
諜潜

狐
立
的
で
な
く
、
全
国
的
に
、
、
そ
れ
も
有
機
的
な
関
連
性
を
持
つ
も
の
と
な
つ

．
て
く
る
。
戦
術
も
巧
み
で
組
織
豹
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
こ
の
時
期
の
特
色
で

あ
る
と
。

　
こ
れ
は
都
市
民
に
よ
る
反
封
建
闘
争
を
え
が
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
か
か
る

町
入
た
ち
の
積
極
的
な
蜂
起
と
、
先
の
論
文
に
み
る
お
ち
ぶ
れ
行
く
下
層
民
と

の
関
遮
が
ど
う
な
る
の
か
、
将
来
に
残
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
と
思
う
。

　
以
上
十
篇
に
の
ぼ
る
論
文
の
紹
介
と
、
二
・
三
の
疑
点
や
意
見
を
述
べ
た
の

で
あ
る
が
、
理
解
の
未
熟
さ
の
た
め
誤
ま
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
か
と
も
思
う
。

殊
に
近
世
に
つ
い
て
は
、
泓
肉
身
直
接
に
研
究
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
全
く

的
を
外
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
そ
の
点
お
許
し
を
願
い
た
い
。
　
（
A
5

四
〇
六
頁
昭
和
三
凶
年
十
一
月
三
一
書
房
刊
定
価
八
○
○
円
）

大
阪
歴
史
学
会
編

封
建
社
会
の
村
と
町

中
　
村

哲

　
大
阪
歴
史
学
会
の
朝
立
｝
○
周
年
を
記
念
し
て
こ
冊
の
論
文
集
が
刊
行
さ
れ

た
。
構
学
会
古
代
史
部
会
担
当
の
『
律
令
国
家
の
基
礎
構
造
』
と
近
町
史
部
会

担
当
の
『
封
建
社
会
の
村
と
町
』
と
題
す
る
本
書
が
そ
れ
で
あ
る
。
在
野
の
学

会
と
し
て
困
難
な
条
件
を
克
服
し
な
が
ら
研
究
を
す
す
め
、
多
く
の
業
績
を
あ

げ
て
き
た
大
阪
歴
史
学
会
が
一
〇
周
年
を
む
か
え
、
こ
こ
に
記
念
論
文
集
を
発

表
さ
れ
た
こ
と
を
よ
ろ
こ
び
敬
意
を
表
し
た
い
。

　
さ
て
本
書
は
「
畿
内
先
進
地
域
の
史
的
研
究
偏
と
い
う
副
題
が
付
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
近
世
、
と
く
に
近
世
後
期
の
大
阪
周
辺
地
域
の
祉
会
経
済
史
の
個

別
研
究
が
中
心
と
な
り
、
そ
れ
に
戦
後
の
当
該
地
域
の
研
究
契
の
整
理
と
展
望

を
加
え
、
一
〇
編
の
研
究
論
文
よ
り
な
り
、
巻
末
に
「
摂
河
療
州
農
民
闘
争
年

表
」
と
「
摂
河
泉
史
文
献
」
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
　
「
ま
え
が
き
」
の
冒
頭
に

「
封
建
赴
会
か
ら
近
代
祉
会
へ
の
移
行
へ
封
建
制
解
体
）
過
程
は
、
そ
れ
が
典

型
的
に
経
過
し
た
と
さ
れ
る
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ぼ
あ
い
に
も
、
複
雑
・
多
岐
の

動
向
に
み
た
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
に
特
殊
の
檸
滞
性
・
後
進
性
を
か
か
え

こ
ん
だ
東
洋
諸
国
、
ま
た
日
本
の
ば
あ
い
、
そ
れ
は
あ
る
い
は
埋
没
さ
れ
、
あ

る
い
は
曲
折
し
た
形
で
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
を
幕
藩
体
制
社
会
の

う
ち
に
追
及
す
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
日
塞
近
世
史
研
究
の
ひ
と
つ

の
課
題
で
あ
っ
て
、
近
世
後
期
の
問
題
は
明
ら
か
に
こ
こ
に
し
ぼ
ら
れ
て
く
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る
㎏
と
遽
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
諭
交
譲
の
中
心
テ
ー
マ
は
封
建
制
か

ら
資
本
制
へ
の
移
行
の
問
題
で
あ
り
、
先
進
地
帯
た
る
大
阪
と
そ
の
周
辺
地
域

が
こ
の
問
題
を
追
及
す
る
上
で
重
要
性
を
も
つ
て
く
る
。
昭
和
二
三
年
に
大
阪

歴
史
学
会
が
発
足
し
た
当
時
、
す
で
に
「
近
代
日
本
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る

為
に
、
先
進
地
域
の
実
証
的
研
究
が
必
要
な
事
は
論
を
建
つ
ま
で
も
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
の
典
型
的
な
る
も
の
と
し
て
、
大
阪
及
び
そ
の
周
辺
を
対
象
に
し
て
、

こ
の
よ
う
な
果
題
を
果
そ
う
と
す
る
試
み
は
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と

当
時
の
委
員
の
一
人
で
あ
る
津
田
秀
夫
氏
が
述
べ
て
お
り
、
こ
う
し
た
視
角
は

大
阪
歴
史
学
会
の
創
立
以
来
一
貫
し
て
と
ら
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　
さ
て
、
基
本
的
視
角
は
共
通
で
あ
っ
て
も
魯
論
文
の
追
及
し
て
い
る
問
題
は

そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。
各
論
文
に
つ
い
て
簡
単
に
み
る
こ
と
に
し
ょ
う
。

　
1
　
近
世
大
阪
に
お
け
る
『
青
物
』
・
の
流
通
問
題
…
天
満
市
場
と
百
姓
市

の
対
抗
…
　
小
林
　
茂
　
大
阪
周
辺
地
域
の
商
業
的
農
業
と
し
て
綿
作
、
菜

種
作
、
さ
ら
に
最
近
で
は
米
の
商
品
化
の
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
が
、

そ
れ
ら
と
な
ら
ん
で
青
物
翻
意
菜
も
と
く
に
大
阪
に
近
接
し
た
西
成
・
東
成
・

住
吉
郡
で
は
重
要
な
商
品
作
物
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
地
域
が
現
在
全
く
管
領
．

化
し
て
し
ま
い
村
方
文
書
が
き
わ
め
て
乏
し
い
た
め
に
、
研
究
が
お
く
れ
て
い

る
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
の
青
物
作
を
流
通
面
か
ら
独
占
的
な
天
満
市
に
た
い

す
る
し
つ
よ
う
な
農
民
の
闘
争
i
天
満
市
の
独
占
権
の
弱
化
と
百
姓
市
の
形

成
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。

　
2
　
聞
酒
三
年
油
方
改
正
仕
法
制
定
過
程
に
お
け
る
燈
油
統
制
政
策
の
転
換

事
情
　
津
田
秀
夫
　
こ
の
論
文
は
「
近
世
後
期
に
お
け
る
絞
油
業
の
展
開
と
幕

府
の
統
制
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
大
き
な
研
究
の
一
部
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味

で
は
馴
に
発
衰
さ
れ
て
い
る
研
究
と
ま
と
め
て
検
討
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
β

こ
の
論
文
は
三
会
図
欝
館
上
野
支
蔀
所
蔵
の
旧
鵜
引
継
文
書
に
よ
り
幕
府
の
商

業
政
策
の
垂
柔
な
一
環
と
し
て
の
種
物
及
び
油
の
統
制
致
策
を
扱
っ
た
も
の
で

あ
り
、
釜
地
の
絞
油
業
の
展
開
を
お
さ
え
、
大
阪
抽
市
場
へ
の
瀬
の
集
中
を
は

か
っ
た
「
明
和
の
仕
法
」
が
大
阪
周
辺
や
西
国
な
ど
の
絞
油
業
の
展
開
に
お
さ

れ
て
、
次
第
に
実
効
を
失
い
、
幕
府
は
そ
の
対
応
と
し
て
「
明
和
の
仕
法
」
を

改
め
、
実
状
を
調
査
の
上
、
そ
れ
に
即
し
て
政
策
転
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
っ
た
過
程
を
幕
府
の
政
策
立
案
過
程
を
中
心
に
分
析
し
て
い
る
。

　
3
　
封
建
都
市
酒
造
業
の
展
開
…
…
摂
津
川
辺
郡
伊
丹
郷
を
中
心
と
し
て
一

…
　
中
部
よ
し
子
　
酒
造
業
の
研
究
は
か
な
り
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
が
、

最
近
で
は
灘
、
西
宮
な
ど
の
全
国
有
数
の
酒
造
地
帯
の
す
ぐ
れ
た
研
究
が
つ
ぎ

つ
ぎ
と
発
表
さ
れ
つ
つ
あ
る
（
長
倉
保
氏
の
請
研
究
、
謄
、
西
宮
市
史
』
等
）
。
中
部

氏
の
研
究
も
そ
の
一
つ
と
し
て
伊
丹
の
酒
造
業
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
近
世
初

頭
に
は
、
京
、
大
阪
の
酒
造
業
が
優
勢
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
伊
丹
∴
庶
路
等

の
在
郷
町
の
酒
造
業
が
御
頭
し
、
一
七
世
紀
後
半
、
幕
藩
体
制
の
確
立
と
と
も

に
全
盛
期
を
迎
え
た
。
し
か
し
、
幕
府
の
流
通
体
系
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
た
め
、
そ
の
後
灘
を
代
表
と
す
る
農
村
酒
造
業
の
拾
頭
に
な
や
ま
さ
れ
、

中
期
以
後
停
滞
な
い
し
、
嚢
退
に
向
う
。
こ
の
過
程
を
領
主
統
制
、
原
料
た
る

米
の
領
主
的
商
品
流
通
を
中
心
に
追
及
し
て
い
る
。

　
4
　
近
世
西
摂
に
お
け
る
「
農
昆
層
の
分
解
』
　
山
崎
隆
三
　
山
崎
氏
は
周

知
の
よ
う
に
数
年
来
、
近
世
か
ら
開
治
期
に
か
け
て
の
農
業
生
産
の
発
展
、

「
農
民
屑
分
解
」
を
追
求
し
、
す
ぐ
れ
た
業
蹟
を
あ
げ
て
き
た
が
、
こ
の
論
文

は
、
そ
れ
ら
の
研
究
の
集
大
威
的
な
位
機
を
占
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
摂
津

武
庫
・
川
辺
両
郡
四
〇
力
村
を
と
り
あ
げ
、
石
高
所
持
胴
構
成
に
よ
っ
て
「
農

民
層
分
解
」
を
一
七
世
紀
後
期
か
ら
約
二
世
紀
に
わ
た
り
、
五
つ
の
時
期
に
わ
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評欝

け
て
考
察
し
、
つ
い
で
石
高
所
持
と
農
業
経
営
規
模
と
を
関
連
せ
し
め
て
、
小

商
贔
生
産
の
一
般
的
成
立
と
小
ブ
ル
ジ
一
顎
ア
的
経
済
制
度
と
地
主
制
…
の
二
つ
の

経
済
制
度
の
生
成
、
発
展
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
の
要
点
は
　
①
「
分
解
砧
の

起
点
は
一
八
骸
紀
後
期
で
あ
り
、
こ
の
段
階
で
は
没
落
す
る
の
は
五
石
未
満
の

貧
農
溜
で
あ
り
、
上
昇
す
る
農
民
は
経
営
を
拡
大
し
て
富
農
酌
発
展
を
と
げ
る
、

②
幕
末
に
門
分
解
漏
の
第
二
段
階
に
入
り
、
中
農
層
（
五
～
二
〇
石
）
の
「
分

鯉
凱
が
は
じ
ま
り
、
一
方
に
大
地
主
が
成
立
し
て
く
る
が
、
富
農
経
営
は
持
続

し
、
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
制
度
と
地
主
制
が
併
存
し
て
お
り
、
③
地
主
制
が
小
ブ
ル

ジ
ョ
ア
的
農
業
を
圧
倒
し
て
確
立
に
向
・
）
の
は
明
治
一
〇
年
代
以
降
で
あ
り
、

そ
の
場
合
富
農
層
へ
二
〇
一
五
〇
石
）
の
動
向
が
決
定
酌
で
あ
る
（
こ
の
部
分

は
嗣
氏
「
明
旧
型
期
西
摂
に
お
け
る
『
擬
民
心
の
分
解
…
』
扁
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
七

号
）
で
展
關
さ
れ
て
い
る
）
。
大
阪
周
辺
地
域
は
近
世
社
会
経
済
史
研
究
の
も

っ
と
も
す
す
ん
だ
地
域
で
あ
る
が
、
農
民
層
分
解
な
い
し
地
主
制
の
研
究
は
一

村
限
り
の
も
の
が
多
く
、
か
な
り
広
い
地
域
に
わ
た
り
多
く
の
村
の
史
料
を
集

め
て
分
解
の
傾
向
を
分
析
し
、
　
「
分
解
」
の
各
段
階
（
一
八
世
紀
後
半
、
幕
末
、

明
治
一
〇
年
代
）
を
碓
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
の
主
要
な
特
徴
を
明
ら
か
に

し
た
こ
と
は
大
き
な
成
果
で
あ
る
。
今
後
門
分
解
」
の
各
段
階
の
具
体
酌
内
容

を
追
及
す
る
と
と
も
に
山
崎
氏
の
「
分
解
」
論
の
理
論
的
構
築
を
期
待
し
た
い
。

　
5
　
西
摂
に
お
け
る
中
農
層
の
商
品
生
産
　
八
木
哲
浩
　
八
木
哲
浩
氏
は
摂

津
武
魔
界
上
瓦
林
村
澗
本
家
の
史
料
を
分
析
し
た
『
封
建
祇
会
の
農
村
構
造
』

を
発
表
し
て
以
来
、
武
庫
郡
の
農
村
構
造
を
精
力
的
に
研
究
し
、
最
近
で
は
同

地
域
の
米
の
広
汎
な
商
品
化
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
同
地

絨
の
豊
憲
な
農
業
経
営
史
料
を
使
っ
て
持
高
一
〇
石
の
中
農
履
の
農
業
経
営
の

内
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
近
世
に
お
け
る
農
業
経
営
史
料
は
ほ
と
ん
ど
上

層
農
民
の
そ
れ
に
限
ら
れ
、
中
農
以
下
の
農
業
経
営
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
は
ぎ
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
こ
の
塘
域
は
八
木
氏
、
山
崎
戦
士
の
努
力
に

よ
っ
て
近
世
の
農
業
経
営
史
料
が
も
っ
と
も
豊
窟
な
地
域
で
あ
り
、
八
木
氏
は

主
と
し
て
こ
れ
を
利
用
し
て
一
八
世
紀
後
半
の
持
高
一
〇
石
の
霞
作
申
農
の
経

営
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
算
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
葉
種
作
地
域

で
は
中
農
で
も
米
が
最
も
重
要
な
中
売
作
物
で
あ
り
、
し
か
も
反
収
の
多
少
に

よ
っ
て
菜
種
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
く
販
売
量
が
左
右
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
農

民
経
営
を
発
展
さ
せ
、
分
解
の
基
本
的
条
件
と
な
る
の
は
米
作
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
米
の
商
品
化
の
問
題
が
最
近
と
り
あ
げ
ら
れ
、
従
来

菜
豊
作
地
帯
と
さ
れ
て
き
た
こ
の
地
帯
が
次
第
に
商
品
生
産
酌
米
作
地
帯
の
性

格
を
も
つ
こ
と
が
開
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
こ
の
論
文
は
そ
れ
を
さ
ら
に

農
業
経
営
の
分
析
、
と
く
に
商
晶
生
産
の
も
っ
と
も
一
般
的
な
担
手
で
あ
る
中

農
層
の
経
営
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
よ
り
明
確
に
さ
れ
た
と

い
え
る
。
今
後
由
碕
矯
の
設
定
さ
れ
た
「
分
解
」
の
各
段
階
に
よ
っ
て
農
業
経

営
の
内
容
が
い
か
に
変
化
す
る
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
、
　
「
分
解
」
の
生
撃
力
酌

要
因
を
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。

　
6
　
近
世
畿
内
小
作
料
の
構
造
　
竹
安
繁
治
　
竹
安
薦
は
す
で
に
近
世
小
作

料
に
つ
い
て
の
実
証
酌
研
究
を
い
く
つ
か
発
表
し
て
い
る
が
、
こ
の
研
究
も
ま

た
そ
の
す
ぐ
れ
た
一
つ
に
か
ぞ
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
阪
周
辺
地
域
に
お
い

て
は
す
で
に
近
世
初
期
か
ら
主
と
し
て
本
畝
（
検
地
帳
上
の
反
溺
）
と
有
無

（
実
面
積
）
の
差
に
も
と
つ
く
萌
芽
的
利
潤
1
1
地
主
取
分
が
成
立
し
て
お
り
、

そ
の
後
生
産
力
の
上
昇
に
よ
る
反
当
収
量
の
増
加
に
よ
り
本
格
的
な
地
主
制
の

展
開
を
み
、
中
期
に
は
小
作
経
営
も
安
定
的
墓
盤
を
も
つ
て
い
た
こ
と
、
し
た

が
っ
て
耕
地
に
つ
い
て
は
台
帳
上
の
反
別
、
分
米
よ
り
も
有
畝
、
宛
米
が
実
質
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酌
基
準
と
し
て
の
規
制
力
を
も
つ
に
い
た
っ
た
と
述
べ
、
幕
末
に
お
け
る
小
作

経
営
の
発
展
酌
傾
向
を
強
調
し
て
い
る
。
近
世
に
お
け
る
地
主
翻
の
具
体
的
存

在
形
態
に
つ
い
て
は
、
地
主
制
に
か
ん
す
る
多
く
の
研
究
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

意
外
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
現
状
に
お
い
て
、
竹
安
氏
の
研
究
は
貴
重
な

出
射
を
も
つ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
氏
の
実
議
も
ま
だ
一
般
的
傾
向
を
朔
ら
か

に
す
る
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
同
氏
の
提
出
し
て
い
る
い
く
つ
か
の
命
題
に
つ

い
て
も
十
分
反
論
が
予
想
さ
れ
る
し
、
相
互
に
矛
盾
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

し
か
し
、
ま
た
近
世
に
お
け
る
地
主
制
形
成
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
い
く
つ
か
の

間
題
を
指
摘
し
た
こ
と
自
体
に
も
こ
の
研
究
の
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
7
　
幕
宋
に
お
け
る
畿
内
農
村
の
一
考
察
－
河
内
綿
作
地
帯
を
中
心
と
し

て
1
　
北
崎
墾
二
　
最
近
の
大
阪
周
辺
地
域
の
近
世
社
会
経
済
史
研
究
は
摂

津
、
和
泉
の
研
究
が
比
較
酌
多
く
、
か
つ
て
研
究
の
中
心
的
対
象
地
と
さ
れ
て

い
た
河
内
綿
作
地
帯
は
比
較
的
少
な
い
が
、
北
瞬
氏
の
研
究
は
こ
の
河
内
綿
作

地
帯
の
か
つ
て
古
島
、
永
原
氏
が
『
商
品
生
産
と
寄
生
地
主
制
』
で
扱
っ
た
地

域
と
同
一
の
地
域
を
対
象
と
し
て
い
る
。
と
く
に
幕
末
に
領
主
の
財
政
窮
乏
が

ひ
ど
く
な
り
、
中
小
領
主
は
商
人
や
有
力
農
斑
か
ら
借
財
し
、
こ
れ
を
「
村
方

借
用
銀
」
と
い
う
形
で
農
民
に
転
嫁
す
る
村
欝
を
め
ぐ
る
農
民
の
動
ぎ
を
中
心

に
分
祈
し
て
い
る
。

　
8
　
近
世
河
内
狭
山
池
の
分
水
慣
行
　
福
島
雅
蔵
　
わ
が
国
の
農
業
は
水
田

耕
作
を
根
幹
と
す
る
か
ら
、
水
利
の
問
題
は
社
会
経
済
的
に
も
、
技
術
的
に
も

き
わ
め
て
重
．
要
な
意
味
を
も
つ
て
い
る
。
南
河
内
、
和
泉
地
方
は
瀬
戸
内
型
の

気
象
条
件
に
よ
っ
て
溜
池
灌
瀧
が
普
及
し
て
い
る
が
、
こ
の
研
究
は
近
世
初
期

に
五
万
五
千
石
、
幕
末
で
も
三
万
石
の
耕
地
を
灌
撮
し
た
河
内
狭
閏
池
の
分
水

織
行
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
池
管
理
の
推
移
、
池
水
の
配
水
法
、
池
水
鼻
髭
区

域
の
変
遷
、
池
水
分
配
の
封
建
的
性
格
に
わ
け
て
近
世
初
期
か
ら
幕
末
に
わ
た

っ
て
述
べ
て
お
り
、
分
水
慣
行
の
事
実
を
中
心
と
し
、
農
村
構
造
や
領
空
支
配

と
の
高
速
等
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
水
利
と
く
に
溜

池
灌
概
の
問
題
の
研
究
は
お
く
れ
て
い
る
分
野
な
の
で
、
狭
山
池
が
南
河
内
の

伝
汎
な
地
域
に
関
連
を
も
つ
こ
と
と
と
も
に
大
阪
周
辺
地
域
の
か
か
る
問
題
に

つ
い
て
の
研
究
の
一
つ
の
基
礎
を
お
く
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
9
　
河
内
石
川
家
領
の
貢
租
一
日
本
貨
幣
地
代
成
立
史
研
究
の
｝
試
論
－

！
酒
井
　
［
　
講
題
に
あ
る
よ
う
に
、
幕
藩
体
制
の
解
体
過
程
を
土
地
所
有

（
そ
の
経
済
的
実
現
と
し
て
の
地
代
）
の
側
面
か
ら
追
求
し
、
地
租
改
蕉
の
歴

史
的
前
提
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
い
う
意
図
を
も
つ
て
書
か
れ
て
い
る
。
具
体

的
に
は
河
内
古
市
・
石
川
両
面
に
わ
た
る
下
館
藩
と
そ
の
分
家
の
旗
本
石
州
家

領
を
対
象
と
し
、
幕
末
期
を
中
心
と
し
て
貢
租
体
系
と
そ
れ
に
対
抗
す
る
農
曳

勢
力
、
対
抗
の
此
体
酌
過
程
（
石
代
紬
一
件
）
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
を
行
っ

て
い
る
。
近
世
の
貢
租
体
系
に
つ
い
て
は
大
阪
周
辺
地
域
で
も
研
究
は
お
く
れ

て
お
り
、
最
近
米
の
総
軍
化
の
問
題
と
関
連
し
て
在
払
等
の
研
究
が
漸
く
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
段
階
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
こ
の
研
究
は
貢
租
体
系
に
つ

い
て
の
本
格
的
研
究
の
先
駆
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
だ
け
に
こ
の
研
究

で
も
明
ら
か
に
で
き
て
い
な
い
点
が
多
く
、
石
代
納
を
貨
幣
地
代
と
し
て
積
極

酌
に
評
価
す
る
こ
の
研
究
の
中
心
的
主
張
も
十
分
説
得
的
で
は
な
い
が
、
こ
の

研
究
か
ら
酒
井
氏
の
問
題
意
識
を
展
開
す
る
た
め
に
は
天
領
の
貢
租
体
系
を
農

村
構
造
と
関
連
さ
せ
て
分
析
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
感
じ
る
。

　
1
0
　
近
世
後
期
大
阪
周
辺
爆
村
研
究
の
動
向
　
塩
野
芳
夫
　
以
上
の
九
編
の

論
文
が
大
阪
周
辺
地
域
の
個
別
研
究
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
こ
れ
は
本
書
の

最
後
に
お
か
れ
、
こ
の
地
域
の
戦
後
の
研
究
史
を
扱
い
、
し
め
く
く
り
的
意
味
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を
も
っ
て
い
る
。
最
初
に
近
世
後
期
の
こ
の
地
域
の
研
究
の
共
通
す
る
問
題
意

識
が
「
日
本
に
お
け
る
三
業
資
本
の
自
生
酌
展
瀾
U
資
本
主
義
戒
立
の
芽
を
こ

の
地
域
農
村
の
動
向
に
求
ぬ
よ
う
と
し
て
い
る
点
」
に
あ
る
と
し
、
こ
れ
を
濃

民
闘
争
と
農
民
の
階
層
分
化
と
地
主
制
の
二
点
に
し
ぼ
っ
て
問
題
点
を
中
心
と

し
て
整
理
し
て
い
る
。

　
以
上
、
紙
数
の
関
係
で
き
わ
め
て
箇
単
な
紹
介
に
お
わ
り
、
各
論
丈
の
内
容

の
紹
介
す
ら
不
十
分
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
執
筆
者
を
は
じ
め
読

看
諸
氏
に
お
わ
び
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
い
ご
に
巻
末
の
「
摂
祭
儀
州
農

民
闘
争
年
表
」
と
「
歩
調
泉
史
文
献
」
は
今
後
こ
の
地
域
を
研
究
す
る
者
に
と
っ

て
き
わ
め
て
便
利
で
あ
る
こ
と
を
つ
け
加
え
て
お
く
。
　
（
A
5
糟
糠
九
四
頁

昭
和
三
十
五
年
十
月
　
吉
川
弘
文
堅
石
　
定
価
一
、
二
〇
〇
円
）

別
技
篤
彦
著

東
南
ア
ジ
ア
諸
島
の
居
住
と
開
発
史

石
　
川
　
栄
　
吉

　
策
幣
ア
ジ
ア
研
究
の
重
要
性
と
い
う
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
語
ら
れ
て
い
る
。

事
実
、
こ
こ
数
年
の
間
に
、
諸
大
学
あ
る
い
は
民
間
に
も
、
数
多
く
の
東
南
ア

ジ
ア
研
究
の
機
構
、
も
し
く
は
グ
ル
ー
プ
が
形
づ
く
ら
れ
て
き
て
い
る
。
日
本

の
置
か
れ
て
い
る
文
化
的
・
社
会
的
・
地
理
的
環
境
に
照
ら
し
て
、
こ
の
よ
う

な
動
き
は
当
然
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
遅
き
に
失
し
た
と
さ
え
い
え
よ
う
。

敗
戦
の
結
果
し
た
止
む
を
え
ぬ
事
態
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
こ
の
闘
に
研
究
上
の

い
ち
じ
る
し
い
遅
れ
を
と
っ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
残
念
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
地
域
が
な
が
ら
く
欧
米
諸
国
の
植
罠
地
体
鰯
下
に
置
か
れ
て
い
た
た
め
と

は
い
え
、
欧
米
諸
学
者
の
研
究
に
、
な
お
多
く
を
依
存
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
現

状
は
、
ま
だ
当
分
続
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
5
な
、
策
南
ア
ジ
ア
研
究
の
一
般
的
状
況
下
に
、
甥
技
篤
彦
教
援
の

二
十
年
に
わ
た
る
本
地
域
の
研
究
成
果
『
康
南
ア
ジ
ア
諸
島
の
居
住
と
開
発

史
」
が
世
に
送
ら
れ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
著
者

別
技
数
授
は
、
太
平
洋
戦
争
中
、
約
三
年
半
の
歳
月
を
、
イ
ン
ジ
ネ
シ
ア
の
現

地
調
査
に
費
や
さ
れ
、
こ
の
…
闘
、
パ
タ
ヴ
4
ア
（
現
ジ
ャ
カ
ル
タ
）
の
オ
ラ
ン

ダ
王
立
自
然
科
学
協
会
図
書
館
を
研
究
室
と
し
て
、
文
献
研
究
を
進
め
る
一
方
、

各
地
の
実
地
調
喪
を
併
行
し
て
、
多
く
の
貴
重
な
資
料
を
蒐
集
さ
れ
た
。
そ
の

大
半
が
、
敗
戦
・
引
揚
に
際
し
て
失
な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
も
ま
た
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