
⑮ や
と
疑
は
し
む
る
も
の
さ
へ
あ
り
綸
聾
は
不
朽
の
盛
事
と
云
ふ
に
斯
く
て

は
筆
を
措
て
軽
ち
剣
落
す
る
も
の
生
ず
べ
し
慨
歎
す
べ
き
こ
と
な
り
。
余

が
多
年
偉
習
質
験
し
た
る
狩
野
家
秘
事
の
彩
色
法
も
今
に
し
て
僻
受
し
置
か

〔き
〕

ず
ば
暮
齢
幾
く
も
な
し
余
の
命
と
共
に
湮
滅
に
蹄
す
べ
し
と
心
付
き
た
り
。

學
校
に
て
は
彩
色
法
の
教
授
も
あ
る
べ
け
れ
ど
も
若
し
許
さ
る
4

な
ら
ば
學

生
の
為
に
狩
野
縮
所
側
来
の
彩
色
法
を
宜
験
偉
授
し
す
べ
て
の
秘
事
を
傾
倒

し
て
吝
ま
ざ
る
べ
し
と
云
ふ
余
は
そ
の
篤
志
に
感
じ
老
人
に
乞
ふ
て
科
外

に
彩
色
法
を
口
授
質
験
せ
し
め
ん
と
て
其
標
本
及
び
口
授
稿
本
を
準
備
中
病

を
得
て
遂
に
起
た
ず
唯
標
本
の
一
部
と
口
授
稿
本
の
自
ら
題
し
て
丹
青
指

南
と
い
へ
る
一
書
を
留
む
る
の
み
幸
に
し
て
口
授
稿
本
は
懇
切
丁
寧
を
極

め
之
を
讀
め
は
恰
も
口
授
面
命
を
受
く
る
の
感
あ
り
。
老
人
逝
い
て
已
に
十

幾
年
此
書
は
筐
底
に
蔵
し
て
人
に
も
示
さ
ゞ
り
し
が
近
時
綸
霊
の
専
家
も

小
學
の
練
磨
を
忽
諸
に
付
す
る
の
流
弊
盆
甚
し
き
を
歎
ず
る
こ
と
切
な
る
が

為
に
今
回
校
友
會
雑
誌
に
付
刊
す
る
こ
と
4

な
せ
り
是
れ
一
に
は
狩
野
家

彩
色
法
の
湮
滅
を
防
ぎ

一
は
聾
家
の
帳
中
に
寄
興
せ
ん
こ
と
を
希
ふ
に
過
ぎ

ざ
る
な
り
。

大
正
十
五
年
一
月

東
京
美
術
學
校
長

東
京
府
美
術
館
開
館

大
正
十
五
年
三
月
、
本
校
の
隣
接
地
に
建
設
中
で
あ
っ
た
東
京
府
美
術
館
が

竣
工
し
た
。
明
治
以
降
、
美
術
界
の
発
展
に
伴
い
、
上
野
公
園
で
開
催
さ
れ
る

展
覧
会
の
数
も
年
々
増
加
し
た
が
、
十
分
な
設
備
は
な
く
、
旧
博
覧
会
五
号
館

や
日
本
美
術
協
会
列
品
館
が
か
ろ
う
じ
て
そ
の
用
を
充
た
し
て
い
た
。
五
号
館

正
木
直
彦

術
館
を
作
ろ
う
と
い
う
動
き

は
美
術
界
に
早
く
か
ら
あ

り
、
大
正
七
年
に
は
美
術
界

代
表
者
の
建
議
案
が
議
会
で
可
決
さ
れ
た
。
建
設
地
に
関
し
て
本
校
敷
地
を
提

供
す
る
計
画
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
は
本
書
第
二
巻

(767
頁
）
に
記
し
た
と
お
り

で
あ
る
。
し
か
し
、
建
設
資
金
等
の
問
題
で
建
設
は
実
現
せ
ず
、
そ
の
た
め
同

十
年
、
東
京
府
で
平
和
記
念
博
覧
会
（
同
十
一
年
開
催
）
計
画
が
持
ち
上
が
っ

た
の
を
機
と
し
て
竹
之
台
茶
話
会
を
は
じ
め
と
す
る
美
術
界
各
方
面
か
ら
改
め

て
新
美
術
館
建
設
促
進
運
動
が
起
こ
っ
た
。
そ
の
折
り
、
九
州
の
炭
鉱
主
で
福

岡
県
若
松
市
会
議
長
の
佐
藤
炭
太
郎
か
ら
百
万
円
の
寄
付
が
あ
り
、
こ
の
義
挙

に
よ
り
漸
く
計
画
が
軌
道
に
乗
り
、
同
十
――一
年
九
月
に
着
工
し
た
。

美
術
館
は
建
築
設
計
監
督
岡
田
信
一
郎
、
工
事
請
負
大
林
組
に
よ
っ
て
約

一

年
半
を
費
し
て
建
設
さ
れ
た
。
岡
田
は
明
治
一――
十
九
年
東
京
帝
国
大
学
工
科
大

学
建
築
科
を
卒
業
し
て
翌
四
十
年
本
校
講
師
、
大
正
十
二
年
十
月
同
教
授
（
建

東京府美術館

は
明
治
二
十
三
年
の
第
三
回

内
国
勧
業
博
覧
会
の
際
に
美

術
館
と
し
て
建
て
ら
れ
た
も

の
で
、
そ
の
後
改
築
さ
れ
、

竹
之
台
陳
列
館
と
改
称
さ

れ
、
美
術
団
体
の
聯
盟
組
織

で
あ
る
竹
之
台
茶
話
会
が
管

理
し
た
。

欧
米
先
進
国
に
倣
っ
て
十

分
な
設
備
を
施
し
た
国
立
美
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大
正
十
五
年
五
月
十
八
日
、
聖
徳
太
子
奉
讚
展
観
覧
の
た
め
京
都
か
ら
会
員

が
上
京
し
た
の
を
機
と
し
て
帝
国
美
術
院
臨
時
会
議
が
本
校
会
議
室
で
開
催
さ

れ
た
。
そ
こ
で
、
完
成
し
た
東
京
府
美
術
館
に
美
術
工
芸
の
陳
列
場
が
整
備
さ

れ
、
聖
徳
太
子
奉
讚
展
工
芸
部
で
力
作
が
展
観
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
帝
展
に
懸

案
の
第
四
部
を
新
設
す
る
問
題
が
話
合
わ
れ
、
時
代
の
要
求
と
し
て
当
然
設
け

る
べ
き
と
さ
れ
た
が
、
文
部
省
側
が
予
算
が
無
く
、
美
術
工
芸
の
会
員
決
定
に

問
題
が
生
じ
る
恐
れ
が
あ
っ
た
た
め
、
一
時
保
留
と
な
り
、
帝
展
第
四
部
実
現
は

ま
た
延
期
と
な
っ
た
。
そ
の
頃
、
津
田
信
夫
と
赤
塚
自
得
が
中
心
と
な
っ
て
新

た
に
日
本
工
芸
美
術
会
が
組
織
さ
れ
、
同
年
六
月
に
創
立
総
会
が
開
か
れ
た
。

⑯ 
築
科
主
任
）
と
な
っ
た
。
講
師
時
代
に
大
阪
市
公
会
堂
の
競
技
設
計
で
一
等
当

選
と
な
っ
て
頭
角
を
顕
わ
し
、
そ
の
後
大
建
築
の
設
計
に
携
わ
り
、
正
木
直
彦

を
は
じ
め
と
し
て
美
術
界
に
多
く
の
友
人
を
持
っ
て
い
た
。
彼
は
こ
の
日
本
で

最
初
の
本
格
的
ギ
ャ
ラ
リ

ー
を
設
計
す
る
に
あ
た
っ
て
美
術
館
と
し
て
の
機
能

を
熟
慮
し
、
陳
列
壁
面
の
確
保
と
採
光
、
通
気
、
美
観
、
エ
費
等
の
諸
条
件
を

充
た
す
独
自
の
プ
ラ
ン
を
立
て
た
。
そ
の
プ
ラ
ン
は
の
ち
に
黒
田
記
念
館
、
本

校
陳
列
館
の
設
計
に
も
応
用
さ
れ
る
。
な
お
、
東
京
府
美
術
館
の
建
築
に
つ
い

て
は
前
野
妻
著
「
む
か
し
む
か
し
、
な
ぜ
上
野
に
ギ
ャ
ラ
リ
ー
が
」
（
『美
術
館

ニ
ュ
ー
ス
』
第
3041307
号
。
昭
和
五
十
一
年
五
月
1
八
月
）
そ
の
他
に
詳
し
い
解
説

美
術
館
の
開
館
式
は
大
正
十
五
年
五
月
一
日
に
挙
行
さ
れ
、
正
木
直
彦
校
長

は
美
術
家
総
代
と
し
て
祝
辞
を
述
べ
た
。
ま
た
、
開
館
祝
賀
の
意
味
で
同
日
か

ら
聖
徳
太
子
奉
讚
美
術
展
究
会
（
公
募
展
）
が
開
催
さ
れ
た
。

日
本
工
芸
美
術
会
の
創
立

が
あ
る
。

日
本
工
芸
美
術
会
創
立
の
経
緯
は
筆
名
「
猿
」
で
高
村
豊
周
が
記
し
た
「
エ

芸
展
う
ら
お
も
て
」

（『エ
芸
時
代
』
創
刊
号
、
大
正
十
五
年
十
二
月、

『高
村
股
周
文

集
』
＞
所
収
）
に
凡
そ
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
四
月
頃
、
帝
展
が
工
芸
室

を
倉
庫
代
り
に
使
用
す
る
と
い
う
話
が
伝
わ
っ
た
た
め
、
若
手
の
工
芸
家
が
エ

芸
室
を
最
も
正
統
な
方
法
で
使
用
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
豊
周
が
渡
辺

素
舟
に
相
談
し
た
。
と
こ
ろ
が
帝
展
の
時
期
に
工
芸
済
々
会
が
工
芸
室
の
借
用

を
申
込
ん
で
あ
る
と
わ
か
り
、
血
の
気
の
多
い
若
手
の
作
家
を
ま
た
嫌
が
ら
せ

た
。
工
芸
済
々
会
は
懐
古
趣
味
、
守
旧
主
義
の
同
人
組
織
で
工
芸
界
に
君
臨
す

る
様
子
が
見
え
る
が
、
そ
れ
よ
り
は
こ
こ
に
新
し
く
全
日
本
的
総
合
的
の
工
芸

団
体
を
作
っ
て
新
旧
東
西
の
別
な
く
良
い
工
芸
品
を
一
般
募
集
し
て
大
展
覧
会

を
開
く
こ
と
に
し
た
な
ら
ば
ど
う
か
、
そ
の
主
動
者
に
は
誰
が
よ
い
か
と
相
談

し
、
豊
周
が
津
田
信
夫
に
あ
た
っ
た
。
津
田
は
若
手
の
運
動
に
非
常
に
同
情
を

持
っ
て
い
て
、
し
か
も
津
田
自
身
は
一
方
の
色
彩
に
偏
る
の
を
好
ま
ず
、
絶
え

ず
大
局
に
眼
を
つ
け
て
大
き
い
工
芸
界
の
流
れ
を
形
作
っ
て
行
こ
う
と
す
る
比

較
的
公
乎
な
立
場
に
あ
る
人
で
あ
っ
た
。
工
芸
済
々
会
か
ら
再
三
入
会
を
勧
め

ら
れ
て
も
断
り
、
若
手
の
研
究
会
に
も
関
係
せ
ず
、
い
つ
も
双
眼
鏡
を
取
っ
て

司
令
塔
に
立
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
で
有
象
無
象
の
動
き
を
眺
め
て
い
た
。
津

田
は
、
そ
の
少
し
前
か
ら
赤
塚
自
得
と
黙
契
が
あ
り
、
豊
周
の
懇
望
と
工
芸
界

の
形
勢
と
に
感
じ
る
所
が
あ
っ
た
の
か
動
き
始
め
、
全
工
芸
界
の
た
め
に
こ
こ

に
新
し
い
集
団
の
必
要
な
る
所
以
を
工
芸
済
々
会
の
中
心
人
物
で
あ
る
香
取
秀

真
、
海
野
清
等
に
話
し
た
と
こ
ろ
、
始
め
は
工
芸
界
の
大
局
よ
り
、
新
し
い
力

の
あ
る
団
体
が
生
れ
て
は
困
る
と
反
対
さ
れ
、
有
耶
無
耶
に
な
り
そ
う
だ

っ

た
。
そ
こ
で
工
芸
済
々
会
と
金
工
の
研
究
会
の
両
方
に
所
属
す
る
北
原
千
鹿
、

佐
々
木
象
堂
、
杉
田
禾
堂
、
山
本
安
暴
が
事
務
を
進
行
さ
せ
、
創
立
相
談
会
の
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