
テ
ク
ス
ト
遺
産
の
広
が
り

蜘
蛛
の
巣
と
し
て
の
電
子
テ
ク
ス
ト

そ
の
来
歴
と
現
在

稲
賀
繁
美

電
子
環
境
下
、
テ
ク
ス
ト
概
念
は
、
現
在
、
抜
本
的
変
革
期
に
あ
る
。

物
理
媒
体
か
ら
遊
離
し
た
意
味
の
把
捉
に
は
解
読
装
置
が
不
可
欠
と

な
っ
た
。
所
有
性
・
作
者
性
・
真
正
性
の
通
念
も
根
拠
を
喪
失
し
た
。

本
稿
は
乏
Φ
ず
を
「
蜘
蛛
の
巣
」
と
嘉
謠
し
、
源
氏
物
語
五
四
帖

か
ら
「
山
路
の
露
」
が
解
離
し
た
帰
趨
敗
戦
後
の
文
化
財
保
護
法

成
立
過
程
の
吟
味
か
ら
、
す
莟
遺
産
の
現
在
を
問
い
直
す
。

(
こ
一
Φ
X
↓
仁
「
Φ

筆
者
は
近
年
、
[
ウ
エ
ッ
ブ
の
う
え
の
遺
産
」
に
墨
条
を
巡
ら
せ
て

る
。
乏
C
-
Y
C
 
い
ぇ
ば
今
日
な
ら
乏
0
-
.
ミ
乏
三
こ
乏
C
プ
だ
ろ
、
つ
力
請
源

い,
・
、
ー
ニ
L
は
織
る
乏
旦
一
各
か
・
0
派
生
!
)
て
「
紹
状
組
織
一
却
一
指
L
 
具
体

一
、
「
テ
ク
ス
ト
遺
産
」
の
概
念

彩
ι
1
二
L
天
敵
力
ら
姿
、
Y
隠
し
た
り
、
別
の
生
物
一
一
擬
態
ぜ
一
下
し
六
、

0

す
る
役
部
を
隙
発
す
場
合
も
あ
れ
ば
、
繁
殖
行
動
な
ど
の
サ
イ
ン
を
送

る
情
報
伝
達
機
能
を
発
揮
す
る
場
合
も
あ
る
。
コ
ウ
ィ
カ
の
昜
合
種

と
し
て
そ
の
信
号
の
意
味
を
次
世
代
に
伝
達
す
る
に
は
個
体
の
生
存
期

ル
カ
短
す
ぎ
る
。
高
度
に
変
幻
自
在
な
様
子
を
見
せ
る
皮
膚
の
変
色
や

発
光
か
何
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
か
、
ま
だ
不
河
な
生
物
も
少
な

い
な
が
・
し
げ
み
1
京
都
精
華
大
学
教
授
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン

タ
ー
・
轡
研
究
大
学
院
大
学
名
誉
教
授
。
専
門
は
比
較
文
化
、
文
化
交
流

史
。
主
な
著
書
に
『
絵
画
の
黄
昏
』
二
九
九
七
年
)
、
『
絵
画
の
東
方
』
交

九
九
九
年
Y
 
『
絵
画
の
臨
界
』
(
二
9
 
四
年
)
、
三
部
作
の
ほ
か
『
接
触

造
形
論
』
(
二
0
一
六
年
、
い
ず
れ
も
名
古
屋
大
学
出
版
厶
E
 
な
ど
か
あ
る
。

放
送
大
学
冒
本
美
術
史
の
近
代
ι
そ
の
外
部
』
(
N
H
K
出
版
一
一
0
-

八
包
を
現
在
放
映
中
。

的
に
は
蜘
蛛
の
巣
忠
,
の
ぼ
る
。
【
{
疋
義
】
で
疑
問
を
呈
し
た
と

お
り
、
テ
ク
ス
ト
は
縦
糸
と
横
糸
と
の
組
織
的
な
交
差
に
ょ
り
織
り
上

げ
ら
れ
る
[
織
物
」
を
意
味
す
る
。
網
状
組
織
は
自
然
界
や
生
物
も
産

出
す
る
。
筋
肉
組
織
や
血
管
の
外
壁
に
は
繊
維
が
網
状
に
重
層
す
る
こ

と
で
、
し
な
や
か
さ
と
強
度
を
獲
得
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
遺
伝
子
あ

る
い
は
分
子
水
準
で
、
数
学
的
に
解
析
可
能
な
構
成
原
理
が
働
い
て
お

そ
れ
ゆ
え
、
生
成
さ
れ
た
繊
維
の
網
状
組
織
に
は
、
す
で
に
な
ん

、

りら
か
の
情
報
が
お
の
ず
と
内
蔵
さ
れ
、
そ
れ
が
紋
様
や
特
異
な
形
牛

し
て
、
特
{
疋
の
。
ハ
タ
ー
ン
を
示
す
場
合
も
見
ら
れ
る
。
シ
マ
ウ
マ
や
ジ

ラ
フ
あ
る
い
は
ヒ
,
ウ
や
ト
ラ
の
斑
点
や
縞
模
様
、
自
然
が
仕
組
ん

だ
お
三
三
ど
0
 
き
ら
に
コ
ウ
ィ
カ
の
よ
う
に
皮
噺
の
色
彩
や
紋
博
を
頴
舞

に
ホ
久
化
ミ
、
井
7
9
モ
物
D
存
在
・
,
リ
都
ら
糺
て
゛
る
0
 
二
、
肌
.
0
0
鉦
綻
ば
遷

(
二
)
企
亘
甜
一

こ
う
し
て
み
る
ι
「
テ
ク
ス
ト
一
状
の
組
織
を
構
成
し
て
活
用
す
る

の
は
、
け
っ
し
て
人
類
に
限
定
さ
れ
た
営
み
で
は
な
い
こ
し
も
見
て
く

る
0

と
は
い
え
繊
維
か
ら
糸
を
撚
り
、
そ
れ
を
縦
横
に
直
交
す
る
位
置

ハ
タ

に
並
べ
機
に
ょ
っ
て
両
者
を
編
み
上
げ
る
技
術
は
、
ヒ
ト
が
太
古
に
発

明
し
た
、
原
初
の
デ
ジ
タ
ル
技
術
、
だ
ろ
,
フ
。
デ
ジ
タ
レ
ι
い
,
フ
と
、
ニ

進
法
ε
短
絡
す
る
誤
解
が
相
場
だ
が
、
&
四
旦
は
鳥
四
冨
か
ら
派
生
し
、

元
来
は
9
X
す
な
わ
ち
十
本
の
指
。
つ
ま
り
分
節
化
さ
れ
た
整
数
の

集
積
で
あ
り
、

フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
で
は
言
ヨ
9
5
易
と
の
形
{
谷
を
乍
侍
る
。

そ
こ
に
は
、
丁
可
分
に
一
驫
す
る
世
界
を
ゞ
嘉
秩
序
に
ょ
っ
て
刀
り

分
け
、
日
本
語
で
言
う
な
ら
ば
不
定
形
の
宅
ノ
」
を
「
コ
ト
」
へ
と

整
序
す
る
営
み
か
含
亨
d
れ
る
。
「
モ
ノ
一
は
指
折
り
数
え
ら
れ
る
こ

と
に
ょ
り
「
数
」
の
秩
序
へ
ι
回
収
さ
れ
る
。
こ
こ
に
情
報
の
起
源
が

あ
る
0

-
J

覗
叱
妻
1
3
 
'
置
芝
ゞ
き
鳥
、
主
阜
一
1
^
チ
盲
1
士
,
、
、
ー
ン
、
f
1
、
1
 
一
:
 
1
 
ι
 
f
i
f
 
1
、
゛

、
凡
こ
]
〒
,
」
十

一
^
ゞ
0
 
、
一
、
、
,
、
ニ
、
^
ル
^
^
さ
、
^
.
る
^
^
、
L
^
L
-
^
し
一
し
^
卯
,
、
六
、
、
・
ι
コ
、
テ
ー
々
、
〔
^
、
一
二

と
は
語
源
か
ら
し
て
写
え
ら
れ
た
」
モ
ノ
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
は

「
明
証
性
」
ゆ
S
江
含
容
の
証
拠
ι
し
て
は
、
役
に
立
た
な
い
。
あ
く
ま

、し

で
デ
ー
タ
は
一
聶
秩
序
と
い
う
升
貝
あ
る
い
は
網
の
目
の
尺
度
に
昭

ら
し
て
成
刑
土
さ
れ
る
こ
と
で
、
情
報
へ
と
加
工
さ
れ
る
。
冒
ず
ヨ
巴
一
号

し
は
語
義
か
ら
し
て
「
か
た
ち
一
す
ヨ
へ
と
「
は
め
込
む
、
冒
操
作

で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
知
覚
に
ょ
る
取
捨
選
択
が
必
然
的
に
介
入
す

る
。
こ
う
し
た
理
屈
に
つ
い
て
ゆ
け
な
い
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
詮

索
は
無
駄
ι
頭
こ
な
し
に
決
め
る
筋
が
、
む
し
ろ
自
然
科
学
の
研
究
者

や
学
生
に
頻
出
す
る
が
、
そ
こ
に
は
日
本
に
お
け
る
教
育
の
欠
陥
も
露

呈
し
て
ぃ
る
。
寺
N
岳
と
ヨ
{
0
ヨ
]
讐
0
=
と
n
S
ル
旦
δ
n
の
一
^
い
も
^
^
な
ま

ま
、
情
報
罫
§
選
教
育
が
行
わ
れ
る
日
本
の
融
通
無
碍
さ
は
、
日
本

文
化
な
る
も
の
の
、
或
る
、
ほ
と
ん
ど
無
意
識
な
局
面
を
も
浮
き
彫
り

に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
界
を
目
的
合
理
性
に
応
じ
て
窓
意
的
に
切

り
分
け
、
選
別
し
、
或
る
焦
点
距
雛
ι
倍
汝
十
、
さ
ら
に
は
特
異
な
偏
光

些
§
越
し
に
観
察
す
る
の
が
、
自
然
科
学
の
「
方
法
」
で
あ
り
、
そ

こ
で
選
択
す
べ
き
方
法
を
考
察
す
る
の
が
「
理
論
一
ヨ
8
曼
で
あ
っ
て
、

」
れ
は
[
実
践
」
勺
尾
牙
ゆ
か
ら
は
、
峻
別
さ
れ
る
。
す
く
な
く
と
も
、

そ
れ
が
キ
リ
シ
ア
に
自
ら
の
知
の
淵
源
を
遡
及
的
に
求
め
る
、
現
在

の
自
然
科
学
の
前
提
条
件
で
あ
る
。

く
な
い

ー
ノ
J
 
】
'

テクスト遺産の広がb

0
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会
マ
今
Φ
又
く
と
い
う
「
蜘
蛛
の
巣
」
か
ら
逃
れ
る
獲
物

こ
う
し
た
前
提
が
不
分
明
な
ま
ま
、
同
様
の
輸
入
術
語
を
、
特
段
の

ユ
ー
ラ
ジ
ア
大

反
省
も
な
い
ま
ま
に
表
層
的
に
濫
用
し
て
き
た
の
が

陸
の
東
端
の
列
島
に
位
置
し
、
な
が
ら
く
文
明
の
掃
き
だ
め
で
あ
っ
六

日
本
の
文
化
的
特
性
だ
っ
た
。
仏
教
を
経
典
の
意
味
も
不
明
な
ま
ま
舮

唱
し
、
儒
教
秩
序
を
輸
入
し
て
も
礼
を
忘
却
し
、
中
国
大
陸
の
官
僚
制

を
移
入
し
て
も
科
挙
が
廃
止
さ
れ
る
国
柄
は
、
近
代
西
洋
科
学
の
移
入

に
あ
た
っ
て
も
、
探
求
の
原
理
は
蔑
ろ
に
し
た
ま
ま
、
い
わ
ば
樹
木
を

育
て
る
根
は
無
視
し
て
、
熟
し
た
果
実
ぱ
か
り
を
体
よ
く
収
穫
し
よ
う

と
し
て
き
た
0
 
こ
の
文
化
圏
が
一
畜
積
し
た
文
化
遺
産
と
は
何
た
っ
た
の

そ
の
「
良
い
と
こ
取
り
一
に
は
、
暗
黙
の
う
ち
に
「
理
論
」
軒
視

)
0

力あ
る
い
は
[
理
論
抜
き
」
へ
の
噌
好
/
志
向
が
透
け
て
見
え
る
。

本
企
画
に
お
い
て
、
西
洋
仕
込
み
の
研
究
者
峡
ま
ず
観
察
の
枠

且
み
一
[
テ
ク
ス
ト
遺
産
」
を
設
定
し
、
そ
れ
長
当
す
る
対
象
一
[
遺

産
と
み
な
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
」
を
選
別
の
う
え
、
扱
う
方
法
(
「
所
有

性
」
「
作
者
性
」
「
真
正
性
」
)
を
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
。
と
こ
ろ
が
日

本
側
参
加
者
の
多
く
は
、
自
分
が
当
然
の
所
与
あ
る
い
は
対
象
と
見
イ

す
材
料
を
「
自
明
」
の
出
発
点
と
し
て
、
そ
こ
に
「
外
一
か
ら
1
定
さ

れ
た
、
文
字
通
り
[
外
来
」
の
「
方
法
一
を
適
用
し
て
み
る
。
し
き
じ

そ
れ
は
居
丈
高
な
「
理
論
志
向
」
を
示
す
か
時
を
経
る
に
つ
れ
、
そ

れ
は
い
つ
の
ま
に
か
「
国
風
化
一
さ
れ
て
、
外
来
思
想
本
来
の
先
鋭

』

さ
を
ど
こ
か
で
中
和
さ
れ
、
「
日
本
」
化
さ
れ
て
、
当
た
り
叶
り
ナ
い

「
道
目
三
の
ひ
と
つ
に
収
ま
る
こ
と
が
一
般
で
あ
る
。
日
本
文
イ
史
を

わ
ば
「
被

鳥
瞰
す
れ
ば
、
地
域
と
時
代
に
ょ
っ
工
外
来
思
想
に
い

倫
け
込
ま
す
局

曝
」
す
る
局
面
と
、
そ
れ
を
岨
嘱
し
て
「
骨
な
し
」

面
と
が
、
相
互
に
交
代
し
た
様
子
を
辿
る
の
は
容
易
い
。
造
升
美
術
の

頁
域
で
見
る
な
ら
、
異
国
文
化
だ
っ
え
鋳
造
や
乾
漆
の
仏
像
1
、
や
が

て
木
彫
へ
と
変
貌
を
遂
げ
、
漢
画
と
や
ま
と
絵
と
は
仏
私
の
空
ル
ー

よ
っ
て
使
い
分
け
が
な
さ
れ
、
室
町
水
墨
画
は
判
山
障
壁
画
に
代
替
し
、

近
世
に
は
琳
派
や
浮
世
絵
へ
と
変
貌
し
、
近
代
で
は
洋
風
画
が
日
本
画

[
棲
み
分
け
」
を
,
て
き
た
。

と(
四
)
仂
で
五
Φ
「
.
m
乏
Φ
ず

こ
う
し
九
鵺
的
で
主
体
性
が
不
明
確
な
学
術
に
、
筆
者
は
頭
ご
な
し

を
^
^
し
よ
,
フ
と
い
,
フ
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
に
、

に
「
欠
陥
」

日
本
列
島
が
育
ん
だ
、
と
い
う
か
消
極
的
あ
る
い
は
積
極
仔
に
存
続
さ

の
岳
X
三
巴
な
特
性
も
見
る
こ
し

さ
せ
、
結
果
的
に
残
存
し
た
「
遺
産
」

が
肝
要
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
、
泰
西
由
来
の
「
理
論
一

一
一

よ
っ
て
は
汲
み
取
れ
な
い
残
津
や
不
純
物
を
列
島
の
文
化
史
に
堆
積

さ
せ
、
反
対
に
、
理
論
的
な
公
準
に
照
ら
し
て
模
範
的
に
料
理
で
き
る

の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た

素
材
を
な
お
ざ
り
に
す
る
結
果
を
生
ん
だ

つ
、
、
か
。

仮
説
を
立
て
る
こ
と
を
も
許
す
、
自
然
札
文
化
環
境
で
は
な
か

こ
こ
で
「
蜘
蛛
の
甜
木
一
に
話
を
一
戻
そ
う
。
日
本
文
化
の
見
え
ざ
る

1
●
U
 
゛
、
、
ヨ

ヨ
#
一
『
一
X
が
「
蜘
蛛
の
巣
、
だ
っ
た
ι
仮
{
疋
し
よ
,
つ
0
 
な
ぜ
な
ら
日
本
列

島
の
文
化
史
は
、

い
か
な
る
選
択
基
準
に
ょ
っ
て
外
部
か
ら
様
々
な
文

化
要
素
を
取
b
入
れ
、
あ
る
い
は
拒
絶
し
た
か
に
関
し
て
、
事
一
U
に
月

白
な
規
矩
や
基
準
を
示
そ
う
し
は
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
0
 
獲
物
を

捕
ら
え
る
蜘
蛛
の
巣
は
、
あ
く
ま
で
不
可
視
で
な
け
れ
ぱ
、
聖
に
こ
こ

0

な
い
そ
し
て
獲
物
が
捕
ま
っ
て
初
め
て
、
そ
れ
が
網
の
目
に
掛
か
ら

ぬ
ほ
ど
微
小
で
も
な
け
れ
ば
、
網
を
破
壊
し
か
ね
な
い
ほ
ど
に
ま
で
強

大
で
も
な
い
、

あ
つ
ら
え
向
き
の
寸
法
の
獲
物
だ
っ
た
こ
と
も
、
あ
く

ま
で
事
後
に
判
明
す
る
。
そ
の
獲
物
を
栄
養
に
し
て
棲
息
す
る
の
ゞ

[
主
」
九
る
蜘
蛛
の
は
ず
だ
が
、
こ
の
正
体
を
見
極
め
よ
う
と
試
み
る

の
は
(
い
ろ
い
ろ
と
厄
介
な
の
で
)
、
後
回
し
に
し
よ
う
0
 
掛
か
っ
こ
獲

物
だ
か
こ
れ
か
こ
こ
で
対
象
ι
す
べ
き
「
遺
産
」
な
の
か
?
そ
れ
と

も
そ
れ
を
消
化
し
た
結
果
が
「
遺
座
な
の
か
0

こ
こ
で
、
複
数
の
解
釈
が
分
岐
す
る
。
ま
ず
蜘
蛛
の
巣
の
上
に
残
さ

れ
、
栄
養
を
吸
い
取
ら
れ
た
残
骸
獲
物
の
死
骸
を
「
遺
座
ι
見
る

解
釈
も
あ
ろ
う
。
考
古
学
者
の
対
象
が
そ
れ
で
あ
る
0

過
去
の
残
骸
の

中
に
、
貴
重
な
る
遺
産
を
見
出
す
立
場
で
あ
る
0

ま
た
む
し
ろ
吸
収
さ

れ
た
栄
養
こ
そ
が
遺
産
を
創
る
の
だ
と
す
れ
ば
、

遺
産
ι
は
、
む
し
ろ

蜘
蛛
の
吐
き
出
す
糸
、
そ
れ
が
一
本
の
糸
で
作
り
上
げ
る
蜘
蛛
の
巣
の

形
状
さ
ら
に
は
、

獲
物
を
捕
ら
え
る
そ
の
能
力
に
こ
そ
認
め
る
べ
き

だ
、
し
す
る
主
張
も
、
あ
り
,
フ
る
、
だ
ろ
う
。
獲
物
を
捕
ら
え
て
は
そ
の

1
主
'
ミ
ー
圭
1
ー
ー
"
'
1
早
t
,
'
一
゛

都
度
修
繕
さ
れ
、
補
正
さ
れ
、
成
長
を
遂
げ
る
蜘
蛛
の
巣
そ
れ
こ

そ
か
需
ケ
の
う
え
に
展
開
さ
れ
る
情
報
ι
し
て
、
学
者
が
相
手
に
す
べ

き
ま
っ
と
う
な
る
対
象
だ
、
と
い
う
立
場
で
あ
る
0

,
」
一
」
ま
で
く
る

、

研
究
者
は
、
蜘
蛛
の
巣
の
「
主
た
る
蜘
蛛
な
の
か
、
し
の
占
い

ιに
至
る
。
罵
を
か
け
て
獲
物
を
待
ち
構
え
、
捕
ら
え
九
獲
勿
を
斗
理

す
る
の
が
狩
人
ι
し
て
の
研
究
者
だ
、
ι
信
じ
て
疑
わ
な
い
莇
も
あ

ろ
う
。
こ
こ
で
遺
産
と
は
、
蜘
蛛
が
棲
息
し
て
い
く
た
め
の
糧
で
あ

、

食
い
潰
し
を
招
い
て
自
滅
し
な
い
た
め
に
は
、
次
々
に
新
し
い
蜘

り蛛
の
巣
を
こ
し
ら
え
て
、
あ
ら
た
な
獲
物
を
巻
き
込
ん
で
ゆ
く
斤
陳
代

謁
ヨ
臼
§
一
易
ヨ
か

学
会
の
加
齢
に
と
も
な
う
老
化
を
防
ぐ
た
め
に
も
、

不
可
欠
ι
な
る
。
需
み
す
る
な
ら
ば
、
枯
渇
を
防
ぐ
新
機
m
こ
そ
§
、

急
四
亘
変
換
を
し
た
古
典
一
旦
群
だ
っ
た
し
い
う
話
に
な
る
0

こ
れ
は
決
し
て
鴛
で
は
な
い
。
実
際
に
絶
滅
危
倶
種
ι
な
っ
て
久

し
い
工
藝
の
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
で
は
、
最
期
の
技
術
保
寺
者
が
鬼
籍
に

入
る
ま
え
に
、

そ
の
技
能
を
デ
ジ
タ
ル
撮
影
し
て
文
化
財
ι
し
て
保
存

す
る
し
か
、
喪
失
不
可
避
の
技
能
を
後
世
に
「
継
承
一
す
る
手
段
が
よ

く
な
っ
て
ぃ
る
。
古
文
書
を
取
っ
て
み
て
も
、
原
本
ι
同
質
の
Π
舐
や

鳥
の
子
紙
を
梳
く
技
能
は
す
で
に
消
滅
し
て
お
り
、

表
装
を
担
当
す
る

表
具
師
が
居
な
け
れ
ば
、
傷
ん
だ
原
本
を
、
定
期
的
に
廖
に
ょ
っ
て
補

修
す
る
伝
統
も
、
も
は
や
更
新
は
ま
ま
な
ら
な
い
0

さ
ら
に
、
古
文
書

解
読
の
技
能
に
つ
ぃ
て
も
、
か
つ
て
は
師
弟
の
間
で
の
a
伝
に
よ
っ
て
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秘
訣
の
伝
承
が
な
さ
れ
た
。
「
古
今
伝
授
」
は
形
骸
化
の
危
機
を
内
在

さ
せ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
遺
産
相
続
の
要
を
認
め
る
な
ら
ば
、
写
真
撮

影
の
複
写
や
デ
ジ
タ
ル
変
換
な
ど
で
物
質
と
し
て
の
「
遺
産
」
が
増
殖

し
た
と
し
て
も
、
そ
の
「
担
い
手
」
「
解
読
声
が
絶
滅
す
れ
ば
、
も

は
や
「
遺
産
継
承
」
は
不
可
能
、
と
い
う
話
に
な
る
。
蜘
蛛
が
子
孫
を

残
し
て
世
代
一
父
代
し
て
く
れ
ぬ
こ
と
に
は
、
継
承
儀
礼
は
滅
び
る
こ
と

と
な
る
。
こ
ど
は
、
継
承
者
の
居
な
く
な
っ
た
、
絶
滅
危
倶
種
指
定
の

少
数
嘉
な
ど
の
場
合
に
も
当
て
巖
ま
る
。

「
蜘
蛛
の
巣
」
と
い
う
理
論
の
網
の
目
。
そ
こ
に
懸
か
る
獲
物
は
い

わ
ば
予
定
調
和
の
結
論
を
導
く
素
材
で
あ
り
、
理
論
ι
そ
れ
か
捕
ら
え

る
デ
ー
タ
と
の
間
に
は
、
暗
黙
の
密
約
、
循
環
論
法
の
共
犯
性
が
隠
さ

れ
て
い
る
。
む
し
ろ
[
蜘
蛛
の
巣
」
に
捉
え
ら
れ
る
[
遺
産
」

に
は
い

か
な
る
特
性
が
あ
ろ
の
か
。
反
対
に
、
「
蜘
蛛
の
巣
」
を
巧
み
に
掻
い

潜
る
微
小
な
曲
者
や
、
「
蜘
蛛
の
巣
」
を
壊
し
か
ね
す
、
も
と
よ
り
お

呼
び
で
も
な
い
寸
法
の
大
物
と
は
、
な
に
ゆ
え
壷
退
産
」
の
範
疇
か
ら

除
外
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
遺
産
テ
ク
ス
ト
を
め
ぐ
つ
て
考
察
す

る
際
に
は
、
こ
う
し
た
「
取
り
零
し
」
や
「
捕
獲
許
{
谷
外
案
件
」
を
無

視
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い

語
』
の
版
本
の
揃
い
が
二
部
、
米
国
の
首
都
ワ
シ
ン
ト
D
C
、
議
会
図

書
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
一
方
は
六
十
巻
二
二
六
葉
の
挿
絵
を
伴

う
揃
い
、
西
暦
で
い
ぇ
ば
一
六
五
四
年
の
年
記
を
持
ち
、
同
図
書
館
で

は
月
器
三
ゆ
の
扱
い
を
受
け
、
他
方
は
三
十
巻
か
ら
な
る
手
軽
な
軽
装

本
と
い
っ
て
ょ
い
。
以
下
は
国
文
学
畑
か
ら
は
雛
れ
た
考
察
と
な
る
。

(
一
)
版
本
「
山
路
の
露
」

ま
ず
、
こ
れ
ら
両
者
と
も
「
山
路
の
露
」
と
題
す
る
巻
を
含
む
。

、

う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
現
在
の
五
十
四
帖
か
ら
構
成
さ
れ
る
『
源
氏

物
語
』
に
は
見
え
な
い
巻
名
だ
が
、
専
門
家
筋
で
は
、
紫
式
部
と
は
別

人
の
後
の
作
者
が
書
き
加
え
た
「
続
き
も
の
」
と
し
て
遇
さ
れ
る
。
狭

義
の
『
源
氏
物
語
』
千
年
紀
の
祝
賀
で
は
「
遺
産
」
指
定
外
ι
な
る
。

こ
の
「
山
路
の
露
」
で
、
光
源
氏
の
「
息
子
」
た
る
薫
は
、
浮
舟
に
再

会
す
る
。
も
ち
ろ
ん
「
{
于
治
十
帖
」
の
終
局
「
夢
の
浮
橋
」
に
は
、
両

者
が
再
び
逢
う
場
面
な
ど
存
在
し
な
か
っ
た
。
「
山
路
の
露
」
の
作
者

は
、
こ
の
結
末
に
は
満
足
で
き
ず
、
続
編
を
構
想
し
て
、
付
け
足
し
た

も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
が
誰
だ
っ
た
の
か
、
作
者
の
特
定
は
で
き

な
い
も
の
の
、
状
況
か
ら
み
て
こ
の
物
語
が
書
き
継
が
れ
た
の
は
、
西

暦
で
い
ぇ
ば
三
八
八
年
か
ら
翌
年
あ
た
り
と
推
測
さ
れ
て
ぃ
る
。

次
に
、
一
六
五
四
年
の
年
記
を
も
つ
ワ
シ
ン
ト
ン
の
議
会
図
書
館
本

実
検
し
て
み
る
と
承
応
三
(
一
六
五
0
)
年
刊
行
の
『
絵
入
源
氏

、

は物
語
』
版
本
の
摺
り
直
し
と
判
明
し
、
山
本
春
正
の
駮
文
を
伴
う
。
筆

气
『
源
氏
物
語
』

す
こ
し
具
体
的
な
例
を
検
討
し
よ
う
。
明
治
期
よ
り
遡
る
『
源
氏
物

1

t
辛
1

当
時
流
布
し
て
い
た
こ
と
に
ょ
る
0
 
や
β
、
、
、

『
源
氏
勿
語
三
部
ー
メ
い
作
者
の
続
編
も

ι
1
 
、
ノ
十
φ
」
ι
し
て
所
有
さ
れ
、
そ
こ
で
は
「
、
、

ー
、
が
現
在
の
よ
,
フ
な
真
偽
の
別
ι
い
う
、
ー
、

て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
0

(
こ
)
「
開
か
れ
た
作
品
」

じ
第
四
点
ι
し
て
、
こ
の
版
本
の
本
文
は
、

存
が
確
認
さ
れ
て
い
る
手
書
き
写
本
の
本
文
ι
は
、

ト

現
在
八
種
類
の
残

看
過
し
え
な
い
差

性
一
に
つ
い
(
、

た
っ
て

巳
ゆ
に
ょ
つ

ι
メ
る
た
し
、
、

く
そ

れ
ず
、
前
者
か
ら
後
者
が
派

世
己
に

し
同

が
両
者
に
お
お
き
な
隔
た
b
は

し
力
そ

フ
ン

フ
ロ
ー
ベ
ー

ウ
ン
ベ
ル
ト

な

L^

この
、

入お

に 編っ
は のし

必し
宇し 然

をテナ 、
、

■=ヨ

スι つ

トま 氏決
遺で 物定
産は 的
の断

匹^

な
二「定 に

所で あし大
有き 団
堂な 円 え 1

い
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0
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万
人
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れ ら

、
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異
を
呈
し
て
い
る
。
国
文
学
者
は
な
お
(
た
だ
し
こ
の
認
識
は
二
0
0
四

年
現
在
)
ど
う
し
て
こ
う
し
た
差
異
か
生
じ
た
の
か
を
説
明
す
る
の
に

苦
慮
し
て
い
る
。
だ
が
こ
の
異
文
の
存
在
か
ら
は
、
十
二
世
紀
当
時
、

『
源
氏
物
証
豊
の
本
文
に
つ
い
て
、
現
在
の
よ
う
に
統
一
的
な
見
解
は

、し

ま
だ
形
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
当
時
の
宮
廷
や
そ
の
周
辺
の
女
官
た
ち
を

含
め
た
読
者
層
で
享
受
さ
れ
τ
い
た
『
源
氏
物
語
』
が
、
な
お
内
容
ι

文
体
に
お
い
て
浮
遊
性
を
保
持
し
、
タ
タ
様
性
を
孕
ん
だ
ま
ま
流
通
し
て

い
た
、
と
い
う
^
^
を
一
^
^
^
^
に
は
な
る
だ
ろ
う
。

よ
く
知
ら
れ
る
と
お
り
、
『
源
氏
物
拓
巴
を
五
十
四
帖
の
も
の
と
し

て
「
標
準
化
」
し
た
努
力
は
、
そ
の
多
く
が
藤
原
定
家
三
争
一
呈
)

に
帰
せ
ら
れ
る
。
そ
の
証
拠
物
件
と
さ
れ
る
、
か
れ
の
日
記
に
ょ
れ
ば
、

西
暦
で
は
τ
三
五
年
、
五
十
四
帖
か
ら
な
る
『
源
氏
物
語
』
の
「
決

定
版
」
を
編
纂
し
、
そ
れ
に
ょ
っ
て
、
か
れ
は
自
ら
の
権
威
で
そ
の

「
真
正
性
」
を
裏
付
け
る
。
し
と
も
に
、
時
系
列
上
で
矛
盾
を
き
た
し

た
り
(
[
年
立
」
)
、
内
容
上
凱
鯱
を
生
じ
た
り
す
る
よ
う
な
章
段
や
異
文

を
、
定
家
は
(
横
暴
に
も
)
排
除
し
た
。
そ
の
な
か
に
は
例
え
ば
[
巣

守
」
の
巻
が
知
ら
れ
る
。
題
名
や
そ
の
梗
概
さ
ら
に
は
そ
こ
に
含
ま

れ
て
い
た
和
歌
に
関
し
て
は
記
録
が
残
る
が
、
本
文
の
総
体
は
も
は
や

今
日
ま
で
生
き
残
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
は
い
ぇ
、
残
さ
れ
た
断
片

的
な
証
拠
か
ら
、
こ
の
[
果
{
寸
」
と
先
述
の
[
山
路
の
露
」
と
が
そ
の

主
要
な
.
ブ
ロ
ッ
ト
や
物
語
瑳
峠
造
、
ぜ
丑
<
有
し
ノ
L
お
り
、
両
音
か
・
ミ
、
だ
存
続

ι
力

し
て
い
た
同
時
代
に
は
、
と
き
に
両
者
が
混
同
さ
れ
た
ら
し
い
形
跡
す

ら
、
残
さ
れ
て
い
る
。
い
さ
さ
か
の
飛
躍
を
一
父
え
て
想
像
を
逞
し
く
す

る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
旧
^
^
も
ま
た
、
^
一
戸
^
期
の
^
^
と
、
^
^
^

さ
れ
た
写
本
と
の
あ
い
だ
で
『
山
路
の
露
』
に
み
ら
れ
る
本
文
の
顕
著

な
違
い
に
、
そ
の
痕
跡
を
残
し
て
じ
る
、
と
は
い
ぇ
ま
い
か
。
そ
の
証

拠
物
件
が
「
テ
ク
ス
ト
一
遺
産
ι
な
る
。

(
三
)
パ
ラ
プ
セ
ス
ト
と
し
て
の
テ
キ
ス
ト
遺
産

紙
面
の
都
合
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
細
か
い
立
証
を
省
く
が
[
テ
ク

0

ス
ト
遺
産
」
研
究
の
立
場
か
ら
、
ふ
元
つ
の
指
摘
を
加
え
て
お
き
た
い

ま
ず
京
都
で
版
行
さ
れ
た
『
山
路
の
露
』
に
は
、
あ
た
か
も
上
書
き
さ

れ
た
羊
皮
紙
写
本
旦
冒
器
m
一
に
残
さ
れ
た
痕
跡
を
探
る
よ
う
に
、
十

三
世
紀
に
『
源
氏
物
気
里
が
い
か
に
し
て
「
規
範
的
典
拠
」
冬
§
へ

と
編
纂
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
紐
解
く
鍵
が
、
そ
れ
と
な
く
隠
さ
れ
て

、し

も
い
た
は
^
、
だ
。
ふ
た
つ
め
に
、
よ
り
^
^
^
な
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
に

は
十
二
世
紀
終
わ
り
の
時
期
の
「
間
テ
ク
ス
ト
性
」
ヨ
岳
牙
吾
讐
q
の
、

流
動
的
で
輪
郭
不
分
明
な
実
相
あ
る
い
は
聖
に
つ
い
て
洞
察
を
与
え

る
材
料
が
、
凍
結
保
存
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
紫
式
部
に
帰

さ
れ
る
「
真
筆
」
の
周
辺
に
、
副
産
物
あ
る
い
は
補
遺
と
し
て
、
い
ま

や
由
緒
も
定
か
で
な
い
異
文
や
続
編
が
、
あ
る
い
は
拡
大
を
遂
げ
、
あ

る
い
は
互
い
に
競
合
し
つ
っ
辱
め
い
た
い
た
の
だ
か
ら
。

追
加
や
修
正
再
編
や
逸
脱
凝
集
や
分
雛
と
い
っ
た
運
動
の
な
か

即
1
t
,
i
1
t
ニ
ミ
,
、
」
ι
i
,
毛
.
逐

」

こ
よ

一
、
文
化
財
保
護
政
策
と
の
洛
み

続
性
を
獲
得
し
、
さ
ら
こ

ト

理
的
な
「
モ
ノ
、
ι
、
そ

モ
ノ

も
鉦

べ
く

ι

、
三
よ
う
。
、
源
氏
物
鱈
の
文
学
勺
、

し
し
り

の
一
部
こ

い
っ
た
の
か

し
て
雑
多
な

力
そ
れ

ン
ト

し
た
そ

な
か
で

あ
る
い
才

ー
を

つ
い
こ
よ
巨

の睡

糸れ
カゞ

電

子者
媒が
体分
に岐

テクスト遺産の広がり

け

ーーー「

、

ノニ1三一一「

子
ブ

ン

タ
ι一^

こ化テ

さし
る
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印
゛^
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ー't、

部
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戸゛'

N

口

も
役
」ι

つも

身
近
に
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す
る

媒
体代

は
し

え

ーー「

こコ

に

=
00
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こコ
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つ

、
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に
は
外
来
種
も
無
視
で
き
な
い
。
海
外
に
お

だ
が
「
蜘
蛛
の
巣
」

け
る
遺
産
テ
ク
ス
ト
の
蒐
集
と
い
う
「
蜘
蛛
の
巣
一
に
何
が
ど
の
よ

う
な
条
件
で
捕
え
ら
れ
た
の
か
。
そ
し
て
そ
こ
に
懸
か
っ
六
「
獲
物
」

テ
ク
ス
ト
一

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
来
歴
と
い
う
軌
跡
も
、
ま
た
「
ハ
ラ

§
三
一
と
し
て
「
遺
産
テ
キ
ス
ト
」
の
周
辺
を
な
し
て
升
成
さ
れ
る

一
本
を
な
す
。
来
歴
を
辿
る
道
程
の
軌
跡
の

別
所
の
「
蜘
蛛
の
糸
」
の

集
合
が
な
す
「
蜘
蛛
の
巣
」
の
形
状
に
は
文
化
遺
産
の
移
動
の
生
見

が
転
写
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
折
れ
曲
が
っ
六
巣
の
死
状

や
、
糸
の
結
節
点
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
は
、
移
動
の
歴
史
を
決
定
し
六

因
や
、
巣
の
形
状
に
影
響
を
与
え
た
時
代
・
社
会
環
境
が
反
映
し
、
そ

の
痕
跡
が
記
録
と
し
て
刻
印
さ
れ
て
ぃ
る
は
ず
だ
。

(
こ
占
領
政
策
と
文
化
財
保
護

日
本
敗
戦
直
後
ウ
ォ
ー
ナ
ー
伝
説
と
い
う
も
の
が
広
ま
っ
六
古

そ
の
陰

都
の
奈
良
や
京
都
は
米
軍
の
無
差
別
爆
撃
か
ら
守
ら
れ
六
か

ウ
ォ
ー
ナ
ー
の
働
き
か

に
は
、
日
本
並
大
術
史
家
だ
っ
た
ラ
ン
グ
ド
ン

あ
り
、
ウ
ォ
ー
ナ
ー
作
成
の
文
化
財
り
ス
ト
が
奈
良
.
京
者
を
破
壊

.
ら
攻
っ
こ
と
、
う
の
で
あ
る
0
 
ウ
ォ
ー
ナ
ー
か
作
成
し
ナ
リ
ス
{
、

ロ
バ
ー
ツ
委
員
会
と
い
う
戦
後
処
理
機
関
に
提
出
さ
れ
た
も
の
ガ
が[

復

そ
れ
は
元
来
欧
州
で
枢
軸
側
が
歯
獲
し
収
奪
し
え
文
イ
財
を

帰
一
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
だ
っ
た
。
日
本
の
場
合
に
も
、
朝
鮮
半
島

や
大
陸
か
ら
違
法
に
略
奪
さ
れ
た
文
化
財
を
、
戦
後
に
返
還
す
る
こ
と

ノ
.
卓
゛

京
都
が
爆

口
§
ー
ツ
委
員
会
の
役
目
だ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
奈
良

が穀
手
を
免
れ
た
の
は
、
ウ
ォ
ー
ナ
ー
の
功
績
と
は
言
い
難
い
。
そ
こ
し
ー

広
島
長
崎
の
原
爆
被
害
か
ら
占
領
国
の
国
民
の
意
識
を
逸
ら
せ
六
い

占
頁
軍
側
の
意
向
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
い
ぇ
ば
、
戦
争
末
期
、
日
本

奈
良
や
京
都
な
ら
ば
歴
史
的
遺
産
の
価
値
に
鑑
み
爆
撃
を

軍
部
に
は
、

避
け
ら
れ
る
と
み
て
、
こ
の
地
を
密
か
に
兵
姑
基
地
に
し
よ
う
と
す
ろ

ま
え
戦
勝
が
確
実
と
な
っ
た
時
点
で
、
日
本
敗
単

策
動
す
ら
あ
っ
た
。

戦
略
的
に
は
か

麦
の
占
頁
政
策
に
支
障
を
き
た
し
か
ね
な
い
爆
撃
1
、

え
っ
て
不
適
切
と
も
な
る
。
体
よ
く
保
存
さ
れ
た
文
化
遺
産
1
、
接
収

の
対
象
と
し
て
も
価
値
を
発
揮
す
る
。
法
隆
寺
の
五
重
塔
を
無
イ
一

L
米
に
移
送
す
る
計
画
が
あ
る
、
と
い
っ
た
噂
も
巷
に
は
流
れ
て
ぃ
六

フ
ラ
ン
ス
の
ロ
マ
ネ
ス
ク
寺
院
が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
メ
ト
ロ

実
際
、

ポ
リ
タ
ン
美
術
館
の
別
館
に
そ
の
ま
ま
解
体
移
送
さ
れ
て
復
元
さ
れ
六

当
時
の
政
治
情
勢
と
北
米
合
州
国
の
財
政
状
況
を
見
れ

実
例
も
あ
る
。

ば
、
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
し
な
か
っ
た
場
合
こ
う
し
た
計
画
か
実
現
1

移
さ
れ
な
か
っ
九
と
も
限
る
ま
い
。
畢
寛
文
化
財
と
か
遺
産
と
か
{

(
3
〕

政
治
の
道
具
と
し
て
、
い
か
よ
う
に
も
利
用
さ
れ
る
。

(
一
マ
文
化
財
保
票
制
定
の
顛
末

・
つ
て
の
「
文
ヒ
遺
空
は
少
数
の
特
権
階
級
か
「
所
有
性
」
を
発

揮
し
、
そ
の
「
作
者
性
」
の
「
真
正
性
」
か
市
場
価
値
を
支
え
て
き
六

日
本
終
戦
ま
で
の
帝
室
博
物
館
は
宮
内
賓
の
管
轄
下
に
あ
六
が

委
員
長
は
浮
世
絵
趣
味
の
経
済
学
者
。
こ
の
五
名
が
当
初
の
委
員
会
構

成
だ
っ
た
が
、
こ
の
構
成
に
は
当
初
か
ら
批
判
が
集
ま
っ
た
。
多
少
想

像
力
を
働
か
せ
れ
ば
{
谷
易
に
わ
か
る
こ
と
だ
が
、
国
宝
指
定
品
目
の
下

馬
評
な
ど
は
、
事
前
に
漏
れ
れ
ば
評
価
額
に
も
影
響
を
与
え
る
。
事
務

当
局
は
当
然
の
措
置
ι
し
て
、
当
該
の
委
員
に
も
、
事
前
に
は
指
定
予

定
品
目
り
ス
ト
を
^
一
尓
し
な
い
。
こ
れ
で
は
委
員
^
=
は
も
と
よ
り
^
^

で
し
か
な
く
な
ろ
。
加
え
て
、
こ
の
法
律
は
、
寺
社
の
み
な
ら
ず
個
人

の
私
有
財
産
に
も
国
宝
や
重
要
文
化
財
へ
の
指
定
を
及
ぽ
す
。
一
度
指

定
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
輸
出
や
売
却
の
禁
止
の
ほ
か
、
さ
ま
さ
ま
な
制

梨
負
わ
さ
れ
る
。
所
有
者
に
は
現
状
変
更
は
禁
止
さ
れ
、
保
存
の
義

務
が
付
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
補
助
す
る
予
算
は
微
々
た
る
も
の
で
、

と

て
も
十
分
な
手
当
は
で
き
な
い
。
こ
の
た
め
指
定
品
目
の
数
は
著
し
く

限
定
さ
れ
、
著
名
で
財
力
も
あ
る
所
有
者
か
ら
は
、
選
か
ら
漏
れ
た
し

い
う
不
満
も
昂
じ
る
。
そ
の
一
方
、
指
定
を
受
け
れ
ば
所
有
者
名
が
公

表
さ
れ
る
た
め
、
こ
れ
は
課
税
対
象
ι
な
り
、
と
り
わ
け
相
続
税
は
ほ

ぽ
個
人
で
は
負
担
不
可
能
と
な
る
。
こ
れ
で
は
文
化
財
保
護
な
の
か
、

そ
れ
と
も
違
法
売
却
促
進
な
の
か
、
法
律
制
定
の
目
的
も
意
味
不
明
ι

な
る
。
勢
い
、
指
定
を
受
け
る
ま
え
に
早
め
に
売
却
し
た
方
が
安
全
と

い
う
判
断
が
生
じ
る
。
財
閥
解
体
も
重
な
り
、
本
来
な
ら
ば
国
家
が
購

入
し
て
保
存
す
べ
き
名
口
叩
か
国
外
に
流
出
す
る
こ
と
を
、
か
え
っ
て
促

進
す
る
結
果
す
ら
招
い
た
。

駒
、
だ
が

け一文
で族化 こ

のれ
ノ＼

怠殿護
様委 、

゜ι員
天会

下が
サ b 設

し」ι

元れ
文る"
」ι 0

込ι法
目はか、

制
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(
一
己
講
和
条
約
と
文
化
財
使
節
の
渡
米

さ
ら
に
こ
う
し
た
新
法
施
行
が
、
お
り
か
ら
の
講
和
条
約
締
結
(
一

九
五
三
と
競
合
す
る
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
締
結
に
あ
わ

せ
工
当
地
で
会
期
を
合
わ
せ
て
日
本
古
美
術
展
が
開
催
さ
れ
る
。
だ

が
こ
れ
に
は
、
日
本
国
内
よ
り
北
米
を
優
先
さ
せ
る
ε
は
何
事
か
、
と

の
批
判
も
あ
り
、
「
見
た
け
れ
ば
向
こ
う
か
ら
み
に
く
れ
ば
よ
い
一
と

い
う
尊
王
攘
夷
の
生
ま
れ
変
わ
り
の
よ
う
な
反
米
意
識
も
あ
っ
た
。
さ

ら
に
は
^
^
^
ご
^
^
九
ち
で
す
ら
目
に
し
九
こ
と
の
な
い
名
品
が
^

米
行
脚
す
る
こ
し
へ
の
反
発
折
柄
の
朝
鮮
戦
争
ゆ
え
の
「
国
宝
の
海

外
疎
開
」
だ
と
い
っ
た
冗
談
ま
で
飛
び
出
し
た
。
今
日
で
も
文
化
遺
産

の
祖
国
復
帰
昂
又
ヨ
豊
号
は
し
ば
し
ば
話
題
と
な
り
、
旧
帝
国
主
義
宗

主
国
へ
の
夘
§
が
国
民
意
識
の
高
ま
り
に
応
じ
て
噴
出
す
る
こ
し
も
稀

で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
も
し
よ
り
脆
弱
で
乾
燥
に
弱
い
木
製
品
や
漆
、

謬
で
表
装
し
た
屏
風
の
展
示
環
境
へ
の
不
安
も
無
視
で
き
な
か
っ
た
。

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
場
の
写
真
を
見
る
と
、
作
品
の
周
り
や
大
広
間

に
盆
栽
や
植
え
込
み
の
鉢
が
大
量
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
生
き
た
植
物

を
置
く
こ
と
で
、
そ
の
葉
の
色
を
確
か
め
つ
つ
会
場
の
湿
度
を
調
節
す

る
と
い
う
、
専
門
技
官
の
「
名
人
藝
」
だ
っ
た
。

ε
り
わ
け
、
冷
戦
下
ι
い
う
時
代
は
無
視
で
き
な
い
。
日
本
の
講
和

条
約
は
共
産
圏
や
ア
ジ
ア
の
新
興
国
を
除
外
し
た
、
自
由
主
義
陣
営
に

偏
っ
た
措
置
だ
っ
六
。
東
京
大
学
総
長
南
原
繁
の
批
判
に
対
し
て
、

1
 
近
L
 
,
ー
ー
」
 
T
イ
宅
子
'
"
ノ

首
相
の
吉
田
茂
が
「
曲
学
阿
世
」
呼
ば
わ
り
を
し
て
議
論
を
招
い
た
こ

と
は
、
広
く
知
ら
れ
る
。
ま
た
イ
ン
ド
や
中
国
を
無
視
し
た
文
化
財
展

示
の
外
交
姿
勢
峡
欧
米
自
由
主
義
先
進
国
に
阿
る
「
卑
俗
な
政
治
の

装
飾
物
」
に
過
ぎ
な
い
と
、
こ
う
し
た
国
策
も
ど
き
を
痛
烈
に
批
判
す

る
勢
力
も
あ
っ
た
。
そ
の
裏
で
は
、
北
京
で
「
雪
舟
四
百
五
十
年
記

念
展
」
(
一
九
五
六
)
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
れ
は
「
世
界
平
和
評
議
△
三

の
提
唱
で
あ
り
、
結
局
は
複
製
主
体
の
展
示
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
す
ら
、

国
立
博
物
館
の
館
員
が
委
員
長
ε
な
っ
て
音
頭
を
取
る
と
は
国
家
公
務

員
の
本
義
に
倖
る
と
し
て
、
日
本
政
府
筋
か
ら
公
然
と
非
難
さ
れ
た
り

も
し
た
し
い
,
つ
0

四
非
物
質
的
[
テ
ク
ス
ト
遺
産
」

1
文
化
財
概
念
の
刷
新
に
む
け
て

お
よ
そ
こ
う
し
九
事
例
は
、
デ
ク
ス
ト
遺
座
の
考
察
と
は
、
表

面
上
な
ん
ら
関
係
な
い
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
よ
う
。
だ
が
こ
の
七
十

年
前
の
事
例
を
[
比
喩
」
と
し
て
読
む
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
電
子
版
テ

ク
ス
ト
へ
ι
移
行
し
た
「
遺
空
が
内
蔵
す
る
様
々
な
危
機
が
、
生
生

し
く
夕
火
り
出
さ
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
冷
戦
下
で
「
モ
ノ
」
ι
し

て
の
文
化
遺
産
と
そ
の
管
理
保
存
に
つ
き
ま
し
つ
た
問
題
は
、
現
在
の

電
子
化
環
境
の
無
法
地
帯
に
お
い
工
 
g
曾
空
間
に
お
け
る
別
種
の

政
治
問
題
や
利
権
関
係
へ
ι
変
貌
を
遂
げ
、
さ
ら
に
一
層
陰
湿
な
厄
介

、
と
、
ぜ
や
允
さ
せ
て
い
る
。
所
有
性
0
耆
.
、
.
、

真
正
性
:
で
イ
者
1
窟
§
誘
ミ
ャ
、

ヌ
い
る
だ
が
我
々
は
な
お
そ
れ
に
代
替
す
る
枠
且

、
と
し
て
構
想
.
実
現
す
る
に
は
至
っ
て
い
よ
い
、
、

め
ら

1

5
↓
'
ー

注

と
う
扱
う
か
は
、
デ
ク
ス

易
い

よ
て
一
と
ソ

た
課

せ
て

メ
し

ワ
ー
ク
シ
ョ
ツ
0
7

メ
ン
ト
は
固

ま
ナ

て
い
る
あ
わ
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れ
、
そ
の
間
に
新
た
な
意
味
が
付
与
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
全
体
を
含

め
た
概
念
。

林
原
行
雄

テ
ク
ス
ト
遺
産
は
媒
体
に
文
字
で
書
か
れ
た
文
化
遺
産
で
あ
り
、
後

世
に
残
さ
れ
る
べ
き
と
判
断
さ
れ
現
存
す
る
。
後
世
ま
で
残
す
意
義
は

有
形
資
産
の
媒
体
自
体
に
あ
る
場
合
も
あ
る
が
、
多
く
は
テ
ク
ス
ト
に

書
か
れ
た
内
{
谷
と
い
う
無
形
資
産
に
あ
る
こ
し
が
多
く
、
評
者
に
ょ
っ

て
^
^
が
^
か
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
テ
ク
ス
ト
^
^
の
^
思
^
は

優
品
で
あ
る
し
い
う
正
の
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
人
類
の
反
省
と
し
て

残
さ
れ
た
負
の
遺
産
も
あ
る
。
ユ
ネ
ス
コ
「
世
界
の
記
憶
」
は
、
世
界

古
典
は
遺
産
か
。
本
書
に
寄
せ
ら
れ
た
論
文
と
コ
ラ
ム
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
も
っ
て
、
日
本
の
古
典
文
学
を
「
テ
ク
ス
ト
遺
産
」
と
し

て
捉
え
直
し
て
み
る
こ
と
を
試
み
る
も
の
で
あ
っ
た
。
遺
産
と
い
う
言
葉
が
立
剛
代
の
人
々
が
残
し
た
業
績
や
文
化
財
な
ど
」
(
『
日
本
国
語
大
辞
血
ハ
』

第
二
版
)
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
近
代
以
降
の
こ
と
で
あ
る
が
、
本
書
所
収
の
各
論
文
コ
ラ
ム
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う

に
、
前
近
代
に
お
け
る
各
時
代
の
人
び
と
が
目
的
を
も
っ
て
テ
ク
ス
ト
を
作
り
、
読
み
、
評
価
し
、
保
存
し
、
複
製
し
て
き
た
そ
の
営
み
は
、
遺
産

と
い
う
語
章
と
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
大
い
に
意
味
の
あ
る
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
し
が
可
能

で
、
理
解
し
や
す
い
も
の
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
ま
た
同
時
に
、
文
{
子
と
圭
凹
物
に
基
づ
く
文
化
(
テ
ク
ス
ト
)
は
、
他
の
文
化
的
生
産
物
よ
り
も
捉
え
る
こ
と
の
難
し
い
、
複
雑
で
複
層
的

な
存
在
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
「
一
ブ
ク
ス
ト
遺
産
」
と
い
う
視
点
か
ら
み
つ
め
た
場
合
「
テ
ク
ス
ト
」
は
形
あ
ろ
モ
ノ
靈
白
物

お
よ
び
書
物
に
限
ら
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
ハ
ー
ド
)
と
、
そ
の
内
実
(
ソ
フ
ト
)
と
の
二
面
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
「
テ
ク
ス
ト
一
研
究
は

の
人
々
の
記
憶
に
留
め
る
べ
き
テ
ク
ス
ト
遺
産
を
適
切
に
保
存
し
、
普

遍
的
ア
ク
セ
ス
を
確
保
し
、
そ
の
認
知
度
の
向
上
を
目
指
す
プ
ロ
グ
ラ

ム
で
あ
り
、
こ
の
度
懸
案
事
項
の
解
決
が
合
意
さ
れ
、
「
世
界
の
記
憶
」

登
録
が
再
開
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
こ
と
を
喜
び
た
い
。

ー
ミ
・
と
ー
よ
!
き
ー
キ
ー
!
ト
ミ
{
ー

稲
賀
繁
美

-
n
碧
は
一
象
三
え
か
ら
派
生
し
、
^
糸
と
^
糸
と
の
^
み
^
口
い
か
ら
成

る
。
壽
ず
も
二
旦
n
す
な
わ
ち
「
織
り
」
か
ら
派
生
し
、
現
在
で
は
◆
屯

子
情
報
流
通
網
を
指
す
が
、
元
来
は
蜘
蛛
の
巣
を
意
味
す
る
。
遺
産
と

は
蜘
蛛
の
巣
の
糸
か
、
そ
こ
に
囚
わ
れ
て
、
捕
食
者
と
し
て
の
蜘
蛛
に

食
わ
れ
る
獲
物
な
の
か
?

(
考
か
絡
み
合
,
フ
た
だ
な
ら
ぬ
難
し
さ
を
抱
え
る
も
の
、
§
.
0

、
六
ー
テ
ク
ス
ト
へ
の
ア
。
フ
ロ
ー
チ
の
限
界
を
示
す
も
、
は
、
<
、
、

の
で
ー
な
い
か
。
「
テ
ク
ス
ト
遺
座
と
い
う
視
点
は
、
ヨ
々
を
誘
う
も
の
で
あ

え
見
え
る
モ
ノ
ι
し
て
継
承
さ
れ
た
・
、
そ
し
こ
、
、
、
 
X
 
よ
う
、
つ
ま
り
、
い
ま
あ
る
モ
ノ
が
何
ゆ

歴
史
的
な
時
占
の
経
昆
メ
い
ノ
か
和
ゆ
え
消
滅
し
忘
却
さ
れ
た
か
と
い
う
、
寺
代
や
、

い
直
し
を
も
迫
る
も
の
で
あ
る
0
 
し
ー
た
正
統
性
や
権
威
の
実
際
価
値
観
や
常
識
へ
の
司

カ
ロ
三
薜
み
を
と
し
、
ー
ー
ι
し
ι
y
ノ
ハ
に
つ

ま
九

ス
遉
塵
と
い
う
概
念
を
用
い
た
文
学
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
、
、
、
、

ロ
ー
よ
、
、

遉
産
研
究
の
各
領
域
で
の
従
来
の
常
識
を
開
き
、
ぶ
つ
け
A
、
、
、
 
r
 
,
か
。

促
す
こ
し
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
「
テ
ク
ス
ト
遺
産
、
し
い
う
§
、
六

i
メ
く
、
現
在
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
で
い
か
な
る
機
能
を
果
こ
し
て
こ
ー
と

ロ
セ

い
ー
 
1
史
経
済
史
ι
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
ラ
イ
ン
か
ら
再
考
 
0
 
,
六
の
か
、

の
文
化
遣
産
政
策
ι
並
び
置
く
こ
と
こ
つ
、

さ
て

小
身
つ
つ

さ
一
一

よ
っ
て

古
、
.
ら

をい
期た
しば
たか
いり

で

ス

現ト
子代の
際にあ
西おり
研けよ

、

ノノ'、

つ

口し、
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古
典
テ
ク
ス
ト
が
伝
之
る
八
々
の
営
為

人
び
と
が
過
去
か
ら
現
在
へ
と
紡
ぎ
、
伝
え
て
き
た
テ
ク
ス
ト
ー
「
古
典
」
。

ぞ
れ
ら
が
今
な
お
様
々
な
姿
て
我
々
に
そ
の
存
在
を
伝
え
る
背
景
に
は
、

各
時
代
の
人
び
と
が
古
典
と
い
、
2
ブ
ク
ス
ト
に
対
し
営
ん
だ
試
行
錯
誤
が
あ
っ
た
。

古
典
を
「
遺
産
」
と
い
う
概
念
か
ら
捉
え
か
え
し
、
所
有
性
、
作
者
牲
真
正
性
の
観
点
か
ら

テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
や
、
ぞ
れ
に
ま
つ
わ
る
行
為
や
意
識
を
歴
史
的
に
考
察
。

さ
ら
に
、
古
典
と
社
会
と
の
関
係
性
を
照
ら
し
出
す
「
テ
ク
ス
ト
遺
産
」
と
い
う
概
念
の
ポ
テ
ン
シ
ノ
を
、

文
学
研
究
と
経
済
学
.
文
化
交
流
史
な
ど
諸
分
野
の
視
角
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
ょ
り
提
示
。

交
字
と
書
物
の
文
化
研
究
を
新
た
な
ス
テ
ー
ジ
へ
と
領
導
す
る
画
期
的
成
果
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