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実
際
問
題
と
し
て
は
制
作
者
を
一
人
と
決
め
ず
、『
貴
船
の
本
地
』
の
成
立
に
い
く
つ

か
の
段
階
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、カ
モ
一
族
の
管
理
の
も
と

忍
従
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
舌
氏
の
一
派
が
貴
船
神
社
興
隆
の
た
め
に
社
内
の
極
秘

情
報
を
す
く
い
あ
げ
て
「
貴
船
縁
起
」
な
る
呪
的
テ
ク
ス
ト
を
企
図
す
る
、そ
れ
を
洛
北

周
辺
の
法
師
陰
陽
師
、唱
門
師
た
ち
が
年
中
行
事
由
来
譚
を
加
え
て
「
貴
船
の
神
と
（
本

地
仏
と
）
鬼
の
物
語
」
に
整
え
て
い
く
、
さ
ら
に
洛
中
の
物
語
作
者
が
最
終
的
に
草
紙
と

し
て
の
「
貴
船
の
物
語
」
を
作
成
す
る
な
ど
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
想
定
で
き
る
。
と
は
言

え
、
神
社
付
属
の
下
層
民
で
あ
っ
た
は
ず
の
舌
氏
に
ど
れ
ほ
ど
の
教
養
が
あ
っ
た
の
か
、

発
信
力
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
他
、
各
段
落
で
の
実
態
す
べ
て
に
つ
い
て
も
大
い
に
疑
問

の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
書
第
Ⅲ
部
で
は
『
貴
船
の
本
地
』
を
注
釈
的
に
研
究
し
た
。
鬼
家
族
の
名
前
の
由
来

や
「
鬼
を
食
う
」
五
節
供
、貴
船
神
社
奥
端
の
祭
神
の
比
定
な
ど
説
き
明
か
し
た
問
題
も

あ
っ
た
。
し
か
し
、
貴
船
神
社
と
鞍
馬
寺
と
の
関
係
、
説
経
『
小
栗
』
に
も
通
ず
る
中
将

の
形
象
化
、
ド
ラ
マ
全
体
の
構
成
や
表
現
、
異
郷
訪
問
や
「
鬼
国
」
描
写
の
比
較
研
究
、

論
じ
残
し
た
年
中
行
事
の
実
態
、
伝
本
ご
と
の
丁
寧
な
分
析
な
ど
、
解
決
す
べ
き
点
は
数

多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

中
世
神
話
『
貴
船
の
本
地
』
の
研
究
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。

本
書
は
、
第
Ⅰ
部
「
貴
船
の
神
々
と
神
話
」、
第
Ⅱ
部
「
古
代
中
世
の
神
話
文
学
」、
第
Ⅲ
部

「
中
世
神
話
『
貴
船
の
本
地
』
論
」
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
右
に
あ
げ
た
の
は
、
第
Ⅲ
部
の

第
六
章
「
中
世
神
話
『
貴
船
の
本
地
』
と
貴
船
神
社
」
の
末
尾
の
文
章
で
あ
る
。
次
章
は
補
論

が
載
っ
て
い
る
の
で
、
右
の
言
は
、
実
質
上
本
書
の
締
め
括
り
と
み
て
も
よ
い
。
し
か
も
、
新

稿
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
著
者
の
現
在
の
立
脚
点
で
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
本
書
は
、
サ

ブ
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
よ
う
に
、貴
船
神
社
研
究
序
説
で
あ
り
貴
船
神
社
に
関
す
る
は
じ
め
て

の
注
釈
的
研
究
だ
ろ
う
。
貴
船
神
社
に
と
っ
て
は
、自
社
の
由
来
を
語
っ
て
く
れ
る
大
き
な
研

究
成
果
を
得
た
こ
と
に
な
る
。「
貴
船
神
社
研
究
と
い
え
ば
三
浦
俊
介
、
三
浦
俊
介
と
い
え
ば

貴
船
神
社
研
究
」
と
目
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
喜
ば
し
い
限
り
に
違
い
な
い
。

だ
が
、
評
者
は
思
う
。
本
書
は
著
者
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
集
大
成
な
ど
で
は
決
し
て
な

く
、
む
し
ろ
長
年
の
知
的
彷
徨
の
末
に
よ
う
や
く
手
に
入
れ
た
研
究
の
出
発
点
な
の
だ
・
・
・

と
。
著
者
は
、
多
く
の
資
料
や
研
究
の
方
法
論
、
学
説
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
、
ど
う
や
ら
揺
ら

い
で
ば
か
り
で
も
な
い
独
自
の
視
座
ら
し
き
も
の
を
見
出
し
た
の
で
は
な
い
か
。研
究
の
山
に

登
る
、納
得
で
き
る
入
口
を
見
つ
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
第
Ⅰ
部
の
第
一
章
「
神
社
神
話
の

遡
源
」、
第
二
章
「
神
社
神
話
の
降
臨
」
で
記
述
さ
れ
る
遡
源
神
話
、
降
臨
神
話
の
丁
寧
な
分

析
は
、
著
者
自
身
が
「
船
着
き
場
」
を
求
め
て
遡
源
（
流
浪
）
し
て
い
く
姿
と
ダ
ブ
っ
て
く
る

の
が
と
て
も
興
味
深
い
。
そ
し
て
著
者
は
、「
中
世
神
話
『
貴
船
の
本
地
』
の
研
究
は
ま
だ
始

ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
」
と
い
う
以
外
に
な
い
地
点
、つ
ま
り
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
つ
こ
と

が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、研
究
書
と
し
て
の
完
成
度
の
高
さ
の
み
を
評
価
さ
れ

る
の
は
、
本
書
に
と
っ
て
必
ず
し
も
栄
誉
で
は
あ
る
ま
い
。
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
だ
け
に
、
今
後

取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
が
山
積
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
書
は
、今

後
の
著
者
が
山
積
し
た
課
題
を
一
つ
ひ
と
つ
解
決
す
る
度
に
、あ
ら
た
め
て
出
発
点
と
し
て
の

価
値
を
発
見
さ
れ
て
い
く
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。新
た
な
研
究
成
果
を
出
す
に
応
じ
て
振
り
返

ら
れ
な
が
ら
、
価
値
を
高
め
て
い
く
の
が
望
ま
し
い
。
な
ら
ば
評
者
と
し
て
は
、
更
な
る
研
究

を
積
み
重
ね
る
著
者
の
背
中
を
押
す
よ
う
な
評
を
し
た
い
と
こ
ろ
な
の
だ
が
、主
に
近
世
の
国

学
思
想
を
や
っ
て
来
た
評
者
は
、
中
世
や
神
話
・
伝
承
文
学
と
い
う
問
題
で
あ
ま
り
苦
労
し
た

こ
と
が
な
い
門
外
漢
だ
。
申
し
訳
な
い
が
、
感
想
め
い
た
こ
と
を
呟
く
こ
と
し
か
で
き
な
い
。

も
っ
と
も
、
冒
頭
に
あ
げ
た
文
章
を
読
め
ば
、
当
面
の
大
き
な
課
題
の
一
つ
は
す
ぐ
に
わ
か

る
。
著
者
に
は
、舌
氏
の
存
在
を
浮
上
さ
せ
よ
う
と
す
る
目
論
見
が
あ
る
よ
う
だ
。
カ
モ
一
族
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に
管
理
さ
れ
不
利
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
中
世
〜
近
世
の
舌
氏
。彼
ら
が
己
の
一
派
の
存
在

を
正
当
化
す
べ
く
社
内
の
極
秘
情
報
を
救
い
上
げ
て
作
り
上
げ
た
「
貴
船
縁
起
」
な
る
呪
的
テ

ク
ス
ト
、
そ
れ
が
洛
北
周
辺
の
法
師
陰
陽
師
、
唱
門
師
た
ち
の
「
貴
船
の
神
と
（
本
地
仏
と
）

鬼
の
物
語
」
と
し
て
近
世
社
会
の
中
に
広
ま
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、戦
国
の
社
会
が
遠
の
き
近

世
の
管
理
社
会
に
変
質
し
て
い
く
に
つ
れ
て
登
場
す
る
洛
中
の
作
者
が
「
貴
船
の
物
語
」
を
作

成
す
る
・
・
・
。
著
者
が
こ
の
よ
う
な
見
通
し
の
下
に
貴
船
神
社
の
伝
承
を
研
究
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
今
後
の
著
者
は
、
近
世
と
い
う
時
代
に
大
き
く
踏
み
込
ん
で
問
題
を
考
え
ざ
る
を
得
な

く
な
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
実
際
、著
者
は
「
は
じ
め
に
」
で
次
の
よ
う
な
狙
い
を
述
べ

て
い
る
の
で
あ
る
。

今
回
、
こ
れ
ら
民
間
神
話
・
仏
教
神
話
に
対
抗
し
て
「
神
社
神
話
」
と
い
う
言
葉
を
造
っ

て
み
た
。
新
造
語
「
神
社
神
話
」
は
、
神
社
の
神
職
も
し
く
は
神
社
・
聖
地
周
辺
の
奉
斎

者
（
例
え
ば
貴
船
神
社
に
お
け
る
舌
氏
一
族
）
が
神
話
を
感
得
・
創
作
・
収
集
・
編
集
し
て

新
た
な
神
話
を
管
理
喧
伝
す
る
時
代
が
あ
っ
た
と
考
え
て
設
定
し
た
も
の
で
あ
る
。折
し

も
近
年
、江
戸
時
代
に
寺
社
の
布
教
勧
進
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
「
略
縁
起
」
の
調
査
研

究
が
進
み
、
無
数
の
神
社
の
創
建
も
し
く
は
中
興
の
由
来
譚
が
公
刊
さ
れ
た
。
記
紀
・
風

土
記
で
も
な
く
、
中
世
の
神
道
説
話
・
本
地
物
語
で
も
な
い
、
第
三
の
「
近
世
の
神
話
」

が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。こ
の
大
き
な
神
話
世
界
の
中
に
貴
船
神
社
の
神
話
を
位
置
づ

け
る
の
が
、
第
一
・
二
章
の
役
割
で
あ
る
。

新
し
い
地
平
を
開
こ
う
と
す
る
著
者
の
息
吹
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。「
神
社
神
話
」
と

い
う
タ
ー
ム
を
あ
え
て
作
る
こ
と
で
、
従
来
の
民
間
神
話
・
仏
教
神
話
と
い
っ
た
範
疇
を
突
き

破
り
、
近
世
の
「
略
縁
起
」
の
世
界
と
も
通
底
す
る
次
元
を
見
通
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
、
記
紀

や
風
土
記
、
中
世
の
神
道
説
話
・
本
地
物
語
と
も
異
な
っ
た
「
近
世
の
神
話
」
と
し
て
見
出
そ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
著
者
の
視
座
に
、目
下
「
近
世
神
話
」
と
い
う
方
法
概
念
で

以
て
江
戸
時
代
の
国
学
的
言
説
を
捉
え
直
そ
う
と
し
て
い
る
評
者
は
共
感
を
覚
え
た
。よ
う
こ

そ
、「
近
世
神
話
」
の
世
界
へ
！
。
こ
こ
に
、
神
社
・
聖
地
周
辺
の
奉
斎
者
と
し
て
新
た
な
神

話
を
創
造
し
神
話
テ
ク
ス
ト
（
呪
的
テ
ク
ス
ト
）
を
編
集
す
る
舌
氏
が
か
か
わ
っ
て
く
る
わ
け

で
あ
る
。
第
一
章
「
神
社
神
話
の
遡
源
」、
第
二
章
「
神
社
神
話
の
降
臨
」
に
お
い
て
、
著
者

は
貴
船
神
社
の
神
話
を
「
近
世
神
話
」
に
ま
で
広
げ
る
射
程
に
位
置
づ
け
た
い
旨
述
べ
て
い
る

が
、
第
一
章
で
次
の
よ
う
に
い
う
。

売
布
神
社
の
神
話
よ
う
に
、
海
辺
か
ら
遡
上
し
て
き
た
神
が
聖
地
を
次
々
と
見
出
し
つ

つ
、
最
終
的
に
上
流
の
聖
地
に
鎮
座
す
る
と
い
う
神
話
が
日
本
各
地
で
伝
承
さ
れ
て
い

る
。（
中
略
）
清
ら
か
な
流
れ
の
源
、
水
源
地
を
求
め
て
遡
上
す
る
神
の
行
く
手
に
は
終

着
点
が
あ
る
。
聖
地
を
見
出
し
て
長
旅
を
終
え
、
定
住
・
鎮
座
す
る
時
、
神
が
乗
っ
て
来

た
船
は
不
要
と
な
り
、鎮
座
地
の
近
く
に
伏
せ
て
置
い
て
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
神
々

が
天
界
か
ら
降
臨
す
る
神
話
の
場
合
も
、
飛
翔
す
る
船
（
天
磐
船
な
ど
）
が
鎮
座
後
に
安

置
・
放
置
・
廃
棄
さ
れ
、
多
く
の
場
合
、
岩
や
山
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
時
に

「
磐
船
」「
石
舟
」「
舟
形
石
」
な
ど
の
名
が
付
け
ら
れ
、
あ
る
い
は
特
に
名
は
な
く
と
も

目
に
見
え
る
証
拠
物
と
し
て
、
そ
の
由
来
譚
が
語
り
継
が
れ
る
場
合
が
多
い
。

そ
も
そ
も
「
近
世
神
話
」
と
い
う
方
法
概
念
を
掲
げ
る
評
者
は
、「
神
話
」
概
念
を
拡
大
し

て
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、「
神
話
」
と
は
単
に
太
古
の
神
々
の
物
語
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、

各
時
代
時
代
の
要
請
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
＝
存
在
の
根
拠
を
発
見
・
創
造
し
て
い
く
知
の

運
動
体
だ
と
捉
え
る
。
己
の
生
き
る
時
代
状
況
、己
を
取
り
巻
く
空
間
の
意
味
を
問
い
直
し
た

り
そ
れ
を
越
え
る
べ
く
創
造
さ
れ
る
も
の
で
、そ
れ
は
己
の
存
在
の
「
起
源
」
を
求
め
創
る
と

い
う
営
為
を
伴
う
。
し
た
が
っ
て
、
古
代
は
古
代
の
、
中
世
は
中
世
の
、
近
世
は
近
世
の
、
近

代
は
近
代
の
、現
代
は
現
代
の
「
神
話
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
江
戸
時
代
で
の
話
で

あ
れ
ば
、
と
り
あ
え
ず
は
「
近
世
神
話
」
と
呼
ん
で
お
こ
う
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

そ
の
「
近
世
神
話
」
で
は
、
著
者
の
右
の
言
に
即
し
て
い
う
と
、
眼
前
に
あ
る
証
拠
物
が
重

要
な
役
割
を
果
た
す
場
合
が
多
い
。
近
世
で
は
、そ
こ
が
「
古
へ
」
へ
の
入
り
口
と
な
る
。
ト

ポ
ス
と
い
っ
て
も
よ
い
。
眼
前
の
岩
や
山
か
ら
「
起
源
」
を
求
め
る
神
話
の
創
造
が
始
ま
る
。

「
磐
船
」「
石
舟
」「
舟
形
石
」
な
ど
の
名
が
付
け
ら
れ
る
と
は
、
間
違
い
な
く
そ
う
い
う
こ
と

だ
。
と
こ
ろ
で
著
者
は
、「
貴
船
神
社
に
お
い
て
遡
源
神
話
が
成
立
し
た
歴
史
的
背
景
を
把
握

す
る
こ
と
が
重
要
」
だ
と
述
べ
る
が
、こ
れ
は
的
を
射
た
指
摘
で
あ
る
。
遡
源
神
話
や
降
臨
神
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話
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
が
、眼
前
の
景
物
や
状
況
の
「
起
源
」
を
求
め
る
営
為
で
あ
る
と
同

時
に
、
そ
れ
が
現
状
へ
の
相
対
化
・
危
機
意
識
を
契
機
と
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
た
と
え
、
由
来
に
触
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
現
状
へ
の
違
和
感
に
突
き
動

か
さ
れ
な
け
れ
ば
創
造
的
な
「
近
世
神
話
」
は
生
ま
れ
な
い
。
ど
こ
に
そ
の
よ
う
な
意
識
が
存

す
る
か
を
捉
え
る
た
め
に
は
、「
遡
源
神
話
の
成
立
し
た
歴
史
的
背
景
」の
把
握
が
必
要
と
な
っ

て
こ
よ
う
。

そ
う
し
た
文
脈
で
、
著
者
が
「
古
文
書
が
失
わ
れ
て
い
る
以
上
、
貴
船
神
社
は
自
ら
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
社
内
の
口
頭
伝
承
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
江
戸
時
代
に
ま
ず
は

『
貴
布
禰
社
人
舌
氏
伝
来
之
秘
書
』
や
『
舌
氏
秘
記
』『
貴
布
禰
双
紙
』
な
ど
の
内
部
資
料
が
整

え
ら
れ
、
そ
の
他
に
中
世
の
日
記
・
小
記
録
な
ど
を
参
照
し
て
『
黄
船
社
秘
書
』
と
い
う
秘
伝

書
が
作
成
さ
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
点
を
、評
者
は
重
視
し
た
い
。
カ
モ
氏
の
支
配
に
危
機
意

識
を
募
ら
せ
つ
つ
貴
船
神
社
の
伝
承
を
支
え
る
舌
氏
の
存
在
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
か
ら

で
あ
る
。
第
二
章
「
神
社
神
話
の
降
臨
」
で
も
、
著
者
は
い
う
。

（
自
ら
仮
想
し
た
貴
船
神
社
史
と
し
て
＝
評
者
注
）「
舌
」
を
名
乗
っ
て
い
た
一
族
は
、
そ
の

後
、
強
大
な
カ
モ
族
が
祀
る
賀
茂
別
雷
神
社
と
の
確
執
の
中
で
、
自
ら
の
存
在
意
義
を
高

め
る
た
め
に
も
、神
社
神
話
を
荘
厳
昇
華
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
お
そ
ら

く
氏
族
内
で
伝
承
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
「
白
鬚
遡
源
神
話
」
を
基
に
、賀
茂
別
雷
神
社

の
遡
源
神
話
な
ど
を
援
用
し
て
「
黄
船
遡
源
神
話
」
を
作
り
出
し
た
。
そ
の
一
方
で
、「
貴

布
禰
大
明
神
」
の
降
臨
神
話
を
も
整
備
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

神
話
を
創
造
す
る
舌
氏
の
存
在
を
鮮
明
に
し
て
い
る
。「
神
社
神
話
」
は
、
そ
の
た
め
の
重

要
な
タ
ー
ム
だ
。
さ
ら
に
著
者
は
、
こ
れ
ら
舌
氏
に
よ
る
改
作
が
、
第
一
章
の
「
波
母
山
遡
源

神
話
」
を
改
作
し
た
「
日
吉
大
宮
遡
源
神
話
」
と
と
も
に
、そ
の
成
立
が
江
戸
時
代
で
あ
り
近

世
の
神
社
神
話
だ
と
い
う
点
に
留
意
を
促
し
て
い
る
。
い
わ
ば
、「
近
世
神
話
」
と
し
て
扱
う

べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
を
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
注
な
ど
を
み
る
と
、著
者
は
近
世

の
寺
社
略
縁
起
な
ど
も
視
野
に
収
め
て
い
る
か
ら
、
確
か
に
「
近
世
神
話
」
へ
の
模
索
が
始

ま
っ
て
い
る
と
み
て
よ
さ
そ
う
だ
。

系
譜
を
有
力
氏
族
に
仮
託
し
た
り
偽
造
し
た
り
す
る
の
は
、「
近
世
神
話
」
を
生
み
出
す
土

壌
を
為
す
も
の
で
、
周
知
の
よ
う
に
、
近
世
に
お
い
て
は
多
く
の
系
図
や
縁
起
が
作
成
さ
れ

た
。
こ
れ
ら
を
、実
証
に
堪
え
な
い
荒
唐
無
稽
と
一
蹴
せ
ず
己
の
一
族
の
存
在
意
義
を
主
張
す

る
た
め
の
「
起
源
」
の
創
造
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
直
し
て
み
よ
う
、と
い
う
の
が
「
近
世
神

話
」
の
狙
い
の
一
つ
で
あ
る
。
貞
治
三
年
（
一
三
六
七
）
忌
部
正
通
著
の
識
語
を
も
つ
『
神
代

紀
口
訣
』
が
偽
書
で
あ
る
こ
と
は
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、ど
う
や
ら
こ
れ
も
一
七
世

紀
に
な
っ
て
急
に
出
て
来
た
忌
部
神
道
と
い
う
流
派
の
起
源
作
り
と
関
係
し
て
い
る
ら
し
い
。

伊
勢
神
宮
別
宮
の
伊
雑
宮
の
神
職
が
自
社
こ
そ
日
の
神
を
祭
る
社
と
主
張
し
て
神
道
家
永
野

采
女
、
黄
檗
僧
潮
音
と
と
も
に
処
罰
・
発
禁
処
分
と
な
っ
た
『
先
代
旧
辞
本
紀
大
成
経
』。
し

か
し
こ
れ
と
て
、広
く
読
ま
れ
続
け
垂
加
神
道
な
ど
も
影
響
を
受
け
た
と
い
う
。
神
代
文
字
で

歌
の
起
源
を
語
ろ
う
と
す
る
小
笠
原
流
の
『
秀ホ
ツ
マ
ツ
タ
エ

真
政
伝
紀
』
等
、枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
仮

託
や
偽
造
を
徹
底
し
て
排
し
て
い
る
は
ず
の
国
学
者
の
復
古
思
想
も
、こ
の
土
壌
に
根
差
す
視

座
か
ら
捉
え
る
と
、新
た
な
読
み
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
本
居
宣
長『
排ア
シ
ワ
ケ
オ
ブ
ネ

蘆
小
船
』

が
神
代
か
ら
歌
の
起
源
・
歴
史
を
滔
々
と
述
べ
る
の
は
、
堂
上
歌
壇
か
ら
の
疎
外
感
を
バ
ネ

に
、当
世
歌
人
と
し
て
の
己
の
存
在
意
義
を
確
認
す
る
た
め
の
「
起
源
」
探
求
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。「
近
世
神
話
」
の
具
体
的
展
開
は
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
発
掘
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、「
神
社
神
話
」
を
追
究
す
る
ス
タ
ン
ス
の
著
者
の
今
後
の
仕
事
は
、

近
世
に
お
け
る
起
源
神
話
の
創
造
と
い
う
問
題
と
も
次
第
に
か
か
わ
り
を
深
め
て
い
く
に
違

い
な
い
。

第
Ⅲ
部
「
中
世
神
話
『
貴
船
の
本
地
』」
第
六
章
「
中
世
神
話
『
貴
船
の
本
地
』
と
貴
船
神

社
」
で
示
さ
れ
る
「
貴
船
神
社
の
ス
サ
ノ
ヲ
祭
祀
の
謎
」
も
興
味
深
く
読
ん
だ
。
み
て
み
る

と
、
こ
れ
も
新
稿
。
著
者
は
、
貴
船
神
社
所
蔵
の
「
黄
舩
社
秘
書
」
に
縁
結
び
の
神
ス
サ
ノ
ヲ

に
関
す
る
記
述
が
み
え
る
こ
と
に
注
目
し
、「
貴
船
神
社
の
神
職
の
間
で
は
、「
私
市
社
」「
林

田
社
」の
両
社
が
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
上
賀
茂
の
社
家
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
と
言
い
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
社
祀
に
変
遷
は
あ
る
も
の
の
、
中
宮
の
地
に
出
雲
系

の
神
々
が
集
中
的
に
祭
祀
さ
れ
て
き
た
状
況
が
見
え
て
く
る
」と
言
っ
て
い
る
。
貴
船
神
社
に
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お
い
て
は
、
賀
茂
神
社
の
摂
社
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
状
況
の
中
で
、
懸
命
に
己
の
存
在
を
主

張
し
よ
う
と
「
黄
舩
社
秘
書
」
や
「
舌
氏
秘
記
」
を
著
す
舌
氏
。
祭
神
名
に
し
て
か
ら
、著
者

は
「
黄
舩
社
秘
書
」
の
記
す
九
柱
の
神
々
と
現
在
の
貴
船
神
社
の
祭
神
と
は
ほ
と
ん
ど
一
致
し

な
い
と
い
う
。
著
者
は
こ
こ
に
、秘
め
ら
れ
た
九
柱
の
祭
神
の
祭
祀
の
存
在
を
推
測
す
る
。
こ

の
過
程
で
ス
サ
ノ
ヲ
等
出
雲
系
の
神
々
が
割
り
込
ん
で
く
る
わ
け
だ
が
、文
脈
が
い
さ
さ
か
整

わ
ず
、
評
者
と
し
て
ど
こ
に
ワ
ク
ワ
ク
し
て
よ
い
の
か
、
焦
点
が
絞
り
に
く
い
。
こ
の
あ
た
り

を
す
っ
き
り
と
叙
述
で
き
る
視
座
に
立
つ
こ
と
が
、今
後
の
著
者
の
課
題
と
な
る
の
で
は
な
い

か
。
評
者
と
し
て
も
、
近
世
期
に
お
い
て
寺
院
や
神
社
が
そ
れ
な
り
に
整
備
さ
れ
て
い
く
中

で
、
如
何
に
し
て
己
の
氏
族
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
保
す
る
か
、
そ
の
た
め
に
ど

の
よ
う
な
神
話
を
創
造
し
て
い
く
の
か
。近
世
に
お
け
る
出
雲
神
話
の
広
が
り
が
こ
こ
に
絡
ん

で
く
る
と
し
た
ら
、
実
に
興
味
深
い
事
柄
で
あ
る
。

但
し
、
留
意
し
て
ほ
し
い
こ
と
が
あ
る
。「
近
世
神
話
」
と
は
、
実
態
概
念
で
は
な
く
方
法

概
念
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
近
世
の
神
道
的
な
現
象
に
安
易
に
還
元
し
て
は
な
ら
ず
、神
道
に
関

す
る
書
だ
け
を
扱
っ
て
い
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。「
近
世
神
話
」
は
、
儒
教
、
仏

教
、
民
間
宗
教
に
お
い
て
も
、
和
歌
、
物
語
等
に
お
い
て
も
、
新
た
な
次
元
を
切
り
開
く
べ
く

「
起
源
」
を
創
造
す
る
知
の
運
動
体
そ
の
も
の
を
総
称
す
る
概
念
で
あ
る
。
既
成
の
研
究
史
の

ジ
ャ
ン
ル
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
知
の
運
動
体
で
あ
る
。「
近
世
神
話
」
と
い
う
視

座
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、こ
れ
ま
で
み
え
て
こ
な
か
っ
た
相
や
ジ
ャ
ン
ル
の
絡
み
合
い
が
明

ら
か
に
な
っ
た
り
、相
互
に
無
関
係
と
思
わ
れ
る
要
素
が
共
振
し
た
り
す
る
あ
り
様
に
気
づ
か

さ
れ
た
り
す
る
。
名
高
い
テ
キ
ス
ト
で
も
、今
ま
で
と
は
大
き
く
違
う
読
み
が
な
さ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。
同
時
に
評
者
は
、「
中
世
神
話
」
も
や
は
り
方
法
概
念
で
あ
る
こ
と
に
思
い
至
ら

ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
本
書
が
「
中
世
神
話
『
貴
船
神
社
』
論
」「
中
世
神
話
『
貴

船
の
本
地
』
と
貴
船
神
社
」
と
い
っ
た
部
や
章
の
タ
イ
ト
ル
を
記
す
の
を
み
た
と
き
、そ
こ
に

方
法
概
念
へ
の
自
覚
も
な
し
に
安
易
に
既
成
の
「
中
世
神
話
」
に
依
拠
し
て
い
る
ス
タ
ン
ス
が

感
じ
ら
れ
て
、
賛
同
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
貴
船
神
社
神
話
を
論
じ
た
以
外
の
第
Ⅱ
部
「
古

代
中
世
の
神
話
文
学
」
を
読
む
と
、
こ
れ
ま
で
分
類
中
心
で
進
め
て
き
た
説
話
・
伝
承
研
究
か

ら
、誠
実
に
新
た
な
潮
流
を
な
し
て
い
る
か
に
み
え
る
「
中
世
神
話
」
の
世
界
に
接
近
し
て
き

た
、
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
特
に
、
新
稿
で
は
な
い
第
Ⅱ
部
第
二
章
「
中
世
神
話
と
和

歌
・
注
釈
書
」
は
好
論
。
藤
原
（
九
条
）
兼
実
の
次
男
良
経
が
『
春
日
社
歌
合
』
三
二
番
の
「
天

の
戸
を
お
し
明
が
た
の
雲
間
よ
り
神
代
の
月
の
影
ぞ
残
れ
る
」
の
歌
を
論
ず
る
が
、著
者
は
こ

こ
に
記
紀
の
天
岩
戸
及
び
天
孫
降
臨
神
話
を
素
材
に
当
時
の
天
皇
家
と
藤
原
氏
の
関
係
を
正

当
化
す
る
起
源
神
話
の
創
造
を
看
取
し
、
こ
れ
を
「
隠
さ
れ
た
主
題
」
と
み
て
い
る
。
そ
の

際
、「
神
世
に
お
い
て
天
照
大
神
が
天あ
ま
の
い
わ
と

岩
戸
を
押
し
開
け
て
出
て
く
る
時
の
輝
か
し
い
光
景
と

が
二
重
写
し
に
な
っ
て
見
え
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
」
点
に
注
目
し
、
本
歌
（『
新
古

今
集
』
巻
一
四
・
恋
四
・
一
二
六
一
番
読
人
し
ら
ず
「
あ
ま
の
と
を
お
し
あ
け
が
た
の
月
み
れ
ば
う
き
人

し
も
ぞ
こ
ひ
し
か
り
け
る
」）
を
生
か
し
な
が
ら
神
祇
色
の
濃
い
歌
を
作
り
神
話
イ
メ
ー
ジ
を
積

極
的
に
出
す
良
経
に
言
及
す
る
。
こ
の
あ
た
り
の
叙
述
に
は
、和
歌
研
究
で
も
試
行
錯
誤
を
続

け
た
著
者
の
渋
さ
・
年
輪
が
感
じ
ら
れ
て
、
興
味
深
い
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
の

で
あ
る
。

本
章
は
当
初
、
良
経
の
「
天
の
戸
を
」
歌
が
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
代
表
さ
れ
る

古
代
神
話
を
本
説
と
し
た
和
歌
だ
と
い
う
こ
と
を
、自
讃
歌
注
を
通
し
て
解
説
し
よ
う
と

目
論
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
の
中
世
神
話
研
究
の
進
展
の
中
で
、
天
照
大

神
と
天
児
屋
根
尊
と
の
二
神
が
や
が
て
末
世
に
な
る
こ
と
を
予
見
し
て
君
臣
の
固
い
紐

帯
を
約
束
し
た
と
い
う
中
世
神
話
が
あ
る
こ
と
を
知
る
に
及
び
、良
経
の
叔
父
で
あ
る
慈

円
の
『
愚
管
抄
』
で
の
記
述
や
「
君
を
守
る
」
歌
と
の
親
近
性
か
ら
言
っ
て
も
、
良
経

「
天
の
戸
を
」歌
自
体
が「
二
神
約
諾
」を
前
提
と
し
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
く
な
っ

た
。

「
中
世
神
話
」
に
接
近
し
た
著
者
の
経
緯
が
、
正
直
に
語
ら
れ
て
い
る
。
誠
実
に
「
中
世
神

話
」
に
接
近
す
る
著
者
の
ス
タ
ン
ス
は
、評
者
も
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
今
後
の
著
者
に
訴
え
た
い
。
既
成
の
「
中
世
神
話
」
論
に
依
り
か
か
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
己
の
視
座
か
ら
そ
の
方
法
概
念
と
し
て
の
意
味
を
、そ
し
て
神
話
を
創
造
す
る
と
は
ど

う
い
う
こ
と
か
を
不
断
に
問
い
続
け
て
ほ
し
い
と
。
そ
の
営
為
が
、
お
の
ず
と
「
近
世
神
話
」
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を
呼
び
寄
せ
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
あ
た
り
を
今
後
の
著
者
が
ど
う
ク
リ
ア
ー
す
る
か
、評
者

に
と
っ
て
も
決
し
て
他
人
事
と
は
思
え
な
い
。

そ
う
考
え
る
と
、
著
者
が
呪
的
テ
ク
ス
ト
を
創
り
上
げ
る
舌
氏
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
つ
つ

も
、
冒
頭
の
よ
う
に
「
と
は
言
え
、
神
社
付
属
の
下
層
民
で
あ
っ
た
は
ず
の
舌
氏
に
ど
れ
ほ
ど

の
教
養
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
他
、
各
段
落
で
の
実
態
す
べ
て
に
つ
い
て
も
大
い
に
疑
問
の
残

る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
に
も
、陥
り
や
す
い
傾
向
と
し
て
警
鐘
を
な
ら
し
た
く

な
る
。
舌
氏
の
歴
史
的
実
態
を
能
う
限
り
究
明
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、方
法
概

念
「
近
世
神
話
」
で
み
る
舌
氏
は
、
あ
く
ま
で
テ
ク
ス
ト
か
ら
み
え
て
く
る
、
テ
ク
ス
ト
を
創

造
的
に
読
む
中
で
見
出
さ
れ
る
氏
族
の
は
ず
で
あ
る
。安
易
に
歴
史
的
実
態
に
還
元
す
る
の
は

戒
め
る
べ
き
だ
。
む
し
ろ
、歴
史
的
実
態
に
還
元
し
て
納
得
し
た
が
る
文
献
中
心
の
傾
向
に
対

し
、「
神
話
文
学
」
の
本
質
か
ら
の
力
強
い
方
法
的
宣
言
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

い
つ
の
ま
に
か
、
評
者
自
身
へ
の
叱
咤
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
今
後
の
著
者
と
問
題
を
共

有
で
き
る
こ
と
を
心
か
ら
望
ん
で
い
る
。
最
後
に
、第
Ⅱ
部
第
一
章
「
記
紀
神
話
の
構
成
―
神

話
対
照
表
を
読
む
―
」
で
、自
分
独
自
の
記
紀
神
話
対
照
表
を
作
成
し
て
論
を
進
め
る
著
者
の

姿
勢
に
、親
近
感
を
抱
い
た
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
地
味
で
は
あ
る
が
自
家
製
の
道

具
に
こ
だ
わ
る
姿
勢
は
、
如
何
に
も
三
浦
俊
介
ら
し
い
か
ら
。

（
三
浦
俊
介
『
神
話
文
学
の
展
開
―
貴
船
神
社
研
究
序
説
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
九
年
六
月
刊
、
Ａ

５
版
、
四
五
六
頁
、
本
体
価
格
一
二
〇
〇
〇
円
）

（
金
沢
学
院
大
学
名
誉
教
授
）


