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一
般
に
神
秘
主
義
は
外
、
客
観
に
向
う
眼
を
閉
ず
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
、
内
、
主
観
の
奥
底

に
絶
対
と
の
合
一
を
求
む
る
限
り
、主
観
と
し
て
の
個
体
精
神
に
神
の
内
在
す
る
こ
と
認
め
ざ

る
を
得
ず
、
単
な
る
超
越
神
論
に
対
す
る
内
在
的
汎
神
論
の
傾
向
を
避
け
得
ざ
る
も
の
で
あ

る
。
併
し
個
体
の
独
立
な
る
意
味
を
確
立
し
得
ざ
る
限
り
、
神
の
内
在
す
べ
き
個
体
が
消
滅
し

て
同
時
に
神
は
空
虚
に
帰
す
る
傾
向
を
思
想
的
に
は
免
れ
な
い
。
超
越
に
し
て
内
在
と
い
う

「
反
対
の
一
致
」
は
、
唯
「
不
知
の
知
」
に
委
せ
ら
る
る
限
り
哲
学
的
に
は
無
内
容
に
帰
さ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
哲
学
と
し
て
論
理
的
組
織
主
義
を
も
つ
限
り
弁
証
法
を
要
求
し
乃
至
事
実
上
之
を

適
用
す
る
の
で
あ
る
。
一
般
に
神
秘
主
義
が
西
洋
哲
学
に
於
て
は
実
践
を
離
れ
た
観
想
の
一

方
に
傾
き
、
宗
教
的
要
求
の
満
足
が
現
実
世
界
の
矛
盾
乖
離
を
払
拭
し
た
調
和
統
一
の
立
場

に
求
め
ら
る
る
傾
向
を
多
分
に
有
し
た
結
果
、
現
実
に
即
す
る
行
為
に
由
る
飛
躍
的
統
一
の

実
現
が
十
分
に
重
ん
ぜ
ら
れ
な
か
っ
た
。其
結
果
発
出
論
的
に
絶
対
と
相
対
と
が
連
続
せ
し
め

ら
れ
、
対
立
超
越
が
見
失
わ
れ
て
空
虚
な
内
在
の
み
が
残
る
傾
向
を
伴
う
。
唯
前
に
述
べ
た
ボ

ェ
ー
メ
の
神
秘
主
義
が
（
素
戔
雄
尊
的
な
る
。
実
践
的
な
る
神
、
荒
ぶ
る
神
。
す
さ
ま
じ
き
神
）

斯
か
る
実
践
の
契
機
を
重
ん
じ
、
観
想
的
知
性
な
ら
ぬ
実
践
的
意
志
の
立
場
か
ら
神
秘
思
想

を
発
展
せ
し
め
た
こ
と
は
重
要
な
る
特
例
を
な
す
。
併
し
同
時
に
そ
れ
が
組
織
せ
ら
れ
る
場

合
に
は
自
ら
弁
証
法
を
適
用
す
る
こ
と
も
隠
れ
な
き
事
実
と
言
っ
て
よ
い
。
我
々
の
如
く
、
実

践
に
於
て
主
観
客
観
、
相
対
絶
対
の
対
立
的
統
一
が
必
然
に
実
現
せ
ら
れ
、
選
ば
れ
た
る
少
数

の
人
の
選
ば
れ
た
る
瞬
間
に
の
み
達
せ
ら
れ
る
神
秘
的
直
観
（
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
六
年
間
に
四

度
忘
我
に
入
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
宗
教
の
祖
始
の
啓
示
、ま
た
神
憑
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
）
の

代
り
に
、
何
人
も
体
験
す
る
道
徳
的
実
践
の
自
覚
が
弁
証
法
的
に
発
展
せ
ら
れ
た
も
の
即
ち

哲
学
で
あ
る
と
解
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
、
神
秘
的
方
法
は
哲
学
の
方
法
と
し
て
弁
証
法
に
ま

方
法
を
結
ん
で
い
る
。 

 

建
速
素
戔
雄
尊
が
、
父
神
か
ら
命
ぜ
ら
れ
た
海
原
を
治
め
ら
れ
な
い
で
、個
々
に
於
て
調
和
を

破
っ
て
、
高
天
原
に
姉
の
天
照
大
御
神
を
た
ず
ね
、
神
に
対
す
る
誓
約
に
よ
っ
て
そ
の
清
明
心

が
証
せ
ら
れ
、
勝
さ
び
の
勢
に
よ
っ
て
乱
暴
を
行
わ
れ
、
天
照
大
御
神
の
岩
門
隠
れ
に
よ

っ
て
世
は
暗
闇
と
な
り
、
八
百
万
の
神
々
の
議
会
政
治
と
思
兼
神
の
哲
人
政
治
と
神
に
占

っ
て
の
神
政
政
治
（
こ
こ
に
も
弁
証
法
を
観
る
、
始
め
の
天
照
大
神
の
平
和
が
正
、
素
戔

雄
尊
の
荒
ぶ
る
闇
が
反
、
再
び
よ
り
偉
大
な
る
神
君
民
和
楽
の
高
天
原
が
合
）、
更
に
根
の

国
に
追
放
せ
ら
れ
た
素
戔
雄
尊
の
実
践
努
力
に
よ
っ
て
国
土
開
発
が
行
わ
れ
大
国
主
尊
に

継
承
さ
れ
、
建
雷
鎚
神
と
の
媒
介
に
よ
り
、
大
国
主
尊
は
天
孫
と
同
じ
程
度
の
御
殿
に
お

っ
て
陰
の
政
治
を
、
天
孫
は
天
降
り
ま
し
て
高
天
原
を
地
上
に
為
す
た
め
の
知
し
め
す
陽

の
政
治
を
行
い
給
う
に
い
た
る
。
こ
こ
に
大
い
な
る
弁
証
法
を
観
る
。
高
天
原
に
対
し
て

根
の
国
、
天
照
大
神
に
対
し
て
素
戔
雄
尊
、
そ
し
て
中
つ
国
に
於
け
る
「
日
継
の
皇
孫
」

の
道
、
日
本
こ
そ
弁
証
法
を
行
じ
て
い
る
国
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
漸
次
、
こ
の
田
辺
元
氏

の
「
哲
学
通
論
」
を
読
み
進
む
に
従
っ
て
明
か
に
し
た
い
。 

含
有
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
否
定
す
べ
か
ら
ざ
る
事
で
あ
る
。
と
し
て
い
る
。
が
哲
学

者
の
立
場
に
立
つ
田
辺
氏
は
、
更
に
、 

併
し
そ
れ
は
論
理
が
矛
盾
律
の
支
配
の
下
に
立
つ
分
析
論
理
で
あ
る
限
り
に
於
て
で
あ
り
、

反
省
が
此
論
理
に
依
る
第
一
次
の
反
省
に
止
ま
る
限
り
に
於
て
で
あ
る
。
若
し
此
外
に
前
述

の
第
三
次
の
反
省
の
如
き
も
の
が
な
く
、
そ
の
依
拠
す
る
弁
証
法
的
論
理
の
如
き
も
の
が
無
い

な
ら
ば
、
神
秘
的
方
法
が
哲
学
の
唯
一
の
方
法
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
で

あ
ろ
う
。
併
し
そ
れ
は
同
時
に
反
省
と
し
て
の
哲
学
の
否
定
に
外
な
ら
な
い
。
神
秘
主
義
は
哲

学
に
し
て
哲
学
で
な
い
と
い
わ
れ
る
。
単
な
る
否
定
哲
学
は
哲
学
の
否
定
で
あ
る
。
然
る
に
既

に
プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
の
雄
大
な
る
体
系
が
示
す
如
く
、
神
秘
哲
学
も
哲
学
体
系
と
し
て
組
織
せ
ら

れ
る
場
合
に
は
、
単
に
論
理
を
排
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、
反
対
に
精
緻
な
る
論
理

を
直
観
と
結
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
直
観
と
論
理
と
い
う
端
的
に
相
対

立
す
る
も
の
を
矛
盾
律
以
上
の
立
場
で
絶
対
的
に
統
一
す
る
論
理
に
依
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
即
ち
哲
学
と
し
て
は
再
び
弁
証
法
的
な
る
論
理
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
一
度

弁
証
法
を
承
認
す
る
な
ら
ば
、
神
秘
主
義
が
そ
れ
の
独
立
な
る
意
義
を
承
認
す
る
こ
と
が
出

来
ず
し
て
絶
対
者
に
吸
収
す
る
傾
向
を
免
れ
な
い
個
体
の
、
却
て
絶
対
者
の
実
現
に
必
要
な

る
媒
介
た
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
に
至
る
、と
論
ず
る
。 
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特
に
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
つ
い
て 

  

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
於
て
は
一
者
は
個
体
を
離
れ
て
存
す
る
の
で
な
く
、
却
て
個
体
に
内
在
し
て

個
体
の
本
質
的
活
動
に
統
一
の
原
理
を
与
え
る
根
源
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
而
も
個
体
は
個

体
た
る
こ
と
を
失
い
て
一
者
の
本
源
に
還
る
時
真
の
個
体
と
な
り
、
一
者
は
個
体
の
独
立
対
立

を
媒
介
と
し
て
始
め
て
自
己
を
実
現
す
る
、
と
い
う
如
き
積
極
的
意
義
が
個
体
に
与
え
ら
れ
て

は
居
な
い
の
で
あ
る
。 

そ
の
結
果
個
体
は
一
者
の
本
源
的
統
一
の
低
減
せ
ら
れ
た
消
極
的
不
完
全
の
存
在
と
し
て

一
者
か
ら
流
出
し
た
如
き
趣
を
呈
す
る
に
至
る
。
所
謂
「
流
出
説
（
発
出
論
）
」

E
m

a
n
a

tio
n
s
le

n
re

と
し
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を
解
す
る
解
釈
が
出
る
の
も
其
為
め
で
あ
っ
て
、縦

令
其
解
釈
が
不
十
分
な
る
も
の
な
り
と
す
る
も
、
一
と
多
と
の
対
立
を
媒
介
す
べ
き
論
理
の
欠

如
は
斯
か
る
傾
向
を
誘
致
す
る
こ
と
否
定
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
論
ず
る
。
然
し
、
「
流
出
説
」

は
そ
の
名
の
示
す
が
如
く
、
子
は
母
か
ら
生
ま
れ
、
多
は
一
か
ら
発
出
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
根

元
が
個
に
あ
ら
ず
し
て
絶
対
な
る
一
者
に
あ
る
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
唯
個
を
直
ち

に
一
者
に
参
入
す
る
こ
と
を
止
め
て
個
の
価
値
を
発
揮
し
て
絶
対
者
自
身
を
実
現
す
る
方
向
に

進
む
も
の
で
あ
る
。 

に
絶
対
と
の
合
一
を
求
む
る
限
り
、
主
観
と
し
て
の
個
体
精
神
に
神
の
内
在
す
る
こ
と
認
め

ざ
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を
得
ず
、
単
な
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超
越
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に
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す
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内
在
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汎
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傾
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を
避
け
得
ざ
る
も
の
で

あ
る
。
併
し
個
体
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独
立
な
る
意
味
を
確
立
し
得
ざ
る
限
り
、
神
の
内
在
す
べ
き
個
体
が
消

滅
し
て
同
時
に
神
は
空
虚
に
帰
す
る
傾
向
を
思
想
的
に
は
免
れ
な
い
。
超
越
し
て
内
在
と
い

う
「
反
対
の
一
致
」
は
唯
「
不
知
の
知
」
に
委
せ
ら
る
る
限
り
哲
学
的
に
は
無
内
容
に
帰
さ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
哲
学
と
し
て
論
理
的
阻
止
義
を
も
つ
限
り
弁
証
法
を
要
求
し
乃
至
事
実
上
之

を
適
用
す
る
の
で
あ
る
。
一
般
に
神
秘
主
義
が
西
洋
哲
学
に
於
て
は
実
践
を
離
れ
た
観
想
の

一
方
に
傾
き
、
宗
教
的
要
求
の
満
足
が
現
実
世
界
の
矛
盾
乖
離
を
払
拭
し
た
調
和
統
一
の
立

場
に
求
め
ら
る
る
傾
向
を
多
分
に
有
し
た
結
果
、
現
実
に
即
す
る
行
為
に
由
る
飛
躍
的
統
一

の
立
実
現
が
十
分
に
重
ん
ぜ
ら
れ
な
か
っ
た
。
其
結
果
発
出
論
的
に
絶
対
と
相
対
と
が
連
続

せ
し
め
ら
れ
、
対
立
超
越
が
見
失
わ
れ
て
空
虚
な
内
在
の
み
が
残
る
傾
向
を
伴
う
。
唯
前
に

述
べ
た
ボ
ェ
ー
メ
の
神
秘
主
義
が
（
素
戔
雄
尊
的
な
る
。
実
現
的
な
る
神
、
荒
ぶ
る
神
。
す

さ
ま
じ
き
神
）
斯
か
る
実
践
の
契
機
を
重
ん
じ
、
観
想
的
知
性
な
ら
ぬ
実
践
的
医
師
の
立
場

か
ら
神
秘
思
想
を
発
展
せ
し
め
た
こ
と
は
重
要
な
る
特
例
を
な
す
。
併
し
同
時
に
そ
れ
が
組

織
せ
ら
れ
る
場
合
に
は
自
ら
弁
証
法
を
適
用
す
る
こ
と
も
隠
れ
な
き
事
実
と
言
っ
て
よ
い
。

我
々
の
如
く
、
実
践
に
於
て
主
観
客
観
、
相
対
絶
対
の
対
立
的
統
一
が
必
然
に
実
現
せ
ら
れ
、

選
ば
れ
た
る
少
数
の
人
の
選
ば
れ
た
る
瞬
間
に
の
み
達
せ
ら
れ
る
神
秘
的
直
観
（
プ
ロ
テ
ィ

ノ
ス
は
六
年
間
に
四
度
忘
我
に
入
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
宗
教
の
祖
始
の
啓
示
、
ま
た
神
憑

な
ど
も
考
え
ら
れ
る
）
の
代
り
に
、
何
人
も
体
験
す
る
道
徳
的
実
践
の
自
覚
が
弁
証
法
的
に

発
展
せ
ら
れ
た
も
の
即
ち
哲
学
で
あ
る
と
解
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
、
神
秘
的
方
法
は
哲
学

の
方
法
と
し
て
弁
証
法
に
ま
で
具
体
化
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
結
論
す
と
結
論
す
る

の
が
当
然
で
あ
る
と
、
田
辺
氏
は
神
秘
的
方
法
を
結
ん
で
い
る
。 

 

建
速
素
戔
雄
尊
が
、
父
神
か
ら
命
ぜ
ら
れ
た
海
原
を
治
め
ら
れ
な
い
で
、
個
々
に
於
て
調

和
を
破
っ
て
、
高
天
原
に
姉
の
天
照
大
御
神
を
た
ず
ね
、
神
に
対
す
る
誓
約
に
よ
っ
て
そ
の

清
明
心
が
証
せ
ら
れ
、
勝
さ
び
の
勢
に
よ
っ
て
乱
暴
を
行
わ
れ
、
天
照
大
御
神
の
岩
門
隠
れ

に
よ
っ
て
世
は
暗
闇
と
な
り
、
八
百
万
の
神
々
の
議
会
政
治
と
思
兼
神
の
哲
人
政
治
と
神
に

占
っ
て
の
神
政
政
治
（
こ
こ
に
も
弁
証
法
を
観
る
、
始
め
の
天
照
大
神
の
平
和
が
正
、
素
戔

雄
尊
の
荒
ぶ
る
闇
が
反
、
再
び
よ
り
偉
大
な
る
神
君
民
和
楽
の
高
天
原
が
合
）
、
更
に
根
の
国

に
追
放
せ
ら
れ
た
素
戔
雄
尊
の
実
践
努
力
に
よ
っ
て
国
土
開
発
が
行
わ
れ
大
国
主
尊
に
継

承
さ
れ
、
建
雷
鎚
神
と
の
媒
介
に
よ
り
、
大
国
主
尊
は
天
孫
と
同
じ
程
度
の
御
殿
に
お
っ
て

陰
の
政
治
を
、
天
孫
は
天
降
り
ま
し
て
高
天
原
を
地
上
に
為
す
た
め
の
知
し
め
す
陽
の
政
治

を
行
い
給
う
に
い
た
る
。
こ
こ
に
大
い
な
る
弁
証
法
を
観
る
。
高
天
原
に
対
し
て
根
の
国
、

天
照
大
神
に
対
し
て
素
戔
雄
尊
、
そ
し
て
中
つ
国
に
於
け
る
「
日
継
の
皇
孫
」
の
道
、
日
本

こ
そ
弁
証
法
を
行
じ
て
い
る
国
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
漸
次
、
こ
の
田
辺
元
氏
の
「
哲
学
通
論
」

を
読
み
進
む
に
従
っ
て
明
か
に
し
た
い
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7

5
-
1

8
5

4

）
の
知
的
直
観

in
te

lle
k
tu

e
lle

 

A
n
s
c
h
a

u
n
g

を
経
て
現
代
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
的
直
観in

tu
itio

n
 p

h
ilo

s
o
p

h
iq

u
c

に
至

る
ま
で
、
何
れ
も
反
省
的
思
惟
が
其
分
別
比
量
性
の
故
を
以
て
哲
学
の
方
法
た
る
に
不
充
分
な

る
こ
と
を
理
由
と
し
、
之
を
排
し
て
直
観
の
直
接
把
握
を
哲
学
の
方
法
と
な
さ
ん
と
す
る
点
に
、

遠
く
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
の
知
的
直
観

in
tu

itu
s
 
g

n
o
s
tic

u
s

ク
ザ
ヌ
ス
の
知
的
観
想

V
is

io
 

in
te

lle
c
tu

a
lis

の
流
を
汲
む
神
秘
的
方
法
が
多
分
に
含
ま
れ
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。と

述
べ
、
此
絶
対
が
反
省
に
由
っ
て
思
惟
す
べ
か
ら
ず
、
対
象
を
規
定
す
る
最
普
遍
の
述
語

P
ra

e
d

ic
a

m
e
n
ta

と
し
て
の
範
疇

K
a

te
g

ria
n

に
由
っ
て
規
定
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
て

「
無
」
と
称
せ
ら
れ
る
外
な
き
も
の
な
る
こ
と
は
、
神
秘
主
義
の
主
張
の
通
り
で
あ
る
と
い
わ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
哲
学
が
単
に
客
観
の
認
識
で
な
く
主
観
の
自
覚
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
於

て
、
外
に
向
う
眼
を
閉
じ
て
心
を
内
に
向
わ
し
め
、
心
の
内
奥
に
於
て
絶
対
を
捉
え
ん
と
す
る
こ

と
も
神
秘
的
方
法
の
要
求
に
一
致
す
る
。
主
観
の
自
覚
に
於
て
矛
盾
律
の
分
析
論
理
に
依
る
反

省
を
超
え
る
立
場
で
始
め
て
絶
対
が
捉
え
ら
れ
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
神
秘
的
方
法
の
正
し
き

点
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
斯
る
意
味
に
於
て
神
秘
的
方
法
が
如
何
な
る
哲
学
の
方
法
に
も
必
ず 

併
し
そ
れ
は
論
理
が
矛
盾
律
の
支
配
の
下
に
立
つ
分
析
論
理
で
あ
る
限
り
に
於
て
で
あ
り
、
反

省
が
此
論
理
に
依
る
第
一
次
の
反
省
に
止
ま
る
限
り
に
於
て
で
あ
る
。
若
し
此
外
に
前
述
の
第

三
次
の
反
省
の
如
き
も
の
が
無
い
な
ら
ば
、
神
秘
的
方
法
が
哲
学
の
唯
一
の
方
法
と
な
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
併
し
そ
れ
は
同
時
に
反
省
と
し
て
の
哲
学
の

否
定
に
外
な
ら
な
い
。
神
秘
主
義
は
哲
学
に
し
て
哲
学
で
な
い
と
い
わ
れ
る
。
単
な
る
否
定

哲
学
は
哲
学
の
否
定
で
あ
る
。
然
る
に
既
に
プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
の
雄
大
な
る
体
系
が
示
す
如

く
、
神
秘
哲
学
も
哲
学
体
系
と
し
て
組
織
せ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
単
に
論
理
を
排
す
る
だ
け

で
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、
反
対
に
精
緻
な
る
論
理
を
直
観
と
結
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
は
直
観
と
論
理
と
い
う
端
的
に
相
対
立
す
る
も
の
を
矛
盾
律
以
上
の
立
場
で

絶
対
的
に
統
一
す
る
論
理
に
依
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
一
度
弁
証
法
を
承
認
す

る
な
ら
ば
、
神
秘
主
義
が
そ
れ
の
独
立
な
る
意
義
を
承
認
す
る
こ
と
が
出
来
ず
し
て
絶
対
者

に
吸
収
す
る
傾
向
を
免
れ
な
い
個
体
の
、
却
て
絶
対
者
の
実
現
に
必
要
な
る
媒
介
た
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
る
に
至
る
、
と
論
ず
る
。 

              

プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
の
一
者
は
た
だ
世
界
を
超
越
し
て
存
在
す
る
神
で
は
な
い
。
そ
れ
は
個
物
の
活

動
的
本
質
の
統
一
原
理
と
し
て
飽
く
ま
で
世
界
に
内
在
す
る
の
で
あ
る
。
併
し
単
に
世
界
に
内

在
す
る
の
で
は
な
く
て
同
時
に
之
を
超
え
る
全
体
的
統
一
原
理
と
し
て
超
越
的
で
あ
る
。
而
も

そ
の
超
越
的
一
者
に
至
る
に
は
個
体
の
多
な
る
世
界
を
媒
介
と
す
る
の
で
な
く
て
（
こ
こ
に
問

題
が
あ
っ
て
存
在
論
を
生
み
弁
証
論
を
生
む
。
竹
葉
）
之
を
否
定
し
消
滅
せ
し
む
る
こ
と
に
由
っ

て
す
る
。
即
ち
論
理
を
否
定
し
思
惟
を
超
越
し
、
一
切
の
対
立
の
消
え
る
所
に
直
観
が
成
立
す

る
の
で
あ
る
。此
処
に
神
秘
的
方
法
の
特
色
が
あ
り
、其
の
後
西
洋
哲
学
に
於
て
基
督
教
の
地
盤

に
そ
れ
が
移
植
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
愈
々
宗
教
的
色
彩
を
濃
厚
に
し
て
神
秘
神
学
の
形
を
採
る

に
至
っ
た
所
以
が
あ
る
。 

第
五
世
紀
の
偽
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
書

P
s
e
u
c
o
-
D

io
n
y
s
iu

s

が
神
を
「
名
く
べ
き
名
無
き
輝

け
る
暗
」
と
し
た
。
こ
れ
は
如
何
に
も
老
子
の
「
名
の
名
と
す
べ
き
は
常
の
名
に
非
ず
」
と
言
い
、

「
玄
の
又
玄
」
と
言
え
る
と
こ
ろ
に
似
る
。 

第
九
世
紀
の
ス
コ
ト
ウ
ス
・
エ
リ
（
ウ
）
ゲ
ナ
（Se

c
tu

s
E

ri(u
)g

e
n
a

,8
1

0
-
8

7
7

）
が
、「
造
っ

て
造
ら
れ
ざ
る
神
」
の
底
に
「
造
ら
れ
も
せ
ず
造
り
も
せ
ざ
る
神
」
を
考
え
、
斯
か
る
神
が
矛
盾

を
含
む
も
の
と
し
て
そ
れ
を
思
惟
す
べ
き
範
疇
無
き
こ
と
を
説
い
て
、
唯
不
知
に
於
て
直
接
に
神

と
冥
合
す
る
を
得
る
と
す
る
所
謂
「
否
定
神
学
」
を
大
成
し
た
の
は
、
神
秘
神
学
の
最
初
の
代

表
と
目
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
古
事
記
の
「
成
り
ま
せ
る
神
」
の
底
に
「
成
り
ま
さ
ぬ

神
」
が
考
え
ら
れ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。 

 

斯

く

て

ス

コ

ラ

哲

学

の

隆

盛

期

た

る

第

十

三

世

紀

に

ト

ー

マ

ス

（T
h

o
m

a
s
A

q
u

in
a
s
,1

2
2
5
-7

4

）
の
理
性
主
義
的
な
神
学
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
超
理
性

的
神
秘
的
直
観
に
依
っ
て
の
み
知
ら
る
る
超
対
立
的
の
「
神
其
者
」G

o
tth

e
t

を
、
三
位
一

体
の
神
の
前
に
考
え
て
之
を
「
無
」N

ie
h

s

と
し
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
（E

e
k

ch
a
rt1

2
6
0
-

1
3
2
7

）
日
本
に
於
け
る
神
即
ち
天
照
大
御
神
、
君
・
民
の
三
位
一
体
の
前
の
天
之
御
中
主
神

の
世
界
で
あ
る
。 

更
に
文
芸
復
興
の
初
期
に
其
当
時
の
精
神
に
従
っ
て
個
物
の
内
に
神
の
生
命
を
認
む
る

汎
神
論
的
思
想
を
採
り
つ
つ
、
斯
か
る
個
物
の
多
を
一
に
統
一
す
る
神
が
一
に
し
て
多
な
る

以
上
、
そ
れ
は
無
限
大
に
し
て
無
限
小
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
神
は
「
反
対
の
一
致
」

C
o
in

cid
e
n

tia
 O

p
p
o
sito

ru
m

で
あ
る
。
斯
か
る
矛
盾
を
含
む
神
に
就
い
て
は
肯
定
も
否

定
も
出
来
ぬ
か
ら
、
こ
れ
を
判
断
に
由
っ
て
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
斯
か
る
無
知
の
自
覚

（
所
謂
「
無
知
の
知
」D

o
cta

ig
n

o
ra

n
tia

）
に
於
て
の
み
神
が
現
前
す
る
と
説
い
た
ニ
コ
ラ

ス
・
ク
ザ
ヌ
ス
（N

ico
la

u
s
 C

u
s
a
n

u
s
,1

4
0
1

-6
4

）
。
天
之
御
中
主
神
の
世
界
を
玉
で
表
し

て
い
る
神
道
は
円
球
的
絶
対
界
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
て
は
無
限
小
は
無
限
大
に
連
が
り
、
極

右
は
極
左
と
同
一
で
あ
る
。
第
六
、
第
七…

…

無
限
次
元
の
世
界
で
あ
る
。
始
め
と
す
べ
き

始
め
な
く
、
終
り
と
す
べ
き
終
り
な
き
、
肯
定
と
否
定
と
綾
な
し
て
存
在
し
つ
つ
あ
る
、
そ

の
存
在
を
認
め
な
が
ら
超
え
た
「
無
知
の
知
」
の
世
界
で
あ
る
。 

 

尚
近
世
の
初
に
、
従
来
の
希
臘
哲
学
的
神
秘
主
義
に
於
て
単
に
消
極
的
意
義
を
有
す
る
に

止
ま
っ
た
質
量
に
（
前
述
プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
の
項
参
照
）
積
極
な
る
意
義
を
与
え
、
之
を
神
の

啓
示
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
、
神
の
内
に
あ
っ
て
神
に
対
す
る
否
定
の
原
理
た
る
も
の
と
解

し
、
自
己
の
宗
教
的
体
験
を
基
と
し
て
一
層
基
督
教
的
な
る
神
秘
主
義
を
建
て
た
ボ
ェ
ー
メ

（B
o
h

m
e
,1

5
7
5
-1

6
2
4

）
。
日
本
神
道
に
於
て
は
建
速
素
戔
雄
尊
の
存
在
が
こ
の
意
義
を
も

つ
。 

 

右
の
如
く
、
神
秘
主
義
の
流
は
連
綿
と
し
て
い
つ
の
時
代
に
も
有
力
な
る
代
表
者
を
有
す

る
。 

 

特
に
神
秘
主
義
者
と
呼
ば
れ
て
居
な
い
ば
か
り
で
な
く
理
性
主
義
合
理
主
義
の
代
表
と

普
通
に
考
え
ら
れ
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
如
き
が
、
所
謂
幾
何
学
的
方
法
を
標
榜
し
た
に
拘
ら
ず
、

最
高
の
認
識
を
理
性
以
上
の
直
観
知S

cie
n

tia
 in

tu
iv

a

に
認
め
た
事
は
最
も
注
意
す
べ
き

点
で
あ
る
。 
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で
具
体
化
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
結
論
す
る
の
が
当
然
で
あ
る
と
、田
辺
氏
は
神
秘
的
神

秘
的
方
法
を
結
ん
で
い
る
。 

建
速
素
戔
雄
尊
が
、
父
神
か
ら
命
ぜ
ら
れ
た
海
原
を
治
め
ら
れ
な
い
で
、
個
々
に
於
て
調
和

を
破
っ
て
、
高
天
原
に
姉
の
天
照
大
御
神
を
た
ず
ね
、神
に
対
す
る
誓
約
に
よ
っ
て
そ
の
清
明
心

が
証
せ
ら
れ
、
勝
さ
び
の
勢
に
よ
っ
て
乱
暴
を
行
わ
れ
、
天
照
大
御
神
の
岩
門
隠
れ
に
よ
っ
て
世

は
暗
闇
と
な
り
、
八
百
万
の
神
々
の
議
会
政
治
と
思
兼
神
の
哲
人
政
治
と
神
に
占
っ
て
の
神
政

政
治
（
こ
こ
に
も
弁
証
法
を
観
る
）
に
よ
っ
て
、祭
事
が
行
わ
れ
再
び
天
照
大
御
神
の
出
現
と
な

り
（
こ
こ
に
も
弁
証
法
を
観
る
、
始
め
の
天
照
大
御
神
の
平
和
が
正
、
素
戔
雄
尊
の
荒
ぶ
る
闇

が
反
、
再
び
よ
り
偉
大
な
る
神
君
民
和
楽
の
高
天
原
が
合
）
、
更
に
根
の
国
に
追
放
せ
ら
れ
た

素
戔
雄
尊
の
実
践
努
力
に
よ
っ
て
国
土
開
発
が
行
わ
れ
大
国
主
尊
に
継
承
さ
れ
、
建
雷
鎚
神
と

の
媒
介
に
よ
り
、
大
国
主
尊
は
天
孫
と
同
じ
程
度
の
御
殿
に
よ
っ
て
陰
の
政
治
を
、
天
孫
は
天

降
り
ま
し
て
高
天
原
を
地
上
に
成
す
た
め
の
知
し
め
す
陽
の
政
治
を
行
い
給
う
に
い
た
る
。
こ

こ
に
大
い
な
る
弁
証
法
を
観
る
。高
天
原
に
対
し
て
根
の
国
、
天
照
大
神
に
対
し
て
素
戔
雄
尊
、

そ
し
て
中
津
国
に
於
け
る
「
日
継
の
皇
孫
」
の
道
、
日
本
こ
そ
弁
証
法
を
行
じ
て
い
る
国
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
漸
次
、こ
の
田
辺
元
氏
の
「
哲
学
通
論
」
を
読
み
進
む
に
従
っ
て
明
か
に
し
た
い
。 

               

農
士
道 

 
 

 
          

菅
原 

兵
治 

第
五
章 

農
士
論 

    
 

～
第
二
節 

帰
農
的
安
立
～ 

帰
農 真

に
農
士
の
道
を
行
ぜ
ん
と
欲
せ
ば
、
真
に
帰
農
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
一
体
「
帰
農
」
の
語
に
対

し
て
世
間
一
般
の
解
釈
が
余
り
浅
薄
に
過
ぎ
る
と
思
う
。
明
治
維
新
の
際
は
失
業
武
士
の
転

向
を
意
味
し
て
「
帰
農
」
の
語
が
用
い
ら
れ
、
最
近
は
都
市
失
業
者
の
最
後
の
逃
げ
場
所
と
し

て
農
村
に
帰
る
こ
と
の
意
に
解
さ
れ
、
従
っ
て
此
の
語
に
は
何
等
燃
え
る
よ
う
な
誇
り
も
感
激

も
な
い
。
私
は
こ
の
帰
農
の
語
を
も
つ
と
深
い
精
神
的
の
感
激
に
燃
え
る
内
容
を
有
つ
語
に
し

た
い
と
思
う
。
即
ち
「
帰
農
」
と
は
、
農
に
帰
依
す
る―

―

南
無
帰
依
農
の
意
味
に
解
釈
し
た
い

と
思
う
。
仏
家
で
は
南
無
帰
依
仏
、
南
無
帰
依
法
、
南
無
帰
依
僧
と
唱
え
る
が
、
真
の
帰
農
は

此
の
意
味
に
於
て
「
南
無
帰
依
農
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。然
ら
ざ
れ
ば
、恰
度
曽
我
五
郎
の
鞍

馬
寺
に
於
け
る
生
活
の
如
く
、
身
に
は
法
衣
を
纏
い
、口
に
は
念
仏
を
唱
う
る
も
、
心
は
常
に
父

の
仇
討
ち
の
武
に
あ
っ
た
為
に
、
遂
に
仏
道
に
帰
す
る
を
得
な
か
っ
た
と
同
様
に
、
仮
令
身
は
農

の
姿
を
し
て
い
て
も
、
心
の
農
に
在
ら
ざ
る
の
輩
は
、決
し
て
之
を
「
帰
農
」
な
ど
と
い
う
に
は
当

ら
ぬ
。
か
く
て
現
に
農
に
従
い
つ
つ
其
の
実
未
だ
「
帰
農
」
し
居
ら
ぬ
者
も
、
亦
決
し
て
少
く
は
な

い
こ
と
と
思
う
。 

魂
が
か
か
る
状
態
で
は
、
如
何
に
作
物
栽
培
の
技
術
に
長
け
て
も
、
農
家
経
営
の
手
腕
に
秀

で
て
も
、
亦
農
村
治
教
の
学
を
修
め
て
も
、決
し
て
農
道
的
生
活
の
上
に
安
心
は
得
ら
れ
ま
い
。

私
共
は
先
ず
須
ら
く
農
道
生
活
に
帰
依
し
、
安
立
す
る
処
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
私
は

茲
に
農
道
的
安
立
の
事
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

農
道
的
安
立 

 

「
日
出
で
て
耕
し
、
日
入
り
て
息
う
。
井
を
鑿
っ
て
飲
み
、
田
を
耕
し
て
食
う
。
帝
力
我
に
於
て

何
ぞ
あ
ら
ん
。」 

（
註
）
「
帝
力
我
に
於
て
何
ぞ
あ
ら
ん
」
と
は
決
し
て
帝
力
の
否
定
で
は
な
い
。
洋
々
た
る
江
中

の
魚
が
敢
え
て
其
の
水
を
意
識
せ
ざ
る
と
同
様
、
帝
力
の
無
限
の
王
化
の
中
に
愉
楽
す
る
民
の

太
平
謳
歌
の
声
で
あ
る
。帝
力
が
と
も
す
れ
ば
苛
斂
と
誅
求
と
に
堕
し
て
民
を
苦
し
む
る
こ
と

の
多
い
支
那
の
国
情
に
於
て
特
に
然
り
と
す
る
で
あ
ろ
う
。 
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こ
れ
は
誰
も
が
知
る
如
く
、堯
帝
が
微
服
し
て
農
民
の
状
態
を
視
察
せ
し
時
に
、田
園
の
間
に

老
翁
が
鼓
腹
撃
壌
し
つ
つ
謠
っ
て
い
た
と
い
う
歌
で
あ
る
。
従
来
多
く
の
人
々
は
之
を
見
て
、
例

の
東
洋
の
愚
民
政
策
の
結
果
と
し
て
嗤
う
も
の
す
ら
少
く
な
い
。
然
し
深
慮
す
れ
ば
是
れ
実
に

真
の
帰
農
的
安
立
の
生
活
を
歌
っ
た
も
の
と
見
得
て
限
り
無
き
敬
懐
の
心
に
打
た
れ
る
。
か
よ

う
に
心
静
か
に
「
農
」
の
上
に
安
立
し
て
鼓
腹
撃
壌
し
つ
つ
あ
る
裏
に
、
実
は
位
育
の
功
も
参
賛

の
功
も
お
の
ず
か
ら
に
成
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
此
の
生
活
こ
そ
実
に
已
に
述
べ
た
如
き
帰
農

的
態
度
と
謂
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

世
は
往
々
に
し
て
、
其
の
も
の
に
依
っ
て
安
心
出
来
る
な
ら
帰
し
よ
う
と
い
う
者
が
あ
る
。
然

し
そ
れ
で
は
車
の
後
に
馬
を
繋
ぐ
様
な
も
の
で
何
時
ま
で
経
っ
て
も
彼
岸
に
到
達
し
得
る
も
の

で
は
あ
る
ま
い
。
馬
を
先
頭
に
立
て
て
走
っ
て
見
な
け
れ
ば
車
は
附
い
て
来
ぬ
と
同
様
に
、
先
ず

帰
依
三
昧
に
入
る
に
非
ざ
れ
ば
決
し
て
安
心
の
車
が
其
後
に
着
い
て
来
る
も
の
で
は
な
い
。
此

の
意
味
に
於
て
「
帰
依
」
即
「
安
心
」
で
あ
る
。
或
る
事
に
真
に
帰
依
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

其
事
自
身
安
心
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
「
日
出
で
て
耕
し
、
日
入
り
て
息
う
。
井
を
鑿
っ

て
飲
み
、
田
を
耕
し
て
食
う
。…

…

」
と
い
う
心
境
の
立
命
安
楽
の
生
活
こ
そ
実
に
農
道
的
帰

依
の
生
活
で
あ
ろ
う
。
そ
の
真
箇
農
道
に
対
す
る
帰
依
あ
っ
て
こ
そ
、―

―

換
言
す
れ
ば
真
の

帰
農
的
生
活
に
入
っ
て
こ
そ
、
右
の
如
き
農
道
的
安
心
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
二
宮
尊
徳
の
人
生
観
は
誠
に
敬
仰
に
値
す
る
も
の
が
あ
る
。 

「
翁
曰
く
、
親
の
子
に
於
け
る
、
農
の
田
畑
に
於
け
る
、
我
が
道
に
同
じ
。
親
の
子
を
育
つ
る
、

無
頼
と
な
る
と
雖
も
養
育
料
を
如
何
せ
ん
。
農
の
田
畑
を
作
る
。凶
作
な
れ
ば
肥
代
も
仕
付
料

も
皆
損
な
り
。
夫
れ
此
道
を
行
わ
ん
と
欲
す
る
者
は
此
理
を
学
ぶ
べ
し
。
吾
始
め
て
小
田
原
よ

り
下
野
の
物
井
の
陣
屋
に
到
る
。
己
が
家
を
潰
し
て
四
千
石
の
復
興
一
途
に
身
を
委
ね
た
り
。

是
れ
則
ち
こ
の
理
に
基
け
る
も
の
也
。…

…

余
の
歌
に
『
か
り
の
身
を
元
の
あ
る
じ
に
貸
し
渡

し
、
民
安
か
れ
と
願
う
こ
の
身
ぞ
』
曰
々
」
と
。
こ
の
身
の
一
切
を
元
の
あ
る
じ
に
貸
し
渡
し
て

己
が
志
に
精
進
し
て
こ
そ
、
始
め
て
帰
依
も
安
立
も
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
是
れ
実
に
士

的
生
活
の
第
一
義
で
あ
る
。
農
に
志
す
者
、
苟
く
も
こ
の
境
地
ま
で
腹
を
据
え
て
か
か
る
で
な

け
れ
ば
農
士
の
安
立
は
味
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。此
の
真
に
農
に
立
志
し
、
真
に
農
に
帰
依
し
安

立
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
唯
徒
ら
に
経
営
の
損
得
と
、生
産
技
術
の
巧
拙
と
の
み
に
熱
中
し
た
所

で
、決
し
て
農
民
は
根
本
的
な
る
安
心
と
喜
悦
と
を
得
ら
る
る
も
の
で
は
な
い
。 

 

日
本
自
治
集
団
第
一
回
会
合                        

三
浦 

夏
南 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

令
和
四
年
四
月
三
日
、
熊
野
の
む
す
び
の
里
に
て
日
本
自
治
集
団
の
第
一
回
会
合
が
開
か

れ
ま
し
た
。
現
在
自
治
集
団
に
加
盟
し
て
い
る
団
体
は
四
十
団
体
で
す
が
、
今
回
は
二
十
四
団

体
が
集
ま
り
ま
し
た
。
私
も
ひ
の
心
を
継
ぐ
会
の
代
表
と
し
て
出
席
致
し
ま
し
た
。
会
合
の
内

容
と
し
て
は
、
諸
団
体
の
自
己
紹
介
が
中
心
と
な
り
、
残
っ
た
時
間
で
こ
れ
か
ら
自
治
集
団
と

し
て
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
し
て
い
く
か
を
話
し
ま
し
た
。
様
々
な
業
界
か
ら
自
治
集
団
に

参
加
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
印
象
と
し
て
は
会
社
と
し
て
の
参
加
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

ひ
の
心
を
継
ぐ
会
は
、安
岡
先
生
の
農
士
学
校
、
竹
葉
秀
雄
先
生
の
三
間
村
塾
の
志
を
継
承
し
、

そ
れ
を
さ
ら
に
現
代
的
に
発
展
さ
せ
、
自
治
へ
と
繋
げ
て
い
き
た
い
と
の
旨
を
話
し
ま
し
た
。 

こ
れ
か
ら
何
を
し
て
い
く
か
の
討
議
に
入
っ
て
か
ら
は
、
私
が
第
一
に
挙
手
し
、
資
本
主
義
経

済
に
よ
る
マ
ネ
ー
の
拘
束
か
ら
自
立
す
る
た
め
に
、
先
ず
は
自
治
集
団
に
よ
る
経
済
ブ
ロ
ッ
ク

の
形
成
に
尽
力
す
べ
き
で
あ
る
と
提
言
し
ま
し
た
。
と
り
わ
け
国
家
生
活
の
根
幹
で
あ
り
、
我

が
国
の
伝
統
文
化
の
根
源
で
も
あ
る
農
業
が
資
本
主
義
社
会
下
に
於
い
て
は
大
変
厳
し
い
状

況
に
あ
り
、
真
実
の
農
業
を
取
り
戻
し
、
自
治

の
基
礎
単
位
で
あ
る
共
同
体
を
再
生
す
る
に

は
、
資
本
主
義
社
会
内
で
の
経
済
的
独
立
が
急

務
で
あ
る
と
主
張
致
し
ま
し
た
。 

参
加
者
の
中
に
は
コ
メ
の
流
通
に
携
わ
っ
て

い
る
方
が
居
ら
れ
、
農
が
資
本
主
義
の
流
通
の

中
で
は
原
理
的
に
厳
し
い
状
況
に
あ
り
、
本
来

は
国
が
公
務
員
と
し
て
雇
用
す
べ
き
で
あ
る
と

の
主
張
も
あ
り
、
多
く
の
方
が
先
ず
第
一
に
経

済
ブ
ロ
ッ
ク
の
形
成
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
問
題
意
識
を
持
た
れ
て
い
た
よ
う

で
、
次
回
の
会
合
で
は
具
体
的
に
如
何
な
る
方

法
に
よ
っ
て
、
経
済
的
自
立
を
果
た
す
の
か
の

議
論
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 
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農
に
よ
っ
て
生
活
を
し
な
が
ら
祭
祀
を
行
い
、
祖
孫

一
体
と
な
っ
て
家
族
が
農
の
現
場
で
協
働
し
結
ば
れ

て
、
一
族
、
共
同
体
へ
と
家
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
、

新
た
な
世
界
を
担
う
人
々
を
生
み
育
て
て
行
く
上
で

の
急
務
で
す
が
、
資
本
主
義
社
会
の
構
造
的
問
題
か

ら
、
若
い
人
々
を
帰
農
さ
せ
て
教
育
す
る
こ
と
が
大

変
難
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
い
く
ら
良
い
志
を
持
っ

て
い
て
も
、
お
金
も
な
く
、
機
械
も
な
く
、
家
も
な
く
、

家
族
の
人
数
の
少
な
い
若
い
人
た
ち
が
帰
農
す
る
に

は
巨
大
な
ハ
ー
ド
ル
が
立
ち
ふ
さ
が
っ
て
い
ま
す
。
こ

こ
を
解
決
す
る
に
は
、
自
治
の
志
を
持
っ
た
人
々
の
連

帯
に
よ
る
経
済
ブ
ロ
ッ
ク
形
成
が
ど
う
し
て
も
必
要

で
す
。
次
の
会
合
で
も
、
農
の
現
場
に
於
い
て
竹
葉
先

生
の
三
間
村
塾
の
大
志
を
抱
き
つ
つ
、
日
々
悪
戦
苦
闘
し
て
い
る
経
験
を
以
て
、
若
い
人
間
ら

し
く
鋭
く
忌
憚
の
な
い
意
見
を
ぶ
つ
け
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

次
回
の
会
合
は
五
月
二
十
一
日
大
阪
で
す
。
来
月
の
月
報
で
も
簡
単
に
報
告
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。 

             

 

と
よ
く
も
農
園
だ
よ
り                        

三
浦 

美
恵   

  

 

だ
ん
だ
ん
と
暖
か
く
な
り
、農
作
業
を
し
て
い

る
と
、
日
中
は
汗
を
か
く
日
も
増
え
て
き
ま
し

た
。
作
物
に
と
っ
て
も
ビ
ニ
ー
ル
内
は
高
温
に
な

る
た
め
、
ネ
ギ
に
か
け
て
い
た
ト
ン
ネ
ル
と
、
ア
ス

パ
ラ
ガ
ス
の
内
ハ
ウ
ス
を
巻
い
て
片
づ
け
を
行
い

ま
し
た
。
特
に
ネ
ギ
の
ビ
ニ
ー
ル
ト
ン
ネ
ル
は
今

年
が
初
め
て
だ
っ
た
の
で
、
長
い
ビ
ニ
ー
ル
を
ど
の

よ
う
に
片
づ
け
る
の
が
良
い
か
、
試
行
錯
誤
し
ま

し
た
。
初
め
て
の
事
は
何
事
も
時
間
の
か
か
る
も

の
で
、
途
中
で
ビ
ニ
ー
ル
が
風
に
煽
ら
れ
て
巻
き

づ
ら
く
な
っ
た
り
、
巻
き
取
り
の
芯
が
外
れ
て
し

ま
っ
た
り
と
苦
戦
し
ま
し
た
が
、
段
々
と
要
領
を

掴
み
、
最
後
は
主
人
・
義
弟
・
私
の
三
人
で
上
手

く
役
割
分
担
を
し
て
手
際
よ
く
片
づ
け
を
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
は
、
近
隣
の
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
農
家

の
方
に
教
わ
っ
た
通
り
、
昨
年
よ
り
も
追
肥
の
頻

度
と
量
を
増
や
し
、
そ
の
年
の
最
も
重
要
な
親
株

と
な
る
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
を
育
て
て
い
る
所
で
す
。

虫
や
病
気
が
出
て
い
な
い
か
を
日
々
の
収
穫
中
に

観
察
し
、
昨
年
よ
り
も
質
・
量
と
も
に
良
い
ア
ス
パ

ラ
ガ
ス
を
育
て
た
い
で
す
。 

昨
月
定
植
し
て
い
た
里
芋
は
、
徐
々
に
芽
を
出

し
始
め
て
い
ま
す
。
暖
か
く
な
る
と
同
時
に
次
々

と
芽
を
出
す
里
芋
は
頻
繁
に
様
子
を
見
に
行
き
、

昨
年
同
様
立
派
な
里
芋
を
収
穫
し
よ
う
と
意
気
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込
ん
で
い
ま
す
。 

ま
た
今
月
は
た
び
た
び
家
族
会
議
を
行
い
、
家
族

内
の
序
列
に
つ
い
て
整
理
を
し
ま
し
た
。家
長
を
中
心

と
し
て
そ
の
正
統
血
統
者
で
あ
る
長
男
を
重
ん
じ
る

こ
と
、
以
前
か
ら
目
上
の
人
に
は
敬
語
で
接
し
て
い
た

も
の
を
、
今
後
は
さ
ら
に
年
下
で
あ
っ
て
も
目
上
の
人

に
は
指
導
を
し
な
い
な
ど
、
上
下
の
別
を
よ
り
厳
格

化
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
以
前
か
ら
異
端
邪
説
が
入
り

込
み
や
す
い
テ
レ
ビ
・
洋
楽
は
撤
廃
を
し
て
い
ま
し
た

が
、
「
疲
れ
た
」
等
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
言
葉
は
、
「
充
実

感
が
あ
っ
た
」
な
ど
の
明
る
い
言
葉
に
言
い
換
え
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。
加
え
て
服
装
も
正
し
て
い
く
べ
く
、

参
拝
時
の
着
物
、
農
作
業
着
、
日
常
着
、
寝
間
着
の
和

服
へ
の
移
行
を
話
し
合
い
ま
し
た
。
経
済
的
な
問
題

や
機
能
性
の
問
題
も
あ
り
、
一
度
に
全
て
を
変
え
て

い
く
の
は
難
し
い
で
す
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
た

り
、
着
物
屋
さ
ん
や
祖
母
に
相
談
し
た
り
し
て
、
徐
々

に
移
行
し
て
い
く
予
定
で
す
。
今
後
は
礼
儀
を
重
ん

じ
て
、
食
事
や
参
拝
、
立
ち
居
振
る
舞
い
も
正
し
て
い

こ
う
と
計
画
し
て
い
ま
す
。 

最
初
は
大
人
四
人
か
ら
始
ま
っ
た
三
浦
家
で
し
た

が
、
今
で
は
子
供
と
大
人
の
数
が
同
じ
八
人
に
ま
で

増
え
ま
し
た
。
日
々
の
学
問
だ
け
で
は
な
く
、
日
常
生

活
全
般
を
整
え
て
い
く
こ
と
で
、
八
人
全
員
の
身
が

修
ま
っ
て
き
て
い
る
の
を
感
じ
ま
す
。
『
大
学
』
に
あ
る

「
至
善
に
止
ま
る
」
と
は
、
あ
る
程
度
良
い
状
態
で
あ
り
続
け
る
の
で
は
な
く
、
現
状
に
満
足
せ

ず
に
常
に
完
全
で
あ
ろ
う
と
努
め
る
こ
と
だ
そ
う
で
す
。
形
を
正
し
て
、
常
に
よ
り
よ
い
「
と
よ

く
も
農
園
」
で
あ
る
べ
く
、
今
日
も
謹
ん
で
自
分
の
責
務
を
全
う
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

★
今
後
の
予
定 

 
 

先
月
に
引
き
続
き
個
別
で
の
勉
強
会
の
対
応
を
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。ご
希
望
の
方 

は
事
務
局
ま
で
お
電
話
く
だ
さ
い
。 

 ★
一
燈
照
偶 

万
燈
照
国 

 
 

ひ
の
心
を
継
ぐ
会
は
竹
葉
秀
雄
・
近
藤
美
佐
子
両
先
生
の
精
神
を
継
承
し
、
発
展
さ

せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
生
ま
れ
た
会
で
す
。一
人
の
「
ひ
」
の
精
神
が
周
囲
の
人
々
の

心
に
「
ひ
」
を
燈
し
、
や
が
て
そ
れ
が
国
を
照
ら
す
「
ひ
」
に
な
る
こ
と
を
願
い
、
活
動
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。
皆
様
に
は
何
卒
ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
宜
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

★
年
会
費 

一
般
会
員 

    
   

三
千
円 

賛
助
会
員 

    
   

一
万
円 

特
別
賛
助
会
員 

   

三
万
円 

支
援
会
員 

 
 
 

一
万
円 


