
は
じ
め
に

|
「
ブ
ン
と
フ
ン」

を
中
心
に
ー

井
上
ひ
さ
し
と
平
賀
源
内

石

上

敏

し
ば
し
ば
「
現
代
の
戯
作
者」
と
称
さ
れ
て
き
た
井
上
ひ
さ
し
の、

江
戸

戯
作
に
関
す
る
蘊
蓄
に
は
定
評
が
あ
る。
月
産
千
五
百
枚
を
こ
な
し
た
十
年

で・｝

間
の
放
送
作
家
生
活
を
経
て
一
年
が
か
り
で
杏
き
上
げ
た、
と
い
う
戯
曲

「
日
本
人
の
へ
そ」
（「
悲
劇
喜
劇」
一
九
六
九
・
七）
．
に
続
け
て、
「
不
岱

用
な
群
に
舒
用
な
振
り
を
し
て
い
る
平
賀
源
内
が
他
人
と
は
思
え
ず、
か
な

り
前
か
ら
調
ぺ
て
お
い
た
こ
と
が
役
に
立
ち、

戸
板
康
二
氏
の
歌
鍔
伎
解
説

書
を
座
右
に
三
週
間
ほ
ど
で
書
き
上
げ
た」
（「
あ
と
が
き」）

と
自
ら
い
う

戯
曲
「
表
裏
源
内
蛙
合
戦」
（一
九
七
一
・
一
、

新
潮
社）
が、

生
半
可
な

源
内
評
伝
以
上
に
源
内
へ
の
深
い
理
解
に
甚
づ
い
て
苔
か
れ
て
い
る
こ
と
は、

そ
の
代
表
的
な一
例
で
あ
る。
「
か
な
り
前
か
ら
詞
ぺ
て
お
い
た
こ
と」
と

は、

井
上
の
最
初
の
源
内
論
「
言
栢
遊
祓
者
の
磁
場
ー．
ー
平
質
源
内」

（「
海」
一
九
七
一
・
五
初
出、
エ
ッ
セ
イ
集
2
「
風
素
は
な
み
だ
に
ゆ
す

れ」
一
九
七
九
•
四、

中
央
公
論
社
所
収。
引
用
は
後
者
に
よ
る）
に
よ
れ

ぱ、
「
三
年
か
か
っ
て
集
め
た
賀
料
ゃ
魯
抜
き」
と
い
う
の
が
そ
の
内
実
で

《2)

あ
っ
た。
た
し
か
に
こ
れ
は、
よ
く
知
ら
れ
た
井
上
の
執
部
の
碁
本
姿
勢、

そ
の
早
い
こ
ろ
の
一
例
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
も
い
え
よ
う
が、

そ
れ
に
し
て

も
井
上
の
平
賀
源
内
像
喜
構
築
に
か
け
る
意
気
込
み
と
知
紐
的
な
裏
付
け
が

並一
通
り
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る。
井
上
は
「
言
語
遊
戯

者
の
磁
場」
に
お
い
て、

源
内
を
「
言
罷
遊
戯
者」
す
な
わ
ち
「
事
件
や
事

物
や
人
物
の
裏
を
見
て、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
コ
ト
パ
の
音
領
の
裏
の
音
を

聞
く
こ
と
の
出
来
た
者」
と
定
殺
す
る。
そ
の
上
で、

そ
れ
（
注
11
世
間
世
情
の
表
と
裏）

を
文
字
で
綴
っ
て
行
く
過
程
で

「
こ
と
だ
ま」
や
ら
「
文
は
人
な
り」
や
ら、

約
束
に
過
ぎ
ぬ
n
ト
パ

が
や
た
ら
隙
い
も
の
と
し
て
祀
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
を
裏
に
と
り、

逆
に
コ
ト
パ
を
可
変
の
も
の
と
意
識
し
て、

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
お
節
介

や
悪
戯
を
コ
ト
バ
に
対
し
て
や
っ
て
の
け、
コ
ト
バ
を
凌
辱
し
つ
く
す

と
き、
そ
こ
に、

日
本
語
に
対
す
る
骰
初
の
言
栢
遊
戯
者
が
現
惰
現
成

し
た
の
だ
っ
た。

と
源
内
を
評
す
る。

確
か
に、

言
葉
が
「
約
束
の
記
号
に
過
ぎ」
ず
「
可
変

の
も
の」
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
た
上
で、

文
学
言
藷
を
用
い
て
「
あ
り
と
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井
上
に
と
っ
て
の
「
戯
作
者」
と
は、
す
ぐ
れ
て
社
会
的
実
存
た
る
ぺ
き

あ
ら
ゆ
る
お
節
介
や
悪
戯
を
コ
ト
バ
に
対
し
て
や
っ
て
の
け」
た
最
初
の
戯

．
．
 作
者、
と
い
う
よ
り
も
最
初
の
日
本
人
が
平

賀源
内
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違

い
あ
る
ま
い。
右
の
引
用
文
に
院
け
て
井
上
が
引
く
「
風
流
志
迫
軒
伝』

に

（一
七
六
三
年）
序
文
ゃ、
「
風
流
志
迫
軒
伝」
と
同
時
刊
行
さ
れ
た
「
根

“

し

ぐ

集

膚
志
具
佐
j

(
同
惰）
の
序
文
を
は
じ
め
と
し
て、
源
内
は
紐
り
返
し
言
語

の
記
号
性・
可
変
性
を
戯
れ
つ
つ
衝
い
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を、
彼
の
戯
作
の

へ
っ

U
9
み
人

．

端
々
に
埋
め
込
ん
だ。
そ
の
最
も
間
潔
な
例
と
し
て
「
放
屁
論」
（一
七
七

四
年）
か
ら
引
用
す
れ
ば、

漢
に
て
は
放
屁
と
い
ひ、
上
方
に
て
は
屁
を
こ
く
と
い
ひ、
llO
束
に

スベ

コ►
バ

て
は
ひ
る
と
い
ひ、
女
中
は
都
て
お
な
ら
と
い
ふ。
其
梧
は
異
な
れ

ど
も、
嗚
と
臭
き
は
同
じ
こ
と
な
り。

と
い
っ
た
具
合
で
あ
る。

「
口
甜
遊
戯
者
の
磁
場」
で
繰
り
返
さ
れ
る
「
コ
ト
パ」
を、
「
や
た
ら

堺
い
も
の
と
し
て
祀
り
上
げ
ら
れ
て
い
る」
も
の、
即
ち
実
質
的
な
裏
付
け

を
持
た
な
い
権
威
を
表
す
さ
ま
ざ
ま
な
栢
句
と
匠
き
換
え
る
と
き、
彼
の
い

う、
熊
論
彼
自
身
を
も
含
ん
だ
「
曾
語
遊
戯
者」
の
位
相
は
さ
ら
に
明
確
に

立
ち
現
れ
て
く
る
だ
ろ
う。
つ
ま
り、
井
上
が
平
賀
源
内
を
引
き
合
い
に
出

し
て
語
っ
た
言
説
は、
同
時
に
彼
自
身
の
「
宙
く」
行
為
の
章
昧
を
説
き
明

か
す
酋
業
で
も
あ
っ
た。

二
、

井
上
ひ
さ
し
と
平
賀
源
内

も
の
で
あ
っ
た。
否、
む
し
ろ
戯
作
者
の
存
在
用
件
は
「
コ
ト
バ」
の
内
に

あ
る
の
で
は
な
く、
「
約
束
の
記
号
に
過
ぎ
ぬ
コ
ト
パ」
を
「
や
た
ら
謀
い

も
の
と
し
て
祀
り
上
げ」
る
主
体
（
欲
望）
に
対
し
て、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
コ

ト
バ」
に
よ
っ
て
対
峙
す
る
行
為
の
内
に
存
し
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う。

「
表
裏
源
内
娃
合
戦』
に
統
け
て、
平
賀
滉
内
論
も
し
く
は
戯
作
の
論
と

し
て
の
「
言
語
遊
戯
者
の
磁
湯」
を
嘗
い
た、
柑
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
経

的
を、
井
上
自
身
は
そ
の
エ
ッ
セ
イ
の
晋
頭
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る。

む
き
上
げ
た
途
沿
に、
や
れ
や
れ
こ
れ
で
源
内
先
生
と
は

水久
に
さ
よ

な
ら
だ、
と
消
々
し
た
気
分
で、
三
年
か
か
っ
て
集
め
た
斉
料
や
魯
抜

き
を
ダ
ン
ポ
ー
ル
大
箱
二
個
に
詰
め
て
押
入
の
中
に
放
り
込
ん
だ
の
だ

が、
消
々
し
て
た
の
は
せ
い
ぜ
い
四、
五
B
の
こ
と
で、
一
週
間
も
経

っ
と、
に
わ
か
に
源
内
の
こ
と
が
妙
に
気
に
な
り
出
し、
再
ぴ
ダ
ン

ポ
ー
ル
の
箱
を
引
き
出
し
て
来、
何
と
な
く
汗
科
を
眺
め
て
暮
ら
す
よ

う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た。
ど
う
も
平
賀
源
内
は
奇
妙
な
魅
力
と
不
可
思

議
な
鎚
を
湛
え
た
人
物
で
あ
る。

非
花
に
散
文
的
な
述
懐
で
は
あ
る
が、
「
表
裏
源
内
娃
合
戦」
の
文
学
言

紐
表
出
を
経
て、
そ
の
後
そ
れ
ら
の
「
資
料
と
街
抜
き」
が、
再
ぴ
エ
ッ
セ

イ
と
い
う
か
た
ち
で、
な
か
ば
思
想
言
語
と
し
て
結
実
し
た
の
が
「
酋
栢
遊

戯
者
の
磁
場」
で
あ
っ
た
と
い
え
る。
源
内
に
つ
い
て
「
奇
妙
な
魅
力
と
不

可
思
議
な
謎
を
湛
え
た
人
物」
と
記
し
た
井
上
は、

わ
た
し
が
考
え
て
い
る
真
実
の
戯
作
者
の
代
表
は
平
費
源
内
で
あ
る。

ま
ず
平
賀
源
内
の
一
生
を、
そ
の
生
さ
ざ
ま
を
瞥
見
し
な
が
ら、
戯
作
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者
と
い
う
も
の
が
ど
ん
な
も
の
か
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う。

と
記
し
た
通
り、
戯
作
者
の
典
型
を
源
内
に
定
め、
全
体
の
過
半
を
源
内
へ

の
酋
及
が
占
め
る
戯
作
者
論
「
お
か
し
な
江
戸
の
戯
作
者」
（「
歴
史
読
本」

一
九
七
三
•
四
初
出、
鑑
貧
日
本
古
典
文
学
「
洒
落
本・
黄
表
紙・
滑
稽

本」

再
録、
「
風
最
は
な
み
だ
に
ゆ
す
れ」

所
収。
引
用
は
初
出
に
よ
る）

を
杏
い
て
再
ぴ
源
内
を
論
じ
て
い
る。
こ
こ
で
は、
井
上
自
ら
い
う
よ
う
に、

煎
点
は
源
内
の
「
生
き
ざ
ま」
の
「
瞥
見」
に
置
か
れ、
そ
の
戯
作
に
関
し

．
て
は
示
唆
的
な
酋
辞
に
留
ま
る
憾
み
が
あ
る
が、
む
し
ろ
こ
れ
よ
り
先
に
持

た
れ
た
松
田
修
と
の
対
談
（「
戯
作
の
可
能
性
J、
「
国
文
学」
一
九
七
三
・

―
二）
で
は、
井
上
の
戯
作・
戯
作
者
観
が
十
二
分
に
開
陳
さ
れ
て
い
た。

源
内
へ
の
言
及
は
こ
と
の
ほ
か
少
な
い
け
れ
ど
も、
こ
こ
で
は
二
年
前
の

「
言
語
遊
戯
者
の
磁
場」
よ
り
も、
ま
た
「
お
か
し
な
江
戸
の
戯
作
者」
よ

り
も
「
戯
作」
に
関
す
る
本
質
的
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る。
た
と
え
ば、

戯
作
の
存
在
理
由
は
権
威
の
相
対
化
に
あ
る
と
い
う
戯
作
観
は、
一
九
七一
、

(
4)
 

二
年
を
中
心
に
繰
り
返
し
井
上
が
祖
さ
記
し
て
い
る
も
の
で
あ
り、
そ
れ
は

ま
た
井
上
自
身
の
作
品
に
お
け
る
テ
ー
マ
で
も
あ
っ
た。

井
上
は、
戯
作
者
の
流
民
性、
二
流
意
識
を
語
っ
た
後
に、
「
戯
作
と
い

う
の
は
政
治
か
ら
切
ら
れ
て
し
ま
っ
て、
そ
う
い
う
も
の
へ
の
関
心
と
い
う

か、
そ
う
い
う
も
の
へ
の
い
ら
だ
ち
な
ど
と
一
切
か
か
わ
り
の
な
い
地
平
に

立
つ
も
の
こ
そ
が
戯
作
者
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
教
科
柑
を
無
媒
介
に
教
え

ら
れ
て
き
た」
こ
と
に
疑
義
を
呈
す
る
松
田
に
同
意
し
て、
「
喜
劇
の
最
大

の
任
務
は
矮
正
で
あ
る。」
と
モ
リ
エ
ー
ル
を
引
き、

次
の
よ
う
に
い
う。

戯
作
に
可
能
性
が
あ
る
と
す
れ
ば、

1
人
間
が
枠
を
沿
て、
あ
る
い

は
鎧
を
箔
て
し
ゃ
ち
ほ
こ
ば
っ
て
倅
そ
う
に
生
き
て
い
く
と、
そ
の
う

ち
に、
枠
や
鎧
に
牛
耳
ら
れ
て、
人
間
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
る。
心
の
や
さ
し
さ
や、
索
朴
な
正
義
心
を
骰
き
忘
れ
て
し

ま
う。
そ
ん
な
と
き
に
「
ち
ょ
っ
と
述
う
よ」
と
雉
正
す
る。
そ
れ
も、

威
気
高
に
言
う
と
反
撥
を
招
く
か
ら
お
も
し
ろ
お
か
し
く、
だ
じ
ゃ
れ

入
り
で
や
る。
（
中
略）
「
人
間
よ
（
自
分
よ）、
い
つ
も
お
ま
え
は
パ

カ
な
人
間
だ
と
思
っ
て
控
え
め
に
生
き
ろ」
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
言

え
る
の
が
戯
作
の
可
能
性
の
ひ
と
つ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね。

こ
の
一
点
に
お
い
て、
「
柑
く」
行
為
が
常
に
社
会
的
行
為
で
あ
ろ
う
と

す
る
井
上
の
姿
勢
と、
そ
の
文
学
言
語
が
「
戯
作」
的
で
あ
る
こ
と
と
が
不

可
分
に
結
ぴ
付
い
て
い
る
と
い
え
る。
こ
の
こ
と
は、
戯
作
者
の
中
で
も、

と
り
わ
け
社
会
的
発
言
に
終
始
し
た
平
賀
源
内
を、
井
上
が
「
戯
作
者
の
代

表」
（「
お
か
し
な
江
戸
の
戯
作
者」）
と
考
え
て
い
る
こ
と
と
も
関
わ
り
合

う
だ
ろ
う。
こ
の
対
談
か
ら
六
年
後
と
九
年
後
に
行
わ
れ
た、
高
橋
康
也
ま

た
中
野
三
敏
と
の
対
談
に
お
い
て
も、

井
上
が
考
え
る
戯
作
者
の
典
型
は
や

は
り
源
内
で
あ
っ
た
（「
戯
作
束
西」、
「
国
文
学

解
釈
と
艦
貨」
一
九
七

九
・
八、
及
ぴ
「
言
栞
と
制
度」、
「
国
文
学」
一
九
八
ニ
・
三）。

こ
の
よ
う
に、
自
ら
の
「
掛
く」
行
為
の
主
要
な
方
法
的
基
盤
で
あ
る

「
戯
作」
の
代
表
的
作
者
と
考
え
る
源
内
に、
一
貫
し
て
私
淑
す
る
井
上
ひ

さ
し
は、
近
年、
一
九
八
0
年
代
後
半
の
平
賀
源
内
プ
ー
ム
に
も、

次
の
よ

う
な
コ
メ
ン
ト
を
残
し
て
い
る。
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源
内
に
関
す
る
資
料
の
挫
富
さ
と
源
内
研
究
で
は
一
家
言
あ
る
の
が、

作
家
の
井
上
ひ
さ
し
さ
ん。
二
0
年
前
に
出
世
作
と
な
っ
た
『
表
裂
源

マ

マ

内
か
え
る
合
戦」
以
来
の
源
内
フ
ァ
ン
で
あ
る。

「
源
内
は
時
代
の
先
を
行
き
過
ぎ
て
い
た
ん
で
す
よ。
半
歩
く
ら
い
な

ら
良
か
っ
た
の
に、
二、
三
歩
進
ん
で
ま
し
た
か
ら。
そ
れ
が
悲
劇
で

し
た
ね。」
（
中
略）

一
人
の
フ
ァ
ン
と
し
て、
七
0
歳
過
ぎ
た
ら、
源
内
の
伝
記
を
執
箪
す

る
心
づ
も
り
で
い
る
ほ
ど
の
熱
狂
的
な
井
上
さ
ん
は、
最
後
に
「

目
立

ち
過
ぎ
る
と、

変
わ
り
者
扱
い
さ
れ
る。
こ
れ
は
今
の
社
会
も一
緒。

こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
日
本
人
論
を
突
き
付
け
ま
す
ね。」
と。

（
「夕
刊
フ
ジ』
一
九
八
八
年―
一
月―
一
日
付
2
0
日
発
行〉）

本
稿
は、
井
上
に
よ
る
源
内
論
の
検
討
が
主
目
的
で
は
な
い
の
で、
こ
れ

ら
の
資
科
か
ら、
い
ま
は
さ
し
あ
た
っ
て、
「
表
裂
源
内
蛙
合
戦」
を
渕
る

こ
と
三
年、
一
九
六
六
年
頃
に
あ
っ
た
は
ず
の
井
上
に
お
け
る
源
内
と
の
本

質
的
か
つ
決
定
的
な
出
会
い
に
つ
い
て
思
い
を
馳
せ
る
に
と
ど
め
る。
と
と

も
に、
一
九
八
八
年
当
時
五
十
四
歳
の
井
上
に、
評
伝
執
筆
に
十
年
余
り
の

準
備
期
間
を
想
定
さ
せ
る、

彼
に
と
っ
て
の
源
内
の
大
き
さ
に
も
思
い
を
致

し
て
お
こ
う。

一
九
六
0
年
代
に
お
け
る
「
戯
作
者
の
代
表」
平
賀
源
内
と
の
避
逗、
そ

-
6)

し
て
「
戯
作」
の
方
法
猥
得
の
時
期
を
経
て、
井
上
ひ
さ
し
は
一
九
七
0
年

代
か
ら
の
文
学
的
言
語
表
出
の
時
期
へ
と
至
っ
た。
井
上
の
出
世
作
「
手
鎖

心
中」
（『
別
冊
文
芸
在
秋」
一
九
七
ニ
・
三）
が
そ
の
い
わ
ゆ
る
「
世
界」

を
江
戸
戯
作
に
求
め
た
こ
と
は
こ
の
よ
う
な
経
緯
に
従
っ
て
理
解
さ
れ
て
よ

く、
逆
に
「
手
鎖
心
中」
が
江
戸
戯
作
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
鋭
く
吸
収
し
て
成

立
し
た
こ
と
は、
彼
の
内
に
渦
巻
い
て
い
た
「
テ
キ
ス
ト
以
前」
の
内
賀
を

物
語
っ
て
い
る。
こ
の
よ
う
に
し
て
井
上
ひ
さ
し
は、
一
九
七
0
年
代
初
頭、

平
賀
源
内
を
は
じ
め
と
す
る
江
戸
戯
作
の
穀
し
い
遺
産
を
相
続
す
る
か
た
ち

で
登
場
し
て
き
た
の
で
あ
る。
そ
の
後、
七
0
年

代後
半
か
ら
八
0
年
代
に

か
け
て
彼
に
よ
っ
て
「
戯
作
j

へ
の
言
及
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

い
こ
と
は、
い
ま
そ
の
l

部
分
を
見
て
き
た
通
り
で
あ
る。
し
か
し、
こ
の

時
期
む
し
ろ
井
上
の
興
味
は‘
―
つ
に
は、
言
語
遊
戯
を
超
え
て
「
私
家
版

8
本
語
文
法」
(-
九
八一
年）、
「
自
家
製
文
章
読
本
j

（一
九
八
四
年）

な

ど
に
結
実
す
る
如
く
言
栢一
般
へ
の
ひ
ろ
が
り
を
見
せ、
ま
た
ー
つ
に
は、

井
上
自
身
に
よ
る
巨
大
な
戯
作
「
吉
里
吉
里
人」
(-
九
八一
年）
に
代
表

さ
れ
る
文
章
世
界
構
築
の
た
め
の
方
法
獲
得
へ
の
希
求
が、
江
戸
戯
作
へ
の

論
理
的
言
及
に
対
す
る
興
味
を
明
ら
か
に
凌
駕
し
て
い
た
と
い
え
る。

さ
て、
本
節
か
ら
は
井
上
が
そ
の
作
家
的
出
発
の
時
期
に
深
く
閲
わ
っ
た

源
内
を
中
心
と
す
る
江
戸
戯
作
が、
ど
の
よ
う
に
彼
の
作
品
に
関
与
し
て
い

る
の
か
を
見
て
い
き
た
い。
検
討
の
対
象
と
し
て
は、
「
プ
ン
と
フ
ン」
（一

九
七
O
·

I

、
朝
日
ソ
ノ
ラ
マ）
を
選
ぶ。
そ
の
理
由
は、
こ
の
作
が
『
表

衷
源
内
蛙
合
戦」
の
上
演
に
先
立
つ
こ
と
約一
年、
デ
ピ
ュ
ー
作
『
日
本
人

の
へ
そ
j

に
お
く
れ
る
こ
と
半
年、
ま
さ
に
源
内
閥
査
の
真
最
中
で
あ
る一

源
内
の
戯
作
と

「
フ
ン
と
フ
ン
j
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九
六
九
年
の
「
夏
か
ら
秋
に
か
け
て」
（
朝
日
ソ
ノ
ラ
マ
新
装
版
「
あ
と
が

き」。
以
下、
引
用
は
同
版
に
よ
る）
告
か
れ
て
い
る
こ
と
が一
っ。
「
表
裏

源
内
蛙
合
戦」
や
「
手
鎖
｀心
中
j

な
ど
と
は
異
な
り、
作
者
自
ら
「
児
窯
読

物
と
も、
テ
レ
ビ
の
台
本
と
も、
ひ
っ
く
り
返
し
た
オ
モ
チ
ャ
箱
と
も
つ
か

ぬ
騒
々
し
い
作
物」
（
同
前）
と
称
す
る
こ
の
作
が、
表
面
的
に
は
源
内
と
．

も
江
戸
戯
作
と
も
何
の
関
わ
り
も
持
た
な
い
よ
う
に
見
え、
そ
れ
だ
け
に
井

上
の
文
学
言
語
と
「
戯
作」
と
の
本
質
的
な
関
わ
り
が
探
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
こ
と
が一
っ。
そ
し
て、
私
の
知
る
限
り、
こ
の
よ
う
な
観

点
か
ら
論
じ
ら
れ
た
前
例
を
持
た
な
い
こ
と
が
一

っ。
以
上
三
点
に
よ
る。

先
ず、
直
接
の
文
句
取
り
と
し
て
は、
第
五
章
「
た
く
さ
ん
の
プ
ン
と
フ

ン」
の
冒
頭、
評
判
に
乗
じ
て
大
増
刷
さ
れ
た
「
プ
ン」
の
中
か
ら、
一
人

ず
つ
全
部
で
十
二
万
人
の
プ
ン
が
飛
ぴ
出
し
て
引
き
起
こ
す
事
件
の
二
番
目

に、
源
内
得
意
の
フ
レ
ー
ズ
が
引
用
さ
れ
て
い
る。
ド
イ
ツ
は
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ

ン
大
学
哲
学
科
主
任
教
授
カ
レ
ル
・
ヤ
ッ
バ
ス
の
講
義
は、
こ
ん
な
風
に
追

め
ら
れ
て
い
た。

哲
学
の
任
務
と
は
な
に
か
？
単
純
な
こ
と
が
ら
を、
複
雑
怪
奇
に
す
る

こ
と
が
そ
の
任
務
で
あ
る。
人
生
は、
喰っ
て
焚
し
て
寝
て
起
き
て
死

ん
で
行
く、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る。

「根
南
志
具
佐」
（一
七
六
三
年）
自
序
の一
節
に
「
喰
て
森
し
て
寝
て

起
て、
死
で
仕
紐
ふ
命
と
は
知
な
が
ら」、
「
疫
陰
隠
逸
伝」
（一
七
六
六

年）
に
「
寝
れ
ば
起、
お
き
れ
ば
寝、
喰
ふ
て
糞
し
て
快
美
て、
死
る
ま

ぃ6
で
活
る
命」、
ま
た

E心
屁
論
後
福」
（一
七
七
六
年）
に
「
下
手
と
い
は

る
、
芸
も
な
く
食
て
屎
し
て
寝
て
起
て、
死
だ
所
で
残
る
物
は、
骨
と
証
文

ば
か
り
な
り」
と、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
紐
り
返
し
源
内
の
戯
作
に
出
現
す
る。

大

系本

百盆＾
山
人
集
j

の
中
村

幸彦
頭
注
は、
源
内
よ
り
ほ
ぼ一
世
紀
前

の
[-
休
咄
l

（一
六
八
八
年）
に
見
え
る
「
よ
の
中
は
食
う
て
救
し
て
寝

て
起
き
て
扱
其
後
は
死
ぬ
る
ば
か
り
よ」
と
の
狂
歌
を
挙
げ
て
お
り、
こ
れ

が
源
内
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
け
れ
ど
も、
「
プ
ン
と

フ
ン
j

の一
節
が
源
内
か
ら
来
て
い
る
こ
と
は、
既
述
の
経
緯
に
照
ら
し
て

間
違
い
あ
る
ま
い。

一
方、
第
四
章
「
モ
ノ
か
ら
コ
コ
ロ
ヘ」
で、
三
日
以
内
の
プ
ン
逮
捕
を

官
房
長
官
か
ら
命
じ
ら
れ
た
警
察
長
官
ク
サ
キ
サ
ン
ス
ケ
が
呼
ぴ
屋
に
悪
鷹

の
呼
ぴ
出
し
を
依
頼
す
る
場
面。

来
年
は、
ヘ
ル
シ
ン
キ
か
ら
屁
こ
き
男
を
呼
ぽ
う
と
思っ
と
り
ま
す
が

ね。
こ
い
つ
は、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
掛
け
合
い
で
屁
を
ひ
る
そ
う
で
す

な。
ウ
イ
ー
ン
．．
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
と
も
協
演
し
た
そ
う
で
す。
曲

は、
自
作
の
「
へ
短
岡
イ
モ
バ
ラ」。
こ
い
つ
の一
八
番
は
屁
を
ひ
り

な
が
ら、
お
尻
の
穴
か
ら
プ
ワ
ー
ッ
と
白
い
粉
を
吹
き
あ
げ
る
ん
だ
そ

う
で•
…••
あ
ら
か
じ
め
瀧
角
散
を
の
ん
で
お
く
ら
し
い
ん
で
す
が・・・・・・

．

こ
れ
は
間
違
い
な
く、
源
内
が
「
放
屁
論」
（一
七
七
四
年）
で
描
い
た、

両
国
広
小
路
に
小
屋
を
掛
け
て
大
当
た
り
を
と
っ
た
見
世
物
芸
人
の
放
屁

男
に
想
を
得
て
密
か
れ
て
い
る。
「
芸
の
本
当
の
価
値
は、
そ
の
外
見
に
で

h、)

は
な
く
内
容
に
あ
る
は
ず
だ」
と
い
う
源
内
の
モ
チ
ー
フ
は、
井
上
に
も

「
ウ
イ
ー
ン
・
フ
ィ
ル
と
屁
こ
き
男
が
共
演
し
て
も
少
し
も
不
思
議
は
な
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い
」

と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
っ
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

ま
た、

第
三
章
の
「
プ
ン
」

尽
く
し
や
第
八
章
の
プ
ン
ヘ
の
危
終
論
告
を

・

代
表
例
と
す
る
す
さ
ま
じ
い
列
挙
は、

こ
れ
も
ま
た
そ
の
先
樅
を
源
内
に
求

-
9-

め
て
よ
い
は
ず
で
あ
る。

井
上
の
列
挙
の
方
法
に
仕
掛
け
ら
れ
た
「
泰」

に

閲
し
て
は
前
田
愛
に
論
が
あ
り
（「
平
賀
源
内
11
猥
藝
の
効
用」、
「
国
文
学」

一

九
七
四
・
ー

ニ
臨
時
増
刊）
。

そ
こ
で
前
田
は、
「
表
裏
源
内
蛙
合
戟」

を

源
内
の
「
長
枕
褥
合
戟」
（
一

七
七
六
年）

の
バ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
と
見
な
し

．

て
い
る。

加
え
て、

プ
ン
が
隣
時
に
し
て
女
か
ら
男
へ
、

男
か
ら
女
へ
と
変
身
す
る

趣
向
は、

男
対
女
と
い
う
性
あ
る
い
は
愛
の
「
制
度」

の
不
毛
を
逆
説
的
に

街
い
て
お
り、

こ
れ
は、

男
女
可
変
の
お
か
し
み
と
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
を
描
い

-
JO
)

た
「
根
南
志
具
佐」

の
趣
向
と
通
底
す
る
。
「
プ
ン
と
フ
ン
j

は
徹
底
的
な

ド
タ
パ
タ
喜
劇
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、

ド
サ
回
り
演
劇
の
前
口
上
仕
立

て
で
記
さ
れ
た
冒
頭
の
エ
ピ
グ
ラ
ム
「
行
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
／
戻
っ
て
お
く

れ
／
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
／
放
し
て
お
く
れ
／
つ
も
る
別
れ
は

傘
の
中
／

名
残
り
棄
つ
る
は

傘
の
下
／
イ
ヨ
ー
ッ
ー・

プ
ン
と
フ
ン
」

に
暗
示
さ
れ

る
よ
う
に、

じ
つ
は
恋
愛
小
説
（
愛
を
テ
ー
マ
に
し
た
物
語）

な
の
で
あ
り、

こ
れ
も
ま
た
「
根
内
志
具
佐」

と
軌
を
一

に
す
る
。

愛
の
対
象
が
男
で
も
女

で
も
な
く、

同
時
に
男
で
も
女
で
も
あ
る
と
い
う
構
想。

そ
の
こ
と
の
も
た

ら
す
情
稽
と
哀
し
み
。

そ
し
て
な
お
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
描
写。

結
末
に
至
っ

て
お
涙
頂
戴
の
メ
ロ
ド
ラ
マ
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
手
際。

前
田
愛
の
い

う
意
味
に
お
い
て、
「
プ
ン
と
フ
ン
j

は
ま
さ
し
く
「
根
市
志
具
佐」

の

江
戸
戯
作
と

「
ブ
ン
と
フ
ン
」

「
ど
う
せ
盗
む
な
ら、

人
間
の
一

番
大
切
な
も
の
を
盗
ん
で
や
ろ
う
と

思
っ
た
ん
で
す。

で、

い
ろ
い
ろ
盗
み
を
す
る
う
ち
に、

人
間
が
一

番

大
切
に
し
て
い
る
も
の
が
わ
か
り
ま
し
た
の
」

「
ほ
う、

そ
り
ゃ
な
に
か
ね」

「
権
威
で
す。

…
…」

と
い
う
プ
ン
の
言
菜
通
り、

す
ぺ
て
権
威
あ
る
も
の
が
盗
ま
れ、

そ
の
こ
と

で
「
非
合
理
な
権
威」
（
「
喜
劇
は
権
威
を
笑
う」）

の
無
意
味
さ
が
浮
き
彫

り
に
さ
れ
る
。

思
え
ば、

い
か
に
も
井
上
ら
し
く
群
衆
の
歌
声
で
終
わ
る

『
プ
ン
と
フ
ン
j

の
末
尾
も
ま
た、

そ
の
歌
開
は
「
盗
み
ま
し
ょ
う
よ

「
パ
ロ
デ
ィ
」

に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た。

盗

た
と
え
ば
先
に
引
い
た
ヤ
ッ
バ
ス
博
士
（「
や
は
り」

の
意
の
東
北
弁
が

掛
け
て
あ
る
か）

の
講
義
で
の
「
哲
学
の
任
務
と
は
な
に
か
？
単
純
な
こ
と

が
ら
を、

複
雑
怪
奇
に
す
る
こ
と
が
そ
の
任
務
で
あ
る
。
」

と
の
論
断。

戯

れ
め
か
し
て
物
事
の
本
質
を
逆
説
的
に
衝
い
て
み
せ
る、

こ
れ
は
戯
作
で
い

-
11)
 

う
「
う
が
ち
」

に
ほ
か
な
る
ま
い
。
一

見
奇
を
街
う
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
密

句
的
に
社
会
の
「
穴
（
衷
側
・

病
弊
•

本
音・・・・・・）
」

を
首
い
当
て
権
威
的

な
存
在
を
笑
っ
て
み
せ
る、

戯
作
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
方
法
で
あ
る
。

「
プ
ン
と
フ
ン
」

の
趣
向
の
中
心
を
な
す、

プ
ン
の
巻
き
起
こ
す
さ
ま
ざ
ま

な
事
件
の
本
質
は、

す
ぺ
て
こ
の
「
う
が
ち」

の
パ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ

て
よ
い
。

-65-



み
ま
し
ょ
う
よ
／
権
威

金
銀

ダ
イ
ヤ
／
み
ん
な
で
仲
よ
く

み
ま
し
ょ
う
よ
（
中
略）

す
ぺ
て
の
権
威
か
ら

そ
の
権
威
を
／
そ
し
た
ら

み
ん
な
／
た
だ
の
人
間
に
な
る
は
ず
だ
／
た
だ
の
す
ば
ら
し
い
人
間
に・・・

...
 」

と、
「
権
威」

の
無
意
味
さ
を
笑
う
も
の
で
あ
っ
た。

こ
の
よ
う
に、

こ
の
小
説
の
迎
旨
は．
「
非
合
理
な
権
威
を
笑
う
J

―

点
に
収
倣
す
る
の
で
あ

り、

そ
の
た
め
に
戯
作
の
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
が
援
用
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た。

-

12-

笑
わ
れ
る
の
は
教
師
ゃ
笞
察
官
の
「
気
質」

で
あ
り、

犯
罪
者
や
金
持
ち
の

「
自
慢」

で
あ
り、

医
者
や
政
治
家
の
「
高
悛」

で
あ
り、．
作
家
や
学
者
の

・
「
癖」

で
あ
る
。

つ
ま
り、

あ
る
偶
然
に
よ
っ
て
一

部
の
人
間
の
地
位
や
名

脊
と
い
っ
た
「
権
威」

を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
「
気
質」

で
あ
り
「
癖」

で
あ
る
。

源
内
の
戯
作
が
も
っ
と
も
強
く
影
奔
を
受
け
た
談
毅
本
と
浮
世
卒

子
が、

こ
れ
ら
を
う
が
つ
趣
向
を
中
心
に
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
が
思
い
起

-
n

こ
さ
れ
る
。

ま
た、
⇒
プ
ン
と
フ
ン
」

に
は、

い
か
に
も
も
っ
と
も
ら
し
い
権
威
を
茶

化
し
て
み
せ
る
「
ち
ゃ
か
し」

も
随
所
に
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る。

た
と
え
ば、

・
「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
・

ヤ
ー
ド
の
腕
っ
さ
き
の
刑
事
た
ち
が、

す
ぐ
さ
ま
現

場
に
急
行
し
て、

取
り
調
ぺ
を
開
始
し
た。」

と
も
っ
と
も
ら
し
く
述
ぺ
た

あ
と
に、
「
だ
が、

な
に
ひ
と
つ
手
が
か
り
は
つ
か
め
な
か
っ
た
。

つ
か
ん

だ
の
は
（
注
11
テ
ー
ム
ズ
川
の
水
が
盗
ま
れ
た
事
件
だ
か
ら）

川
底
の
泥
ぐ

ら
い
な
も
の
で
あ
る
。」

と
は
ぐ
ら
か
す。

蛙
の
ヘ
ソ
を
発
見
し
た
中
学
校

教
貝
植
田
先
生
が
大
稔
文
を
杏
い
て
送
り
つ
け
た
「
東
京
大
学
の
動
物
教

室」

か
ら
の
返
苔
を、
「：．．．．．
 洪
殿
か
ら
送
付
い
た
だ
い
た
蛙
の
ヘ
ソ
を
分

常
識

盗

析
し
た
と
こ
ろ、

疑
い
も
な
く
蛙
の
ヘ
ソ
な
る
も
の
は
（
注
11
こ
の
匝
前
に

盗
ま
れ
て
い
た）

ア
ン
バ
ン
の
ヘ
ソ
と
判
明
し
た
。

こ
こ
ろ
み
に
当
動
物
教

室
の
助
手
一

同
が
蛙
の
ヘ
ソ
を
試
食
し
た
る
と
こ
ろ、

た
し
か
に
ア
ン
パ
ン

の
ヘ
ソ
と
同
じ
味
が
し
た
こ
と
を
申
し
そ
え
ま
す。
」

と
は
ぐ
ら
か
し
て、

ち
ゃ
か
す。

権
威
あ
る
文
体
に
卑
俗
な
内
容
を
盛
っ
て、

そ
の
活
差
で
笑
わ

せ
る
と
い
う
の
も、

江
戸
戯
作
の
常
衰
手
段
で
あ
っ
た
。

『
プ
ン
と
フ
ン
」

に
は
ま
た、

三
十
九
階
か
ら
ピ
ル
を
建
て
る
法
（
一

階

を
三
十
九
階
と
名
づ
け
る）
、

ク
サ
キ
サ
ン
ス
ケ
長
官
考
案
の
犯
人
捜
査
術

（
現
場
に
残
さ
れ
た
頭
嬰
の
本
数
か
ら
犯
人
を
割
り
出
す
た
め
に、

狼
の
毛

に
三
を
加
え
て
人
間
の
毛
の
数
を
知
る）

な
ど、

い
か
に
も
大
真
面
目
に
語

ら
れ
る
珍
妙
か
つ
見
当
は
ず
れ
の
論
が
絞
出
す
る
が、

こ
れ
は
戯
作
で
い
う

「
へ
ん
ち
き
論」

の
一

種
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う。

そ
し
て
ま
た、

た
と
え
ば
「
ぶ
ど
う
酒
が
一

八
五
0
年
の
プ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ

の
年
代
物
で
一

本
八
万
円
は
す
る。

そ
れ
を
二
本
の
む
。
······J
「
ネ
ス
湖

に
怪
物
が
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か、

と
噂
が
立
っ
た
の
は
一

九
三
三
年、

湖
に
沿
っ
て
新
し
い
逍
路
が
つ
く
ら
れ
て
か
ら
で
あ
る。

そ
れ
以
来
今
日
ま

で
の
三
十
六
年
間
に
三
千
人
の
怪
物
目
繋
者
が
出
て
い
る
の
だ
が
（
中
略）

七
年
前
に
民
間
の
資
金
を
集
め
て
作
ら
れ
た
「
ネ
ス
湖
捌
査
局
j

に
は
八
百

人
の
会
員
が
い
て．．．．．．
 」

と
い
っ
た、

数
侑
に
代
表
さ
れ
る
末
沿
的
事
実
の

も
っ
と
も
ら
し
い
「
羅
列」。
「
国
辿
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
代
表
イ
ワ
ン
・

イ
ワ
ン

コ
ッ
チ
ャ
ナ
イ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
チ
・

イ
ク
ラ
イ
ッ
テ
モ
ダ
メ
ダ
ネ
フ
ス
キ
イ
理

事」

を
は
じ
め
と
す
る、

登
場
人
物
の
名
前
を
使
っ
て
の
遊
ぴ、

こ
れ
は
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「
名
詮
自
性」
の
変
形
と
考
え
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う。
そ
し
て、
「
と
ぴ

．
お
わ
っ
た
ひ
ょ
う
し
に
ぴ
っ
く
り、
引
分
け
と
き
い
て
が
っ
く
り、
ぎ
っ
く

り
腰
に
なっ
て
し
ま
っ
た」
な
ど
井
上
得
意
の
地
ロ・
語
呂
合
せ・
駄
洒
落

-

＂
）

 

と
い
っ
た
言
葉
遊
び。
言
わ
れ
る
よ
う
に
「
言
葉
遊
ぴ」
だ
け
が
そ
う
な
の

で
は
な
く、
こ
れ
ら
す
ぺ
て
「
戯
作」
の
方
法
と
し
て一
括
り
に
で
き
る
だ

ろ
う。そ

も
そ
も
「
プ
ン
と
フ
ン」
全
体
が、
「
あ
ら
ゆ
る
こ
と
の
可
能
な
大
泥

棒
が
出
現
し
た
ら
世
の
中
ど
う
な
る
か」
と
い
う
た
だ―
つ
の
荒
唐
無
稽
な

テ
ー
マ
に
基
づ
い
て
掛
か
れ
て
お
り、
こ
の
よ
う
な
単
純
な
構
造
も
ま
た、

戯
作
の
主
要
な
特
徴
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い。
単
純
な
世
界
11

枠
組
み
の
中

で、
趣
向
は
い
や
が
う
え
に
も
パ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
宮
み、
表
現
上
の
少
々

の
逸
脱·
矛
盾
は
作
品
構
造
の
単
純
明
快
な
る
が
ゆ
え
に
許
容
さ
れ
る。
も

と
よ
り
統一
性
な
ど
は
無
用
の
長
物
な
の
で
あ
る。

そ
の
唯一
の
テ
ー
マ
に
向
け
て、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
趣
向
が
動
貝
さ
れ、

-
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個
々
の
場
面・
話
姐
と
なっ
て
和
み
誼
な
る。
つ
ま
り
「
吹
き
寄
せ」
で
あ

り、
「
列
挙」
で
あ
る。
吹
き
寄
せ
ら
れ
た
登
場
人
物
や
事
物、
列
挙
さ
れ

た
そ
れ
ぞ
れ
の
楊
面・
話
姐
の
逸
脱
と
落
差
と
が、
読
者
に
笑
い
を
も
た
ら

す
だ
ろ
う。

戯
作
に
お
け
る
趣
向
は、
す
ぺ
か
ら
く
新
奇
を
旨
と
す
る。
従っ
て
「
プ

ン
と
フ
ン
j

も
ま
た、
流
行
現
象
と
時
事
問
姐
と
に
満
ち
満
ち
て
い
る
し、

そ
れ
ら
の
意
味
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
読
者
は
排
除
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い。
こ

れ
も
ま
た
知
の
文
芸
と
し
て
の
戯
作
に
通
有
の
晋
い
で
あ
っ
た。

こ
の
よ
う
に、

多丘叩
な
方
向
性
か
つ
ゆ
る
や
か
な
求
心
性
を
も
つ
小
説
世

界
の
中
か
ら、
作
者
は
作
品
の
統一
性
を
無
視
し
て
し
ぱ
し
ば
読
者
に
直
接

師
り
か
け
る。
戯
作
と
は
基
本
的
に
そ
の
よ
う
な
逸
脱
を
も
ま
た
許
容
す
る

文
芸
形
態
で
あ
り、
こ
の
「
読
者
へ
の
語
り
か
け」
と
い
う
逸
脱
は、
戯
作

と
し
て
有
効
な
方
法
で
も
あ
っ
た。
前
近
代・
近
代
を
通
じ
て、
作
中
か
ら

の
作
者
の
梧
り
か
け
は、
む
し
ろ
戯
作
弁
別
の
ひ
と
つ
の
指
標
と
も
な
り
得

る。
「
プ
ン
と
フ
ン
j

の
場
合、
作
者
は
作
中
か
ら
何
度
も
読
者
に
語
り
か

け
る
の
み
な
ら
ず、
あ
る
楊
面
で
は
読
者
に
ペ
ー
ジ
を
の
り
づ
け
し
ろ
と
命

じ
（
ペ
ー
ジ
の
沿
に
は
「
の
り
し
ろ」
が
設
け
て
あ
る）、
ま
た
別
の
場
而

で
は
ベ
ー
ジ
を
切
り
取っ
て
送
れ
と
指
示
す
る
（
今
度
は
「
キ
リ
ト
リ
線」）。

密
物
と
い
う
媒
体
を
通
じ
て
読
者
と
の
身
体
的
な
共
犯
関
係
を
つ
く
り
あ
げ

る。
こ
れ
も
ま
た八
江
戸
戯
作
が
開
拓
し
た
方
法
の一
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ
た。

こ
の
傾
向
が
行
き
箔
く
と
こ
ろ
ま
で
行
き
滸
い
て
仕
掛
本
（
お
も
ち
ゃ
本）

化
し
た
戯
作
も
近
泄
後
期
に
は
少
な
く
な
い。
現
存
す
る
戯
作
本
の
多
く
に

い
た
ず
ら
宙
き
が
残
る
の
も、
単
に
そ
れ
ら
の
「
価
佳」
の
低
さ
や
享
受
層

の
年
齢・
教
妾
の
低
さ
を
示
す
の
で
は
な
く、
戯
作
が
説
者
と
の
身
体
的
共

犯
関
係
を
喚
起
す
る
文
体
と
形
態
を
有
し
て
い
た
こ
と
と
少
な
か
ら
ず
閲

わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う。
「
プ
ン
と
フ
ン』
の
「
の
り
し
ろ」
や
「
キ
リ
ト
リ

線」
が、
こ
の
よ
う
な
戯
作
の
特
質
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ

る
ま
い。

以
上、
飾
単
に
な
が
め
た
だ
け
で
も、
「
プ
ン
と
フ
ン」
が
江
戸
戯
作
の

方
法
を
摂
取
し、
そ
の
影
仰
の
下
に
成
立
し
た
「
作
物」
（
先
掲
「
あ
と
が
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も
っ
と
も、
『
プ
ン
と
フ
ン」
に
は、
む
し
ろ
も
っ
と
あ
か
ら
さ
ま
な
バ

ロ
デ
ィ
が
散
見
さ
れ
る。
た
と
え
ば
「
フ
ン
先
生
は
山
道
を
の
ぼ
り
な
が
ら

こ
う
考
え
た。
…
…」
と
の
「
草
枕」
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
り、
「
短
い
ト
ン

ネ
ル
を
す
ぎ
る
と
よ
そ
ぐ
に
だ
っ
た。」．
と
の
「
雷
国」
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ

る。•
あ
る
い
は
琢
木、
あ
る
い
は
芭
蕉
と
そ
れ
は
散
文
以
外
に
も
及
ぴ、

・
「
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
か
ら
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ、
夏
目
漱
石
か
ら
北
杜
夫
ま

で、
三
百
に
あ
ま
る
作
品
を
じ
つ
に
た
く
み
に
切
っ
て`

ば
ら
ば
ら
に
し、

貼
り
合
わ
せ
た」
三
篤
の
作
品
で
文
学
賞
を
総
な
め
に
し
た
盗
作
の
名
人・

山
形
東
作
（
井
上
ひ
さ
し
自
身
の
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
だ
ろ
う）
す
ら
登
場
し
て

-
16
}
 

く
る
の
で
あ
る。

で
は、
井
上
に
と
っ
て、
源
内
の
パ
ロ
デ
ィ
が
漱
石
や
JII
端
の
そ
れ
と
同

じ
レ
ペ
ル
の
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と、
そ
う
で
は
あ
る
ま
い。
た
と
え

ば
井
上
は、
「
日
本
文
学
の
滑
稽
に
つ
い
て」
（「
潮」
一
九
七
八・
三
初
出、

「
風
預
は
な
み
だ
に
ゆ
す
れ」
所
収。
引
用
は
後
者
に
よ
る）
と
題
し
た

エ
ッ
セ
イ
で、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る。

し
か
し、
日
本
の
文
学
で
す
か
ら、
日
本
括
で
書
く
ほ
か
は
な
い
ん
で、

ひ
じ
ょ
う
に
ま
じ
め
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
志
賀
直
哉
と
か
川
端
康
成
と

か、
み
ん
な
あ
が
め
た
て
ま
つ
っ
て
い
る
よ
う
な
文
学
者
の
作
品
の
中

に、
作
者
自
身、
読
者
自
身
が
予
想
し
な
い
語
呂
合
わ
せ
と
い
う
の
が

五

お
わ
り
に

き」）
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る。

た
く
さ
ん
あ
る。
そ
う
い
う
日
本
諾
の
持
っ
て
い
る
性
格
に
よ
っ
て、

ま
じ
め
な、
カ
ッ
コ
付
き
の
た
い
へ
ん
高
尚
な
文
学
が、
日
本
甜
に
逆

躾
を
受
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す。
そ
れ
を
ぽ
く
は
自
分
の
仕

事
の
中
で
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い。
と
い
う
こ
と
は、
要
す
る
に
大

作
品
を
か
ら
か
う
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
が。

源
内
の
戯
作
と
は、
「
み
ん
な
が
あ
が
め
た
て
ま
つ
っ
て
い
る
よ
う
な
文

学
者
の
作
品」
を
「
か
ら
か
う」
割
の
先
蹂
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た。
こ
の

点
に
つ
い
て
は、
『
風
来
山
人
集」
の
中
村
幸
彦
頭
注
が
委
曲
を
尽
く
し
て

い
る。
源
由
が
「
根
南
志
且（
佐」
の
自
序
で
述
べ
た
「
予
答
（
ふ
る）
に

●
一
と
ば
辞
な
く、
即
ふ平
を
執
（
つ）
て
此
篤
を
な
し、
名
（
づ
け）
て
根
南
志

か
い

た
h
『一
と

う

そ

具
佐
と
い
ふ。
釈
迦
の
鳩
の
卵、
老
荘
の
謎
言、
紫
式
部
の
虚
言
八
百
に
比

す
べ
き
に
は
あ
ら
ざ
れ
ど
も、
只
人
梢
を
論
ず
る
に
お
い
て
は、
彼
も一
時

な
り
是
も一
時
な
り。」
を、
さ
ら
に
「
コ
ト
バ」
の
問
題
に
集
約
し
た
方

法
的
実
践
が
井
上
の
「
仕
事」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る。

こ
こ
で
井
上
は、
「
日
本
語
の
持
っ
て
い
る
性
格
に
よ
っ
て、
ま
じ
め
な、

カ
ッ
コ
付
き
の
た
い
へ
ん
高
尚
な
文
学
が、・
日
本
語
に
逆
嬰
を
受
け
て
い

る」
と
「
文
学」
の
問
題
に
帰
し
て
い
る
が、
一
速
の
含
み
の
あ
る
表
現
は、

先
に
見
た
「
約
束
の
記
号
に
過
ぎ
ぬ
コ
ト
バ
が
や
た
ら
腺
い
も
の
と
し
て
祀

り
上
げ
ら
れ
て
い
る・・・・・・」
と
い
う
文
版
を
想
起
さ
せ
る。
井
上
の
見
据
え

て
い
る
問
題
が
単
に
「
文
学」
の
み
に
関
わ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
間
違
い

な
い。
た
だ、

小
説
や
戯
曲
の
中
に
立
ち
現
わ
れ
る
コ
ト
バ
は、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と、
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音
よ
り
も
意
味
を
重
く
見
た
も
の
が
多
く、
「
重
厚
な
力
作」
と
か

「
堂
々
た
る
大
作」
な
ど
と
称
え
ら
れ
る
作
物
は
た
い
て
い、
ば
さ
ば

さ
と
乾
煤
し
た
死
ん
だ
コ
ト
パ
の
羅
列
が
あ
る
だ
け
で、
五、
六
行
も

読
ま
ぬ
う
ち
か
ら
退
屈
し
て
し
ま
う
の
だ。

な
ど
と
い
う
発
酋
（「
意
味
よ
り
音
を

1」、
『
東
京
タ
イ
ム
ズ
j

―
九
七

二
·
l
O・
ニ
三。
引
用
は
[
パ
ロ
デ
ィ
志
馴
j

に
ょ
る）
を
恩
ぃ
併
せ
れ

．

ば、
井
上
に
お
け
る
「
コ
ト
パ」
と
「
権
威」
の
構
図
に
占
め
る
「
文
学
」

の
位
相
は
一
屈
明
白
と
な
る。
「
権
威」
へ
の
唯一
の
対
抗
手
段
た
る
「
n

ト
バ」
で
す
ら
が、
「

権威」
づ
ら
（「
カ
ッ
コ
つ
き
の
た
い
へ
ん
茄
尚
な
文

学」）
を
し
て
み
せ
る
と
き、
井
上
は
「
戯
作」
の
方
法
的
実
践
の
余
裕
す

ら
な
く、
正
面
か
ら
憤
激
を
館
わ
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
っ
た。

井
上
ひ
さ
し
に
お
け
る
「
言
開
遊
戯
11
戯
作」
と
は、
「
コ
ト
バ」
の
権

戚
へ
の
対
抗
手
段
を
超
え
て、
あ
ら
ゆ
る
権
威
を
「
か
ら
か
う」
対
抗
手
段

と
な
り
え
て
は
じ
め
て、
「―
百
甜
遊
戯
11

戯
作」
と
し
て
の
存
在
価
伍
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る。
そ
し
て
そ
れ
は
す
な
わ
ち、

平
賀
源
内
に
お

け
る
「
戯
作」
の
方
法
な
の
で
あ
っ
た。
．
し
か
し、
そ
の
「
戯
作」
す
ら
が

「
大
作
品
11
権
威」
化
し
て
パ
ロ
デ
ィ
の
対
象
と
な
る
こ
と
も
あ
り、
ま
た

コ
ト
パ
が
自
ら
権
威
を
欲
す
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
に
井
上
は
苛
立
た
ざ
る
を

得
な
い。
そ
の
ジ
レ
ン
マ
を
常
に
自
ら
の
内
に
抱
え
込
む
こ
と
で、

井
上
は、

源
内
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
す
ぐ
れ
て
「

現代
の
戯
作
者」
た
り
え
て
い

る。

注
1
「
表
衷
源
内
蛙
合
戟」
（一
九
七
九•
四`

中
央
公
論
社）
所
収。
以
下、
引
用

は
同
版
に
よ
る。

2
こ
の
点
に
関
し
て
の
発
言
は、
井
上
自
ら
い
う
「
何
か
始
め
る
と
す
ぐ
山
の
様

に
本
を
買
込
み、
ア
タ
マ
で
っ
か
ち
に
な
る
詳」
（「
コ
ン
チ
キ
パ
ン
パ
ン」、

エ
ッ
セ
イ
集
4
「
さ
ま
ざ
ま
な
自
園
像』

所収）、
あ
る
い
は
友
人
の
証
百
「
こ

の
作
者
が
岡
ぺ
魔
で、
打
料
を
山
と
積
む
こ
と
は
知
る
人
ぞ
知
る
事
炎」
（
新
潮

文
郎
版

『浅
卒
島
起
あ
ず
ま
床
j

小
沢
昭一
解
説）、
最
近
の
も
の
と
し
て、

「
ま
ず、
そ
の
復
会
に
そ
の
人
の
作
品
を
断
間
零
品
主
で
陵
ん
で
み
た
い
と
い

う
こ
と
が
大
き
い
と
思
い
2
す。
（

中略）
よ
し
全
郎
悶
ん
で
や
ろ
う
と
息
い、

そ
れ
を
評
伝
削
に
結
び
つ
け
る
の
で
す
ね。」
（
対
謡
「^
人
間
失
格）
と
＾
人
間

合
格〉
の
あ
い
だ」、
『
国
文
学」
一
九
九ー
•
四）
な
ど
枚
投
に
い
と
ま
が
な

、。し
3

「放
屁
論
j

の
引
用
は、
日
本
古
呉
文
学
大
系
「
風
来
山
人
集」
（
中
村
幸
彦
校

注、
一
九
六一
・
八、
岩
波
行
店）
に
よ
る。
以
下、
面
内
作

「根
市
志

具佐」

「
技
陰
屈
逸
伝
j

「放
屁
論
後
編」
の
引
用
も
同
む
に
よ
る。

4
「
喜
劇
は
権
威
を
笑
う」
（「
餃
光
祈
脚
一
九
七―
•
三・
九）、
「
バ
ロ
デ
ィ

思
＊」
（
「悲
劇
喜
劇」
一
九
七
ニ・
三）
な
ど。

5
モ
リ
エ
ー
ル
の
矮
正
理
iF
は
ま
た
「
喜
劇
に
よ
る
喜
劇
的
自
己
燐
正
法」
（「
テ

ア
ト
ロ」
一
九
七一
・
ニ）、
「
表
と
裏」
（「サ
ン
ケ
イ
新
聞
一
九
七
一
・

四・
一
四）
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る。
と
も
に
エ
ッ
セ
イ
集
1
「パ
ロ
デ
ィ
志

馴
j

（一
九
七
九•
三、

中央
公
論
社）
所
収。

6
井
上
は、
「「
小
下
侵」
の
弁」
（
「朝
日
妖
間
j

―
九
七
ニ・
八•
三、
「
バ
ロ

デ
ィ

志訓』
所
収）
と
巡
し
た
エ
ッ
セ
イ
で、
「
あ
る
位
の
放
送
作
求」
が
前期
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戯
作
者
と
酷
似
し
て
い
る
と
述
べ、
「
内
容
よ
り
構
成
や
表
現
を
重
視
す
る
戯
作

者
た
ち
の
方
注」
や
「
戯
作
者
に
と
っ
て
布
力
か
つ
布
効
な
武
器
で
あ
る
首
研

遊
戯
術」
な
ど
放
送
作
家
の
方
法
と
共
通
す
る
幾
つ
か
の
点
を
指
摘
し
て
い
る。

そ
し
て、
「
戯
作
者
と
あ
る
種
の
放
送
作
家
と
の
類

似点
を
探
せ
ば
際
限
が
な
く

な
る
の
で
こ
れ
で
よ
す
が、
と
に
か
く
こ
の
両
者、
じ
つ
に
よ
く
似
て
い
る
と

息
い、
息
っ
て
い
る
う
ち
に
共
感
をf瓦
え、
平
賀
源
内
を
扱
っ
た
「
表
狐
源
内

蛙
合
戦」
と
い
う
戯
曲
や、
十
返
舎一
九
た
ち
を
介
に
し
た
「
手
飢
心
中」
を

由
い
た。」
と
述
懐
す
る。
こ
の
よ
う
な
経
験
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
た
「
方
法」

も
顧
み
る
必
姿
が
あ
る
だ
ろ
う。

．

．

7
無
論、
「•k」
は
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
の
象
徴
で
あ
る。
拙
栢
「
平
賀
源
内
に
お
け

る
〈
芸
能〉
の
意
味」
（「
日
本
文
学」
一
九
八
八・
八）
を
参
照
さ
れ
た
い。

8
「
芸」
に
関
す
る
井
上
の、
こ
の
よ
う
な
相
対
主
義
は、
彼
の
経
歴
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
と
息
わ
れ
る。
「
ニ
セ
モ
ノ
ヘ
の
賭
け」
（「
潮」
一
九
七
ニ・
一

一
、
「
バ
ロ
デ
ィ
志
馴』
所
収）、
「
ア
テ
ゴ
ト
師
た
ち
の
お
も
し
ろ
い
劇
場」

(
f悲
劇
喜
劇
j

―
九
七
O·
—
-
、
同
前）
な
ど
参
照。

9
源
内
の
椛
列
表
現
に
つ
い
て
は、
田
中
優
子
「
椛
列
表
現
の
秩
序

平
賀
源
内

の
文
京
を
例
と
し
て」
（『
江
戸
文
学j
1、
一
九
八
九・
ー
一
、
「
近
他
ア
ジ
ア

憬
流
j

所
収）
参
照。

10
拙
栢
「「
根
内
志
具
佐」
の
方
法

ー
＾
江
戸〉
の
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム」
（「
都
大
論

究
26、
一
九
八
九•
三）
を
参
照
さ
れ
た
い。

11
以
下、
戯
作
の
方
法
と
様
式
に
つ
い
て
の
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
は、
中
村
幸
彦
「
戯

作
論J
(一
九
六
六・
九、
角
川
密
店。
「
中
村
幸
彦
芳
述
集

第
八
巻」
所
収）

を
援
用
さ
せ
て
い
た
だ
く。

12
「
気
質」
以
下、
「
自
慢」
「
布
悛」
「
病」
は、
「
う
が
ち」
の
対
象
の
細
目
で

あ
る
（「
戯
作が『
j

に
よ
る）。

13
拙
桜
「^
平
釘
ぶ
り〉
滴
源

1
談
義
本
の
彩
咽
に
つ
い
て

ー」
（「
岡
大
国
文

論
秘」
19、
一
九
九
1

•

三）
を
参
照
さ
れ
た
い。

14
井
上
に
お
け
る
「
コ
ト
バ
遊
ぴ」
の
立
味
を
最
も
沿
的
に
示
す
も
の
と
し
て、

「
わ
た
し
が
好
ん
で
駄
洒
落
や
地
口
や
柄
呂
合
わ
せ
な
ど
の
n
ト
バ
遊
ぴ
を
多

用
す
る
の
は
コ
ト
パ
が
コ
ト
バ
の
指
し
示
す
尖
体
よ
り
も
権
威
を
持
つ
そ
の
腐

性
（
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
の
楊
合、
非
合
理
な
権
威
が
わ
た
し
た
ち
に
向
か
っ
て

な
に
か
を
命
令
す
る
と
き
に
生
ず
る
が）
に
対
す
る
反
抗
と
甘
え
る。」
（「
喜
創

は
権
威
を
笑
う」）
と
の
発
首
を
掲
げ
て
お
く。

15
対
談
「
戯
作
の
可
能
性」
で
井
上
は、
戯
作
は
バ
ー
レ
ス
ク
で
あ
る
と
い
う
松

田
に
触
発
さ
れ
て、
「
バ
ラ
エ
テ
ィ
や
パ
ー
レ
ス
ク
は、
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
の
も

と
に、
で
き
る
だ
け
さ
ま
ざ
ま
な
素
材
を
集
め
る。
そ
の
テ
ー
マ
を
ち
ょ
っ
と

考
え
た
だ
け
で
は
思
い
も
つ
か
ぬ、
窯
外
な
も
の、
突
飛
な
も
の
が、
ど
れ
だ

け
集
ま
る
か
で
勝
負
が
決
ま
り
ま
す
ね。」
と
述
ぺ
て
い
る。

16
バ
ロ
デ
ィ
を
広
い
意
味
の
「
引
用」
の一
態
と
考
え
れ
ば、
「
そ
の
と
き、
ド
ア

を
ト
カ
ト
ン
ト
ン
と
ノ
ッ
ク
す
る
も
の
が
あ
る。」
と
太
卒
の
作
が
「
引
用」
さ

れ、
「
来
々
週
は
ち
ょ
い
と
趣
き
を
か
え
て、
テ
ア
ト
ル
・
エ
コ
ー
と
い
う
劇
団

を
よ
ん
で
あ
る。
「
日
本
人
の
へ
そ
j

と
か
い
う
お
も
し
ろ
い
芝
居
を
や
っ
て
く

れ
る
ら
し
い。」
と、
自
作
タ
イ
ト
ル
が
「
引
用」
さ
れ
る
例
な
ど
も
あ
る。

＾
付
記〉

本
桜
は、
源
内
の
文
芸
の
影
符
を
探
る
研
究
(-
九
八
八
年
庶
文
部
省
科
研
＂

「
平
賀
源
内
の
戯
作
の
後
代
へ
の
影
野
に
つ
い
て」）
の
一
田
を
成
す。
そ
の
概
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研
究
室
受
譜
図
書
雑
誌
目
鈴
oo

・

相
模
国
文
（
相
模
女
子
大
学）

第
18
号

滋
賀
大
因
文
（
滋
賀
大
学
）

第
二
十
九
号

静
大
国
文
（
静
岡
大
学
人
文
学
部
国
語
談
話
会）

第
35
号

寅
践
因
文
半
（
実
践
女
子
大
学）

第
三
十
九
号、

第
四
十
号

就
寓
栢
文
（
就
実
女
子
大
学）

第
12
号

淑
徳
固
文
（
愛
知
淑
徳
短
期
大
学）

第
三
十
二
号

椋
蔽
OO
文
学
（
大
阪
椋
阪
女
子
大
学）

第
28
号

•
•

 ,

＇
,

 

上
代
の
文
学
（
国
文
学
研
究
資
科
館
）

第
17
号

上
智
大
学
国
文
学
論
集

上
智
大
学
国
文
学
科
紀
要

女
子
大
因
文
（
京
都
女
子
大
学
）

第
百
八
号

第
百
九
号

女
子
大
文
学

国
文
節
（
大
阪
女
子
大
学）

第
42
号

咎
陵
部
紀
要
（
宮
内
庁
昏
陵
部）

第
42
号

侶
州
大
学
医
根
技
術
短
期
大
学
部
紀
要

第
16
巻

神
女
大
国
文
（
神
戸
女
子
大
学）

第
2
号

第
8
号

24 

妥
を
述
ぺ
た
拙
税
「
平
賀
源
内
の
文
芸
史
的
位
霞
J

(
水
田
潤
編
若
「
近
世
文
芸

史
論
一
九
八
九
・
一
〇、
桜
楓
社、
及
び

R初
見
女
子
短
期
大
学
紀
要』
10、

一
九
八
九
・
ー
ニ）
を
併
せ
お
説
み
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る。

「
夕
刊
フ
ジ
j

の
記
事
を
街
枚
示
下
さ
っ
た
井
上
律
子
氏
に
感
紺
申
し
上
げ
る。

尚、
本
格
で
は、
敬
称
は
す
ぺ
て
省
略
し
た。（

新
見
女
子
短
期
大
学
講
師）

人
文
（
廊
児
島
県
立
短
期
大
学
）

第
15
号

人
文
科
學
科
紀
要
（
東
京
大
学
教
養
学
部）

第
94
耕

人
文
学
報
（
束
京
都
立
大
学
人
文
学
部）

栂
225

人
文
學
論
集
（
佛
教
大
学
学
会）

第
24
号

親
和
国
文
（
親
和
女
子
大
学）

第
25
号

成
践
桜
文
（
成
検
大
学）

第
二
十
四
号

成
城
国
文
学
（
成
城
国
文
学
会）

第
7
号

成
城
因
文
私
論
集
（
成
城
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科）

第
二
十
一
輯

消
泉
女
子
大
学
紀
要

38

説
林
（
愛
知
県
立
大
学
・
県
立
女
子
短
期
大
学
国
文
学
会）

39

説
話
（
説
話
研
究
会
）

第
9
号

専
修
国
文
（
専
修
大
学）

坑
四
七
号、

第
四
八
号、

第
四
九
号

相
愛
国
文
（
相
愛
女
子
大
短
期
大
学）

第
四
号

創
造
と
思
考
（
湘
内
短
期
大
学）

創
刊
号

固
田
語
文
（
固
田
学
園
国
文
懇
話
会）

第
五
号

旅
の
文
学
・
山
梨
の
自
然
と
人
（
山
梨
県
立
文
学
舘）

地
域
酋
iR
（
天
理
地
域
首
評
研
究
会
）

第
3
号

近
松
研
究
所
紀
要
（
固
田
学
園
女
子
大
学
近
松
研
究
所）

第
二
号

中
央
大
半
因
文

第
三
十
四
号

中
央
大
学
文
学
部
紀
要

第
67
号、

第
68
号

中
京
國
文
学
（
中
京
大
学）

第
十
号

中
古
文
学
論
孜
（
早
稲
田
大
学
大
学
院
中
古
文
学
研
究
会）

第
十
二
号
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