
な
究
極
の
匿
附
と
ば
艦
ず
鳩
よ
り
大
き
な
構
想
を
旧

い
て
お
ら
れ
よ
う
し
、
か
か
る
基
礎
的
作
業
を
無

視
し
て
砂
上
に
楼
閣
を
築
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

博
士
の
学
風
・
学
派
の
発
展
を
寿
ぎ
、
さ
ら
に
執
筆

者
と
周
様
に
博
士
の
御
話
康
を
祈
り
つ
つ
、
筆
を
欄

く
。
　
（
昭
和
三
十
七
年
九
月
　
吉
川
弘
文
館
刊
　
A

　
5
例
刊
　
　
上
巻
山
盛
一
二
｝
貝
　
　
一
山
ハ
○
○
円
　
　
下
巻
七

　
＝
一
買
　
　
｛
九
〇
〇
円
）
　
　
　
（
上
横
手
雅
敬
）

宮
内
庁
書
陵
部
編

　
図
書
寮
叢
刊
政
基
公
課
引
付

　
私
は
ま
ず
こ
の
史
料
を
読
ん
で
、
私
が
今
ま
で
に

見
た
隈
ら
れ
た
中
世
の
日
剛
誕
の
な
か
で
、
こ
れ
ほ
ど

藤
白
い
座
業
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
、
そ

し
て
現
地
を
踏
査
し
た
い
と
い
う
衝
動
を
と
め
る
こ

と
は
出
来
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
二
四
に
わ
た
り
現
地

踏
査
を
行
な
っ
た
。
昨
年
の
初
秋
の
こ
と
で
あ
る
。

第
一
日
誌
は
日
根
野
に
慈
眼
院
を
た
ず
ね
て
古
文
書

・
古
地
函
を
舞
湿
し
、
今
は
な
い
無
辺
光
院
の
堤
を

探
り
、
そ
れ
か
ら
土
丸
城
岨
．
を
左
に
仰
ぎ
な
が
ら
、

大
木
の
谷
に
入
る
。
そ
し
て
会
う
人
ご
と
に
九
条
致

蓋
が
起
屠
し
て
い
た
長
福
寺
を
尋
ね
た
が
知
る
人
は

な
い
。
中
大
木
の
禅
寺
名
徳
寺
の
門
を
た
た
き
、
ま

た
古
老
の
教
を
え
て
、
長
福
寺
と
い
う
地
名
が
僅
が

に
残
る
承
応
の
畦
に
立
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
入
山
田
村

の
入
口
に
楽
る
。
文
亀
三
年
七
月
、
干
魑
の
た
め
飲

料
水
尽
ぎ
た
村
落
民
が
、
わ
ず
か
に
残
っ
て
い
た
水

を
求
め
て
押
し
か
け
た
長
福
穿
の
井
戸
も
な
い
。
下

瓦
が
鵬
る
と
い
う
。
そ
の
水
田
の
上
に
円
満
寺
が
あ

り
、
今
は
老
人
達
の
寄
合
噺
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
入

山
田
村
四
ケ
村
の
鎮
守
滝
宮
に
詣
る
。
今
は
延
喜
式

神
明
帳
に
も
記
載
の
あ
る
火
走
神
社
が
社
名
で
あ

る
。
第
二
日
足
は
、
政
基
が
「
し
ら
ひ
け
を
つ
た
み

て
落
る
我
あ
せ
や
、
七
の
宝
の
滝
の
い
と
す
ら
漏
と

詠
ん
だ
犬
鳴
山
七
宝
滝
寺
に
古
蹟
を
探
る
。

　
こ
の
よ
う
な
現
地
踏
査
を
経
て
、
再
び
こ
の
日
寵

を
読
ん
だ
が
、
そ
の
時
は
も
う
こ
の
日
記
か
ら
颪
白

さ
が
消
え
て
、
自
然
の
大
き
さ
強
固
さ
と
、
人
閥
歴

史
の
き
び
し
さ
が
残
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
　
「
政
基
公

旅
覗
付
」
は
そ
の
よ
う
な
内
容
の
臼
記
で
あ
る
。

　
一
婦
照
閃
白
・
准
一
二
宮
九
条
政
基
が
撫
W
を
は
な
れ
、
　
六

十
才
に
及
ぶ
老
骨
に
む
ち
う
っ
て
家
領
を
護
る
た
め

に
こ
の
出
村
に
四
年
聞
住
む
こ
と
の
異
常
さ
を
軸
と

し
て
、
父
政
基
に
「
今
日
申
三
女
子
胤
生
、
旅
所
為

躰
習
事
省
略
、
今
之
折
節
尤
無
益
出
生
也
、
口
遊
殊

有
隙
、
可
恥
此
節
」
と
い
わ
れ
な
が
ら
生
を
う
け
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
女
子
の
異
常
さ
や
、
愚
は
離
別

し
、
父
も
盗
犯
の
雛
に
よ
り
政
基
の
断
罪
を
う
け
、

残
さ
れ
た
　
四
才
、
六
才
、
二
才
の
農
夫
血
塗
正
円

の
三
人
の
子
供
が
、
孤
独
と
餓
餓
の
た
め
山
野
を
泣

き
歩
く
異
常
さ
、
守
護
方
の
捕
虜
と
な
っ
た
百
姓
か

ら
、
　
「
ど
う
か
守
護
方
の
命
令
を
う
け
入
れ
て
わ
れ

わ
れ
が
助
命
さ
れ
る
よ
う
計
っ
て
ほ
し
い
」
と
の
手

紙
を
う
け
と
っ
た
村
斑
が
「
政
基
公
が
そ
れ
を
許
さ

な
い
限
り
、
我
々
の
カ
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。

捕
わ
れ
た
も
の
は
身
の
不
運
と
諦
め
、
村
中
の
も
の

を
怨
ま
な
い
で
ほ
し
い
」
と
瞳
に
村
の
た
め
に
死
ね

と
返
事
し
、
事
実
そ
う
な
っ
た
で
あ
ろ
う
村
落
生

活
の
異
常
さ
が
、
め
ぐ
り
に
め
ぐ
っ
て
い
る
守
護
・

国
人
・
農
民
・
根
来
衆
・
野
伏
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
個
々

に
ぎ
り
ぎ
り
に
生
き
る
異
状
さ
の
な
か
で
、
決
定
的

に
対
立
し
、
い
つ
し
か
新
し
い
歴
史
を
生
ん
で
ゆ
く

流
れ
を
、
政
基
は
自
か
ら
い
み
じ
く
も
「
旅
引
付
」

と
題
し
て
草
し
て
い
る
が
、
ま
こ
と
に
王
朝
貴
族
の

最
後
の
旅
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
の
も
の
で
あ
る
。

　
政
基
公
を
し
て
京
都
の
能
も
及
ば
な
い
と
賛
歎
ぜ

し
め
た
農
民
の
念
仏
風
流
、
紺
灰
生
産
と
そ
の
商
品

化
、
佐
野
市
場
と
市
場
商
人
、
近
郷
の
農
民
の
関
係
、

水
利
な
ど
多
彩
な
内
容
を
含
ん
で
い
て
、
戦
国
疇
代

に
お
け
る
文
化
史
：
商
業
史
さ
ら
に
は
社
会
経
済
史

な
ど
の
貴
重
な
史
料
を
盛
り
こ
ん
で
い
る
。
こ
の
部
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分
に
異
冨
ご
は
な
く
、
そ
の
拡
界
に
だ
げ
興
味
を
も

つ
の
で
あ
孔
ば
、
そ
の
時
代
に
つ
い
て
研
死
す
る
人

だ
け
が
読
め
ば
よ
い
よ
う
に
も
思
う
。
し
か
し
こ
の

日
記
は
そ
れ
以
外
の
人
々
に
も
読
ん
で
ほ
し
い
よ
う

に
思
う
。
そ
の
理
出
は
次
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
『
泉
佐
野
爾
更
薗
が
本
書
を
紹
介
し
、
さ
ら
に
本

．
書
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
根
野
・
入
肉

田
村
の
地
域
に
今
住
ん
で
い
る
人
々
は
、
九
条
政
基

の
土
に
ま
み
れ
た
脳
年
間
の
自
分
の
土
地
で
の
生
濤

を
知
り
、
大
患
山
大
井
要
望
賢
聖
の
称
が
、
政
基
の

法
名
に
因
ん
だ
こ
と
を
知
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ

以
前
、
今
か
ら
四
六
〇
年
程
以
前
に
、
そ
の
地
に
展

闇
し
た
、
か
く
も
異
常
な
出
来
事
を
伝
え
る
記
録
も

伝
承
も
持
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
私
は
こ
の
忙
却

の
中
に
、
異
常
さ
の
渦
中
に
あ
っ
た
農
民
が
、
実
に

正
常
な
抵
抗
を
試
み
て
、
つ
い
に
勝
つ
た
の
だ
と
い

う
気
が
し
て
な
ら
な
か
っ
た
。
も
の
云
わ
ぬ
盤
斑
に

耳
を
傾
け
て
ほ
し
い
。
こ
れ
が
本
書
を
沢
山
な
人
に

読
ん
で
も
ら
い
た
い
私
の
理
由
で
あ
る
。
　
（
A
5
版

　
二
四
二
頁
　
昭
和
三
七
年
三
月
　
無
徳
社
発
行

　
定
価
七
五
〇
門
）
　
　
　
　
　
　
　
（
三
浦
圭
｛
）

京
都
大
学
近
世
物
価
史
研
究
会
著

一
五
～
一
七
世
紀
に
お
け
る

　
　
物
価
変
動
の
研
究

　
－
一
日
本
近
世
物
価
史
研
究
一
i

　
社
会
の
移
行
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
ど

の
時
代
社
会
を
と
っ
て
も
決
し
て
や
さ
し
い
も
の
で

は
な
い
が
、
中
世
社
会
か
ら
近
世
社
会
に
か
け
て
も

ま
た
例
外
で
は
な
い
。
中
世
に
お
け
る
複
雑
な
社
会

の
あ
り
方
は
中
批
史
研
究
の
一
つ
の
重
要
な
課
題
で

あ
る
が
、
応
仁
の
乱
を
起
点
と
す
る
一
五
世
紀
後
半

か
ら
は
、
複
雑
な
社
会
が
統
合
整
理
さ
れ
る
方
向
を

示
し
は
じ
め
る
。
こ
の
過
程
で
の
貨
幣
経
済
の
問
題

は
重
要
な
研
究
上
で
の
比
重
を
与
・
兄
る
も
の
で
、
さ

き
に
宝
月
坐
吾
教
授
に
よ
っ
て
公
刊
さ
れ
た
欄
中
世

量
制
史
の
研
究
』
で
は
、
と
く
に
商
業
桝
を
中
心
に

そ
の
分
析
が
試
み
ら
れ
た
。
こ
こ
に
京
都
大
学
近
世

物
価
史
研
究
会
が
編
述
し
た
『
一
五
～
一
七
世
紀
に

お
け
る
物
価
変
動
の
研
究
』
は
、
小
葉
国
淳
教
授
の

巻
頭
の
解
説
「
通
貨
と
鎚
・
権
衡
に
つ
い
て
」
で
、

宝
月
教
授
の
前
書
を
部
分
的
に
補
い
な
が
ら
、
こ
の

時
代
の
通
貨
と
量
・
衡
に
つ
い
て
教
え
ら
れ
る
と
こ

ろ
が
多
い
。

　
物
価
表
は
金
・
銀
・
銭
・
米
か
ら
は
じ
ま
っ
て
武

器
類
や
日
常
品
で
あ
り
な
が
ら
蓑
と
し
て
意
味
を
な

さ
な
い
ほ
ど
の
頻
度
の
な
い
も
の
を
除
い
た
衣
食
住

に
関
す
る
百
以
上
に
及
ぶ
主
と
し
て
京
都
で
の
名
目

を
、
　
一
四
五
一
年
（
宝
徳
三
）
か
ら
一
六
五
〇
年
（
慶

安
三
）
に
わ
た
っ
て
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書

は
そ
の
物
緬
変
動
を
知
る
う
え
貴
重
な
資
料
で
あ
る

が
、
そ
の
利
用
は
そ
れ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な

い
。
そ
の
一
つ
は
、
こ
こ
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
結
目

は
、
そ
の
時
代
の
一
般
的
な
商
品
を
示
す
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
表
を
概
観
し
て
、
一
五
～
一

七
世
紀
を
次
の
三
期
に
わ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か

　
へ
　
　
　
　
む

と
想
う

　
工
期
　
慈
仁
～
文
亀
年
間

　
亙
期
　
天
正
～
慶
長
年
間

　
山
型
　
元
和
年
間
以
後

す
な
わ
ち
、
本
書
の
物
価
表
中
、
も
っ
と
も
詳
細
な

の
は
米
で
あ
り
、
売
値
、
買
億
、
相
場
な
ど
の
分
類

が
し
て
あ
る
が
、
工
期
は
主
と
し
て
銭
で
取
引
さ
れ

瓦
で
は
金
銀
取
引
が
増
御
し
、
還
期
で
は
全
く
銀
取

引
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
商
品
で
も
、
工
期
が
銭
勘

定
、
皿
期
が
銀
勘
定
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い

が
、
品
等
が
米
取
引
と
な
る
も
の
が
多
く
、
茎
葉
類

・
調
味
料
・
果
実
類
・
瀬
・
茶
・
油
・
燃
料
・
農
呉

・
衣
料
・
紙
な
ど
概
し
て
そ
う
で
あ
る
。
農
村
の
訓

産
物
、
山
聞
海
浜
の
特
産
物
、
及
び
都
市
で
の
製
造
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