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写
生
文
の
存
在
は
近
頃
よ
う
や
く
世
間
か
ら
認
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
写
生
文
の
特
色
に
つ
い
て

は
ま
だ
誰
も
明
暸
に
説
破
し
た
も
の
が
お
ら
ん
。
元
来
存
在
を
認
め
ら
る
る
と
云
う
事
は
す
で
に
認
め
ら

れ
る
だ
け
の
特
色
を
有
し
て
い
る
と
云
う
意
味
に
過
ぎ
ん
の
だ
か
ら
、
存
在
を
認
め
ら
れ
る
以
上
は
特
色

も
認
め
ら
れ
た
訳
に
相
違
な
い
。
し
か
し
認
め
ら
る
る
と
云
う
の
は
説
明
さ
れ
る
と
は
一
様
で
な
い
。
桜

と
海
棠
の
感
じ
に
相
違
の
あ
る
の
は
何
人
も
認
め
て
い
る
。
そ
の
相
違
を
説
明
し
ろ
と
云
わ
れ
る
と
ち
ょ

っ
と
で
き
に
く
い
。
写
生
文
と
普
通
の
文
章
の
差
違
は
認
め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
明
か
に
道
破

さ
れ
て
お
ら
ん
の
も
こ
の
理
で
あ
る
。
か
の
写
生
文
を
標
榜
す
る
人
々
と
い
え
ど
も
単
に
わ
が
特
色
を
冥

々
裡
に
識
別
す
る
と
云
う
ま
で
で
、
明
か
に
指
摘
し
た
も
の
は
今
日
に
至
る
ま
で
見
当
ら
ぬ
よ
う
で
あ
る
。

虚
子
、
四
方
太
の
諸
君
は
折
々
こ
の
点
に
向
っ
て
肯
綮
に
あ
た
る
議
論
を
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
余
の

見
る
と
こ
ろ
で
は
や
は
り
物
足
ら
ぬ
心
持
が
す
る
。
余
の
云
う
事
も
諸
君
か
ら
見
れ
ば
依
然
と
し
て
物
足

ら
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
云
わ
ぬ
よ
り
参
考
に
な
る
と
思
う
。
単
に
写
生
文
を
生
命
と
す
る
諸
君
の
参

考
に
な
る
の
み
な
ら
ず
、
汎
く
文
章
に
興
味
を
有
す
る
人
々
の
耳
に
は
あ
る
い
は
物
珍
ら
し
く
聞
え
る
か

も
知
れ
ぬ
。

　
写
生
文
と
普
通
の
文
章
と
の
差
違
を
算
え
来
る
と
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
あ
る
う
ち
で
余
の
も
っ
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と
も
要
点
だ
と
考
え
る
に
も
関
ら
ず
誰
も
説
き
及
ん
だ
事
の
な
い
の
は
作
者
の
心
的
状
態
で
あ
る
。
他
の

点
は
こ
の
一
源
泉
よ
り
流
露
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
源
頭
に
向
っ
て
工
夫
を
下
せ
ば
他
は
こ
と
ご
と

く
刃
を
迎
え
て
向
う
か
ら
解
決
を
促
が
す
訳
で
あ
る
。

　
社
会
は
人
間
の
塊
ま
り
で
あ
る
。
そ
の
人
間
を
区
別
す
れ
ば
い
ろ
い
ろ
で
き
る
。
貴
と
賤
と
も
な
る
。

賢
と
不
肖
と
も
な
る
。
正
と
邪
と
も
な
る
。
男
と
女
と
も
な
る
。
貧
と
富
と
も
な
る
。
老
と
若
、
長
と
幼

と
も
な
る
。
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
に
区
別
が
で
き
る
。
区
別
が
で
き
る
以
上
は
、
区
別
さ
れ
た
一
の
も
の
が

他
を
視
る
態
度
は
、
一
の
う
ち
に
あ
る
甲
が
、
同
じ
く
一
の
う
ち
に
あ
る
乙
を
視
る
態
度
と
は
異
な
ら
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
生
観
と
い
う
と
堅
苦
し
く
聞
え
る
。
何
だ
か
恐
ろ
し
く
て
近
寄
り
に
く
い
。
し
か
し

煎
じ
つ
め
れ
ば
こ
の
態
度
で
あ
る
。
隣
の
法
律
家
が
余
を
視
る
立
脚
地
は
、
余
が
隣
り
の
法
律
家
を
視
る

立
脚
地
と
は
自
か
ら
違
う
。
大
袈
裟
な
言
葉
で
云
う
と
彼
此
の
人
生
観
が
、
あ
る
点
に
お
い
て
一
様
で
な

い
。
と
云
う
に
過
ぎ
ん
。

　
人
事
に
関
す
る
文
章
は
こ
の
視
察
の
表
現
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
人
事
に
関
す
る
文
章
の
差
違
は
こ
の

視
察
の
差
違
に
帰
着
す
る
。
こ
の
視
察
の
差
違
は
視
察
の
立
場
に
よ
っ
て
岐
れ
て
く
る
。
す
る
と
こ
の
立

場
が
文
章
の
差
違
を
生
ず
る
源
に
な
る
。
今
の
世
に
云
う
写
生
文
家
と
い
う
も
の
の
文
章
は
い
か
な
る
事

を
か
い
て
も
皆
共
有
の
点
を
有
し
て
、
他
人
の
そ
れ
と
は
截
然
と
区
別
の
で
き
る
よ
う
な
特
色
を
帯
び
て
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い
る
。
す
る
と
こ
れ
ら
の
団
体
は
そ
の
特
色
の
共
有
な
る
点
に
お
い
て
、
同
じ
立
場
に
根
拠
地
を
構
え
て

い
る
と
云
う
て
よ
ろ
し
い
。
も
う
一
遍
大
袈
裟
な
言
葉
を
借
用
す
る
と
、
同
じ
人
生
観
を
有
し
て
同
じ
穴

か
ら
隣
り
の
御
嬢
さ
ん
や
、
向
う
の
御
爺
さ
ん
を
覗
い
て
い
る
に
相
違
な
い
。
こ
の
穴
を
紹
介
す
る
の
が

余
の
責
任
で
あ
る
。
否
こ
の
穴
か
ら
浮
世
を
覗
け
ば
ど
ん
な
に
見
え
る
か
と
云
う
事
を
説
明
す
る
の
が
余

の
義
務
で
あ
る
。

　
写
生
文
家
の
人
事
に
対
す
る
態
度
は
貴
人
が
賤
者
を
視
る
の
態
度
で
は
な
い
。
賢
者
が
愚
者
を
見
る
の

態
度
で
も
な
い
。
君
子
が
小
人
を
視
る
の
態
度
で
も
な
い
。
男
が
女
を
視
、
女
が
男
を
視
る
の
態
度
で
も

な
い
。
つ
ま
り
大
人
が
小
供
を
視
る
の
態
度
で
あ
る
。
両
親
が
児
童
に
対
す
る
の
態
度
で
あ
る
。
世
人
は

そ
う
思
う
て
お
る
ま
い
。
写
生
文
家
自
身
も
そ
う
思
う
て
お
る
ま
い
。
し
か
し
解
剖
す
れ
ば
つ
い
に
こ
こ

に
帰
着
し
て
し
ま
う
。

　
小
供
は
よ
く
泣
く
も
の
で
あ
る
。
小
供
の
泣
く
た
び
に
泣
く
親
は
気
違
で
あ
る
。
親
と
小
供
と
は
立
場

が
違
う
。
同
じ
平
面
に
立
っ
て
、
同
じ
程
度
の
感
情
に
支
配
さ
れ
る
以
上
は
小
供
が
泣
く
た
び
に
親
も
泣

か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
普
通
の
小
説
家
は
こ
れ
で
あ
る
。
彼
ら
は
隣
り
近
所
の
人
間
を
自
己
と
同
程
度
の
も
の

と
見
做
し
て
、
擦
っ
た
も
ん
だ
の
社
会
に
吾
自
身
も
擦
っ
た
り
揉
ん
だ
り
し
て
、
あ
く
ま
で
も
、
そ
の
社

会
の
一
員
で
あ
る
と
云
う
態
度
で
筆
を
執
る
。
し
た
が
っ
て
隣
り
の
御
嬢
さ
ん
が
泣
く
事
を
か
く
時
は
、
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当
人
自
身
も
泣
い
て
い
る
。
自
分
が
泣
き
な
が
ら
、
泣
く
人
の
事
を
叙
述
す
る
の
と
わ
れ
は
泣
か
ず
し
て
、

泣
く
人
を
覗
い
て
い
る
の
と
は
記
叙
の
題
目
そ
の
も
の
は
同
じ
で
も
そ
の
精
神
は
大
変
違
う
。
写
生
文
家

は
泣
か
ず
し
て
他
の
泣
く
を
叙
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
ん
な
不
人
情
な
立
場
に
立
っ
て
人
を
動
か
す
事
が
で
き
る
か
と
聞
く
も
の
が
あ
る
。
動
か
さ
ん
で
も

い
い
の
で
あ
る
。
隣
り
の
御
嬢
さ
ん
も
泣
き
、
写
す
文
章
家
も
泣
く
か
ら
、
読
者
は
泣
か
ね
ば
な
ら
ん
仕

儀
と
な
る
。
泣
か
な
け
れ
ば
失
敗
の
作
と
な
る
。
し
か
し
筆
者
自
身
が
ぽ
ろ
ぽ
ろ
涙
を
落
し
て
書
か
ぬ
以

上
は
御
嬢
さ
ん
が
、
ど
れ
ほ
ど
泣
か
れ
て
も
、
読
者
が
ど
れ
ほ
ど
泣
か
れ
な
く
て
も
失
敗
に
は
な
ら
ん
。

小
供
が
駄
菓
子
を
買
い
に
出
る
。
途
中
で
犬
に
吠
え
ら
れ
る
。
ワ
ー
と
泣
い
て
帰
る
。
御
母
さ
ん
が
い
っ

し
ょ
に
な
っ
て
ワ
ー
と
泣
か
ぬ
以
上
は
、
傍
人
が
泣
か
ん
で
も
出
来
損
い
の
御
母
さ
ん
と
は
云
わ
れ
ぬ
。

御
母
さ
ん
は
駄
菓
子
を
犬
に
取
ら
れ
る
た
び
に
泣
き
得
る
よ
う
な
平
面
に
立
っ
て
社
会
に
生
息
し
て
い
ら

れ
る
も
の
で
は
な
い
。
写
生
文
家
は
思
う
。
普
通
の
小
説
家
は
泣
か
ん
で
も
の
事
を
泣
い
て
い
る
。
世
の

中
に
泣
く
べ
き
事
が
ど
れ
ほ
ど
あ
る
と
思
う
。
隣
り
の
お
嬢
さ
ん
が
泣
く
の
を
拝
見
す
る
の
は
面
白
い
。

こ
れ
を
記
述
す
る
の
も
面
白
い
。
し
か
し
同
じ
よ
う
に
泣
く
の
は
御
免
蒙
り
た
い
。
だ
か
ら
あ
る
男
が
泣

く
様
を
文
章
に
か
い
た
時
に
た
と
い
読
者
が
泣
い
て
く
れ
ん
で
も
失
敗
し
た
と
は
思
わ
な
い
。
む
や
み
に

泣
か
せ
る
な
ど
は
幼
稚
だ
と
思
う
。
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そ
れ
で
は
人
間
に
同
情
が
な
い
作
物
を
称
し
て
写
生
文
家
の
文
章
と
い
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し

そ
う
思
う
の
は
誤
謬
で
あ
る
。
親
は
小
児
に
対
し
て
無
慈
悲
で
は
な
い
、
冷
刻
で
も
な
い
。
無
論
同
情
が

あ
る
。
同
情
は
あ
る
け
れ
ど
も
駄
菓
子
を
落
し
た
小
供
と
共
に
大
声
を
揚
げ
て
泣
く
よ
う
な
同
情
は
持
た

ぬ
の
で
あ
る
。
写
生
文
家
の
人
間
に
対
す
る
同
情
は
叙
述
さ
れ
た
る
人
間
と
共
に
頑
是
な
く
煩
悶
し
、
無

体
に
号
泣
し
、
直
角
に
跳
躍
し
、
い
っ
さ
ん
に
狂
奔
す
る
底
の
同
情
で
は
な
い
。
傍
か
ら
見
て
気
の
毒
の

念
に
堪
え
ぬ
裏
に
微
笑
を
包
む
同
情
で
あ
る
。
冷
刻
で
は
な
い
。
世
間
と
共
に
わ
め
か
な
い
ば
か
り
で
あ

る
。

　
し
た
が
っ
て
写
生
文
家
の
描
く
所
は
多
く
深
刻
な
も
の
で
な
い
。
否
い
か
に
深
刻
な
事
を
か
い
て
も
こ

の
態
度
で
押
し
て
行
く
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
見
る
と
底
ま
で
行
か
ぬ
よ
う
な
心
持
ち
が
す
る
の
で
あ
る
。
し

か
の
み
な
ら
ず
こ
の
態
度
で
世
間
人
情
の
交
渉
を
視
る
か
ら
た
い
て
い
の
場
合
に
は
滑
稽
の
分
子
を
含
ん

だ
表
現
と
な
っ
て
文
章
の
上
に
あ
ら
わ
れ
て
来
る
。

　
人
に
よ
る
と
写
生
文
家
の
か
い
た
も
の
を
見
て
世
を
馬
鹿
に
し
て
い
る
と
云
う
。
茶
化
し
て
い
る
と
云

う
。
も
し
両
親
の
小
供
に
対
す
る
態
度
が
小
供
を
馬
鹿
に
し
て
い
る
、
茶
化
し
て
い
る
と
云
い
得
べ
く
ん

ば
写
生
文
家
も
ま
た
こ
の
非
難
を
免
か
れ
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
。
多
少
の
道
化
た
る
う
ち
に
一
点
の
温
情
を
認

め
得
ぬ
も
の
は
親
の
心
を
知
ら
ぬ
も
の
で
、
ま
た
写
生
文
家
を
解
し
得
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
故
に
写
生
文
家
は
地
団
太
を
踏
む
熱
烈
な
調
子
を
避
け
る
。
恁
る
狂
的
の
人
間
を
写
す
の
を
避
け

る
の
で
は
な
い
。
写
生
文
家
自
身
ま
で
が
写
さ
る
る
狂
的
な
人
間
と
同
一
に
な
る
を
避
け
る
の
で
あ
る
。

避
け
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
ま
で
引
き
込
ま
る
る
事
が
お
か
し
く
て
で
き
に
く
い
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
写
生
文
家
な
る
も
の
は
真
面
目
に
人
世
を
観
じ
て
お
ら
ぬ
か
の
感
が
起
る
。
な
る
ほ
ど
そ
う
か

も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
一
方
か
ら
見
れ
ば
作
者
自
身
が
恋
に
全
精
神
を
奪
わ
れ
、
金
に
全
精
神
を
捧
げ
、
名

に
全
精
神
を
注
い
で
、
そ
う
し
て
恋
と
金
と
、
名
を
求
め
つ
つ
あ
る
人
物
を
描
く
よ
り
も
比
較
的
に
真
面

目
か
も
知
れ
ぬ
。
描
き
出
だ
さ
る
べ
き
一
人
に
同
情
し
て
理
否
も
、
前
後
も
弁
え
ぬ
ほ
ど
の
熱
情
を
も
っ

て
文
を
や
る
男
よ
り
も
た
し
か
な
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。

　
吾
が
精
神
を
篇
中
の
人
物
に
一
図
に
打
ち
込
ん
で
、
そ
の
人
物
に
な
り
す
ま
し
て
、
恋
を
描
き
愛
を
描

き
、
も
し
く
は
他
の
情
緒
を
描
く
の
は
熱
烈
な
も
の
が
で
き
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
い
か
に
も
余
裕
が
な
い

作
が
現
れ
る
に
相
違
な
い
。
写
生
文
家
の
か
い
た
も
の
に
は
何
と
な
く
ゆ﹅
と﹅
り﹅
が
あ
る
。
逼
っ
て
お
ら
ん
。

屈
托
気
が
少
な
い
。
し
た
が
っ
て
読
ん
で
暢
び
暢
び
し
た
気
が
す
る
。
全
く
写
生
文
家
の
態
度
が
人
事
を

写
し
行
く
際
に
全
精
神
を
奪
わ
れ
て
し
ま
わ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

　
写
生
文
家
は
自
己
の
精
神
の
幾
分
を
割
い
て
人
事
を
視
る
。
余
す
所
は
常
に
遊
ん
で
い
る
。
遊
ん
で
い

る
所
が
あ
る
以
上
は
、
写
す
わ
れ
と
、
写
さ
る
る
彼
と
の
間
に
一
致
す
る
所
と
同
時
に
離
れ
て
い
る
局
部
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が
あ
る
と
云
う
意
味
に
な
る
。
全
部
が
ぴ
た
り
と
一
致
せ
ぬ
以
上
は
写
さ
る
る
彼
に
な
り
切
っ
て
、
彼
を

写
す
訳
に
は
行
か
ぬ
。
依
然
と
し
て
彼
我
の
境
を
有
し
て
、
我
の
見
地
か
ら
彼
を
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

こ
こ
に
お
い
て
写
生
文
家
の
描
写
は
多
く
の
場
合
に
お
い
て
客
観
的
で
あ
る
。
大
人
は
小
児
を
理
解
す
る
。

し
か
し
全
然
小
児
に
な
り
す
ま
す
訳
に
は
行
か
ぬ
。
小
児
の
喜
怒
哀
楽
を
写
す
場
合
に
は
勢
客
観
的
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
に
客
観
的
と
云
う
は
我○

を
写
す
に
あ
ら
ず
彼○

を
写
す
と
い
う
態
度
を
意
味
す
る
の

で
あ
る
。
こ
の
気
合
で
押
し
て
行
く
以
上
は
い
か
に
複
雑
に
進
む
と
も
い
か
に
精
緻
に
赴
く
と
も
ま
た
い

か
に
解
剖
的
に
説
き
入
る
と
も
調
子
は
依
然
と
し
て
同
じ
事
で
あ
る
。

　
余
は
最
初
よ
り
大
人
と
小
児
の
譬
喩
を
用
い
て
写
生
文
家
の
立
場
を
説
明
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
単
に

彼
ら
の
態
度
を
も
っ
と
も
よ
く
云
い
あ
ら
わ
す
た
め
の
言
語
で
あ
る
。
け
っ
し
て
彼
ら
の
人
生
観
の
高
下

を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
大
人
だ
か
ら
え﹅
ら﹅
い﹅
。
え﹅
ら﹅
い﹅
見
方
を
し
て
人
事
に
対
す
る
の
が
写
生
文
家
だ

と
云
う
意
義
に
解
釈
さ
れ
て
は
余
の
本
旨
に
背
く
。
え﹅
ら﹅
い﹅
、
え﹅
ら﹅
く﹅
な﹅
い﹅
は
問
題
外
で
あ
る
。
た
だ
彼

ら
の
態
度
が
こ
う
だ
と
云
う
ま
で
に
過
ぎ
ぬ
。

　
こ
の
故
に
写
生
文
家
は
自
己
の
心
的
行
動
を
叙
す
る
際
に
も
や
は
り
同
一
の
筆
法
を
用
い
る
。
彼
ら
も

喧
嘩
を
す
る
だ
ろ
う
。
煩
悶
す
る
だ
ろ
う
。
泣
く
だ
ろ
う
。
そ
の
平
生
を
見
れ
ば
毫
も
凡
衆
と
異
な
る
と

こ
ろ
な
く
ふ
る
ま
っ
て
い
る
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
ひ
と
た
び
筆
を
執
っ
て
喧
嘩
す
る
吾
、
煩
悶
す
る
吾
、
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泣
く
吾
、
を
描
く
時
は
や
は
り
大
人
が
小
児
を
視
る
ご
と
き
立
場
か
ら
筆
を
下
す
。
平
生
の
小
児
を
、
作

家
の
大
人
が
叙
述
す
る
。
写
生
文
家
の
筆
に
依
怙
の
沙
汰
は
な
い
。
紙
を
展
べ
て
思
を
構
う
る
と
き
は
自

然
と
そ
う
云
う
気
合
に
な
る
。
こ
の
気
合
が
彼
ら
の
人
生
観
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
文
章
を
作
る
上
に
お

い
て
の
人
生
観
で
あ
る
。
人
生
観
が
自
然
と
で
き
て
い
る
の
だ
か
ら
、
自
己
が
意
識
せ
ざ
る
う
ち
に
筆
は

す
で
に
着
々
と
し
て
そ
の
方
向
に
進
ん
で
行
く
。

　
彼
ら
は
何
事
を
も
写
す
を
憚
か
ら
ぬ
。
た
だ
拘
泥
せ
ざ
る
を
特
色
と
す
る
、
人
事
百
端
、
遭
逢
纏
綿
の

限
り
な
き
波
瀾
は
こ
と
ご
と
く
喜
怒
哀
楽
の
種
で
、
そ
の
喜
怒
哀
楽
は
必
竟
す
る
に
拘
泥
す
る
に
足
ら
ぬ

も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
筆
致
が
彼
ら
の
人
生
に
齎
し
来
る
福
音
で
あ
る
。
彼
ら
の
か
い
た
も
の
に
は

筋
の
な
い
も
の
が
多
い
。
進
水
式
を
か
く
。
す
る
と
進
水
式
の
雑
然
た
る
光
景
を
雑
然
と
叙
べ
て
知
ら
ぬ

顔
を
し
て
い
る
。
飛
鳥
山
の
花
見
を
か
く
、
踊
っ
た
り
、
跳
ね
た
り
、
酣
酔
狼
藉
の
体
を
写
し
て
頭
も
尾

も
つ
け
ぬ
。
そ
れ
で
好
い
つ
も
り
で
あ
る
。
普
通
の
小
説
の
読
者
か
ら
云
え
ば
物
足
ら
な
い
。
し
ま
り
が

な
い
。
漠
然
と
し
て
捕
捉
す
べ
き
筋
が
貫
い
て
お
ら
ん
。
し
か
し
彼
ら
か
ら
云
う
と
こ
う
で
あ
る
。
筋
と

は
何
だ
。
世
の
中
は
筋
の
な
い
も
の
だ
。
筋
の
な
い
も
の
の
う
ち
に
筋
を
立
て
て
見
た
っ
て
始
ま
ら
な
い

じ
ゃ
な
い
か
。
ど
ん
な
複
雑
な
趣
向
で
、
ど
ん
な
纏
っ
た
道
行
を
作
ろ
う
と
も
畢
竟
は
、
雑
然
た
る
進
水

式
、
紛
然
た
る
御
花
見
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。
喜
怒
哀
楽
が
材
料
と
な
る
に
も
関
わ
ら
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ず
拘
泥
す
る
に
足
ら
ぬ
以
上
は
小
説
の
筋
、
芝
居
の
筋
の
よ
う
な
も
の
も
、
ま
た
拘
泥
す
る
に
足
ら
ん
訳

だ
。
筋
が
な
け
れ
ば
文
章
に
な
ら
ん
と
云
う
の
は
窮
窟
に
世
の
中
を
見
過
ぎ
た
話
し
で
あ
る
。
　
　
今
の

写
生
文
家
が
こ
こ
ま
で
極
端
な
説
を
有
し
て
い
る
か
い
な
い
か
は
余
と
い
え
ど
も
保
証
せ
ぬ
。
し
か
し
事

実
上
彼
ら
は
パ
ノ
ラ
マ
的
の
も
の
を
か
い
て
平
気
で
い
る
と
こ
ろ
を
も
っ
て
見
る
と
公
然
と
無
筋
を
標
榜

せ
ぬ
ま
で
も
冥
々
の
う
ち
に
こ
う
云
う
約
束
を
遵
奉
し
て
い
る
と
見
て
も
差
支
な
か
ろ
う
。

　
写
生
文
家
も
こ
う
極
端
に
な
る
と
全
然
小
説
家
の
主
張
と
相
容
れ
な
く
な
る
。
小
説
に
お
い
て
筋
は
第

一
要
件
で
あ
る
。
文
章
に
苦
心
す
る
よ
り
も
背
景
に
苦
心
す
る
よ
り
も
趣
向
に
苦
心
す
る
の
が
小
説
家
の

当
然
の
義
務
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
巧
妙
な
趣
向
は
傑
作
た
る
上
に
大
な
る
影
響
を
与
う
る
も
の
と
、
誰

も
考
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
写
生
文
家
は
そ
ん
な
事
を
主
眼
と
し
な
い
。
の
み
な
ら
ず
極
端
に
行
く
と
力

め
て
筋
を
抜
い
て
ま
で
そ
の
態
度
を
明
か
に
し
よ
う
と
す
る
。

　
か
く
の
ご
と
き
態
度
は
全
く
俳
句
か
ら
脱
化
し
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
泰
西
の
潮
流
に
漂
う
て
、
横
浜

へ
到
着
し
た
輸
入
品
で
は
な
い
。
浅
薄
な
る
余
の
知
る
限
り
に
お
い
て
は
西
洋
の
傑
作
と
し
て
世
に
う
た

わ
る
る
も
の
の
う
ち
に
こ
の
態
度
で
文
を
や
っ
た
も
の
は
見
当
ら
ぬ
。
（
も
っ
と
も
写
生
文
家
の
か
い
た

も
の
に
も
こ
れ
ぞ
と
い
う
傑
作
は
ま
だ
な
い
よ
う
で
あ
る
）
オ
ー
ス
テ
ン
の
作
物
、
ガ
ス
ケ
ル
の
ク
ラ
ン

フ
ォ
ー
ド
あ
る
い
は
有
名
な
る
ジ
ッ
キ
ン
ス
の
ピ
ク
ウ
ィ
ッ
ク
ま
た
は
フ
ィ
ー
ル
ジ
ン
グ
の
ト
ム
ジ
ョ
ー
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ン
ス
及
び
セ
ル
ヴ
ァ
ン
テ
ス
の
ド
ン
・
キ
ホ
テ
の
ご
と
き
は
多
少
こ
の
態
度
を
得
た
る
作
品
で
あ
る
。
し

か
し
全
く
同
じ
と
は
誰
が
眼
に
も
受
け
取
れ
ぬ
。

　
し
か
し
こ
の
態
度
が
述
作
の
上
に
お
い
て
唯
一
の
態
度
と
云
う
の
で
は
な
い
。
ま
た
こ
れ
が
最
上
等
と

云
う
の
で
は
な
い
。
た
だ
こ
ん
な
態
度
も
あ
る
と
云
う
事
を
紹
介
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
近
頃
写
生

文
の
存
在
が
よ
う
や
く
認
め
ら
れ
る
に
つ
け
て
、
写
生
文
家
の
態
度
は
こ
う
で
あ
る
と
、
云
い
纏
め
る
の

は
一
般
の
人
の
参
考
に
な
る
事
と
思
う
か
ら
こ
の
篇
を
草
し
た
ま
で
で
あ
る
。

　
俳
句
は
俳
句
、
写
生
文
は
写
生
文
で
面
白
い
。
そ
の
態
度
も
ま
た
東
洋
的
で
す
こ
ぶ
る
面
白
い
。
面
白

い
に
は
違
な
い
が
、
二
十
世
紀
の
今
日
こ
ん
な
立
場
の
み
に
籠
城
し
て
得
意
に
な
っ
て
他
を
軽
蔑
す
る
の

は
誤
っ
て
い
る
。
か
か
る
立
場
か
ら
出
来
上
っ
た
作
物
に
は
そ
れ
相
当
の
長
所
が
あ
る
と
同
時
に
短
所
も

ま
た
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
作
家
は
身
辺
の
状
況
と
天
下
の
形
勢
に
応
じ
て
時
々
そ
の
立
場
を
変
え
ね
ば

な
ら
ん
。
評
家
も
ま
た
眼
界
を
広
く
し
て
必
要
の
場
合
に
は
作
物
に
対
す
る
ご
と
に
そ
の
見
地
を
改
め
ね

ば
活
き
た
批
評
は
で
き
ま
い
。
読
者
は
無
論
の
事
、
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
も
の
を
手
に
応
じ
て
賞
翫
す
る

趣
味
を
養
成
せ
ね
ば
損
で
あ
ろ
う
。
余
は
先
に
「
作
物
の
批
評
」
と
題
す
る
一
篇
を
草
し
て
批
評
す
べ
き

条
項
の
複
雑
な
る
由
を
説
明
し
た
。
こ
の
篇
は
写
生
文
を
品
評
す
る
に
当
っ
て
そ
の
条
項
の
一
と
な
る
べ

き
者
を
指
摘
し
て
わ
が
所
論
の
応
用
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
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