
地声寸言  第百五十一回「九月三十日」 

 

九
月
三
〇
日
は
ネ
ッ
ケ
ル
（
政
治
家
・
一
七
三
二
年
）
ズ
ー
デ
ル
マ
ン
（
作
家
・
一
八
五
七
年
）
生
ま

 

サ
イ
ク
ロ
ト
ロ
ン
の
現
場
も
見
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
皆
さ
ん
亡
く
な
ら
れ
て
了
ま
っ
た
が
、
私
に

は
懐
か
し
く
思
い
出
で
あ
る
。 

 

東
京
教
育
大
の
光
学
研
究
所
に
籍
を
置
い
て
い
た
と
記
憶
し
て
い
る
朝
永
先
生
は
、
研
究
所
の
あ
っ
た

新
大
久
保
の
駅
近
く
の
お
で
ん
屋
で
よ
く
酒
を
飲
ん
で
い
て
、
同
じ
く
新
大
久
保
の
公
務
員
宿
舎
に
住
ん

で
い
た
私
は
、
時
に
お
で
ん
屋
で
一
緒
に
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
何
も
知
ら
な
い
私
な
ど
に
も
、
で
き
る

だ
け
理
解
し
う
る
よ
う
な
説
明
を
し
て
く
れ
る
先
生
で
あ
っ
た
。
若
い
学
者
ほ
ど
素
人
に
よ
く
わ
か
ら
な

い
説
明
を
す
る
も
の
だ
と
感
じ
て
い
た
。 

 

と
こ
ろ
が
、
局
議
で
石
原
次
長
に
説
明
を
し
て
い
る
間
に
俄
が
仕
込
み
の
ボ
ロ
が
は
げ
て
し
ま
っ
て
、

科
学
の
好
き
な
石
原
次
長
が
遠
慮
な
く
つ
っ
込
ん
で
来
る
の
に
タ
ジ
タ
ジ
に
な
っ
た
私
は
、
最
后
は
と
に

か
く
朝
永
さ
ん
や
皆
ん
な
が
ど
お
し
て
も
必
要
な
も
の
だ
と
言
い
ま
す
の
で
、
と
答
え
に
な
ら
な
い
答
を

し
て
、
笑
わ
れ
て
、
そ
れ
で
も
認
め
て
貰
っ
た
こ
と
を
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
思
い
出
す
。 

 

原
子
核
と
は
何
ぞ
や
。
予
算
を
認
め
る
と
な
れ
ば
予
算
の
局
議
で
は
、
主
計
局
次
長
の
前
で
、
そ
の
必

要
性
を
力
説
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
朝
永
先
生
に
大
蔵
省
に
お
出
で
を
願
っ
て
、
原
子
核
研

究
所
設
置
の
必
要
性
に
つ
い
て
二
時
間
以
上
に
わ
た
っ
て
メ
モ
を
と
り
な
が
ら
説
明
を
聞
い
た
。 

 
 

義
宮
さ
ま
と
津
軽
華
子
さ
ん
の
結
婚
式
が
載
っ
て
い
る
。 

 
 

東
大
原
子
核
研
究
所
で
日
本
最
大
の
サ
イ
ク
ロ
ト
ロ
ン
試
運
転
に
成
功
（
一
九
五
七
年
） 

 
 

新
生
活
運
動
協
会
発
足
（
一
九
五
五
年
） 

 
 

遺
唐
使
の
廃
止
（
八
九
四
年
） 

 

こ
の
本
に
は
「
歴
史
メ
モ
」
と
し
て 

 

 

し
か
し
、
日
本
の
非
軍
事
化
、
民
主
化
が
狙
い
で
あ
る
占
領
軍
の
財
閥
解
体
は
実
際
に
銀
行
に
手
を
触

れ
ず
、
又
不
徹
底
で
あ
っ
た
の
で
、
財
閥
の
実
質
的
な
再
編
成
が
着
々
と
し
て
行
な
わ
れ
た
。
と
こ
の
本

に
は
書
い
て
あ
る
が
、
も
少
し
勉
強
し
て
実
体
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。 

 

昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
年
）
の
こ
の
日
、
財
闘
解
体
で
三
井
、
三
菱
、
安
田
の
三
本
社
解
散
が
決

定
さ
れ
た
。 

 

「
今
日
の
歴
史
」
と
し
て
、
毛
沢
東
が
中
共
政
府
の
主
席
に
な
っ
た
の
が
今
日
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
。

毛
沢
東
は
抗
日
運
動
の
闘
士
と
し
て
活
躍
し
た
だ
け
で
な
く
、「
持
久
戦
論
」
、「
新
民
主
主
義
論
」
を
著
わ

し
た
理
論
的
指
導
者
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
解
放
区
の
政
策
の
一
致
、
人
民
の
団
結
強
化
に
大
き
な
影

響
を
与
え
、
い
わ
ゆ
る
風
（
学
風
、
党
風
、
文
風
）
整
頓
運
動
も
そ
の
理
論
的
実
践
で
あ
り
、
中
京
の
特

色
と
す
る
一
大
教
育
運
動
の
伝
統
を
き
ず
い
た
と
い
う
。 

 

前
に
も
ち
ょ
っ
と
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
社
会
思
想
社
編
の
「
三
六
五
日
事
典
」
な
る
も
の
が
あ
る
。

そ
の
今
日
三
十
日
の
頁
を
開
い
て
見
て
い
る
。 

こ
の
う
ち
サ
イ
ク
ロ
ト
ロ
ン
に
つ
い
て
は
思
い
出
が
あ
る
。
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
賞
し
た
湯
川
博

士
や
朝
永
、
茅
、
坂
田
と
い
う
お
歴
々
が
原
子
核
研
究
所
の
設
置
の
陳
情
に
来
た
時
、
私
は
文
部
省
予
算

の
担
当
主
計
官
を
し
て
い
た
。 
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れ
た
日
で
あ
り
、
天
野
貞
祐
（
教
育
者
・
一
八
八
四
年
）
、
夢
窓
疎
石
（
僧
侶
・
一
三
五
一
年
）
の
亡
く
な

っ
た
日
で
あ
る
、
と
い
う
。
天
野
先
生
は
私
が
一
高
を
卒
業
し
た
後
、
一
高
の
校
長
と
な
り
、
文
部
大
臣

に
も
な
っ
た
人
で
あ
る
。 

 

戦
後
、
天
野
大
臣
の
発
案
で
小
学
校
の
一
年
生
に
国
語
と
算
数
の
教
科
書
を
無
償
で
支
給
す
る
と
い
う
、

俗
称
お
年
玉
法
を
内
藤
譽
三
郎
初
等
中
学
教
育
局
長
と
協
議
し
て
廃
止
す
る
こ
と
に
し
た
の
は
私
で
あ
る
。 

 

私
は
、
そ
の
代
り
、
準
要
保
護
児
童
・
生
徒
に
は
全
教
科
書
、
後
々
に
は
教
材
費
、
修
学
旅
行
費
、
学

校
給
食
費
、
学
校
安
全
会
の
会
費
な
ど
を
す
べ
て
無
償
に
す
る
こ
と
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
文

教
族
が
騒
い
で
、
教
科
書
無
償
法
案
を
通
す
こ
と
と
な
っ
た
の
は
、
私
と
し
て
は
大
へ
ん
残
念
で
あ
り
、

今
で
も
反
対
し
て
い
る
。 

 
 

「
義
務
教
育
無
償
」
と
い
う
の
は
、
授
業
料
を
払
は
な
い
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
私
は
、
児
童
、

生
徒
一
人
当
た
り
数
千
円
の
負
担
を
父
兄
が
で
き
な
い
わ
け
は
な
い
の
で
、
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
よ
り
、

教
科
書
代
を
施
設
、
備
品
な
ど
の
整
備
に
回
し
た
方
が
い
い
、
金
の
使
い
方
と
し
て
皆
に
小
銭
を
ば
ら
撒

く
よ
う
な
補
助
金
よ
り
は
い
い
、
と
今
で
も
思
っ
て
い
る
。 


