
寄
席

の
復

活
「
よ
せ
よ
せ
と
い
ふ
内
も
と
の
様
に
な
り
」
。

こ
れ
は
『
藤
岡
屋
日
記
』
に
紹
介
さ
れ
た
江
戸
の
川
柳
で
あ
る
。

「
よ
せ
（
止
せ
）」
と
寄
席
と
を
掛
け
た
こ
の
句
は
、
幕
府
か
ら

削
減
を
命
じ
ら
れ
て
減
少
し
て
い
た
江
戸
の
寄
席
が
そ
の
後
再

び
数
を
増
し
、
削
減
令
以
前
の
状
態
＝
「
も
と
の
様
」
に
戻
っ

た
こ
と
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
の

春
に
作
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
本
巻
七
一
四
頁
）。

そ
れ
よ
り
三
年
前
の
天
保
十
三
（
一
八
四
二
）
年
二
月
十
二

日
。
天
保
改
革
の
嵐
の
ま
っ
た
だ
中
、
江
戸
町
方
に
二
百
十
一

軒
あ
っ
た
寄
席
の
大
部
分
に
対
し
、
幕
府
は
風
俗
取
締
の
一
環

で
閉
鎖
を
命
じ
た
。
そ
れ
以
降
の
営
業
を
許
さ
れ
た
の
は
、
開

業
年
代
の
古
い
老
舗
十
五
軒
の
み
だ
っ
た
（
『
東
京
市
史
稿
』

産
業
篇
第
五
十
五
、
四
十
六
～
六
十
八
頁
）
。
さ
ら
に
同
年
五

月
二
十
一
日
に
は
、
寺
社
境
内
に
二
十
二
軒
あ
っ
た
寄
席
も
削

減
さ
れ
、
九
軒
に
限
っ
て
営
業
許
可
が
出
さ
れ
た
（
同
右
、
三

三
〇
～
三
四
〇
頁
）
。
か
ろ
う
じ
て
残
っ
た
寄
席
で
も
、
演
目

に
規
制
が
か
け
ら
れ
た
。
当
時
大
流
行
だ
っ
た
女
浄
瑠
璃
は
禁

止
さ
れ
、
神
道
講
釈
・
心
学
講
談
・
軍
書
講
談
・
昔
咄
の
健
全

な
「
四
業
」
に
限
定
す
る
旨
が
命
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
天
保

十
四
（
一
八
四
三
）
年
閏
九
月
十
三
日
に
な
る
と
、
改
革
を
主

導
し
て
い
た
水
野
忠
邦
は
老
中
職
を
罷
免
さ
れ
失
脚
し
た
。
そ

の
翌
年
の
弘
化
元
（
一
八
四
四
）
年
十
二
月
二
十
四
日
、
寄
席

1
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の
削
減
令
は
撤
回
さ
れ
、
そ
れ
を
機
に
江
戸
の
寄
席
は
再
び
増

加
し
た
の
で
あ
る
。『
藤
岡
屋
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
十
五
軒
だ
っ

た
町
方
の
寄
席
は
、
十
日
間
に
満
た
な
い
そ
の
年
の
内
に
た
ち

ま
ち
六
十
軒
ほ
ど
に
ま
で
増
え
、
翌
年
の
春
に
は
な
ん
と
七
百

軒
に
達
し
た
。「
天
保
改
革
の
嵐
は
、
も
は
や
過
ぎ
去
っ
た
」。

身
近
な
娯
楽
の
場
で
あ
る
寄
席
の
復
活
・
隆
盛
を
目
の
当
た
り

に
す
る
こ
と
で
、
江
戸
の
人
々
が
そ
ん
な
思
い
を
強
め
た
の
は

間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

老
中
阿
部
正
弘
の
懸
念
こ
う
し
て
改
革
が
弛
緩
し
て
い
く
江

戸
市
中
の
風
潮
に
つ
い
て
は
、
幕
閣
上
層
も
懸
念
し
た
の
だ
ろ

う
。
弘
化
四
（
一
八
四
七
）
年
二
月
、
水
野
に
代
わ
っ
て
老
中

首
座
の
地
位
に
つ
い
て
い
た
阿
部
正
弘
は
、
町
奉
行
に
対
し
て

市
中
風
聞
書
を
渡
し
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
よ

う
に
命
じ
た
（
本
巻
三
四
七
頁
）。

阿
部
へ
提
出
す
る
上
申
書
の
作
成
は
、
南
町
奉
行
の
遠
山
景

元
が
主
に
担
当
し
て
い
る
。
遠
山
景
元
、
す
な
わ
ち

�遠
山
の

金
さ
ん

�は
、
天
保
改
革
の
開
始
当
時
も
町
奉
行
（
北
）
の
職

に
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
老
中
水
野
忠
邦
は
、
多
少
の
社
会
混
乱

に
は
構
わ
ず
改
革
を
強
引
に
進
め
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
遠

山
は
、
江
戸
市
中
の
実
情
に
配
慮
し
た
緩
や
か
な
改
革
推
進
を

主
張
し
た
た
め
、
両
者
は
対
立
し
、
天
保
十
四
（
一
八
四
三
）

年
二
月
、
遠
山
は
町
奉
行
か
ら
閑
職
の
大
目
付
へ
と
転
任
さ
せ

ら
れ
た
。
し
か
し
、
水
野
の
失
脚
後
、
弘
化
二
（
一
八
四
五
）

年
三
月
、
南
町
奉
行
と
し
て
再
び
江
戸
の
市
政
に
携
わ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

老
中
阿
部
が
町
奉
行
へ
下
げ
渡
し
た
市
中
風
聞
書
そ
の
も
の

は
現
存
し
て
い
な
い
が
、
町
奉
行
が
老
中
に
返
し
た
上
申
書
の

な
か
に
そ
の
風
聞
書
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
風
聞
書
は
二
十
二

箇
条
か
ら
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
箇
条
に
お
い
て
天
保
改

革
で
の
諸
々
の
取
締
が
近
年
弛
緩
し
て
い
る
状
況
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
女
性
の
髪
形
や
服
装
、
歌
舞
伎
役
者

の
似
顔
絵
や
春
画
、
女
髪
結
、
履
物
、
子
供
の
玩
具
、
料
理
の

価
格
、
博
打
、
寄
席
の
演
目
、
売
春
そ
の
他
に
関
す
る
法
令
違

反
が
増
加
し
て
い
る
、
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況

は
問
題
で
は
な
い
の
か
、
と
阿
部
は
町
奉
行
に
質
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
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町
奉
行
の
現
実
路
線
阿
部
の
懸
念
に
対
す
る
町
奉
行
の
返
答

は
基
本
的
に
次
の
よ
う
な
論
調
で
あ
る
。
風
聞
書
が
指
摘
す
る

法
令
違
反
は
事
実
で
は
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
ほ
ど
深

刻
な
違
反
で
は
な
か
っ
た
り
す
る
。
も
し
甚
だ
し
く
違
反
す
る

行
為
が
目
立
つ
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
の
時
点
で
説
諭
を
加
え
る

な
ど
す
れ
ば
い
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
つ
て
の
改
革
最
盛

期
の
よ
う
な
厳
し
い
取
締
を
再
び
実
施
す
る
こ
と
に
対
し
て
は

消
極
的
な
町
奉
行
の
姿
勢
が
表
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
町
奉
行
の
基
本
方
針
が
明
示
さ
れ
た
記
述
を
引

用
す
る
（
本
巻
三
七
二
頁
よ
り
）。

格
別
弛
み
に
相
成
る
べ
き
は
未
発
之
内
ニ
教
諭
を
加
へ
、

成
丈
け
御
咎
を
蒙
り
候
も
の
少
き
様
に
取
り
計
ら
い
、
其

上
に
も
相
用
い
ず
候
は
ば
用
捨
無
く
厳
重
に
吟
味
致
し
、

御
仕
置
・
御
咎
申
し
付
け
候
様
仕
り
度
…

も
し
、
ど
う
し
て
も
違
反
が
止
ま
な
け
れ
ば
処
罰
を
命
じ
る

こ
と
に
し
た
い
が
、
そ
う
な
る
前
に
、
法
令
か
ら
の
逸
脱
が
格

別
目
立
ち
そ
う
に
な
っ
た
場
合
、
ま
ず
は
教
諭
を
加
え
る
こ
と

で
処
罰
を
受
け
る
者
を
少
な
く
す
る
よ
う
に
取
り
計
ら
い
た
い
、

と
い
う
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
次
の
記
述
は
、
か
つ
て
老
中
水
野
が
強
行
し
た
苛
酷

な
取
締
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
と
な
っ
て
い
る
。

一
時
之
成
功
を
心
掛
け
、
御
威
光
を
以
て
強
て
厳
重
之
取

扱
い
仕
り
候
節
は
、
下
役
人
共
に
至
り
候
て
は
、
苛
酷
に

仕
り
候
得
ば
御
趣
意
に
叶
い
候
様
心
得
違
い
い
た
し
、
自

ら
手
荒
き
取
計
い
方
に
流
れ
候
故
、
一
旦
は
行
届
候
様
に

は
相
見
え
候
得
共
、
人
情
に
悖
り
永
く
行
わ
れ
ざ
る
の
み

な
ら
ず
却
て
弊
も
生
じ
候
儀
に
付
、
…

厳
し
い
取
締
方
針
の
下
で
は
、
実
際
に
取
締
に
あ
た
る
「
下

役
人
共
」
も
、
「
苛
酷
」
な
取
締
こ
そ
が
改
革
の
「
御
趣
意
」

に
叶
う
も
の
と
「
心
得
違
い
」
し
て
「
手
荒
」
な
取
締
を
お
こ

な
い
、
「
一
旦
」
は
改
革
が
達
成
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る

も
の
の
、
そ
れ
は
「
一
時
之
成
功
」
に
過
ぎ
ず
、
長
期
継
続
は

し
な
い
ば
か
り
か
、
か
え
っ
て
弊
害
も
生
じ
る
、
と
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
意
見
を
示
し
た
上
で
、
「
御
改
革
御
箇
条
之
内
に

も
、
守
り
難
き
類
、
又
は
却
て
御
取
締
に
相
成
ら
ざ
る
類
之
箇

条
」
は
「
御
弛
メ
」
が
妥
当
で
、
ど
う
し
て
も
「
御
弛
メ
」
し
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か
ね
る
事
項
に
つ
い
て
は
取
締
を
徹
底
し
た
い
、
と
述
べ
て
上

申
書
を
結
ん
で
い
る
。
天
保
改
革
の
と
き
に
出
さ
れ
た
禁
令
の

う
ち
、
遵
守
が
困
難
な
も
の
や
か
え
っ
て
悪
影
響
を
生
む
よ
う

な
も
の
に
つ
い
て
は
、
取
締
を
弛
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
上
申
書
の
作
成
は
主
に
遠
山

景
元
が
担
当
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ま
さ
に
名
奉
行

�遠
山

の
金
さ
ん

�の
面
目
躍
如
た
る
上
申
書
で
あ
る
。
そ
し
て
、
老

中
阿
部
も
こ
う
し
た
町
奉
行
の
意
見
を
容
認
し
、
上
申
書
ど
お

り
に
心
得
て
取
り
計
ら
う
べ
し
、
と
申
し
渡
し
て
い
る
。

権
力
者
の
ジ
レ
ン
マ
右
に
紹
介
し
た
老
中
と
町
奉
行
の
や
り

取
り
の
前
年
、
弘
化
三
（
一
八
四
六
）
年
五
月
に
も
、
老
中
阿

部
は
改
革
の
弛
緩
を
指
摘
す
る
別
の
市
中
風
聞
書
を
町
奉
行
に

下
げ
渡
し
、
意
見
を
求
め
て
い
る
（
本
巻
一
七
四
頁
）
。
こ
の

風
聞
書
は
写
が
現
存
し
て
い
る
。
そ
の
表
書
が
右
下
の
図
で
あ

る
。
左
下
の
「
切
ヌ
キ
」
は
、
風
聞
書
の
作
成
者
の
名
前
を
記

し
た
部
分
が
切
り
抜
か
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
江
戸
市
中
に

お
け
る
改
革
の
弛
緩
を
指
摘
す
る
風
聞
書
は
、
町
奉
行
に
対
し

て
批
判
的
な
立
場
か
ら
書
か
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
し
た
が
っ

て
、
作
成
者
を
隠
し
た
上
で
、
老
中
は
町
奉
行
に
風
聞
書
を
渡

し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
風
聞
書
に
対
し
て
は
、
南
町
奉
行
遠
山
配
下
の
市
中
取

締
掛
与
力
が
興
味
深
い
意
見
を
述
べ
て
い
る
（
本
巻
一
七
五
頁

よ
り
）。再
度
之
御
触
・
仰
せ
渡
さ
れ
等
こ
れ
有
り
候
上
相
背
き
候

も
の
こ
れ
有
る
に
於
い
て
は
捨
て
置
か
れ
難
く
、
是
非
厳

4
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重
之
御
沙
汰
こ
れ
無
く
候
て
は
、
以
来
自
余
之
御
触
事
ニ

も
相
響
き
、
御
威
光
に
も
抱
り
、
如
何
こ
れ
有
る
べ
き
哉

ニ
存
じ
奉
り
候
間
、
先
ツ
御
触
・
御
直
仰
せ
渡
さ
れ
こ
れ

有
る
儀
は
御
見
合
せ
成
さ
れ
、
…

こ
こ
に
示
さ
れ
た
与
力
た
ち
の
意
見
は
こ
う
で
あ
る
。
取
締

が
弛
緩
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
御
触
や
禁
止
命
令
を
再
び

出
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
を
守
ら
な
い
者
が
い
た
場
合
、
放
置

で
き
ず
、
違
反
者
を
厳
し
く
処
罰
し
な
い
と
、
将
来
、
別
の
御

触
を
出
し
た
と
き
に
（
そ
れ
を
軽
視
し
て
守
ら
な
い
者
が
増
え

る
と
い
っ
た
）
悪
影
響
を
及
ぼ
し
、
幕
府
の
威
光
に
拘
わ
る
。

し
た
が
っ
て
、
現
時
点
で
は
御
触
や
禁
止
命
令
を
出
す
べ
き
で

は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
代
わ
り
、
違
反
の
な
い
よ

う
、
ま
ず
は
町
名
主
た
ち
が
町
人
た
ち
を
指
導
し
、
従
わ
な
い

者
が
い
れ
ば
名
主
の
報
告
を
受
け
て
町
奉
行
所
役
人
が
取
調
を

お
こ
な
い
、
そ
れ
で
も
違
反
す
る
者
が
い
た
ら
処
罰
す
れ
ば
よ

い
、
と
い
う
意
見
を
右
の
引
用
に
続
け
て
述
べ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
か
つ
て
の
天
保
改
革
の
強
行
に
対
す
る
反
省
・
批
判
を
示

し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

天
保
改
革
に
お
け
る
江
戸
市
中
の
取
締
で
、
老
中
水
野
が
お

こ
な
っ
た
の
は
、
幕
府
が
こ
れ
ま
で
出
し
た
法
令
に
違
反
す
る

行
為
を
事
細
か
に
調
べ
上
げ
、
そ
れ
を
再
度
禁
止
す
る
法
令
を

出
す
こ
と
だ
っ
た
。
法
令
が
無
視
さ
れ
た
状
態
を
放
置
す
る
と

幕
府
の
権
威
が
失
墜
す
る
と
水
野
は
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
た

だ
し
、
そ
う
し
た
再
度
の
法
令
を
い
っ
た
ん
出
せ
ば
、
さ
ら
な

る
違
反
者
が
出
た
場
合
、
そ
れ
は
幕
府
権
威
の
よ
り
大
き
な
失

墜
を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
、
苛
酷
な
取
締
と
処
罰
が
必
要
と

な
る
。
重
ね
て
よ
り
厳
格
な
法
令
も
出
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

権
力
者
は
強
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
強
迫
観
念
か

ら
水
野
が
陥
っ
た
ジ
レ
ン
マ
に
巻
き
込
ま
れ
「
苛
酷
」
で
「
手

荒
」
な
取
締
に
奔
走
さ
せ
ら
れ
た
苦
い
経
験
を
も
つ
町
奉
行
所

の
「
下
役
人
」
が
示
し
た
見
識
。
こ
れ
を
先
の
引
用
か
ら
は
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
参
考
文
献
〕

藤
田
覚
『
天
保
の
改
革
』（
吉
川
弘
文
館
一
九
八
九
年
）

（
専
門
史
料
編
さ
ん
員
小
林
信
也
）
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《
弘
化
二
年
＝
一
八
四
五
》

市
中
鳥
屋
の
価
格
調
査

九
月
十
三
日
町
奉
行
所
は
名
主
番
組
ご
と
に
町
内
の
鳥
屋
よ

り
鳥
類
の
値
段
書
の
提
出
を
求
め
価
格
調
査
に
乗
り
出
し
た
。

対
象
と
な
る
和
鳥
・
唐
鳥
に
つ
い
て
一
羽
ご
と
の
価
格
を
取

り
調
べ
、
不
当
な
高
値
で
売
買
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
目
論
見

だ
。唐
鳥
（
孔
雀
、
丹
頂
鶴
、
九
官
鳥
な
ど
）
は
元
値
が
決
ま
っ

て
い
る
が
、
和
鳥
（
鶯 う
ぐ
い
す、
啄
木
鳥

き
つ
つ
き

、
鴨
な
ど
）
は
飼
育
方
法
や

出
来
栄
え
に
よ
っ
て
価
格
が
変
動
す
る
た
め
、
鳥
類
全
体
の
相

場
が
確
定
し
な
い
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
て
い
た
。

こ
う
い
っ
た
鳥
類
は
、
高
貴
な
人
々
の
嗜
好
品
と
し
て
売
買

さ
れ
る
た
め
、
自
ず
と
価
格
が
高
騰
す
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
こ

で
奉
行
所
は
十
両
を
限
度
額
に
設
定
し
、
十
両
以
上
で
の
売
買

を
禁
止
し
た
。

寛
政
期
に
は
衣
服
や
鼈
甲

べ
っ
こ
うな
ど
の
実
用
品
、
天
保
期
に
は
馬

や
鉢
植
・
庭
石
な
ど
の
嗜
好
品
の
価
格
設
定
が
行
わ
れ
た
事
例

が
あ
る
。
こ
れ
に
続
き
、
鳥
類
の
適
正
価
格
を
調
整
し
て
い
く

模
様
で
あ
る
。
→
産
業
篇

57―
４
頁
。

後
藤
三
右
衛
門
が
死
罪
に

十
月
三
日
元
御
金
改
役
の
後
藤
三
右
衛
門
に
死
罪
を
言
い
渡

さ
れ
た
。
四
月
二
十
三
日
に
評
定
所
へ
呼
び
出
さ
れ
、
牢
に
繋

が
れ
て
い
た
。
そ
の
罪
状
は
、
身
分
昇
進
を
目
論
ん
だ
賄
賂
の

横
行
や
、
当
世
を
「
応
仁
之
乱
末
」
に
例
え
幕
府
政
治
を
批
判

し
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

後
藤
は
、
身
分
の
昇
進
願
望
が
強
く
勘
定
所
に
止
ま
ら
ず
様
々

な
役
所
へ
歎
願
を
繰
り
返
し
た
。
そ
の
ほ
か
同
じ
く
処
罰
さ
れ
、

讃
岐
丸
亀
藩
京
極
家
へ
永
預
と
な
っ
た
元
町
奉
行
の
鳥
居
甲
斐

（
耀
蔵
）
へ
は
、
厚
遇
を
受
け
る
た
め
賄
賂
を
贈
る
な
ど
親
密

な
関
係
が
築
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

6
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な
お
同
日
に
は
、
鳥
居
や
後
藤
の
み
な
ら
ず
書
物
奉
行
天
文

方
見
習
の
渋
川
六
蔵
（
敬
直
）
も
贈
賄
の
罪
な
ど
に
よ
り
豊
後

臼
杵
藩
稲
葉
家
に
預
け
と
な
る
な
ど
、
天
保
期
の
改
革
に
携
わ
っ

た
役
人
が
多
く
処
罰
さ
れ
た
。
後
藤
の
拝
領
屋
敷
や
土
蔵
は
そ

の
ま
ま
幕
府
へ
接
収
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
十
日
に
な
っ
て
、
跡

役
と
し
て
腰
物
奉
行
支
配
四
郎
兵
衛
倅
の
吉
五
郎
が
命
じ
ら
れ

る
と
、
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
→
産
業
篇

57―

11頁
。

《
弘
化
三
年
＝
一
八
四
六
》

大
火
後
、
価
格
統
制
令
が
出
さ
れ
る

正
月
十
六
日
昨
日
発
生
し
た
大
火
を
う
け
、
建
設
資
材
や
人

足
賃
銭
な
ど
の
価
格
高
騰
を
防
ぐ
た
め
、
町
奉
行
は
次
々
と
価

格
統
制
令
を
発
し
た
。

十
五
日
の
日
中
に
小
石
川
で
出
火
、
類
焼
し
た
町
数
は
二
百

九
十
に
も
及
ん
だ
。
そ
の
た
め
、
焼
失
し
た
家
屋
の
再
建
が
急

が
れ
た
が
、
広
範
囲
に
及
ん
だ
こ
と
で
必
要
な
建
設
資
材
や
、

大
工
・
左
官
・
屋
根
職
な
ど
職
人
ら
が
不
足
し
た
。
そ
れ
に
つ

け
込
ん
で
、
高
値
で
売
り
捌
く
者
や
、
「
渡
り
」
と
呼
ば
れ
る

他
所
か
ら
来
た
鳶
人
足
な
ど
が
雇
主
に
金
銭
を
ね
だ
る
行
為
が

見
ら
れ
る
始
末
。

真
っ
先
に
出
さ
れ
た
の
は
、
板
材
木
竹
類
や
釘
鉄
物
類
の
価

格
、
諸
職
人
作
料
や
人
足
賃
銭
と
い
っ
た
普
請
に
関
わ
る
値
上

げ
の
禁
止
令
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
町
奉
行
所
は
隠
密
廻
方
を
動

員
し
、
類
焼
地
で
の
物
価
を
内
密
に
探
ら
せ
て
い
る
。

天
保
改
革
の
も
と
で
株
仲
間
は
停
止
さ
せ
ら
れ
て
お
り
、
多
岐

に
わ
た
る
物
価
の
統
制
に
は
苦
慮
し
た
模
様
で
あ
る
。
出
火
後

か
ら
二
月
以
降
ま
で
た
び
た
び
価
格
統
制
令
が
出
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
、
物
価
の
抑
制
が
上
手
く
い
っ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
が
窺
え
る
。
→
産
業
篇

57―

68頁
。

江
戸
大
水
害
、
救
助
船
大
活
躍

七
月
十
六
日
「
浅
草
日
本
堤
の
辺
り
か
ら
東
を
見
る
と
海
の

よ
う
だ
っ
た
」
「
千
住
小
塚
原
の
三
メ
ー
ト

ル
六

〇
セ

ン
チ
も

あ
る
首
切
地
蔵
が
首
ま
で
水
に
浸
か
っ
て
い
た
」
と
い
う
証
言

が
出
た
今
回
の
大
水
害
。
六
月
上
旬
か
ら
七
月
九
日
ま
で
降
り
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続
い
た
雨
に
よ
り
、
利
根
川
・
江
戸
川
・
荒
川
・
大
川
な
ど
の

土
手
が
決
壊
、
本
所
・
深
川
を
は
じ
め
広
範
囲
に
被
害
を
も
た

ら
し
た
が
よ
う
や
く
収
ま
っ
て
き
た
。
浸
水
地
域
の
水
も
十
二

日
頃
か
ら
除
々
に
引
き
始
め
、
動
員
さ
れ
て
い
た
官
民
協
同
の

救
助
船
も
、
こ
の
日
御
役
御
免
と
な
っ
た
。
今
回
の
水
害
で
は
、

こ
の
救
助
船
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
命
も
多
い
。

六
月
十
八
日
時
点
で
利
根
川
の
栗
橋
宿
の
辺
り
で
通
常
よ
り

約
四
・
五
ｍ
も
水
嵩
が
増
し
て
い
る
と
い
う
情
報
が
入
っ
た
。

翌
十
九
日
に
は
戸
田
川
（
荒
川
上
流
）
な
ど
で
通
船
・
渡
船
が

停
止
、
荒
川
・
江
戸
川
に
挟
ま
れ
た
葛
西
領
で
最
初
に
水
害
が

発
生
し
た
。
こ
の
時
す
ぐ
に
御
府
内
の
船
宿
ら
へ
救
助
船
五
百

艘
の
出
動
命
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。
葛
西
領
で
の
救
助
者
は
五

千
人
と
も
七
千
人
と
も
い
わ
れ
、
こ
れ
ら
の
救
助
者
は
町
方
人

別
で
は
な
い
た
め
、
ま
ず
は
郡
代
屋
敷
へ
送
り
届
け
ら
れ
、
の

ち
に
各
所
の
旅
籠
屋
に
避
難
し
て
い
る
。

七
月
に
入
る
と
御
府
内
の
危
険
度
も
高
ま
り
、
幕
府
船
手
方

や
町
奉
行
所
の
所
持
船
の
ほ
か
、
町
会
所
や
町
方
の
船
が
御
用

船
と
し
て
雇
わ
れ
、
本
所
・
深
川
周
辺
の
河
川
な
ど
へ
配
置
さ

れ
た
。
両
国
橋
ほ
か
大
川
に
架
か
る
橋
は
通
行
止
め
と
な
り
、

六
日
に
は
と
う
と
う
大
川
の
水
が
溢
れ
、
御
府
内
も
大
き
な
被

害
を
被
っ
た
。
高
台
で
も
窪
地
で
は
浸
水
す
る
ほ
ど
の
雨
量
だ
っ

た
が
、
今
回
は
溺
死
者
や
怪
我
人
が
少
な
い
よ
う
だ
。

「
古
今
の
大
水
」
な
ど
と
い
わ
れ
る
寛
保
や
天
明
の
大
水
害

以
外
で
は
救
助
船
が
出
さ
れ
た
記
録
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。

今
回
の
救
助
船
の
総
数
は
不
明
だ
が
、
町
船
一
〇
七
〇
艘
分
の

賃
銀
の
記
録
が
あ
り
、
こ
れ
に
船
手
方
や
町
奉
行
所
、
代
官
所

な
ど
の
船
を
合
わ
せ
る
と
相
当
数
の
救
助
船
が
出
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
→
変
災
２
―

770頁
、
市
街
篇

41―

817頁
、
産
業

57―

191頁
、
救
済
篇
４
―

346頁
。

良
馬
確
保
の
た
め
価
格
制
限
撤
廃
か

十
一
月
二
十
三
日
町
奉
行
は
、
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）

六
月
に
出
さ
れ
た
馬
販
売
価
格
の
上
限
設
定
を
見
直
す
べ
き
と

の
見
解
を
ま
と
め
、
今
日
若
年
寄
に
上
申
し
た
。
南
部
藩
の
要

請
を
う
け
、
実
態
調
査
を
続
け
て
い
た
。
南
部
藩
か
ら
は
御
用

馬
を
幕
府
に
献
上
し
、
残
り
の
馬
を
下
払
い
と
し
て
武
家
に
販
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売
し
て
い
る
。
同
藩
の
馬
喰
は
国
元
に
お
い
て
二
歳
馬
を
目
利

き
し
て
百
姓
か
ら
購
入
、
こ
れ
を
自
ら
丹
精
込
め
て
育
て
、
さ

ら
に
腕
利
き
の
調
教
師
を
雇
っ
て
良
馬
を
育
て
上
げ
る
。
そ
し

て
三
歳
に
な
る
と
国
元
か
ら
江
戸
に
牽
い
て
来
る
こ
と
に
な
る

が
、
道
中
の
旅
籠
代
、
道
中
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
小
者
の
往
復
の

経
費
な
ど
を
加
算
す
る
と
二
十
五
、
六
両
は
元
値
段
と
し
て
か

か
る
と
い
う
。
途
中
で
死
亡
す
る
馬
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
や
は

り
す
ぐ
れ
た
馬
は
五
十
両
か
ら
七
十
両
位
で
販
売
し
な
い
と
採

算
が
と
れ
な
い
と
い
う
。
大
名
家
で
は
、
良
馬
と
駄
馬
を
組
み

合
わ
せ
て
七
十
両
と
し
、
良
馬
の
見
か
け
上
の
値
段
を
統
制
価

格
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
武
備
の
質
に
関
わ

る
問
題
だ
け
に
幕
府
も
価
格
統
制
の
見
直
し
に
乗
り
出
す
模
様

だ
。
→
産
業
篇

57―

240頁
。

《
弘
化
四
年
＝
一
八
四
七
》

浄
瑠
璃
名
主
罷
免

三
月
二
十
九
日
小
網
町
名
主
伊
兵
衛
が
名
主
役
を
罷
免
さ
れ

た
。
世
話
掛
や
市
中
取
締
掛
、
そ
の
外
諸
掛
役
を
務
め
る
一
番

組
の
老
分
筆
頭
名
主
罷
免
の
報
に
衝
撃
が
走
っ
た
。

き
っ
か
け
は
一
つ
の
風
聞
だ
っ
た
。
小
網
町
の
浄
瑠
璃
寄
席

場
万
吉
方
で
寄
席
芸
人
に
交
じ
り
、
市
中
寄
席
場
を
取
締
ま
る

は
ず
の
支
配
名
主
伊
兵
衛
が
浄
瑠
璃
を
披
露
し
て
い
る
。

そ
ん
な
噂
を
聞
き
つ
け
た
隠
密
廻
、
定
廻
が
調
べ
た
と
こ
ろ
、

小
兵
衛
は
常
々
義
太
夫
や
浄
瑠
璃
を
愛
好
し
、
今
年
の
正
月
下

旬
か
ら
二
月
上
旬
に
か
け
て
、
噂
通
り
寄
席
で
浄
瑠
璃
を
披
露

し
て
い
た
事
が
判
明
し
た
。
困
っ
た
の
は
彼
の
処
分
だ
。
弘
化

二
年
の
名
主
に
よ
る
町
入
用
不
正
に
準
じ
、
名
主
罷
免
の
処
分

で
は
家
断
絶
同
然
と
な
り
重
す
ぎ
る
。
か
と
い
っ
て
、
掛
役
か

ら
取
放
つ
だ
け
で
名
主
を
続
け
て
は
、
若
年
の
名
主
へ
示
し
が

付
か
な
い
。
そ
の
た
め
、
名
主
役
を
罷
免
、
息
子
の
伊
十
郎
を

後
継
に
命
じ
る
こ
と
で
蟄
居
同
然
と
す
る
処
分
と
な
っ
た
。
浄

瑠
璃
好
き
が
高
じ
た
思
い
が
け
な
い
幕
切
れ
に
開
い
た
口
が
ふ

さ
が
ら
な
い
。
→
産
業
篇

57―

308頁
。

浅
草
寺
の
子
院
、
境
内
借
屋
の
建
築
違
反
問
題
が
再
燃

四
月
七
日
こ
の
日
、
浅
草
寺
の
実
質
的
ト
ッ
プ
で
あ
る
別
当
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代
か
ら
同
寺
の
子
院
に
対
し
て
、
各
々
の
境
内
に
あ
る
借
屋
の

う
ち
、
違
反
物
件
で
あ
る
二
階
家
を
是
正
す
る
よ
う
申
し
渡
し

が
あ
っ
た
。

そ
も
そ
も
境
内
に
借
屋
が
あ
る
の
は
、
家
賃
収
入
に
よ
っ
て

寺
院
経
営
の
助
成
と
す
る
た
め
だ
。
こ
の
こ
と
自
体
は
違
反
で

は
な
く
、
例
え
ば
、
平
屋
で
、
な
お
か
つ
軒
下
一
丈
二
尺
（
約

三
・
六
ｍ
）
以
内
で
あ
れ
ば
問
題
な
い
。
今
回
問
題
と
な
っ
た

二
階
家
は
、
違
反
と
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

実
は
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
正
月
に
も
調
査
が
行
わ
れ
て

お
り
、
二
階
家
は
違
反
、
要
改
築
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
物

価
高
騰
を
理
由
に
修
復
が
必
要
に
な
る
時
ま
で
現
状
維
持
を
歎

願
し
て
い
た
の
だ
。
そ
の
後
今
年
に
至
る
ま
で
平
屋
に
改
築
さ

れ
た
も
の
は
少
な
く
、
新
た
な
二
階
家
ま
で
発
見
さ
れ
る
始
末

で
あ
る
。

し
か
し
火
事
や
水
害
が
続
く
昨
今
、
や
は
り
財
政
は
厳
し
い

の
か
改
築
に
着
手
で
き
る
子
院
も
な
く
、
結
局
、
以
前
の
も
の

は
修
復
の
時
に
、
新
規
の
も
の
は
十
年
以
内
に
改
築
す
べ
し
、

と
猶
予
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
→
産
業
篇

57―

329。

町
奉
行
所
、
紀
州
産
蜜
柑
の
管
理
販
売
を
阻
止

五
月
二
十
四
日
紀
州
藩
か
ら
町
奉
行
へ
、
紀
州
産
蜜
柑
が
他

国
産
と
混
じ
ら
な
い
よ
う
、
紀
州
産
を
扱
う
者
へ
は
他
国
産
を

扱
わ
せ
な
い
よ
う
に
し
た
い
旨
の
願
書
が
提
出
さ
れ
た
。

そ
も
そ
も
市
中
の
蜜
柑
は
、
紀
州
産
・
新
宮
産
の
も
の
に
つ

い
て
は
、
現
在
六
人
の
者
を
「
紀
州
様
蜜
柑
引
受
売
捌
人
」
と

し
て
一
度
引
き
受
け
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
市
中
八
十
人
の
水
菓
子

屋
へ
捌
い
て
い
る
。
「
地
廻
」
と
呼
ば
れ
る
駿
河
、
遠
江
、
三

河
、
伊
豆
の
四
ケ
国
産
に
つ
い
て
は
直
接
八
十
人
の
水
菓
子
屋

が
捌
い
て
い
る
。
そ
れ
を
願
書
で
は
、
四
ケ
国
産
に
つ
い
て
も

六
人
の
「
売
捌
人
」
に
管
理
さ
せ
た
い
と
い
う
の
だ
。

こ
れ
に
つ
き
町
奉
行
所
が
青
物
役
所
取
締
名
主
に
調
査
を
さ

せ
た
と
こ
ろ
、
こ
の
願
書
は
紀
州
荷
主
で
は
な
く
、「
売
捌
人
」

が
言
い
出
し
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
紀
州
産
と
他
国
産
が
同

時
に
入
津
し
た
際
の
相
場
下
落
を
防
ぐ
た
め
、
先
般
出
さ
れ
た

組
合
仲
間
の
解
散
に
も
反
す
る
が
「
紀
州
御
産
物
之
御
権
威
」

を
唱
え
、
強
引
に
実
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
ら
し
い
。

さ
ら
に
調
査
を
進
め
る
と
「
売
捌
人
」
の
一
人
で
あ
る
重
兵
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衛
は
名
目
で
、
実
は
欠
け
落
ち
し
た
結
城
屋
利
兵
衛
と
い
う
者

ら
し
い
。
利
兵
衛
に
代
わ
り
現
在
は
妻
の
た
き
と
、
弟
の
安
右

衛
門
が
取
り
仕
切
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
な
ん
と
た
き
は
紀
州

荷
主
肝
煎
の
井
口
平
三
郎
と
密
通
し
て
い
る
と
い
う
噂
も
あ
る
。

今
回
の
願
書
は
こ
の
井
口
や
安
右
衛
門
ら
に
よ
る
計
画
の
よ
う

だ
。調
査
を
受
け
町
奉
行
遠
山
景
元
は
、
願
書
を
却
下
し
、
八
十

人
の
水
菓
子
屋
以
外
に
も
蜜
柑
の
販
売
を
許
可
し
た
。
「
紀
州

御
産
物
之
御
権
威
」
も
遠
山
は
動
か
せ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

→
産
業
篇

57―

397頁
。

遠
山
左
衛
門
尉
景
元
春
画
販
売
摘
発

十
二
月
十
三
日
南
町
奉
行
・
遠
山
左
衛
門
尉
景
元
は
、
町
方

同
心
、
名
主
を
動
員
し
て
、
江
戸
市
中
の
春
画
（
江
戸
時
代
に

は
「
わ
ら
い
本
」
と
も
呼
ば
れ
る
）
の
売
人
を
摘
発
し
た
。

昨
十
二
日
、
町
奉
行
は
、
十
一
月
五
日
に
修
理
工
事
が
完
了

し
た
永
代
橋
、
両
国
橋
の
視
察
の
た
め
、
江
戸
市
中
を
歩
い
て

い
た
。
そ
の
際
、
新
堀
の
道
端
で
春
画
が
売
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
見
つ
け
た
。
奉
行
に
よ
れ
ば
、
「
我
が
通
る
処
で
さ
え
、
こ

の
様
に
大
規
模
に
春
画
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

江
戸
中
の
往
来
に
つ
い
て
も
同
じ
な
の
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
、

こ
の
度
の
摘
発
と
な
っ
た
。

こ
の
摘
発
で
検
挙
さ
れ
た
人
は
、
お
よ
そ
三
十
一
人
。
摘
発

さ
れ
た
春
画
は
、
柳
原
土
手
で
販
売
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
け
で

も
、
総
額
十
両
に
も
の
ぼ
る
と
い
う
。

春
画
を
初
め
と
す
る
風
俗
書
・
好
色
本
等
の
販
売
に
つ
い
て

は
、
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
十
一
月
以
降
、
幕
府
か
ら
再
三

に
亘
っ
て
禁
令
が
出
さ
れ
て
き
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
江
戸
市
中

で
は
春
画
の
販
売
が
後
を
絶
た
な
か
っ
た
。
→
市
街
篇

42―

110

頁
。

《
弘
化
五
年
・
嘉
永
元
年
＝
一
八
四
八
》

中
村
歌
右
衛
門
上
方
召
喚
回
避
訴
願

八
月
十
六
日
上
方
の
芝
居
仕
打
人
た
ち
か
ら
千
五
百
五
両
に

も
の
ぼ
る
多
額
の
借
金
を
拵
え
た
中
村
歌
右
衛
門
に
つ
い
て
、

上
方
へ
の
召
喚
を
回
避
す
べ
く
、
江
戸
猿
若
町
狂
言
座
の
座
元
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三
名
よ
り
歎
願
書
が
江
戸
町
奉
行
所
へ
提
出
さ
れ
た
。

歌
舞
伎
役
者
の
四
代
目
中
村
歌
右
衛
門
が
拵
え
た
借
金
の
取

り
扱
い
を
め
ぐ
り
、
仕
打
人
ら
が
大
坂
町
奉
行
所
へ
訴
え
出
た

結
果
、
示
談
交
渉
や
取
り
調
べ
な
ど
の
た
め
、
歌
右
衛
門
の
大

坂
召
喚
が
検
討
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
猿
若
町
狂
言
座
の
座
元
ら
は
、
人
気
役
者
の

歌
右
衛
門
を
上
方
へ
召
し
出
さ
れ
て
は
商
売
も
あ
が
っ
た
り
と

い
う
こ
と
で
、
そ
の
借
金
の
肩
代
わ
り
を
引
き
受
け
、
と
り
あ

え
ず
八
百
両
を
支
払
い
、
残
り
七
百
五
両
は
四
ケ
年
賦
で
完
済

す
る
こ
と
で
示
談
に
し
よ
う
と
考
え
た
。

と
こ
ろ
が
上
方
で
は
、
今
度
は
寺
社
奉
行
所
へ
歌
右
衛
門
の

召
還
を
訴
え
る
者
が
出
て
し
ま
っ
た
。
ど
の
よ
う
な
手
段
を
使
っ

て
も
歌
右
衛
門
を
上
方
へ
連
れ
て
来
さ
せ
よ
う
と
い
う
魂
胆
だ

と
、
江
戸
の
座
元
ら
は
疑
い
の
目
で
見
て
い
た
。

そ
こ
で
江
戸
の
座
元
ら
は
、
前
年
の
う
ち
に
給
金
を
前
貸
し

し
た
り
手
附
金
を
渡
し
、
翌
年
に
そ
の
役
者
を
寺
社
奉
行
所
へ

訴
え
る
こ
と
で
、
役
者
を
た
び
た
び
上
方
へ
召
還
さ
せ
よ
う
と

い
う
企
て
が
前
例
と
な
る
こ
と
を
阻
止
す
る
た
め
、
歌
右
衛
門

に
代
わ
っ
て
借
金
問
題
を
解
決
す
べ
く
訴
え
出
た
の
で
あ
る
。

→
産
業
篇

57―

667頁
。

江
戸
市
中
に
熊
出
没

!?飼
い
主
は
…

十
月
十
三
日
江
戸
市
中
で
熊
を
飼
育
し
て
い
る
者
が
い
る
と

の
風
聞
が
あ
り
、
北
町
奉
行
所
の
三
廻
り
が
探
索
に
乗
り
出
し

た
。
そ
の
結
果
、
二
人
の
人
物
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。

一
人
は
、
木
挽
町
の
元
蕎
麦
屋
で
、
現
在
は
陰
陽
師
を
名
乗
っ
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て
い
る
四
十
二
～
三
才
の
男
性
。
自
宅
奥
の
庭
で
三
～
四
年
位

前
か
ら
熊
を
飼
っ
て
い
た
と
の
こ
と
で
、
大
き
な
犬
程
の
大
き

さ
に
育
っ
て
い
る
ら
し
い
。
こ
の
男
性
、
脇
差
を
帯
び
る
こ
と

を
好
み
、
蕎
麦
屋
で
は
見
栄
え
が
悪
い
と
陰
陽
師
に
な
っ
た
と

い
う
ど
う
に
も
胡
散
臭
い
人
物
で
あ
る
。

も
う
一
人
は
、
小
石
川
中
富
坂
町
の
香
具
渡
世
の
男
性
。
こ

ち
ら
は
一
才
程
の
小
熊
で
、
市
中
を
牽
い
て
歩
き
回
っ
て
い
た

と
い
う
目
撃
情
報
が
あ
る
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
疱
瘡
に

罹
る
前
の
子
供
の
衣
類
を
熊
に
着
せ
る
と
症
状
が
軽
く
な
る
、

と
い
う
ま
じ
な
い
を
行
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う
。

熊
と
い
え
ば
猛
獣
で
あ
り
、
火
事
な
ど
の
非
常
時
に
逃
げ
出

し
た
ら
大
問
題
で
あ
る
。
町
年
寄
に
よ
る
と
「
猛
獣
を
飼
っ
て

は
い
け
な
い
」
と
い
う
町
触
や
申
渡
は
確
認
で
き
な
い
と
い
う

が
、
最
終
的
に
熊
は
手
放
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
小
熊
は
元

の
甲
斐
国
の
村
へ
帰
さ
れ
る
段
取
り
が
整
っ
た
よ
う
だ
が
、
陰

陽
師
の
飼
育
し
て
い
た
熊
は
旗
本
屋
敷
に
譲
っ
た
と
い
う
。
→

産
業

57―

717頁
。

特
製
湯
沸
か
し
釜
実
用
へ
、
薪
の
節
約
に
期
待

十
二
月
八
日
本
所
清
水
町
の
家
主
啓
介
さ
ん
が
開
発
し
た
銅

壺
製
の
特
製
湯
沸
か
し
釜
に
つ
い
て
、
町
奉
行
は
湯
屋
で
の
使

用
継
続
と
販
売
を
承
認
す
る
方
針
を
決
め
た
。
こ
の
製
品
は
縦

横
九
〇
㎝
、
高
さ
六
〇
㎝
の
銅
製
の
壺
に
四
〇
本
の
パ
イ
プ
を
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仕
込
ん
だ
も
の
で
、
湯
屋
の
上
が
り
湯
を
沸
か
す
釜
と
し
て
使

用
す
る
。
銅
壺
ご
と
石
囲
い
の
中
に
は
め
込
む
た
め
火
元
の
安

全
性
も
高
い
と
い
う
。

こ
れ
を
使
用
す
る
と
短
時
間
に
熱
い
湯
が
沸
き
、
薪
の
使
用

量
が
大
幅
に
減
ら
せ
る
と
い
う
。
経
費
高
騰
と
銭
相
場
の
下
落

で
厳
し
い
経
営
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
た
湯
屋
た
ち
を
救
う
こ

と
に
な
る
か
、
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
。
→
産
業
篇

57―

732頁
。

《
嘉
永
二
年
＝
一
八
四
九
》

市
中
で
の
大
砲
鋳
造
を
許
可

四
月
二
日
大
砲
鋳
造
の
届
け
を
受
け
て
い
た
町
奉
行
遠
山
景

元
は
、
一
般
の
鋳
物
職
人
に
よ
る
市
中
で
の
製
造
を
許
可
す
る

方
針
を
確
認
し
た
。

前
年
の
十
一
月
、
神
田
仲
町
二
丁
目
半
三
郎
地
借
の
鋳
物
師
・

松
五
郎
よ
り
、
浦
賀
奉
行
浅
野
長
祚
の
指
示
を
受
け
た
与
力
香

山
又
蔵
ほ
か
、
武
家
か
ら
鋳
造
依
頼
の
あ
っ
た
こ
と
が
届
け
出

さ
れ
た
。
浦
賀
奉
行
か
ら
の
発
注
品
は
、
砲
身
の
長
さ
約
三
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
重
量
約
三
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
、
約
一
一
キ

ロ
グ
ラ
ム
も
の
炸
裂
弾
を
撃
ち
出
せ
る
ボ
ン
ベ
ン
砲
（
ボ
ム
カ

ノ
ン
と
も
）
と
呼
ば
れ
る
大
砲
で
あ
っ
た
。

初
め
て
大
砲
鋳
造
の
届
出
を
受
理
し
た
遠
山
は
、
同
役
の
牧

野
成
綱
の
ほ
か
、
老
中
牧
野
忠
雅
、
玉
薬
奉
行
支
配
の
鉄
炮
職

人
ら
へ
諮
問
し
た
上
で
、
対
応
方
法
を
決
定
し
よ
う
と
し
た
。

以
前
よ
り
、
大
砲
は
踏
み
ふ
い
ご
一
挺
で
鋳
造
で
き
る
重
量

で
あ
る
二
〇
〇
貫
目
位
ま
で
は
市
中
で
、
そ
れ
以
上
は
町
中
か

ら
離
れ
た
広
場
で
鋳
造
す
る
こ
と
、
ま
た
鉄
砲
は
原
則
と
し
て
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鉄
砲
職
人
以
外
は
鋳
造
禁
止
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

家
康
以
来
の
由
緒
を
持
つ
と
い
う
鉄
砲
職
人
ら
は
、
猥
り
な

鉄
砲
鋳
造
の
ほ
か
、
鋳
造
技
術
の
伝
播
や
職
人
の
移
動
を
制
限

し
た
慶
長
一
二
年
（
一
六
〇
七
）
の
仰
せ
渡
し
を
挙
げ
、
徳
川

家
康
の
上
意
に
反
す
る
の
で
、
鋳
物
師
に
よ
る
大
砲
・
鉄
砲
の

鋳
造
は
認
め
ら
れ
な
い
と
主
張
し
て
い
た
。

し
か
し
遠
山
は
、
既
に
先
例
が
あ
る
こ
と
に
加
え
、
武
家
が

上
役
に
許
可
を
得
た
上
で
の
理
由
の
立
つ
注
文
で
あ
れ
ば
、
一

般
の
鋳
物
職
人
に
も
許
可
を
与
え
る
方
針
を
固
め
、
老
中
か
ら

も
問
題
な
し
と
の
意
見
を
得
て
幕
府
の
見
解
を
確
定
さ
せ
た
。

→
産
業
篇

57―

788頁
。

富
士
講
の
禁
止
を
再
触

九
月
八
日
文
化
度
の
町
触
か
ら
三
十
有
余
年
、
富
士
講
の
取

り
締
ま
り
が
再
び
触
れ
ら
れ
た
。
近
年
は
江
戸
市
中
の
み
な
ら

ず
、
最
寄
の
国
々
で
も
講
仲
間
が
立
つ
な
ど
富
士
講
の
広
ま
り

は
衰
え
を
見
せ
て
い
な
い
。
今
回
、
従
来
の
講
仲
間
設
立
や
俗

身
分
で
の
行
衣
着
用
、
講
釈
、
護
符
配
付
、
加
持
祈
祷
の
禁
止

に
加
え
、
新
た
に
富
士
講
の
祖
と
い
わ
れ
る
長
谷
川
角
行

か
く
ぎ
ょ
うや
そ

の
教
え
を
伝
え
た
食
行
身
禄

じ
き
ぎ
ょ
う
み
ろ
くの
書
物
の
板
刻
や
伝
来
書
を
没
収

し
、
所
持
を
禁
じ
た
。

ま
た
、
浅
間
社
地
に
あ
る
両
人
の
社
や
入
定

に
ゅ
う
じ
ょ
う伝
説
の
残
る
人

穴
村
入
定
洞
の
石
碑
類
も
撤
去
を
命
じ
、
富
士
浅
間
社
の
師
職

や
講
の
中
心
人
物
に
対
し
て
は
、
祖
父
親
伝
来
の
仕
来
で
あ
る

た
め
今
回
は
罰
せ
ず
、
今
後
は
等
閑
に
す
れ
ば
厳
罰
を
申
し
付

け
る
と
し
た
。
い
ま
や
増
大
し
た
信
者
へ
一
律
に
富
士
講
を
禁

止
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
師
職
や
講
中
に
対
し
、
本
所
相
伝
を

守
り
、
公
儀
の
認
可
を
受
け
た
神
道
や
諸
宗
門
に
よ
る
富
士
信

仰
を
行
う
よ
う
求
め
る
事
で
異
形
の
信
教
の
収
束
を
狙
う
よ
う

だ
。
幕
府
の
策
は
功
を
奏
す
る
だ
ろ
う
か
。
→
産
業
篇

57―

865

頁
。銭
相
場
公
定
を
解
除
、
天
然
の
相
場
に
復
す

十
二
月
二
十
四
日
金
一
両
に
つ
き
銭
六
貫
五
百
文
と
す
る
公

定
相
場
を
停
止
し
、
当
分
の
内
天
然
の
相
場
に
戻
す
と
す
る
町

触
が
出
さ
れ
た
。
天
保
改
革
の
中
で
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）

15



八
月
に
公
定
さ
れ
た
銭
相
場
は
七
年
余
り
で
撤
回
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
近
年
は
市
中
に
銭
が
十
分
回
ら
ず
、
幕
府
に
よ
る

度
重
な
る
銭
払
い
下
げ
に
も
関
わ
ら
ず
改
善
の
兆
し
が
見
え
な

か
っ
た
。
そ
も
そ
も
物
価
引
き
下
げ
を
め
ざ
し
た
政
策
で
あ
っ

た
が
そ
の
効
果
も
現
れ
て
い
な
か
っ
た
。
か
つ
て
水
野
忠
邦
政

権
時
代
に
北
町
奉
行
と
し
て
、
銭
相
場
公
定
化
に
関
与
し
た
現

南
町
奉
行
遠
山
左
衛
門
尉
景
元
氏
は
す
で
に
昨
年
以
来
銭
相
場

の
公
定
解
除
を
主
張
し
て
い
た
。
そ
の
声
を
聞
い
て
み
よ
う
。

そ
も
そ
も
商
人
は
相
場
の
高
下
を
見
計
ら
っ
て
少
し
で
も
利

潤
を
あ
げ
よ
う
と
、
売
り
溜
め
銭
を
両
替
屋
ま
で
持
ち
込
む

わ
け
だ
。
け
れ
ど
も
相
場
が
固
定
さ
れ
て
い
て
は
手
数
料
だ

け
損
に
な
る
勘
定
で
し
ょ
。
一
方
両
替
屋
も
同
様
に
機
を
見

て
商
家
を
回
り
銭
を
買
い
集
め
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
こ
れ

ま
た
相
場
が
動
か
な
い
の
で
は
、
車
力
な
ど
を
雇
っ
た
分
だ

け
赤
字
に
な
る
。
こ
れ
で
は
銭
が
出
回
ら
な
い
の
も
当
然
の

こ
と
で
す
な
。
そ
も
そ
も
、
天
保
十
三
年
の
時
に
は
当
座
の

試
し
と
い
う
こ
と
で
実
行
し
た
銭
相
場
公
定
、
そ
ろ
そ
ろ
見

直
し
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

こ
う
語
る
遠
山
氏
、
こ
の
他
に
も
天
保
改
革
時
代
の
諸
施
策

見
直
し
に
積
極
的
な
発
言
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
諸
問
屋
組
合

停
止
の
復
活
な
ど
に
も
及
ぶ
の
か
、
注
目
が
高
ま
っ
て
い
る
。

→
産
業
篇

57―

889頁
。
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