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六
月
講
演
要
旨な

ぜ
忠
臣
蔵
が
持
て
囃
さ
れ
る

 
 

千

坂  

精

一

歴
史
物
は
取
材
と
史
料
さ
が
し
を
終
え
て
よ
う
や

く
書
き
は
じ
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

私
は
不
器
用
だ
か
ら
、
現
地
に
立
た
な
い
と
イ
メ
ー

ジ
が
わ
い
て
こ
な
い
の
だ
。

む
か
し
は
草
履
ば
き
で
現
地
の
土
の
感
触
を
確
か

め
ら
れ
た
の
だ
が
、
現
在
は
ど
こ
も
舗
装
さ
れ
て
い
る

の
で
足
裏
の
感
触
が
鈍
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

地
形
も
風
景
も
ま
っ
た
く
変
貌
し
て
は
い
て
も
、
頬

を
打
つ
風
や
そ
の
場
の
空
気
に
包
ま
れ
て
い
る
と
遠

い
昔
の
光
景
が
朧
気
な
が
ら
瞼
に
浮
ん
で
く
る
。

こ
の
ご
ろ
は
足
腰
が
萎
え
て
現
地
取
材
が
困
難
に

な
っ
て
し
ま
い
、
蓄
積
し
て
あ
る
取
材
メ
モ
を
頼
り
に

し
て
い
る
の
で
イ
メ
ー
ジ
の
惚
け
が
心
配
で
あ
る
。

史
料
さ
が
し
の
ほ
う
は
各
地
の
図
書
館
や
教
育
委

員
会
、
郷
土
史
家
な
ど
を
訪
ね
歩
け
ば
蒐
集
で
き
る
の

で
杖
を
片
手
で
も
つ
づ
け
ら
れ
る
。

だ
が
、
史
料
で
困
る
の
は
厳
正
中
立
、
客
観
的
な
も

の
が
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

人
が
書
い
た
も
の
だ
か
ら
、
情
が
入
っ
て
ど
ち
ら
か

に
片
寄
る
の
は
仕
方
が
な
い
。

だ
か
ら
、
ひ
と
つ
の
史
料
だ
け
に
頼
る
の
で
は
な
く
、

複
数
さ
が
し
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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な
る
べ
く
多
く
の
史
料
を
蒐
め
て
読
め
ば
読
む
ほ

ど
ぼ
ん
や
り
な
が
ら
全
体
が
み
え
て
く
る
。

そ
れ
ら
を
総
合
し
て
こ
れ
が
も
っ
と
も
真
実
に
近

い
と
思
わ
れ
る
説
を
立
て
る
。

取
材
と
史
料
調
べ
が
す
め
ば
八
割
が
た
は
終
わ
り
、

あ
と
は
書
く
だ
け
で
あ
る
。

あ
る
と
き
、
浅
野
内
匠
頭
の
殿
中
刃
傷
事
件
を
調
べ

て
い
て
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
浅
野
が
吉
良
に
斬
り
か
か
っ
た
と
き
に
浴

び
せ
た
罵
声
で
あ
る
。

記
録
に
よ
れ
ば
、
事
件
発
生
の
と
き
現
場
の
も
っ
と

も
近
く
に
い
て
浅
野
の
刃
傷
沙
汰
を
抱
き
止
め
た
梶

川
與
惣
兵
衛
は
、
そ
の
『
筆
記
』
の
な
か
で
、

『
浅
野
が
「
此
の
間
の
遺
恨
覚
え
た
る
か
」
と
言
っ
て

切
り
つ
け
た
』

と
い
っ
て
お
り
、
当
日
当
番
目
付
と
し
て
浅
野
の
訊

問
に
あ
た
っ
た
多
門
傳
八
郎
は
、
そ
の
『
覚
書
』
の
な

か
で
、

『
浅
野
が
「
私
の
遺
恨
こ
れ
あ
り
、
一
己
の
宿
意
を
以

て
前
後
を
忘
却
つ
か
ま
り
刃
傷
に
及
ん
だ
」
と
答
え
て

い
る
』

と
い
っ
て
い
る
し
、
『
徳
川
實
紀
』
に
は
、

『
「
宿
意
あ
り
」
と
言
い
な
が
ら
小
刀
で
斬
り
か
か
っ

た
』と

記
録
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
、

「
こ
の
間
の
遺
恨
覚
え
た
か
」

「
一
己
の
宿
意
を
も
っ
て
」

「
宿
意
あ
り
」

と
浅
野
が
吉
良
に
恨
み
を
抱
い
て
の
犯
行
で
あ
る

こ
と
に
一
致
し
て
い
る
。

だ
が
、
問
題
は
こ
こ
か
ら
な
の
だ
。

浅
野
が
吉
良
に
か
ね
て
か
ら
恨
み
を
抱
い
て
い
た

の
な
ら
ば
そ
の
こ
と
を
側
近
に
漏
ら
し
て
い
る
に
ち

が
い
な
い
の
だ
が
、
個
人
秘
書
を
兼
ね
て
い
た
少
年
小

姓
頭
の
片
岡
源
五
右
衛
門
さ
え
知
ら
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
の
だ
か
ら
遺
恨
の
実
態
は
不
明
で
あ
る
。

ま
た
、
浅
野
が
切
腹
を
ま
え
に
し
て
田
村
家
の
用
人

に
家
臣
に
伝
え
て
ほ
し
い
と
い
っ
て
、

「
こ
の
段
予
て
知
ら
せ
申
す
べ
く
候
得
共
、
今
日
已
む

を
得
ざ
る
事
に
候
故
知
ら
せ
申
さ
ず
候
。
不
審
に
存
ず

べ
く
候
」

と
遺
言
し
た
と
い
う
の
だ
が
、
「
不
審
に
存
ず
べ
く

候
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
だ
か
ら
な
ん
だ
と
い
う

の
か
意
味
が
ま
っ
た
く
解
ら
な
い
。

こ
う
し
て
み
る
と
お
り
、
浅
野
が
吉
良
に
抱
い
た
遺

恨
は
な
ん
な
の
か
ま
っ
た
く
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。

や
は
り
精
神
錯
乱
に
よ
る
衝
動
的
乱
心
な
の
か
、
あ

る
い
は
本
人
の
い
う
持
病
の
痞(

つ
か
え)
の
発
作
な
の

か
、
想
像
の
域
を
出
ず
に
い
た
と
こ
ろ
あ
る
と
き
ひ
ょ

ん
な
こ
と
か
ら
納
得
の
ゆ
く
原
因
が摑

め
た
。

そ
れ
は
吉
良
が
埋
葬
さ
れ
た
と
い
う
牛
込
築
土
の

久
寶
山
萬
昌
院
を
探
し
に
行
っ
た
と
き
の
こ
と
で
あ

る
。
ま
さ
に
犬
も
歩
け
ば
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
。

萬
昌
院
は
上
高
田
に
移
転
し
て
お
り
、
隣
の
功
運
寺

と
合
併
し
て
萬
昌
院
功
運
寺
と
な
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
そ
の
功
運
寺
の
ほ
う
に
幕
府
の
奏
者
番

永
井
尚
長
の
墓
が
あ
り
、
そ
の
永
井
は
芝
増
上
寺
で
の

四
代
将
軍
家
綱
七
七
日
忌
の
法
要
奉
行
の
と
き
老
中

か
ら
の
奉
書
を
見
せ
ろ
と
せ
が
む
方
丈
口
勤
番
の
内

藤
忠
勝
を
振
り
切
っ
た
た
め
刺
殺
さ
れ
た
と
い
う
。

そ
の
内
藤
忠
勝
は
な
ん
と
浅
野
内
匠
頭
の
母
の
弟

だ
と
突
き
止
め
た
と
き
に
は
思
わ
ず
笑
み
が
零
れ
た
。

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
ら
こ
れ
で
一
件
落
着
と
い

う
と
こ
ろ
な
の
だ
が
、
小
説
や
ド
ラ
マ
と
な
る
と
こ
れ

で
は
読
者
も
観
客
も
つ
い
て
こ
な
い
。

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界
で
は
「
こ
の
間
の
遺
恨
覚
え

た
か
」
や
辞
世
の
歌
を
詠
ん
だ
と
こ
ろ
が
キ
ー
ポ
イ
ン

ト
に
な
る
か
ら
、
遺
恨
の
理
由
を
あ
れ
こ
れ
創
作
し
て

も
っ
と
も
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
仕
組
む
。

そ
こ
が
当
た
る
と
、
見
事
に
勧
善
懲
悪
の
お
涙
頂
戴

も
の
に
昇
華
し
て
ゆ
く
。

歌
舞
伎
に
『
假
名
手
本
忠
臣
蔵
』
と
い
う
演
目
が
あ

る
が
、
不
入
り
の
と
き
に
出
す
狂
言
で
い
つ
上
演
し
て

も
必
ず
当
る
気
付
薬
と
い
わ
れ
て
い
る
。
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自
由
執
筆

い
じ
め
を
な
く
す
方
法三

戸
岡
道
夫

私
は
今
か
ら
数
十
年
前
、
郷
里
（
静
岡
県
）
の
あ
る

小
学
校
で
代
用
教
員
を
や
っ
て
い
た
。
昭
和
二
十
年
か

ら
二
十
一
年
の
二
年
間
で
、
十
八
歳
と
十
九
歳
の
と
き

で
あ
っ
た
。

昭
和
二
十
年
の
三
月
に
旧
制
中
学
校
を
卒
業
し
た

が
、
そ
の
頃
の
小
学
校
で
は
男
の
先
生
は
戦
争
に
行
っ

て
し
ま
っ
て
、
男
性
教
員
が
少
い
。
そ
こ
で
、
中
学
校

を
卒
業
し
た
ぐ
ら
い
で
、
代
用
教
員
と
し
て
小
学
校
の

先
生
に
な
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

中
学
校
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
、
教
育
の
キ
ョ
の
字

も
知
ら
な
い
若
僧
に
、
大
事
な
ク
ラ
ス
は
担
当
さ
せ
ら

れ
な
い
。
そ
こ
で
代
用
教
員
が
担
当
す
る
の
は
大
体
、

三
年
生
か
四
年
生
で
あ
っ
た
。
私
が
担
当
し
た
の
は
三

年
生
の
男
子
組
で
あ
っ
た
。

ち
ょ
う
ど
、
生
意
気
盛
り
、
い
た
ず
ら
盛
り
、
遊
び

盛
り
の
年
頃
で
あ
る
。
勉
強
を
教
え
る
と
い
う
よ
り
も
、

一
緒
に
遊
ん
で
い
る
と
い
う
感
じ
だ
っ
た
。

そ
の
中
に
一
人
、
と
び
き
り
腕
白
で
、
い
た
ず
ら
で
、

ど
う
し
よ
う
も
な
い
生
徒
が
い
た
。
成
績
も
最
低
で
あ

る
。
授
業
中
も
さ
わ
ぎ
ま
く
っ
て
、
手
の
つ
け
よ
う
が

な
い
。
い
く
ら
叱
ら
れ
て
も
、
平
気
で
あ
る
。
生
徒
の

中
の
ガ
キ
大
将
で
あ
る
。
さ
て
、
ど
う
し
た
も
の
か
。

私
は
一
計
を
案
じ
て
、
そ
の
ガ
キ
大
将
を
、
ク
ラ
ス

の
、「

掃
除
部
長
」

に
指
命
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
頃
の
小
学
校
は
、
ク
ラ
ス
に
級
長
、
副
級
長
と

い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
一
番
成
績
の
い
い
者
が
級
長
、

そ
し
て
二
番
目
の
者
が
副
級
長
で
あ
る
。
他
に
「
長
」

と
い
う
字
の
つ
く
者
は
い
な
い
。

私
は
自
分
の
ク
ラ
ス
だ
け
勝
手
に
、
級
長
、
副
級
長

の
他
に
、
掃
除
部
長
、
下
駄
靴
整
理
部
長
、
ガ
ラ
ス
拭

き
部
長
、
黒
板
拭
き
部
長
、
お
花
部
長
な
ど
を
作
っ
た
。

す
る
と
廊
下
の
外
に
散
ら
ば
っ
て
い
た
下
駄
や
靴
が

あ
っ
と
い
う
間
に
、
整
然
と
並
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
散

ら
ば
っ
て
い
る
と
、
下
駄
靴
整
理
部
長
が
す
ぐ
揃
え
る

の
で
あ
る
。
窓
ガ
ラ
ス
も
て
い
ね
い
に
拭
い
て
透
き
通

る
よ
う
に
な
り
、
お
花
部
長
は
自
分
の
家
の
庭
の
花
を

摘
ん
で
き
て
教
室
を
飾
っ
た
の
で
、
い
つ
も
生
き
生
き

し
た
花
が
絶
え
な
か
っ
た
。

で
は
、
掃
除
の
方
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
毎
日
授
業

が
終
る
と
、
十
名
ず
つ
ぐ
ら
い
そ
の
日
の
掃
除
当
番
が

残
っ
て
掃
除
を
始
め
る
の
で
あ
る
。
私
は
職
員
室
に
引

上
げ
て
、
二
十
分
ぐ
ら
い
た
つ
と
そ
の
進
行
状
況
を
見

に
行
く
の
で
あ
る
が
、
い
つ
も
ま
だ
三
分
の
一
ぐ
ら
い

し
か
進
ん
で
お
ら
ず
、
箒
や
バ
ケ
ツ
で
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン

バ
ラ
バ
ラ
の
真
最
中
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
掃
除
部
長
を
決
め
た
そ
の
日
、
二
十
分
ぐ

ら
い
し
て
教
室
に
行
っ
て
み
る
と
、
机
や
椅
子
は
元
の

ま
ま
で
、
し
ん
と
静
ま
り
か
え
っ
て
い
る
。
私
が
、

「
な
ん
だ
、
ま
だ
何
も
や
っ
て
な
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と

言
う
と
、
ガ
キ
大
将
は
、

「
い
え
、
も
う
掃
除
は
終
り
ま
し
た
」

と
言
う
の
で
あ
る
。

「
終
っ
た
？

机
や
椅
子
は
も
と
の
ま
ま
じ
ゃ
な
い

か
」

「
い
え
、
終
っ
て
、
も
と
の
状
態
に
な
っ
た
の
で
す
。

う
そ
だ
と
思
う
の
な
ら
、
埃
な
ど
き
れ
い
に
な
っ
て

い
ま
す
か
ら
、
触
っ
て
み
て
下
さ
い
」

そ
う
言
っ
て
、
机
や
床
の
上
を
撫
ぜ
た
。
私
も
机
や

床
を
指
で
触
っ
て
み
た
。
き
れ
い
に
雑
巾
で
拭
い
て
あ

る
。
掃
除
は
完
全
に
終
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

い
つ
も
の
二
十
分
た
っ
て
の
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン
バ
ラ

バ
ラ
が
、
今
日
は
完
全
に
終
了
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

私
は
驚
い
た
。

そ
の
日
掃
除
が
始
ま
る
と
、
ガ
キ
大
将
は
、

「
今
日
か
ら
俺
が
掃
除
部
長
だ
。
さ
ぼ
る
と
承
知
し
な

い
ぞ
。
は
や
く
、
や
れ
！
」

「
よ
ー
し
、
や
る
ぞ
」
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チ
ャ
ン
チ
ャ
ン
バ
ラ
バ
ラ
な
ど
は
、
す
っ
飛
ん
で
し

ま
っ
て
、
全
員
が
掃
除
に
む
か
っ
て
突
進
し
た
。
か
く

し
て
掃
除
は
完
全
に
終
了
し
た
の
で
あ
る
。

「
掃
除
部
長
、
偉
い
な
」

「
こ
れ
か
ら
も
頑
張
り
ま
す
」

こ
う
し
て
私
の
ク
ラ
ス
は
、
た
ち
ま
ち
全
校
の
中
で
、

一
番
掃
除
の
は
や
い
ク
ラ
ス
と
し
て
有
名
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
機
会
に
、
ガ
キ
大
将
の
成

績
も
少
し
ず
つ
向
上
し
て
い
っ
た
。

最
近
の
学
校
で
は
、
い
じ
め
が
問
題
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
。
そ
の
い
じ
め
に
、
こ
の
ガ
キ
大
将
方
式
が
利

用
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

い
じ
め
が
起
き
て
い
る
ク
ラ
ス
で

（
仲
よ
し
く
ら
ぶ
）

を
作
る
の
で
あ
る
。
そ
の
仲
よ
し
く
ら
ぶ
の
会
長
に
、

い
じ
め
大
将
を
す
る
の
で
あ
る
。

「
今
日
か
ら
俺
が
仲
よ
し
く
ら
ぶ
会
長
だ
。
み
ん
な
仲

よ
く
し
ろ
。
い
じ
め
な
ど
す
る
と
承
知
し
な
い
ぞ
」

「
よ
ー
し
、
仲
よ
く
す
る
ぞ
」

い
じ
め
な
ど
、
す
っ
飛
ん
で
し
ま
う
に
違
い
な
い
。

こ
の
方
法
は
更
に
大
人
の
世
界
に
も
通
用
す
る
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

最
近
さ
わ
が
し
い
暴
力
団
対
策
で
あ
る
。

街
に
暴
力
団
追
放
の
ポ
ス
タ
ー
を
貼
っ
た
り
す
る

よ
り
も
、
街
で

（
道
徳
を
ひ
ろ
め
る
会
）

を
作
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
会
長
に
、
暴
力
団

の
親
分
を
就
任
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
は
、
ガ
キ
大
将
や
い
じ
め
大
将
で
明
瞭
で

あ
る
。
人
生
劇
場
、
仁
侠
道
で
あ
る
。

（
終
）

自
由
執
筆

夏
の
朝
に
想
う

小
田
紘
一
郎

一
、
ま
も
な
く
夏
至(

げ
し)

で
あ
る
。
朝
明
け
る
の

が
一
年
で
一
番
早
く
三
時
半
過
ぎ
頃
に
は
少
し
明
る

く
な
る
。

こ
の
朝
に
つ
い
て
は
、
古
典
に
お
い
て
「
あ
か
つ
き
」
、

「
あ
け
ぼ
の
」
、「
夜
明
」
、「
朝
ぼ
ら
け
」
、「
し
の
の
め
」

等
と
言
っ
た
言
葉
が
あ
り
、
微
妙
に
時
間
の
変
化
と
推

移
を
示
し
て
い
る
。

「
春
は
あ
け
ぼ
の
…
…
」
と
は
枕
草
子
に
描
か
れ
て

い
る
し
、
「
あ
か
つ
き
の
別
れ
」
は
、
源
氏
物
語
の
第

一
〇
巻
「
賢
木
」
の
冒
頭
で
光
源
氏
と
六
条
御
息
所
の

別
れ
を
描
い
て
お
り
、
二
人
は
歌
を
詠
み
合
っ
て
過
去

を
清
算
し
て
い
る
事
で
有
名
で
あ
る
。
こ
の
巻
は
、
名

文
と
名
歌
が
多
く
あ
る
。

「
あ
か
つ
き
の
別
れ
は
い
つ
も
露
け
き
を
こ
は
世
に

知
ら
ぬ
秋
の
空
か
な
」（
光
源
氏
）

「
お
ほ
か
た
の
秋
の
別
れ
も
悲
し
き
に
鳴(

な)

く
音
な

添
え
そ
野
辺
の
松
虫
」（
六
条
御
息
所
）

二
、
若
い
頃
か
ら
朝
早
く
起
き
る
習
慣
が
つ
い
て
い

る
。
家
が
農
家
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
今
は
年

を
と
っ
た
こ
と
も
加
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
大
体
三

時
頃
に
は
目
を
さ
ま
す
。
ま
ず
、
お
茶
を
一
杯
飲
み
な

が
ら
新
聞
に
目
を
通
し
た
後
、
一
～
二
時
間
読
書
を
す

る
。
そ
し
て
狭
い
庭
に
出
て
（
庭
な
ど
と
は
と
て
も
言

え
な
い
狭
い
空
間
な
の
で
東
南
の
道
路
と
言
っ
た
方

が
良
い
）
作
業
を
す
る
。
の
び
た
枝
を
切
り
枯
れ
た

木
々
を
ぬ
き
、
咲
き
終
っ
た
花
を
つ
み
、
水
を
や
り
、

肥
料
を
与
え
消
毒
を
す
る
。
冬
な
ら
道
路
に
落
ち
た
枯

れ
葉
を
集
め
る
。
一
～
二
時
間
あ
っ
と
言
う
間
に
過
ぎ

て
し
ま
う
。
そ
の
後
朝
風
呂
に
入
る
。
若
い
頃
だ
と
近

く
の
雑
木
林
を
ジ
ョ
ギ
ン
グ
し
た
り
、
風
呂
あ
が
り
の

ビ
ー
ル
を
楽
し
ん
だ
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
し

終
え
て
も
時
計
を
見
る
と
ま
だ
七
時
頃
で
あ
り
、
従
っ

て
一
日
が
大
変
長
く
感
じ
て
得
を
し
た
よ
う
に
思
え

る
。
勿
論
、
夜
は
な
る
べ
く
早
く
、
少
な
く
と
も
九
時

に
は
寝
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
省
エ
ネ
生
活
で
あ
る
。



史遊会通信 No.222 (5)                                                                  

三
、
早
朝
は
す
が
す
が
し
く
、
静
か
だ
。
空
気
が
美

味
し
く
、
太
陽
が
緑
を
色
々
に
か
え
て
く
れ
る
。
好
ん

で
落
葉
樹
の
雑
木
を
多
く
植
え
て
い
る
の
で
、
そ
の
変

化
が
楽
し
い
し
花
を
も
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
。
鳥
の
声

も
多
く
、
五
月
の
終
り
に
は
近
く
の
女
子
大
の
森
か
ら

「
か
っ
こ
う
」
の
鳴
き
声
が
聞
こ
え
た
が
、
こ
こ
一
～

二
年
聞
か
な
く
な
っ
た
。
ど
う
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

初
夏
か
ら
盛
夏
に
か
け
て
（
源
氏
物
語
で
言
え
ば
、

「
蛍(

ほ
た
る)

の
巻
」
か
ら
「
常
夏
の
巻
」、
い
わ
ゆ
る

玉
鬘(

た
ま
か
ず
ら)

十
帖
の
中
頃
の
候
）
に
当
る
）
、
何

故
か
白
い
花
が
多
い
。「
み
ず
き
」「
え
ご
」「
み
か
ん
」

「
夏
つ
ば
き
」「
山
ぼ
う
し
」「
く
ち
な
し
」「
サ
ラ
」「
卯

(

う)

の
花
」「
う
つ
ぎ
」「
山
あ
じ
さ
い
」「
夏
ロ
ウ
バ
イ
」

…
…
「
夕
顔
の
花
」
も
ま
た
白
い
。
私
は
雑
木
に
、
妻

は
バ
ラ
、
草
花
に
こ
っ
て
い
る
。
も
っ
と
土
地
が
広
け

れ
ば
と
残
念
で
あ
る
が
、
多
少
な
り
と
も
土
が
あ
る
こ

と
に
感
謝
し
つ
つ
出
来
る
限
り
植
物
を
た
の
し
ん
で

い
る
。
源
氏
物
語
に
も
多
く
の
木
々
が
描
か
れ
て
い
る
。

ま
も
な
く
梅
雨
、
木
々
、
草
花
は
水
を
十
分
す
い
こ

み
成
長
が
著
し
く
、
枝
落
と
し
に
大
変
で
あ
る
。
五
段

ば
さ
み
で
二
階
ま
で
の
び
た
枝
を
落
す
の
に
は
、
な
か

な
か
体
力
が
い
て
い
い
運
動
に
も
な
る
。
梅
雨
が
明
け

る
と
真
夏
、「
さ
る
す
べ
り
」「
き
ょ
う
ち
く
と
う
」「
ノ

ー
ゼ
ン
カ
ズ
ラ
」
「
ハ
イ
ビ
ス
カ
ス
」
等
と
赤
系
統
の

花
が
咲
く
。
春
は
黄
色
の
花
が
多
い
。

四
、
朝
に
対
し
勿
論
夜
が
あ
る
。
夜
に
つ
い
て
最
近

強
く
想
っ
て
い
る
事
は
次
の
二
つ
の
音
楽
で
あ
る
。

一
つ
は
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
「
ト
リ
ス
タ
ン
と
イ
ゾ
ル

デ
」
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
実
に
官
能
的
・
情
熱
的

に
愛(

あ
い)

を
描
い
て
有
名
で
あ
る
が
、
夜
に
対
す
る

賛
歌
が
出
て
く
る
。
主
人
公
ト
リ
ス
タ
ン
は
歌
う
。

「
昼
は
、
虚
言
、
栄
光
、
名
誉
、
努
力
、
利
欲
で
あ
り
、

浮
ん
で
芥
の
よ
う
に
砕
け
て
散
る
ば
か
り
で
あ
っ
て
、

愛
を
分
つ
も
の
に
対
し
、
夜
は
、
永
遠
、
真
実
、
愛
の

歓
び
で
あ
り
愛
を
結
ぶ
も
の
で
あ
る
。
」

そ
の
あ
と
古
今
の
愛
の
二
重
奏
中
、
最
大
の
傑
作
と

言
わ
れ
て
い
る
「
愛
の
二
重
奏
」
（
お
お
降
り
来
よ
、

夏
の
夜
を
、
我
生
き
る
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
よ
…
…
）
が

出
て
く
る
。

又
、
「
ニ
ー
ベ
ル
ン
グ
の
指
輪
」
の
中
に
も
、
男
と

女
の
愛
の
二
重
奏
、
愛
の
陶
酔
が
強
く
描
か
れ
て
い
る

が
、
源
氏
物
語
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
が
あ
る
で
あ
ろ

う
か
と
最
近
よ
く
想
う
よ
う
に
な
っ
た
。
か
か
る
観
点

か
ら
、
源
氏
物
語
の
愛
に
つ
い
て
考
え
つ
つ
全
体
を
読

ん
で
み
る
の
も
面
白
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

二
つ
は
、
マ
ー
ラ
ー
の
交
響
曲
第
七
番
で
あ
る
。
こ

れ
は
副
題
が
「
夜
の
歌
」
と
な
っ
て
お
り
、
第
二
、
第

四
楽
章
に
夜
曲
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
解
説
書
に

よ
れ
ば
九
曲
（
あ
る
い
は
一
〇
曲
）
あ
る
マ
ー
ラ
ー
の

交
響
曲
の
う
ち
第
七
番
は
「
神
秘
的
な
自
然
の
世
界
と

楽
天
的
な
意
志
の
哲
学
を
も
っ
て
い
る
」
と
な
っ
て
い

る
が
、
私
に
は
今
は
ま
だ
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
徐
々
に

理
解
で
き
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
今
後
と
も
楽
し
ん
で

い
き
た
い
。

し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
と
マ
ー

ラ
ー
と
は
、
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
等
々
と
い

わ
ゆ
る
「
後
期
ロ
マ
ン
派
」
を
形
成
す
る
作
曲
家
で
あ

り
、
こ
れ
ら
を
好
ん
で
最
近
聴
く
が
、
な
か
な
か
興
味

が
わ
い
て
い
る
。

五
、
昨
年
の
猛
暑
に
は
、
透
析
の
身
で
か
な
り
こ
た

え
た
が
、
今
年
は
、
食
事
に
気
を
付
け
、
運
動
を
し
つ

つ
体
調
管
理
を
十
分
に
し
な
が
ら
乗
り
切
っ
て
い
き

た
い
と
想
っ
て
い
る
。
な
お
、
透
析
は
、
週
三
回
、
一

回
当
た
り
四
～
五
時
間
を
要
す
る
が
、
こ
の
間
何
も
や

る
こ
と
が
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
「
源
氏
物
語
」
と
「
ク
ラ

シ
ッ
ク
音
楽
」
に
没
頭
で
き
る
こ
と
は
、
よ
く
よ
く
考

え
て
み
れ
ば
実
に
幸
せ
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
い
る
。
今
年
の
夏
で
そ
ん
な
生
活
も
一
〇
年
目
を
迎

え
る
こ
と
に
な
る
。

い
つ
も
の
こ
と
な
が
ら
、
拙
文
、
駄
文
で
誠
に
恐
縮

で
あ
る
。

 
 

（
二
五
・
六
・
一
〇
記
）
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自
由
執
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鬼
の
泣
き
声
を
知
っ
て
い
ま
す
か

…
四
字
熟
語
が
面
白
い
②
…

鯨

游

海

あ
な
た
は
鬼
の
泣
き
声
を
聴
い
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
か
。
四
字
熟
語
は
教
え
て
く
れ
ま
す
。（
左
段
の
①
）
。

昨
今
の
若
者
は
国
語
力
が
落
ち
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
で
は
貴
兄
の
国
語
力
を
計
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

次
の
四
字
熟
語
、
正
解
で
き
る
の
は
幾
つ
？

①

鬼
哭
愁
愁

愁
愁(

し
ゅ
う
し
ゅ
う)

は
誤
り
で

啾
啾(

し
ゅ
う
し
ゅ
う)

が
正
し
い
。
愁
は
㋑
嘆
き
悲
し

む
、㋺

憂
え
る
、㋩

心
配
す
る
、
で
心
が
係
わ
る
の
に

対
し
啾
は
口
か
ら
出
る
音
声
を
表
す
。

従
っ
て
虫
の
泣
く
声
も
啾
啾
と
書
く
。

②

不
倒
不
屈

倒
は
撓(

と
う)

が
正
解
。
撓
と
は

㋑
た

わ
む

、㋺

押
し
曲
げ
る
、㋩
く

じ
く

。
不
撓(

ふ
と

う)

で
く
じ
け
な
い
こ
と
。
こ
れ
正
解
の
方
は
か
な
り
出

来
る
人
。

③

艱
難
心
苦

心
で
は
な
く
辛(

し
ん)

。
つ
い
ウ

ッ
カ
リ
心
が
苦
し
く
な
っ
て
間
違
え
て
し
ま
う
人
が

多
い
。
辛
に
は
ピ
リ
リ
と
辛(

か
ら)

い
、
苦
し
い
、
惨(

む

ご)

い
等
の
意
が
有
る
。
現
代
の
若
者
よ
！
三
浦
雄
一
郎

さ
ん
を
見
る
が
い
い
。
艱
難
辛
苦
の
後
に
歓
喜
が
有
る

こ
と
を
知
る
。

④

眼
光
蛍
蛍

蛍
蛍(

け
い
け
い)

は
誤
り
で
正
し

く
は
炯
炯(

け
い
け
い)

。
光
り
輝
く
さ
ま
。
眼
光
の
鋭

い
さ
ま
と
な
る
。
最
近
は
こ
の
よ
う
な
大
人
物
に
お
め

に
か
か
ら
な
く
な
っ
た
。

な
お
熱
さ
を
表
す烔

(

ど
う)

と
い
う
異
字
が
あ
る
。

⑤

加
治
祈
祷

治(

じ)

は
誤
り
で
持(

じ)

が
正
し

い
。
仏
教
用
語
で
、
加
持
と
は
密
教
の
行
法
に
よ
っ
て

念
じ
る
こ
と
。
病
気
を
直
す
の
で
つ
い
治
の
字
を
使
い

た
く
な
る
。
加
持
も
祈
祷
も
神
仏
に
一
心
に
念
じ
る
こ

と
。⑥

多
士
斉
斉

斉
斉
は
誤
り
で
済
済
が
正
し
い
。

数
が
多
く
盛
ん
な
さ
ま
。
訓(

よ)

み
は
サ
イ
サ
イ
が
呉

音
セ
イ
セ
イ
が
漢
音
で
ど
ち
ら
で
も
可
。
多
士
と
は
有

能
な
人
物
が
沢
山
居
る
こ
と
。

⑦

意
意
諾
諾

意
意
は
誤
り
で
唯
唯
が
正
し
い
。

唯
唯
と
は
「
ハ
イ
ハ
イ
」
と
応
諾
す
る
こ
と
。
主
体
性

が
ま
る
で
な
い
イ
エ
ス
マ
ン
で
組
織
の
中
で
は
馬
鹿

に
さ
れ
よ
う
。
古
代
日
本
人
を
倭
と
称
し
た
の
は
何
を

尋
ね
て
も
主
体
性
が
な
く
応
諾
し
た
か
ら
か
？

⑧

無
我
無
中

無
中
は
誤
り
で
夢
中
が
正
し
い
。

⑨

色
則
是
空

則
で
は
な
く
即
を
用
い
る
。
こ
の

世
の
万
物
は
形
を
持
つ
が
、
そ
れ
は
仮
の
も
の
で
本
質

は
空
虚
で
あ
り
不
変
の
も
の
で
は
無
い
の
意
。
般
若
心

経
に
あ
る
語
。

⑩

三
味
一
体

味
は
誤
り
で
位(

み)

が
正
し
い
。

キ
リ
ス
ト
教
で
父
（
＝
天
の
神
）・
子
（
＝
キ
リ
ス
ト
）
・

聖
霊
の
三
つ
は
本
来
一
体
だ
と
す
る
。
転
じ
て
三
者
が

心
を
一
つ
に
合
わ
せ
る
場
合
に
も
使
う
。

⑪

五
里
夢
中

夢(

む)

は
誤
り
で
霧(

む)

が
正
し

い
。
本
来
は
道
教
の
用
語
で
「
五
里
霧(

ご
り
む)

の
中
」

と
い
う
意
味
。
五
里
四
方
に
霧
を
湧
か
せ
る
秘
術
。
事

情
不
明
で
、
ど
う
し
て
い
い
か
判
ら
な
い
状
態
を
い
う
。

⑫

唯
我
独
存

存
は
誤
り
で
尊(

そ
ん)

が
正
し
い
。

自
分
だ
け
が
優
れ
て
い
る
と
自
負
す
る
こ
と
。
釈
迦
が

生
ま
れ
た
時
「
天
上
天
下(

げ)

唯
我
独
尊
」
と
い
っ
た

と
い
う
。

⑬

起
床
転
結

床
は
誤
り
で
承(

し
ょ
う)

が
正
し

い
。
詩
（
特
に
漢
詩
）
や
文
章
を
作
る
時
の
基
本
的
な

形
。⑭

無
限
地
獄

限
は
誤
り
で
間(

げ
ん)

が
正
し
い
。

仏
教
用
語
で
八
大
地
獄
の
一
。
絶
え
間
な
い
苦
し
み
を

受
け
る
地
獄
の
こ
と
。
意
味
か
ら
は
限
で
も
と
思
う
が
。

⑮

起
死
改
生

改
は
誤
り
で
回(

か
い)

が
正
し
い
。

崩
壊
の
危
機
を
救
っ
て
甦
え
る
こ
と
。
回
復
す
る
回
。

⑯

責
任
転
化

化
は
誤
り
で
嫁(

か)

が
正
し
い
。

転
嫁
と
は
罪
や
責
任
な
ど
を
他
人
に
な
す
り
つ
け
る

こ
と
。
元
来
は
再
度
の
嫁
入
り
の
意
か
ら
こ
の
字
を
用

い
る
。

⑰

乾
坤
一
適

適
は
誤
り
で
擲(

て
き)

が
正
し
い
。

擲
と
は
サ
イ
コ
ロ
を
投
げ
る
こ
と
。
男
が
大
勝
負
を
か
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け
る
時
に
用
い
る
。
天
地
を
ゆ
る
が
す
一
発
勝
負
を
い

う
。⑱

万
場
一
致

万
は
誤
り
で
満
が
正
し
い
。
万
を

使
う
の
は
万
巻
の
書
、
万
病
の
元
、
万
年
平
社
員
、
万

歳
な
ど
。
満
の
方
は
満
杯
、
満
額
、
満
点
、
満
喫
…
…
。

⑲

常
当
手
段

当
は
間
違
い
で
套(

と
う)

が
正
解
。

つ
い
当
を
使
い
た
が
る
の
は
套
の
字
に
慣
れ
が
な
い

か
ら
か
。

⑳

自
己
同
着

同
は
誤
り
で
撞(
ど
う)
が
正
し
い
。

撞
着
と
は
突
き
当
た
る
こ
と
。
自
ら
矛
盾
し
辻
褄
が
合

わ
な
い
こ
と
。
自
家
撞
着
と
も
自
己
矛
盾
と
も
い
う
。

七
月
の
講
演
要
旨 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

太
田
精
一

テ
ー
マ
「
天
羽
英
二
日
記
に
み
る
太
平
洋
戦
争
開
戦

時
の
日
本
と
世
界
情
勢
」

天
羽
英
二
は
、
昭
和
十
六
年
八
月
か
ら
十
月
ま
で
近

衛
内
閣
の
豊
田
外
相
の
も
と
で
外
務
次
官
を
務
め
た
。

わ
ず
か
二
カ
月
で
あ
っ
た
が
、
日
米
戦
を
回
避
し
よ
う

と
努
力
し
た
。

だ
が
、
開
戦
へ
と
向
か
う
時
代
の
潮
流
を
押
し
と
ど

め
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
内
閣
情
報
局
総
裁
に
推
薦
さ
れ
、
一
九
年

七
月
、
緒
方
竹
虎
に
引
き
継
ぐ
ま
で
総
裁
職
を
務
め
た
。

敗
戦
に
よ
っ
て
Ａ
級
戦
犯
と
な
り
、
巣
鴨
の
拘
置
所
に

収
監
さ
れ
、
昭
和
二
十
三
年
釈
放
さ
れ
た
。

三
国
同
盟
締
結
時
の
イ
タ
リ
ア
大
使
で
あ
っ
た
が
、

同
盟
に
は
、
反
対
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
二
か
月
後

に
帰
国
命
令
を
受
け
て
い
る
。

彼
は
、
神
戸
高
商
か
ら
東
京
高
商
に
移
り
、
外
交
官

試
験
に
合
格
、
東
大
卒
の
多
い
外
務
官
僚
の
中
で
、
主

要
な
ポ
ス
ト
を
し
め
、
陽
の
あ
た
る
場
所
を
歩
い
て
き

た
。五

千
枚
に
及
ぶ
膨
大
な
日
記
を
明
治
三
十
九
年
か

ら
昭
和
二
十
三
年
ま
で
書
き
綴
っ
て
い
る
。
そ
の
膨
大

な
資
料
の
中
か
ら
開
戦
時
の
日
本
の
状
況
に
焦
点
を

当
て
話
す
こ
と
に
し
た
い
。

当
時
の
日
本
の
置
か
れ
た
内
外
の
状
勢
を
判
断
し
、

国
益
を
守
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
外
交
努
力
を
払
っ

た
か
を
こ
の
資
料
を
通
し
て
、
明
ら
か
に
し
た
い
。

余
談
に
な
る
が
、
長
男
の
民
雄
氏
は
、
昭
和
四
十
七

～
五
十
年
、
私
が
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
ジ
ェ
ト
ロ
事
務
所
長

の
頃
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
大
使
で
、
大
変
お
世
話
に
な

っ
た
。

☆

七
月
は
会
費
の
納
入
月
で
す
。
半
年
分
九
千
円

を
お
忘
れ
な
く
。

☆

八
月
は
恒
例
に
よ
り
休
会
で
す
。
史
遊
会
通
信

も
お
休
み
に
な
り
ま
す
。

☆

九
月
、
ま
た
お
め
に
か
か
り
ま
し
ょ
う
。
お
身

体
に
気
を
つ
け
、
猛
暑
を
の
り
き
り
ま
し
ょ
う
。

幹
事
か
ら
の
お
知
ら
せ
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ご
存
知
で
す
か

ネ
ッ
ト
で
読
め
る
史
遊
会
通
信

「
史
遊
会
通
信
」
は
原
則
と
し
て
偶
数
ペ
ー
ジ
建

て
で
す
。
今
月
は
少
し
紙
面
に
余
裕
が
あ
り
ま
す
の

で
、
史
遊
会
通
信
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
読
め
る
こ

と
を
紹
介
し
ま
す
。

こ
ん
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

例
の
飲
み
会
の
席
上
の
こ
と
で
す
。
諸
橋
奏
さ
ん

が
「
旧
友
か
ら
ネ
ッ
ト
で
史
遊
会
通
信
を
読
ん
だ

よ
」
と
の
連
絡
が
あ
っ
た
と
嬉
し
そ
う
に
話
を
さ
れ

ま
し
た
。

ま
た
、
森
下
征
二
さ
ん
が
、
あ
す
な
ろ
社
の
『
パ

ビ
ヨ
ン
』
に
「
柳
宗
元
が
抱
い
た
女
｜
私
説
・
河
間

伝
｜
」
を
載
せ
ら
れ
た
時
に
、
河
間
の
こ
と
を
も
う

少
し
知
り
た
く
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
「
河
間
伝
」

と
入
れ
て
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
ら
何

と
、
最
初
に
出
て
き
た
の
が
、
史
遊
会
通
信
二
〇
六

号
に
載
る
森
下
征
二
さ
ん
の
「
柳
宗
元
の
河
間
伝
に

つ
い
て
」
で
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
現
在
で
は
「
史
遊
会
通
信
」
に
記

載
さ
れ
た
み
な
さ
ん
の
「
自
由
執
筆
」
な
ど
は

パ
ソ
コ
ン
で
簡
単
に
読
め
ま
す
。

例
え
ば
、
検
索
ソ
フ
ト
の
グ
ー
グ
ル
に
、
ご

自
分
の
名
前
を
入
れ
て
見
ま
し
ょ
う
。
あ
ま
り

平
凡
な
名
前
で
す
と
、
類
似
の
方
の
記
事
が
沢

山
出
て
き
て
し
ま
い
、
ご
自
分
の
関
連
記
事
を

見
つ
け
る
の
が
大
変
で
す
が
、
名
前
の
他
に
史

遊
会
と
い
れ
る
と
、
た
い
て
い
「
史
遊
会
通
信

の
目
次
」
に
行
き
当
た
り
ま
す
。

そ
こ
に
は
過
去
千
件
以
上
の
記
事
の
タ
イ

ト
ル
が
載
っ
て
い
ま
す
が
、
一
八
〇
号
以
降
の

も
の
な
ら
、
そ
の
号
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
印
刷

形
で
現
わ
れ
ま
す
。
最
近
の
部
分
を
次
に
載
せ

て
置
き
ま
す
。

お
子
様
、
い
や
、
お
孫
さ
ん
に
頼
ん
で
一
緒

に
ご
覧
に
な
っ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

ま
だ
確
か
め
て
い
ま
せ
ん
が
、
電
車
の
中
で

「
ス
マ
ホ
」
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
そ
う
で

す
。念

の
た
め
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ド
レ
ス
を

次
に
載
せ
ま
す
。

http://m
em

bers3.jcom
.hom

e.ne.jp/ar
ai-hiroshi/shiyukai/tsushin.xls
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
新
井
）

218 軽野・軽部　地名考 柴田弘武 2013.03.16

218 清正をめぐる数奇な人々 新井宏 2013.03.16

218 口のみの伝承二百五十年の奇跡 鍋屋次郎 2013.03.16

218 こんなはずではなかった 千坂精一 2013.03.16

218 武則天の光と影(Ⅱ) 中込勝則 2013.03.16

219 考古学における新年代論の諸問題 新井　宏 2013.04.10

219 武則天の光と影(Ⅲ) 中込勝則 2013.04.10

219 怪談 瀧澤　中 2013.04.10

219 古代日本海文化の再認識-潟湖連合勢力と邪馬台国 諸橋奏 2013.04.10

219 東北の鉄縄文・弥生遺物研究から見えてくるもの 中山喬央 2013.04.10

220 『新唐書　杜甫伝』を読む 中込勝則 2013.05.13

220 微生高（びせいこう） 森下征二 2013.05.13

220 カスパ—アルジェの旧市街— 太田精一 2013.05.13

220 江戸時代になる前の数学 佐藤健一 2013.05.13

221 日本太古史と兼農サラリーマン 三戸岡道夫 2013.06.13

221 出雲大社再考（二）　千家本家説の定着 村上邦治 2013.06.13

221 伊冶公呰麻呂事件 平山善之 2013.06.13

221 『東北における大陸文化』 漆原直子 2013.06.13


