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サ
イ
バ
ー
ネ
ッ
ト
で
炎
上
す
る

「
新
し
い
領
解
文
」
の
行
く
末

当
寺
は
夕
方
の
四
時
に
閉
門
す
る
決
ま
り
に
な
っ
て

い
る
。
梵
鍾
を
合
図
に
、
境
内
三
箇
所
の
門
を
一
斉

に
閉
門
す
る
。
夕
方
の
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
で
あ
る
。

閉
門
後
は
比
較
的
自
由
に
な
る
為
、
街
へ
出
て
買
い

物
を
す
る
事
が
よ
く
あ
る
。
商
店
街
を
颯
爽
と
歩
く

若
者
、
横
断
歩
道
を
賑
や
か
に
渡
る
外
国
人
、
繁
華

街
で
飲
食
を
楽
し
む
社
会
人
、
街
に
来
る
人
は
一
年

前
と
比
べ
格
段
に
増
え
て
い
る
。
し
か
も
皆
笑
顔
で

あ
る
。
人
間
と
ウ
イ
ル
ス
の
関
わ
り
は
「W

ith 

コ
ロ

ナ
」
ど
こ
ろ
か
「Forgotten

（
忘
れ
去
れ
た
）
コ

ロ
ナ
」
に
な
る
の
で
は
と
思
う
く
ら
い
の
あ
っ
け
な

い
形
で
幕
を
閉
じ
つ
つ
あ
る
。

一
方
で
幕
が
上
が
っ
た
ま
ま
一
向
に
下
り
て
こ
な
い

ロ
シ
ア
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
を
見
る
限
り
、
結
局
の
と

こ
ろ
人
間
が
直
面
し
て
い
る
最
大
の
敵
は
ウ
イ
ル
ス

で
は
な
く
人
間
自
身
な
の
だ
と
い
う
結
論
に
至
る
。

こ
の
紛
争
は
国
家
間
の
対
立
や
地
政
学
的
な
利
害
の

衝
突
が
原
因
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
人
間
の
欲

望
、
野
心
、
誤
解
が
あ
り
、
一
方
で
は
戦
争
の
犠
牲

者
は
常
に
人
間
で
あ
り
、無
辜
の
人
々
が
生
命
、安
全
、

ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
、
ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
、
動
画

視
聴
な
ど
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
容
易
に
確
保
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
所
謂
ア
フ
タ
ー

コ
ロ
ナ
の
世
界
で
あ
る
。

こ
の
度
の
慶
讃
法
要
、
お
説
教
、
御
門
主
の
御
親
教
、

領
解
文
の
唱
和
に
至
る
ま
でY

ouTube

の
ラ
イ
ブ
配

信
を
視
聴
す
る
事
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
、
発
信
す
る

側
も
容
易
に
で
き
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
便
利
な
世
の

中
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

二
〇
二
三
年
五
月
二
十
三
日
、京
都
東
急
ホ
テ
ル
に「
浄

土
真
宗
本
願
寺
派 

勧
学
・
司
教
有
志
の
会
」
が
集
ま
り

記
者
会
見
が
行
わ
れ
た
。
今
回
の
領
解
文
の
問
題
点
を

上
げ
『
新
し
い
領
解
文
』
は
多
く
の
混
乱
を
招
い
て
い

る
と
し
、
総
局
の
責
任
に
お
い
て
早
急
に
取
り
下
げ
を

す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
真
っ
向
か
ら
対
立
姿
勢
を
示

さ
れ
た
。

会
見
の
内
容
はY

ouTube

で
も
ラ
イ
ブ
配
信
を
さ

れ
、
ま
た
別
の
配
信
者
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
も
リ
ビ
ュ
ー
ト

さ
れ
、
一
気
に
拡
散
す
る
事
態
と
な
っ
た
。
こ
の
声
明

を
受
け
多
く
の
僧
侶
・
門
徒
は
敏
感
に
反
応
し
、
新
し

い
も
の
に
対
す
る
不
快
感
を
表
す
者
、
教
義
上
の
問
題

を
指
摘
す
る
者
、
発
布
に
至
っ
た
経
緯
を
指
摘
し
宗
法

上
の
手
続
の
不
備
に
疑
問
を
抱
く
者
、
唱
和
そ
の
も
の

生
活
を
奪
わ
れ
る
悲
劇
は
人
間
の
欺
瞞
と
腐
敗
の
象
徴

だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
前
置
き
は
こ
れ
ぐ
ら
い
に
し
て
、
本
論
に
入

ろ
う
。

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
組
織
内
に
お
い
て
「
あ
る
新

し
い
試
み
」
が
原
因
で
混
乱
が
起
こ
り
今
も
な
お
継
続

中
で
あ
る
。
二
〇
二
三
年
三
月
二
十
九
日
、
本
山
本

願
寺
で
は
「
親
鸞
聖
人
誕
生
八
百
五
十
年
」「
立
教
開

宗
八
百
年
」
慶
讃
法
要
が
始
ま
っ
た
。
こ
の
日
よ
り

五
期
三
十
日
に
わ
た
り
毎
日
の
よ
う
に
法
要
が
執
り

行
わ
れ
、
最
終
日
五
月
二
十
一
日
「
御
満
座
」
で
は
、

一
千
八
百
人
程
が
御
影
堂
に
集
ま
る
賑
わ
い
で
あ
っ

た
。こ

の
法
要
で
盛
ん
に
推
し
進
め
ら
れ
た
も
の
が
、「
新

し
い
領
解
文
」の
唱
和
で
あ
る
。
こ
の
新
し
い「
領
解
文
」

が
、
今
、
宗
門
全
体
に
大
き
な
波
紋
を
呼
ん
で
い
る
。

主
観
で
は
あ
る
が
、
そ
の
盛
り
上
が
り
方
と
広
が
り

方
に
い
さ
さ
か
異
様
さ
と
ネ
ッ
ト
特
有
の
う
さ
ん
く
さ

さ
を
感
じ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
自
粛
生
活
に
お
け
る
デ
ジ

タ
ル
利
用
は
以
前
よ
り
加
速
し
、
人
々
は
自
宅
で
生
活

を
維
持
し
た
ま
ま
、
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、



御坊さん

に
異
議
を
申
す
者
、
意
見
は
多
種
多
様
に
あ
ふ
れ
か
え
っ

た
。し

か
し
、
ネ
ッ
ト
に
は
様
々
な
危
険
が
あ
る
。
最
近
の

S
N
S

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
や
検
索
エ
ン
ジ
ン
は
、
ユ
ー

ザ
ー
の
過
去
の
行
動
、
興
味
関
心
、
友
人
の
つ
な
が
り

な
ど
に
基
づ
い
て
情
報
を
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
し
、
個
別
の

情
報
フ
ィ
ー
ド
を
提
供
す
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
が
組
込
ま

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
既
存
の
信
念
や
意
見
が
強
化

さ
れ
、
情
報
の
偏
り
や
認
知
の
歪
み
が
生
じ
る
。「
フ
ィ

ル
タ
ー
バ
ブ
ル
」
と
い
う
こ
の
現
象
に
よ
り
、
さ
ら
に

ユ
ー
ザ
ー
は
自
分
と
同
じ
意
見
や
関
心
を
持
つ
他
の
人

と
の
接
触
が
増
え
、
異
な
る
意
見
や
視
点
に
触
れ
る
機

会
が
減
少
す
る
。
つ
ま
り
一
度
、
反
「
あ
た
ら
し
い
領

解
文
」
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
バ
ブ
ル
に
包
ま
れ
て
し
ま

う
と
反
対
の
意
見
し
か
受
け
入
れ
な
い
危
険
な
状
態
に

な
る
。
多
様
性
を
除
外
し
健
全
な
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

を
取
ら
な
く
な
る
。
認
識
の
偏
り
や
偏
見
は
加
熱
す
れ

ば
特
定
個
人
へ
の
誹
謗
中
傷
に
繋
が
る
筋
書
き
は
今
や

ネ
ッ
ト
社
会
の
日
常
で
あ
る
。

ま
た
一
方
で
「
勧
学
・
司
教
有
志
の
会
」
の
活
動
を
観

察
し
て
み
る
とY

ouTube

の
配
信
の
他Facebook

、

文
章
配
信
特
化
型S

N
S
 note

で
の
活
動 

、
ク
ラ
ウ

ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
、
オ
ン
ラ
イ
ン
講
座
の
開
講
、
活

動
の
う
ち
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
活
用
が
ほ
ぼ
ウ
エ
イ
ト
を

し
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ネ
ッ
ト
の
特
性
上
、
批
判

の
矛
先
は
名
指
し
し
て
い
る
総
局
・
勧
学
寮
な
ど
内
側

で
、
そ
の
主
張
は
不
特
定
の
外
部
へ
向
か
っ
て
発
信
す

る
と
い
う
形
が
見
え
て
く
る
。
ネ
ッ
ト
上
で
の
支
持
者

は
不
透
明
で
あ
り
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
意
志
が
明
確
に

見
え
て
こ
ず
、
非
常
に
危
険
で
あ
る
。
目
的
も
無
く
炎

上
さ
せ
て
反
応
を
楽
し
む
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

教
団
に
対
し
て
不
利
益
を
与
え
る
事
を
目
的
と
し
て
い

る
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
内
の

情
報
は
受
け
る
側
も
送
る
側
も
そ
こ
に
潜
む
危
険
性
を

充
分
把
握
し
て
慎
重
に
取
り
扱
う
べ
き
で
あ
る
。

反
対
派
の
主
張
を
鑑
み
る
に
「
あ
た
ら
し
い
領
解
文
」

は
教
義
上
、
制
度
上
・
手
続
き
上
の
観
点
か
ら
十
分
に

議
論
さ
れ
て
な
い
ま
ま
の
〞
不
完
全
な
領
解
〞
で
あ
る

の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
領
解
文
を
発
布
・
唱
和
、

得
度
式
に
お
け
る
暗
唱
ま
で
強
引
に
推
し
進
め
た
総
局

が
批
判
の
的
に
な
っ
て
い
る
の
も
ど
う
や
ら
事
実
の
よ

う
で
あ
る
。

し
か
し
、
全
て
の
人
が
腑
に
落
ち
る
領
解
と
い
う
の

は
出
来
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
？
そ
も
そ
も
領
解
に
普

遍
性
を
求
め
る
事
が
で
き
る
の
か
？
領
解
文
の
始
ま
り

は
個
々
の
僧
俗
の
安
心
・
信
心
を
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現

方
法
で
表
し
た
領
解
に
対
し
、
蓮
如
上
人
が
模
範
解

答
と
し
て
示
し
た
表
明
文
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
領
解
文
も
す
ぐ
に
は
印
刷
流
布
せ
ず
、

法
如
上
人
の
花
押
を
も
っ
て
一
紙
の
法
語
が
正
式
に

刊
行
さ
れ
た
の
は
、
一
七
八
七
年
の
事
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
領
解
文
は
、
中
世
か
ら

近
世
約
三
百
年
間
の
年
月
を
経
て
、
浄
土
真
宗
の
宗

学
を
築
き
上
げ
る
と
共
に
そ
の
出
来
上
が
っ
た
宗
学

に
沿
っ
た
形
で
じ
っ
く
り
と
練
り
に
練
っ
て
作
り
上

げ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
が
で
き
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
度
の
新
し
い
領
解
文
に
も

熟
成
期
間
が
必
要
で
あ
る
。
古
い
領
解
文
の
よ
う
に

試
行
錯
誤
を
へ
て
、
僧
俗
の
み
な
ら
ず
一
般
の
人
々

の
心
に
届
く
領
解
を
目
指
し
て
完
成
さ
せ
て
欲
し
い

も
の
で
あ
る
。
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智


