
地声寸言  第六十一回「三月二十五日は何か」 

 

ガ
ス
燈
も
記
憶
が
あ
る
。
エ
ジ
ソ
ン
が
発
明
し
た
と
い
う
白
熱
燈
も
今
や
使
わ
れ
な
く
な
り
、
つ
い
に
生

産
も
ス
ト
ッ
プ
に
な
る
と
い
う
新
聞
記
事
を
先
だ
っ
て
見
た
。
科
学
の
進
歩
は
と
ど
ま
る
こ
と
を
知
ら
な
い

な
、
と
い
ま
さ
ら
思
う
。 
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た
ま
た
ま
今
日
は
三
月
二
十
五
日
で
あ
る
。
地
声
寸
言
の
テ
ー
マ
を
思
い
悩
ん
で
い
た
ら
、
本
棚
に
「
三

六
五
日
事
典
」
（
社
会
思
想
社
編
）
が
眼
に
つ
い
た
。
副
題
に
「
今
日
は
ど
ん
な
日
か
」
と
書
か
れ
て
い
る

よ
う
に
、
一
年
三
六
五
日
の
そ
れ
ぞ
れ
の
日
に
日
本
で
何
が
起
っ
た
か
、
を
記
し
て
い
る
と
い
う
珍
し
い
本

で
あ
る
。 

 

そ
れ
を
タ
ネ
に
し
て
「
一
回
分
」
を
埋
め
て
み
た
。 

 

と
こ
ろ
で
、
三
月
二
十
五
日
に
は
何
が
あ
っ
た
か
、
で
あ
る
。 

「
二
条
良
基
・
莬
玖
波
集

つ

く

ば

し

ゅ

う

」
（
延
文
元
年
一
三
五
六
年
）
三
月
二
十
五
日
、
関
白
二
条
良
基
は
救
済

ぐ

さ

い

の
助

力
を
か
り
て
莬
玖
波
集
と
い
う
連
歌
集
を
編
ん
だ
。
翌
年
に
は
連
歌
集
と
し
て
は
初
め
て
勅
撰
に
准
ぜ
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
、
後
世
、
斯
界
で
最
も
権
威
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
詠
者
に
は
公
家
ば
か
り
で
な
く
足
利

尊
氏
・
義
詮
・
道
誉
ら
武
家
も
多
い
。 

 

「
は
じ
め
て
電
燈
と
も
る
」 

 

明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
年
）
の
こ
の
日
の
夜
、
電
信
中
央
局
で
海
外
通
信
を
行
う
開
業
祝
賀
会
が
工
部

大
学
校
で
開
か
れ
た
が
、
宴
な
か
ば
会
場
の
明
か
り
が
消
さ
れ
、
米
人
の
指
導
で
五
〇
個
の
ア
ー
ク
燈
が
点

じ
ら
れ
た
。
わ
ず
か
十
五
分
間
位
の
点
燈
時
間
で
あ
っ
た
が
、
石
油
ラ
ン
プ
や
ガ
ス
燈
し
か
知
ら
な
い
人
々

は
感
激
し
て
拍
手
を
し
た
。
以
後
こ
の
日
を
記
念
し
て
電
気
記
念
日
と
し
た
。 

 

四
年
後
に
は
、
東
京
電
燈
会
社
が
創
立
さ
れ
、
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
年
）
に
は
、
皇
居
、
参
謀
本
部
、

鹿
鳴
鉱
な
ど
に
送
電
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

私
は
、
電
気
記
念
日
と
い
う
の
を
開
い
た
こ
と
も
な
い
か
ら
、
か
な
り
前
か
ら
言
わ
れ
な
く
な
っ
た
の
で

は
な
い
か
。 

 

大
正
生
ま
れ
の
私
は
、
街
の
角
に
立
っ
て
い
た
ア
ー
ク
燈
を
知
っ
て
い
る
し
、
又
、
石
油
ラ
ン
プ
は
自
宅

で
も
使
っ
て
い
た
の
で
、
子
供
の
時
手
入
れ
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
新
聞
紙
で
ラ
ン
プ
の
ス
ス

が
綺
麗
に
拭
き
と
れ
る
の
で
あ
る
が
、
薄
い
ラ
ン
プ
の
ホ
ヤ
を
壊
し
て
叱
ら
れ
た
こ
と
も
覚
え
て
い
る
。 

 

長
じ
て
電
燈
の
な
い
と
こ
ろ
で
暮
し
た
記
憶
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
戦
後
ソ
連
に
抑
留
さ
れ
た
時
、
収

容
所
は
十
二
時
で
電
燈
が
消
え
た
。
あ
と
は
ど
う
し
た
か
。
細
か
く
割
っ
た
白
樺
の
枝
を
ペ
ー
チ
カ
の
火
で

と
も
し
て
便
所
に
通
っ
た
り
し
た
。 

 

も
う
一
つ
は
、
そ
れ
よ
り
前
、
中
支
は
湖
南
省
の
咸
興
と
い
う
田
舎
の
小
都
市
の
旅
団
司
令
部
に
勤
務
し

て
い
た
時
で
あ
る
。
発
電
所
が
米
軍
の
空
爆
で
破
壊
さ
れ
て
、
電
気
が
ス
ト
ッ
プ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
本

を
読
む
時
、
石
油
ラ
ン
プ
の
光
に
頼
っ
て
い
た
が
、
手
を
カ
ヤ
の
外
に
出
し
て
い
た
の
で
、
マ
ラ
リ
ア
蚊
に

さ
さ
れ
、
三
日
熱
、
四
日
熱
と
酷
い
眼
に
あ
っ
た
。
飲
む
キ
ニ
ー
ネ
の
せ
い
で
食
事
が
喉
を
通
ら
な
く
な
り
、

一
週
間
で
一
〇
キ
ロ
も
痩
せ
、
旅
団
長
に
「
ユ
ー
レ
イ
」
と
呼
ば
れ
る
程
に
な
っ
た
思
い
出
が
あ
る
。
そ
の

旅
団
長
は
中
将
に
昇
進
し
て
師
団
長
に
な
り
広
島
に
赴
任
し
た
と
聞
い
た
。
八
月
六
日
の
原
爆
に
遭
っ
た
の

か
、
お
気
の
毒
で
あ
る
。 

  

「
川
島
芳
子
」 

1 
 

 

東
洋
の
マ
タ
ハ
リ
と
言
わ
れ
た
川
島
芳
子
は
戦
後
、
国
民
政
府
に
よ
り
北
京
で
戦
犯
と
し
て
処
刑
さ
れ
た
。
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清
朝
粛
親
王
の
第
十
四
王
女
（
中
国
名
愛
親
覺
羅
顯
シ
）
と
し
て
生
れ
た
彼
女
は
満
州
浪
人
川
島
浪
速
の
養

女
と
な
っ
て
い
た
が
、
長
じ
て
軍
装
を
し
、
か
の
有
名
な
マ
タ
ハ
リ
に
似
た
活
躍
を
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い

た
が
、
戦
後
、
中
国
人
と
し
て
日
本
軍
に
協
力
し
た
か
ど
を
も
っ
て
軍
事
法
廷
で
漢
奸
（
ス
パ
イ
）
と
さ
れ
、

こ
の
日
に
北
京
で
銃
殺
さ
れ
た
と
い
う
。 

 

私
の
亡
く
な
っ
た
妻
の
父
親
が
当
時
北
京
で
在
留
邦
人
の
世
話
役
を
し
て
い
た
が
、
処
刑
さ
れ
た
川
島
芳

子
の
引
受
人
の
一
人
で
あ
っ
た
と
い
う
。
芳
子
が
死
ぬ
ま
で
着
て
い
た
と
い
う
コ
ー
ト
を
一
着
形
見
と
し
て

貰
い
、
そ
れ
を
亡
妻
が
着
て
内
地
へ
引
き
揚
げ
て
き
た
こ
と
は
良
く
知
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
今
は
多
分

な
く
な
っ
た
と
思
う
。
あ
れ
ば
、
私
の
友
人
穂
刈
氏
が
長
野
に
作
っ
た
「
川
島
芳
子
記
念
館
」
に
進
呈
し
た

い
と
思
っ
て
い
た
。 

 

女
ス
パ
イ
と
言
え
ば
、
戦
前
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
映
画
に
「
間
諜
Ｘ
二
七
号
」
と
い
う
女
ス
パ
イ
も
の
が
あ
っ

た
。
マ
レ
ー
ネ
・
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
が
そ
れ
で
、
彼
女
の
黒
い
マ
ス
ク
の
下
の
笑
い
顔
が
本
当
に
素
晴
ら
し

く
晝
は
幻
、
夜
は
夢
と
な
っ
て
中
学
生
の
私
を
悩
ま
し
た
こ
と
が
、
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
戦

後
、
彼
女
が
来
日
し
た
際
、
高
い
入
場
料
で
見
に
行
き
、
歌
も
聞
い
た
が
、
百
万
ド
ル
の
脚
も
今
は
衰
え
て
、

若
い
時
の
夢
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
置
く
べ
き
だ
っ
た
な
、
と
今
さ
ら
な
が
ら
思
う
ば
か
り
で
あ
っ
た
。 

 

「
誕
生
」 

 

ト
ス
カ
ニ
ー
ニ
、
タ
ク
ト
な
し
で
と
っ
て
も
ス
タ
イ
ル
の
い
い
指
揮
者
は
一
八
六
七
年
。
樋
口
一
葉
は
一

八
七
二
年
（
明
治
五
年
）
。 

 

一
葉
の
「
た
け
く
ら
べ
」
、「
大
つ
ご
も
り
」
、「
十
三
夜
」
な
ど
を
初
め
て
読
ん
だ
の
は
小
説
に
耽
溺
し
て

い
た
一
高
在
学
中
で
あ
っ
た
。
こ
ん
な
素
晴
ら
し
い
文
章
を
遺
し
た
彼
女
が
僅
か
二
十
五
年
で
短
い
生
涯
を

閉
じ
た
と
い
う
こ
と
も
驚
き
で
あ
っ
た
。
た
け
く
ら
べ
の
出
だ
し
の
「
見
返
れ
ば
大
門
の
柳
い
と
長
く
・
・
・
」

と
い
う
く
だ
り
は
か
つ
て
吉
原
の
松
葉
家
で
一
緒
に
食
事
を
し
た
久
保
田
万
太
郎
さ
ん
も
愛
唱
さ
れ
て
い

て
、
こ
れ
と
泉
鏡
花
の
歌
行
燈
の
中
の
一
句
「
月
は
格
子
に
あ
る
も
の
を
桑
名
の
妓
者
を
宵
寝
を
見
え
る
」

を
口
ず
さ
ん
だ
ら
、
先
生
た
ち
ま
ち
上
機
嫌
に
な
ら
れ
て
、
た
け
く
ら
べ
と
歌
行
燈
を
今
私
は
大
学
で
教
え

て
い
る
ん
で
す
よ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

戦
後
、
私
は
ソ
連
抑
留
か
ら
引
き
揚
げ
て
間
も
な
く
下
京
税
務
署
長
に
赴
任
し
た
。
管
内
に
島
原
が
あ
っ

て
、
十
三
年
ぶ
り
か
に
大
夫
の
道
中
が
復
活
し
た
。
御
案
内
を
受
け
て
く
ぐ
っ
た
大
門
に
植
え
ら
れ
た
見
返

り
柳
を
見
て
、
ふ
と
た
け
く
ら
べ
の
一
節
を
思
い
出
し
た
。
今
は
も
う
六
十
年
の
昔
で
あ
る
。
角
屋
と
と
も

に
有
名
な
輪
違
屋
の
妓
糸
里
の
こ
と
を
描
い
た
浅
田
次
郎
の
小
説
を
読
ん
だ
（
「
輪
違
屋
糸
里
」
）
。 

 

誕
生
は
右
の
二
人
の
ほ
か
、
蒲
原
有
明
（
詩
人
・
一
八
七
六
年
）
、
バ
ル
ト
ー
ク
（
作
曲
家
・
一
八
八
一

年
）
。 

逝
者
し
た
人
。
蓮
如
（
僧
侶
・
一
四
九
八
年
）
、
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
（
詩
人
・
一
八
〇
二
年
）
、
青
木
繁
（
画

家
・
一
九
一
一
年
）
、
ロ
イ
ト
・
ジ
ョ
ー
ジ
（
政
治
家
・
一
九
四
五
年
）
、
眞
山
青
果
（
劇
作
家
・
一
九
四
八

年
）
。 

 

眞
山
青
果
は
小
栗
風
葉
の
弟
子
と
な
る
な
ど
作
家
を
志
し
た
が
、
新
派
の
喜
多
村
緑
郎
に
勧
め
ら
れ
て
新

派
の
見
習
作
者
と
な
っ
た
の
が
振
出
し
で
、
一
葉
の
「
た
け
く
ら
べ
」
な
ど
の
脚
色
で
名
を
挙
げ
た
が
、
後
、

数
々
の
歴
史
劇
に
取
り
組
み
、
固
到
な
史
実
考
証
の
上
に
立
っ
て
「
元
禄
忠
臣
蔵
」
な
ど
の
名
作
を
遺
し
た

が
、
西
鶴
学
者
と
し
て
も
一
権
威
で
あ
っ
た
。 

 

ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
第
一
次
世
界
大
戦
に
つ
い
て
記
し
た
大
著
を
大
学
在
学
中
長
い
こ
と
か
か
っ
て
原

書
で
読
み
終
え
た
こ
と
を
思
い
出
す
。 

 

同
じ
月
日
に
こ
う
し
た
い
ろ
い
ろ
な
出
来
事
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
何
か
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
か
、
と
考
え

る
と
、
ど
う
も
、
そ
う
と
も
思
え
な
い
が
、
読
者
諸
賢
は
ど
う
思
わ
れ
る
か
。 

 


