内
の
世
界
を
形
成
し
て
い
く
「
僕
」
の
語
り
に
あ
る
と
言

え
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
少
々
唐
突
な
よ
う
で
あ
る
が
夏
目
漱
石
「
夢
十
夜
」（「
東
京

朝
日
新
聞
」
一
九
〇
八
・
七
・
二
五
、
二
七
～
三
一
、
八
・
二
～
五
。「
大
阪
朝
日
新
聞
」
一
九

〇
八
・
七
・
二
六
～
三
一
、
八
・
二
～
五
。
一
九
〇
八
・
七
・
二
五
～
八
・
五
）
の
「
第
三
夜
」

の
次
の
よ
う
な
語
り
を
想
起
す
る
こ
と
で
見
え
易
く
な
る
。

　
こ
ん
な
夢
を
見
た
。
／
六
つ
に
な
る
子
供
を
負
つ
て
る
。
慥
に
自
分
の
子
で
あ
る
。
只

不
思
議
な
事
に
は
何
時
の
間
に
か
眼
が
潰
れ
て
、
青
坊
主
に
な
つ
て
ゐ
る
。（
略
）
／
左
右

は
青
田
で
あ
る
。
路
は
細
い
。
鷺
の
影
が
時
々
闇
に
差
す
。
／
「
田
圃
へ
掛
つ
た
ね
」
と

脊
中
で
云
つ
た
。
／
「
ど
う
し
て
解
る
」
と
顔
を
後
ろ
へ
振
り
向
け
る
様
に
し
て
聞
い
た

ら
、
／
「
だ
つ
て
鷺
が
鳴
く
ぢ
や
な
い
か
」
と
答
へ
た
。
／
す
る
と
鷺
が
果
し
て
二
声
程

鳴
い
た
。
／
自
分
は
我
子
な
が
ら
少
し
怖
く
な
つ
た
。
こ
ん
な
も
の
を
背
負
つ
て
ゐ
て
は
、



─（ 注 ）─

此
先
ど
う
な
る
か
分
ら
な
い
。
ど
こ
か
打
遣
る
所
は
な
か
ら
う
か
と
向
ふ
を
見
る
と
闇
の

中
に
大
き
な
森
が
見
え
た
。
あ
す
こ
な
ら
ば
と
考
へ
出
す
途
端
に
、
脊
中
で
、
／
「
ふ
ゝ

ん
」
と
云
ふ
声
が
し
た
。
／
「
何
を
笑
ふ
ん
だ
」
／
子
供
は
返
事
を
し
な
か
つ
た
。

　「
第
三
夜
」
冒
頭
で
あ
る
が
、「
子
供
」
が
笑
っ
た
こ
と
を
渡
部
直
己
は
、「
主
人
公

の
「
心
」
に
気
づ
い
た
か
ら
だ
。
な
ぜ
そ
う
も
た
や
す
く
気
づ
く
の
か
？
　
読わ
れ

者わ
れ

が
知

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る18
注

」
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、「
夢
十
夜
」
に
限
っ
た
こ

と
で
は
な
い
、
テ
ク
ス
ト
と
い
う
も
の
の
、
作
り
物
と
し
て
の
性
質
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
登
場
人
物
の
「
日
常
の
知
覚
秩
序
」
で
は
知
り
得
な
い
こ
と
も
読
者
に
は
「
す
べ

て
読
み
知
ら
れ
」
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
読
者
の
認
識
を
利
用
し
「
共
謀
」
し
な
が

ら
テ
ク
ス
ト
は
展
開
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
心
理
描
写
、
心
内
語
な
ど
を
表
象
す
る

小
説
と
い
う
形
式
と
は
、「
事
の
始
め
か
ら
転
倒
的
」
で
「
き
わ
め
て
逆
説
的
な
矛
盾

を
構
成
す
る
」
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
の
上
で
二
通
り
の
方
向
性
が
あ
る
─
─
「「
小

説
」
の
真
ら
し
さ
に
向
け
て
こ
の
い
わ
ば
原
理
的
な
矛
盾
を
隠
蔽
す
る
か
、
逆
に
、
そ

こ
か
ら
、「
小
説
」
な
ら
で
は
の
展
開
を
導
く
か
」。

　「
第
三
夜
」
は
、
ま
さ
に
後
者
の
「「
小
説
」
な
ら
で
は
の
展
開
」
と
言
え
、「
子
供
」

の
言
葉
に
導
か
れ
る
よ
う
に
、
語
ら
れ
る
こ
と
が
次
々
に
具
現
化
す
る
も
の
の
、
同
時

に
そ
れ
が
「
夢
」
の
世
界
で
あ
る
こ
と
も
明
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
第
三
夜
」
は
、

自
在
の
世
界
の
「
夢
」
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
下
で
、
作
り
物
で
あ
る
こ
と
を
顕
わ
に

し
な
が
ら
展
開
し
て
い
く
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
性
質
も
有
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
冒
頭
か
ら
バ
ス
内
を
動
物
の
喩
で
満
た
し
て
い
く
「
僕
」
の
語
り
も
同
様
の

構
造
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
地
の
文
で
示
さ
れ
て
い
く
動
物
の
喩
を
読
み
知
る

「
読
者
」
と
あ
た
か
も
「
共
謀
」
す
る
よ
う
に
、
人
間
／
動
物
を
め
ぐ
る
諍
い
の
勃
発
、

帰
結
と
し
て
の
人
間
／
動
物
と
い
う
序
列
の
構
築
、
と
い
う
展
開
を
導
く
こ
と
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
が
、
本
作
が
持
ち
得
る
と
さ
れ
て
き
た
幻
想
性
の
内

実
と
言
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
整
理
す
る
と
、
自
在
に
バ
ス
内
の
世
界
が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
で

「
僕
」
は
「
人
間
の
羊
」
に
な
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
が
先
述
の
、
自
身
を
積
極
的
に

動
物
と
位
置
づ
け
る
自
虐
的
、
被
虐
的
な
語
り
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
前
半

の
語
り
と
は
、
夢
幻
的
で
あ
り
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
で
あ
る
こ
と
に
も
示
さ
れ
る
よ

う
に
自
閉
的
な
も
の
で
も
あ
る
が
、
そ
う
し
た
あ
り
方
と
は
何
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
。

　
も
ち
ろ
ん
「
夢
」
で
あ
る
こ
と
を
明
示
さ
れ
て
い
る
「
第
三
夜
」
と
は
異
な
り
、
あ

く
ま
で
も
「
僕
」
は
当
事
者
と
し
て
バ
ス
内
に
い
る
存
在
な
の
で
あ
る
が
、
そ
う
で
あ

る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
幻
想
的
に
眼
前
の
光
景
が
捉
え
ら
れ
語
ら
れ
て
い
く
現
実
感
の
希

薄
さ
に
、
本
作
前
半
の
特
徴
が
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
次
よ
り
、
そ
う
し
た
フ
ァ
ン

タ
ジ
ー
の
よ
う
な
世
界
の
中
で
「
僕
」
が
「《
羊
》」
に
浸
っ
て
い
く
こ
と
の
意
味
、
そ

し
て
そ
の
上
で
、
後
半
に
至
っ
て
そ
う
し
た
自
閉
し
た
世
界
が
瓦
解
し
、
厳
し
い
現
実

に
直
面
す
る
こ
と
の
意
味
を
見
て
い
き
た
い
。
確
認
し
た
よ
う
に
、
本
作
の
前
半
と
後

半
に
は
齟
齬
や
「
分
裂
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
、
異
な

る
地
層
が
無
理
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
よ
う
な
不
整
合
─
─
突
如
と
し
て
幻
想
的
な
夢
か

ら
覚
め
た
よ
う
な
居
心
地
の
悪
さ
を
伴
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
検
証
し
て

い
く
よ
う
に
、
自
虐
的
、
被
虐
的
な
立
場
を
推
し
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
態
と
し
て

は
戦
後
日
本
の
現
実
か
ら
目
を
逸
ら
す
「
僕
」
の
あ
り
方
が
、
現
実
を
突
き
つ
け
ら
れ

て
い
く
中
で
不
可
能
に
な
っ
て
い
く
様
に
こ
そ
、
本
作
全
体
の
特
徴
、
意
義
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
に
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
（
前
半
）
か
ら
現
実
（
後
半
）
に
移
行
し
、
齟
齬
や

「
分
裂
」
を
生
み
出
し
て
い
く
「
僕
」
の
語
り
の
構
造
を
、
引
き
続
き
分
析
の
中
心
に
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引
用
は
『
大
江
健
三
郎
全
小
説
　

1
』（
講
談
社
、
二
〇
一
八
・
九
）、『
定
本
漱
石
全
集
　

第
十
二
巻
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
・
九
）
に
拠
る
。

注（
1
）　
村
上
克
尚
「
大
江
健
三
郎
と
傷
の
主
題
」（「
文
学
界
」
二
〇
一
八
・
八
）。

（
注
） 　
拙
稿
「
村
上
春
樹
「
沈
黙
」
に
お
け
る
現
在
性
─
─
饒
舌
、「
沈
黙
」
の
暴
力
」（「
学

苑
」
二
〇
一
八
・
一
）、
拙
稿
「
三
島
由
紀
夫
「
白
蟻
の
巣
」、
北
杜
夫
「
輝
け
る
碧
き
空

の
下
で
」、
手
塚
治
虫
「
グ
リ
ン
ゴ
」
に
お
け
る
勝
ち
組
表
象
の
現
在
性
─
─
ブ
ラ
ジ
ル

日
系
移
民
と
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
」（「
日
本
文
学
誌
要
」
二
〇
一
八
・
七
）
な
ど
。

（
注
） 　
大
島
丈
志
「
大
江
健
三
郎
「
人
間
の
羊
」
論
─
─
単
行
本
「
後
記
」
か
ら
新
た
な
読
み

の
可
能
性
へ
」（「
近
代
文
学
研
究
」
二
〇
〇
四
・
三
）
は
、「
人
間
の
羊
」
と
ほ
ぼ
同
時

期
で
、
作
中
の
固
有
名
詞
か
ら
朝
鮮
戦
争
下
の
日
本
を
描
い
て
い
る
と
特
定
で
き
る
「
戦

い
の
今
日
」（「
中
央
公
論
」
一
九
五
八
・
九
）
に
、「「
人
間
の
羊
」
と
共
通
す
る
、
日
本

人
を
抑
圧
す
る
も
の
と
し
て
「
外
国
兵
」
と
い
う
呼
称
が
出
て
く
る
」
こ
と
か
ら
、
両
作

品
を
「
同
じ
時
代
を
素
材
と
し
た
作
品
だ
と
推
測
」
し
て
い
る
。

（
注
） 　
江
藤
淳
「
解
説
」（
大
江
健
三
郎
『
死
者
の
奢
り
・
飼
育
』
新
潮
文
庫
、
一
九
五
九
・

九
）。

（
5
） 　
木
村
幸
雄
「
大
江
健
三
郎
の
初
期
短
篇
に
つ
い
て
─
─
『
人
間
の
羊
』
と
『
不
意
の

啞
』」（「
言
文
」
一
九
八
六
・
一
二
）。

（
注
） 　
高
橋
由
貴
「「
人
間
の
羊
」
に
お
け
る
沈
黙
を
囲
む
饒
舌
─
─
大
江
健
三
郎
と
遅
れ
て

き
た
戦
争
（
下
）」（「
日
本
文
芸
論
叢
」
二
〇
一
一
・
三
）。
ま
た
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
リ
ク

タ
ー
「
恥
の
環
─
─
『
人
間
の
羊
』
を
め
ぐ
っ
て
」（
武
田
勝
彦
ほ
か
編
著
『
大
江
健
三

郎
文
学
─
─
海
外
の
評
価
』
創
林
社
、
一
九
八
七
・
一
）
も
、「
イ
メ
ー
ジ
の
描
写
」
が

「
そ
の
後
に
起
こ
る
事
件
の
伏
線
に
な
っ
て
い
る
」
と
し
、「
車
掌
」
の
「
兎
の
セ
ク
ス
の

よ
う
な
、
桃
色
の
優
し
く
女
ら
し
い
吹
出
物
」
の
「
イ
メ
ー
ジ
」
と
、「
外
国
兵
」
の
連

れ
の
「
女
」
の
「
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
」
が
、
本
作
の
「
底
流
と
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。

ま
た
「
主
人
公
は
、
教
師
の
レ
イ
ン
コ
ー
ト
に
つ
ま
ず
き
、
外
国
兵
の
尻
に
触
れ
る
。
こ

れ
ら
は
、
ま
も
な
く
若
い
男
の
尻
が
触
れ
ら
れ
る
こ
と
を
暗
示
し
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
こ

れ
が
問
題
な
の
だ
が
、
や
が
て
彼
を
苦
し
め
る
こ
と
に
な
る
者
を
暗
示
し
て
い
る
」
と
も

述
べ
て
い
る
。

（
注
） 　「
語
り
得
な
い
も
の
」
と
は
、
自
己
の
様
々
な
経
験
を
一
貫
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
構

造
化
す
る
「
自
己
物
語
」
に
「
亀
裂
を
入
れ
る
は
な
は
だ
危
険
な
要
素
」
で
あ
る
と
い
う

（
浅
野
智
彦
『
自
己
へ
の
物
語
論
的
接
近
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
一
・
六
）。

（
8
） 　
フ
ラ
ン
ス
語
を
家
庭
教
師
と
し
て
教
え
て
い
る
「
僕
」
が
日
常
会
話
レ
ベ
ル
の
英
語
を

理
解
で
き
な
い
と
は
考
え
に
く
い
た
め
、
高
橋
由
貴
（
注
（
注
）
に
同
じ
）
は
、
こ
こ
で

の
「
僕
」
が
「
言
語
的
」
に
「
疎
外
」
さ
れ
「
無
気
力
・
無
抵
抗
」
の
「
失
語
」
に
陥
っ

て
い
る
と
し
て
い
る
。

（
9
） 　
例
え
ば
中
村
泰
行
『
大
江
健
三
郎
─
─
文
学
の
軌
跡
』（
新
日
本
出
版
社
、
一
九
九

五
・
六
）
は
、「
教
員
」
を
「
民
主
的
」
で
「
政
治
的
に
進
歩
的
な
人
間
」、「
僕
」
を

「
政
治
に
背
を
向
け
る
実
存
主
義
的
人
間
」
と
し
、
後
者
を
「
道
徳
的
上
位
に
置
く
」
作

品
と
捉
え
た
上
で
、「
人
間
の
羊
」
を
「
図
式
性
の
目
立
つ
芸
術
的
完
成
度
の
低
い
作
品
」

と
す
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
日
本
人
同
士
の
関
係
性
の
み
を
重
視
し
、
し
か
も
自
明
の

よ
う
に
そ
こ
に
図
式
性
を
読
み
取
っ
て
い
く
こ
と
で
、
そ
の
元
と
な
っ
て
い
る
人
間
／
動

物
の
序
列
が
、
実
際
に
は
自
明
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
僕
」
の
語
り
に
お
い

て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
。

（
11
） 　
曽
根
博
義
「『
死
者
の
奢
り
』
─
─
「
僕
」
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
」（「
国
文
学
」
一
九
九

七
・
二
臨
増
）。

（
11
） 　
直
後
の
「
外
国
兵
が
し
っ
か
り
し
た
声
で
叫
ん
だ
が
、
僕
に
は
言
葉
の
意
味
が
わ
か
ら

な
い
。
外
国
兵
が
そ
の
卑
猥
な
語
感
の
す
る
俗
語
を
く
り
か
え
し
て
叫
ぶ
」
と
い
う
箇
所

も
、
一
見
、
言
葉
を
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
状
態
が
続
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

実
際
に
は
「
僕
」
が
元
々
そ
の
「
俗
語
」
─
─
と
判
断
で
き
て
い
る
─
─
を
単
に
知
ら
な

か
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
失
語
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
状
態
に

据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
作
を
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
（
こ
の
稿
、
続
く
）。
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あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
1注
） 　
そ
れ
が
「
単
純
な
歌
」
で
あ
り
、「
訛
り
の
あ
る
外
国
語
」
で
あ
る
こ
と
も
、「
僕
」
に

は
「
理
解
」
さ
れ
て
い
る
。

（
1注
） 　「
飼
育
」
が
回
想
で
あ
る
こ
と
は
、
村
上
克
尚
『
動
物
の
声
、
他
者
の
声
─
─
日
本
戦

後
文
学
の
倫
理
』（
新
曜
社
、
二
〇
一
七
・
九
）
参
照
。
ま
た
本
作
は
「
冬
の
は
じ
め
だ

っ
た
」
で
始
ま
る
も
の
の
、
過
去
を
語
っ
た
も
の
と
判
断
し
切
れ
る
箇
所
が
存
在
し
な
い
。

（
1注
） 　
島
田
雅
彦
、
蓮
實
重
彦
「〈
対
談
〉
大
江
健
三
郎
を
求
め
て
」（「
国
文
学
」（
注
（
11
）

に
同
じ
）。

（
15
） 　
注
（
注
）
に
同
じ
。

（
1注
） 　
江
藤
淳
（
注
（
注
）
に
同
じ
）、
大
島
丈
志
（
注
（
注
）
に
同
じ
）
に
よ
る
指
摘
。
た

だ
し
江
藤
淳
は
日
本
人
同
士
の
対
立
を
も
と
に
「
寓
話
的
」
と
述
べ
て
い
る
た
め
、
そ
の

点
は
留
意
し
た
い
。

（
1注
） 　
マ
イ
ク
・
モ
ラ
ス
キ
ー
「
解
説
」（
マ
イ
ク
・
モ
ラ
ス
キ
ー
編
『
街
娼
　
パ
ン
パ
ン
＆

オ
ン
リ
ー
』
皓
星
社
、
二
〇
一
五
・
一
一
）。

（
18
） 　
渡
部
直
己
『
本
気
で
作
家
に
な
り
た
け
れ
ば
漱
石
に
学
べ
！
』（
太
田
出
版
、
一
九
九

六
・
一
二
）。

 

（
や
ま
だ
　
な
つ
き
　
　
日
本
語
日
本
文
学
科
専
任
講
師
・
近
代
文
化
研
究
所
所
員
専
任
講
師
）


