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高
等
学
校
の
国
語
の
検
定
教
科
書
の
作
成
に
か
か
わ
っ
て
約
三
十

年
ほ
ど
に
な
る
。
読
解
教
材
に
関
し
て
は
文
学
で
あ
ろ
う
と
評
論
で

あ
ろ
う
と
、
選
ん
で
持
ち
寄
っ
た
百
編
の
候
補
作
か
ら
粗
選
り
に
残

る
の
は
数
輩
、
そ
し
て
全
体
の
構
想
に
従
っ
て
最
終
的
に
選
び
出
さ

れ
る
の
は
一
、
二
編
と
い
う
と
こ
ろ
。
筆
者
、
作
者
は
適
切
か
、
文

章
の
質
的
な
品
格
は
ど
う
か
、
量
的
に
い
か
が
か
、
難
易
度
は
な
ど

と
い
う
幾
つ
も
の
選
定
基
準
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
勘
案
す
る
。

　
毎
週
、
或
る
曜
日
の
夕
方
か
ら
定
例
会
議
で
話
し
合
い
、
合
計
数

百
編
も
の
候
補
作
と
格
闘
し
て
も
、
最
終
的
に
ど
こ
か
の
席
は
ま
だ

空
い
た
ま
ま
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
た
だ
し
今
、
述
べ
て
い
る
の
は

読
解
教
材
に
限
っ
た
話
な
の
だ
。

　
教
材
と
い
う
用
語
は
従
来
か
ら
使
わ
れ
て
き
た
。
教
え
る
立
場
、

指
導
者
の
側
か
ら
言
っ
た
も
の
だ
。
現
在
で
も
使
わ
れ
続
け
て
は
い

る
が
、
私
は
本
当
は
学
習
材
と
い
う
用
語
を
使
い
た
い
。
学
習
す
る

立
場
、
生
徒
の
側
か
ら
捉
え
た
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
教

科
書
も
学
習
書
、
教
室
も
学
習
室
な
ど
と
言
い
換
え
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
学
校
と
い
う
名
は
昔
か
ら
の
も
の
で
、

教
校
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
わ
け
で
、
本
稿
で
は
以
下
、
学
習
材

と
い
う
用
語
で
統
一
す
る
。

　
ま
た
、
文
学
作
品
と
文
学
教
材
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
も
一
言
、

触
れ
て
お
く
。
簡
単
に
言
う
と
、
教
科
書
に
収
載
す
る
に
は
発
達
段

階
を
配
慮
し
た
イ
ペ
ー
ジ
配
分
を
検
討
し
た
り
表
現
の
適
否
を
問
題

に
し
た
り
し
て
、
漢
字
を
仮
名
書
き
に
す
る
と
か
振
り
仮
名
を
付
け

る
と
か
、
文
章
を
部
分
的
に
採
用
す
る
と
か
、
卑
俗
な
言
い
回
し
を

改
め
る
と
か
、
句
読
点
な
ど
を
検
討
す
る
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
手
当

て
を
施
す
。
こ
れ
を
教
材
化
と
称
す
る
。
つ
ま
り
、
教
科
書
に
採
録

す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
直
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
作
家
の
原

作
自
体
を
こ
こ
で
は
文
学
作
品
（
な
い
し
作
品
）
、
教
科
書
収
載
の

た
め
に
手
当
て
し
た
も
の
を
文
学
教
材
（
な
い
し
教
材
）
と
呼
ぶ
。

　
更
に
、
私
は
こ
こ
で
は
教
材
を
学
習
材
と
い
う
名
で
扱
う
こ
と
と

す
る
。

　
国
語
の
検
定
教
科
書
に
採
用
す
る
学
習
材
は
、
日
本
全
国
ど
こ
で

も
使
わ
れ
る
の
だ
か
ら
、
八
方
、
気
配
り
し
、
ど
こ
か
ら
っ
つ
い
て

も
突
っ
込
ま
れ
な
い
よ
う
に
気
配
り
、
中
庸
を
得
て
い
て
、
か
つ
正

確
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
文
学
の
学
習
材
に
し
て
も
、
著
名
な
作
家

の
作
品
に
よ
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
蝦
疵
を
許
さ
な
い
と
い
う
の
が

基
本
原
則
で
あ
る
。
特
に
差
別
、
身
体
障
害
、
同
和
、
性
、
宗
教
、
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政
治
な
ど
の
問
題
に
関
す
る
配
慮
が
行
き
届
い
て
い
る
か
ど
う
か
は
、

人
権
に
か
か
わ
り
必
要
と
な
る
。

　
芥
川
龍
之
介
の
「
羅
生
門
」
（
大
正
四
年
作
）
は
現
在
で
も
高
等
学

校
の
国
語
で
は
、
ど
の
会
社
も
採
録
し
て
い
る
作
品
で
あ
る
が
、
冒

頭
「
或
日
の
暮
方
の
事
で
あ
る
。
一
人
の
下
人
が
、
羅
生
門
の
下
で

雨
や
み
を
待
っ
て
み
た
。
」
か
ら
末
尾
「
下
人
の
行
方
は
、
誰
も
知
ら

な
い
。
」
ま
で
主
人
公
「
下
人
」
の
言
動
で
一
貫
し
て
書
き
進
め
ら
れ

る
。
こ
の
下
人
は
「
主
人
か
ら
、
暇
を
出
さ
れ
た
」
と
あ
る
よ
う
に

解
雇
さ
れ
た
状
態
に
い
る
。
下
人
と
は
「
身
分
の
低
い
者
。
隷
属
民
。

し
も
べ
。
平
安
中
期
以
降
、
中
世
ま
で
は
、
主
家
の
雑
事
に
駆
使
さ

れ
、
相
続
・
売
買
・
譲
渡
の
対
象
と
さ
れ
た
。
（
以
下
略
）
（
古
語
大

辞
典
、
小
学
館
、
昭
和
5
8
年
1
2
月
第
一
版
）
」
と
い
う
身
分
の
者
で
あ

る
。
教
科
書
と
し
て
は
、
下
人
と
い
う
身
分
の
者
で
あ
る
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
は
だ
い
ろ

一
応
、
ひ
っ
か
か
る
。
そ
し
て
対
役
と
し
て
「
檜
皮
色
の
着
物
を
着

た
。
背
の
低
い
、
痩
せ
た
、
白
髪
頭
の
、
猿
の
や
う
な
老
婆
」
と
描

写
さ
れ
た
人
物
が
登
場
す
る
。
こ
の
人
物
描
写
も
気
に
な
る
。
決
し

て
気
持
ち
の
い
い
表
現
で
は
な
い
。
そ
れ
に
材
料
に
は
「
死
人
」
「
死

骸
の
頭
か
ら
奪
っ
た
長
い
抜
け
毛
」
「
（
老
婆
か
ら
）
剥
ぎ
と
っ
た
檜

皮
色
の
着
物
U
な
ど
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
ど
う
に
も
薄
汚

な
い
。
教
科
書
向
き
の
材
料
と
し
て
ど
う
か
、
と
い
う
よ
う
な
気
も

し
て
く
る
。

　
こ
の
作
品
は
、
学
習
材
と
し
て
は
短
編
小
説
で
あ
る
の
で
学
習
時

間
は
短
期
で
済
む
し
、
時
・
所
・
人
物
の
設
定
上
か
ら
も
簡
潔
で
理

解
し
や
す
く
、
場
面
分
け
や
事
件
の
推
移
も
捉
え
や
す
い
。
か
つ
主

題
は
何
か
な
ど
と
言
っ
て
読
解
・
鑑
賞
し
つ
つ
想
定
す
る
と
、
互
い

に
い
ろ
い
ろ
思
い
が
あ
っ
て
活
発
な
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
の
で
、

面
白
く
学
習
で
き
る
。
そ
こ
で
、
小
説
の
学
習
材
の
一
つ
の
典
型
と

し
て
取
り
扱
い
や
す
い
と
い
う
こ
と
な
ど
か
ら
、
高
等
学
校
の
国
語

の
指
導
者
に
長
期
に
わ
た
り
迎
え
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
経
緯
が

あ
る
。
そ
こ
で
各
社
と
も
、
こ
れ
を
は
ず
し
た
ら
、
教
科
書
自
体
の

採
否
に
か
か
わ
る
で
あ
ろ
う
と
判
断
し
て
載
せ
続
け
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。

　
と
い
う
よ
う
な
事
情
を
顧
み
な
け
れ
ば
、
登
場
人
物
「
下
人
」
は

気
に
な
る
し
、
題
材
も
暗
く
、
材
料
も
汚
な
い
し
、
と
い
う
わ
け
で

教
室
で
扱
う
に
は
ど
う
か
と
い
う
考
え
も
出
て
こ
よ
う
。

　
こ
の
学
習
材
を
支
持
す
る
派
の
一
つ
の
考
え
方
は
、
こ
れ
は
歴
史

物
で
あ
っ
て
、
過
去
の
出
来
事
に
つ
い
て
の
創
作
で
あ
る
。
決
し
て

現
代
の
人
間
を
扱
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
現
代
の
世
相
を
描
い
た
も

の
で
も
な
い
、
つ
ま
り
こ
の
作
品
は
現
実
と
は
別
の
世
界
の
こ
と
な

の
で
あ
る
か
ら
、
身
分
の
問
題
等
に
つ
き
神
経
質
に
な
る
こ
と
は
な

い
と
い
う
考
え
方
も
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
学
習
材

に
つ
き
問
題
と
す
る
派
は
、
文
学
作
品
は
「
昔
の
あ
る
所
の
あ
る
人

に
お
い
て
の
あ
る
出
来
事
」
を
描
い
て
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
一
つ
の

寓
意
を
表
す
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
所
詮
は
現
代
の
人
間
の
問
題
を

取
り
上
げ
、
え
ぐ
り
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
考
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え
方
を
表
明
す
る
こ
と
に
も
な
る
。

　
同
じ
芥
川
の
作
品
「
鼻
〕
（
大
正
五
年
作
）
は
現
在
、
教
科
書
に
採

用
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
早
い
話
、
顔
に
つ
い
て
い
る
鼻
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
わ
く
ち
び
る
　
　
　
　
　
　
あ
ご

は
「
長
さ
は
五
六
寸
あ
っ
て
上
唇
の
上
か
ら
顎
の
下
ま
で
下
が
っ

て
み
る
。
形
は
元
も
先
も
同
じ
や
う
に
太
い
。
云
は
ば
細
長
い
腸
詰

め
の
や
う
な
物
が
、
ぶ
ら
り
と
顔
の
ま
ん
中
か
ら
ぶ
ら
下
っ
て
み

る
し
と
い
う
鼻
を
材
料
と
し
て
取
り
上
げ
た
も
の
だ
。
か
つ
て
は
こ

の
作
品
も
短
編
小
説
の
好
“
学
習
材
”
で
あ
っ
た
。

　
中
学
生
や
高
校
生
は
折
し
も
青
春
時
代
の
真
っ
只
中
で
あ
り
、
心

理
的
に
繊
細
で
傷
つ
き
や
す
い
年
頃
で
あ
る
こ
と
、
自
分
の
容
貌
や

姿
形
な
ど
の
外
見
に
つ
い
て
非
常
に
気
に
す
る
年
代
で
あ
る
こ
と
な

ど
を
配
慮
す
る
と
、
教
室
で
取
り
上
げ
、
皆
で
読
み
合
う
学
習
材
と

し
て
ふ
さ
わ
し
い
か
と
い
う
疑
念
も
生
じ
る
。
と
い
う
の
は
現
実
に
、
，

大
勢
の
中
に
は
心
の
訓
練
が
十
分
で
な
く
、
心
な
い
扱
い
を
す
る
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
と

が
い
て
、
こ
の
小
説
の
読
解
を
契
機
に
、
他
人
の
容
貌
に
つ
き
露
わ

に
日
に
し
、
か
ら
か
い
の
対
象
に
す
る
と
い
う
こ
と
も
起
こ
り
、
取

り
分
け
鼻
を
目
指
し
て
”
五
二
内
供
”
な
ど
と
あ
だ
名
を
付
け
る
こ

と
も
起
こ
り
か
ね
な
い
。
教
室
で
は
、
指
導
者
の
予
測
も
つ
か
な
い

よ
う
な
事
態
が
、
指
導
者
の
見
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
し
ば
し
ば
執
拗

に
、
し
か
も
徹
底
的
に
追
い
詰
め
る
よ
う
に
し
て
起
こ
る
。

　
現
在
の
教
育
の
最
も
中
軸
と
な
る
目
標
は
、
人
間
と
し
て
互
い
に

尊
重
し
合
う
、
心
を
整
え
て
接
し
合
う
、
言
葉
遣
い
も
相
手
を
配
慮

し
て
選
ん
で
言
う
の
ど
、
基
本
的
人
権
尊
重
の
思
想
の
育
成
に
あ
る
。

こ
の
思
想
を
堅
持
し
た
態
度
に
則
る
言
動
を
表
す
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
の
が
、
生
き
方
の
基
本
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
を
基
準
に

学
習
材
を
選
定
す
る
と
、
い
か
に
名
作
と
言
わ
れ
よ
う
と
、
教
室
で

取
り
上
げ
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
き
検
討
の
対
象
と

し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　
ピ
ノ
ッ
キ
オ
（
イ
タ
リ
ア
の
作
家
コ
ッ
ロ
ー
デ
ィ
の
児
童
文
学
作

品
『
ピ
ノ
ッ
キ
オ
の
冒
険
』
（
一
八
八
三
）
の
主
人
公
）
の
作
中
に
差

別
的
な
表
現
が
あ
る
ゆ
え
に
近
年
、
書
店
か
ら
消
え
た
の
だ
が
、
こ

の
操
，
り
人
形
自
身
の
鼻
自
体
に
も
、
問
題
が
な
か
っ
た
と
は
言
え
な

い
。　

「
羅
生
門
篇
は
、
自
分
階
級
上
で
下
人
と
呼
ば
れ
て
い
る
入
物
の
、

強
迫
、
暴
行
、
強
奪
、
面
罵
な
ど
の
全
く
も
っ
て
人
間
と
し
て
な
す

べ
か
ら
ざ
る
行
為
を
題
材
と
し
て
取
り
上
げ
た
作
品
で
あ
る
。
い
か

に
時
代
、
社
会
の
状
況
が
破
綻
し
乱
れ
た
状
況
に
あ
ろ
う
と
も
、
現

実
、
実
際
の
人
間
の
行
為
と
し
て
は
決
し
て
許
さ
れ
は
し
な
い
こ
と

が
描
か
れ
て
い
る
。
「
羅
生
門
し
も
「
鼻
」
も
芥
川
龍
之
介
の
初
期
の

名
作
と
し
て
、
幾
ら
言
わ
れ
て
い
て
も
、
で
あ
る
。

　
い
や
、
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
通
し
て
、
人
間
い
か
に
あ

る
べ
き
か
生
き
る
べ
き
か
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
人

間
探
究
派
の
、
堅
く
言
え
ば
道
徳
派
の
発
言
も
あ
り
う
る
。
も
っ
と

言
え
ば
、
人
間
は
状
況
に
応
じ
て
ど
う
な
る
か
は
分
か
ら
な
い
と
い

う
諦
観
派
の
発
言
も
あ
り
う
る
。
文
学
作
品
は
読
ん
で
楽
し
め
ば
い
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い
の
だ
と
い
う
楽
観
的
な
享
楽
派
も
い
よ
う
。
と
い
う
よ
う
に
、
そ

れ
ぞ
れ
の
思
い
を
誘
い
出
し
、
人
間
に
つ
き
思
い
を
致
す
こ
と
と
な

る
、
そ
れ
が
大
切
と
い
う
考
え
方
は
、
文
学
作
品
を
学
習
材
と
し
て

取
り
上
げ
る
場
合
に
は
常
に
つ
き
ま
と
う
。
所
詮
、
小
説
は
人
間
の

内
面
の
、
縛
る
状
況
下
の
心
の
奥
の
、
他
人
に
は
見
せ
ら
れ
な
い
、

寄
る
何
か
を
え
ぐ
り
出
す
も
の
な
の
だ
か
ら
、
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ

る
か
ら
だ
。

　
志
賀
直
哉
「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
（
大
正
二
年
作
）
も
短
編
小
説
で
は

あ
る
が
、
な
か
な
か
よ
み
ご
た
え
が
あ
る
。
視
点
を
限
れ
ば
、
私
に

は
そ
の
時
代
の
教
育
的
な
事
情
も
分
か
り
、
面
白
い
。

　
清
兵
衛
は
十
二
歳
で
小
学
生
。
「
彼
は
そ
れ
か
ら
、
そ
の
瓢
箪
が

離
せ
な
く
な
っ
た
。
学
校
へ
も
持
っ
て
行
く
や
う
に
な
っ
た
。
仕
舞

に
は
時
間
中
で
も
机
の
下
で
そ
れ
を
磨
い
て
み
る
事
が
あ
っ
た
。
そ

れ
を
受
持
の
教
員
が
見
つ
け
た
。
修
身
の
時
間
だ
っ
た
だ
け
に
教
員

は
一
層
怒
っ
た
。
」

　
趣
味
が
あ
る
、
楽
し
み
を
持
つ
、
物
を
見
る
眼
が
あ
る
、
生
き
甲

斐
淋
あ
る
な
ど
と
い
う
の
は
、
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
教
員
は
「
武
士
道
を
云
ふ
事
の
好
き
な
男
で
、

雲
右
衛
門
が
来
れ
ば
、
い
つ
も
は
通
り
ぬ
け
る
さ
へ
恐
れ
て
み
る
新

地
の
芝
居
小
屋
に
四
日
号
興
行
を
三
ヨ
聴
き
に
行
く
位
だ
か
ら
、
生

徒
が
運
動
場
で
そ
れ
を
唄
ふ
事
に
は
そ
れ
程
怒
ら
な
か
っ
た
が
、
」

と
い
う
わ
け
で
、
何
た
る
俗
物
と
思
う
こ
と
と
な
る
人
物
設
定
。
そ

こ
で
「
清
兵
衛
の
瓢
箆
で
は
声
を
震
は
し
て
怒
っ
た
の
で
あ
る
。
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
清
兵
衛
の
気
持
ち
に
入
っ
て
い
け
な
い
の
だ
。

分
か
っ
て
な
い
ね
、
と
思
わ
せ
る
仕
組
み
。

し
か
も
、
そ
の
教
員
は
清
兵
衛
に
対
し
て
「
到
底
将
来
見
込
の
あ
る

人
間
で
は
な
い
し
と
ま
で
言
う
。
こ
の
一
言
は
、
当
時
の
教
育
が
ど

の
よ
う
な
人
間
を
育
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
拠
っ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
国
家
に
奉
公
す
る
、
忠
孝
の
精
神
を
体
現
で
き
る
、
教
育

勅
語
に
表
さ
れ
て
い
る
人
間
像
に
我
が
身
も
心
も
重
ね
合
わ
せ
る
、

と
い
う
こ
と
だ
。

　
こ
の
教
育
理
念
は
、
学
校
教
育
か
ら
家
庭
教
育
へ
と
及
ぶ
。
そ
の

教
員
は
、
家
に
や
っ
て
き
て
母
親
に
「
か
う
云
ふ
事
は
全
体
家
庭
で

取
り
締
っ
て
頂
く
べ
き
で
…
」
と
食
っ
て
か
か
る
。
清
兵
衛
の
母
親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
だ

は
泣
き
出
す
。
そ
し
て
仕
事
場
か
ら
帰
っ
て
き
た
父
親
は
「
急
に
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ぐ

に
る
た
清
兵
衛
を
捕
へ
て
散
々
に
撲
り
つ
け
た
。
清
兵
衛
は
こ
こ
で

　
　
　
　
と
て

も
『
将
来
油
も
見
込
の
な
い
奴
だ
』
と
云
は
れ
た
。
「
も
う
貴
様
の
や

う
な
奴
は
出
て
い
け
」
と
云
は
れ
た
。
」
と
い
う
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
が

　
そ
の
後
、
「
教
員
は
清
兵
衛
か
ら
取
り
上
げ
た
瓢
箪
を
濁
れ
た
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

で
で
も
あ
る
か
の
や
う
に
、
捨
て
る
や
う
に
、
年
寄
つ
た
学
校
の
小

づ
か
い
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ま

使
に
や
っ
て
了
つ
た
。
」
そ
し
て
、
小
使
は
骨
董
屋
に
そ
れ
を
売
る
。

掛
け
引
き
の
末
、
五
十
円
で
売
る
。
五
十
円
と
は
「
小
使
は
教
員
か

　
そ
の
ひ
と

ら
其
人
の
四
ヶ
月
分
の
月
給
を
只
貰
っ
た
や
う
な
幸
福
を
心
ひ
そ
か

に
喜
ん
だ
。
」
と
い
う
ほ
ど
の
金
額
だ
。
こ
の
瓢
箪
は
実
は
、
も
っ
と

価
値
が
あ
っ
た
の
だ
が
。
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清
兵
衛
は
散
々
に
扱
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
作
品
の
終
わ
り
に

「
…
清
兵
衛
は
今
、
絵
を
描
く
事
に
熱
中
し
て
み
る
。
」
と
あ
り
、
や

や
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
が
名
作
、
締
め
括
り
は
「
然
し
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ご
と

の
父
は
も
う
そ
ろ
そ
ろ
彼
の
絵
を
描
く
事
に
も
叱
事
を
言
ひ
出
し
て

来
た
。
」
と
。
人
生
、
そ
う
は
ね
、
と
い
う
展
開
と
な
る
の
が
、
読
み

ご
た
え
あ
り
、
で
あ
る
。

　
こ
の
作
品
を
読
み
進
め
な
が
ら
、
時
代
的
社
会
的
な
背
景
を
知
識

的
に
も
加
え
て
味
わ
い
、
ま
た
主
人
公
清
兵
衛
を
一
人
の
個
性
あ
る

人
間
の
象
徴
と
し
て
置
き
、
こ
れ
を
め
ぐ
り
学
校
の
先
生
と
小
使
、

家
庭
の
父
親
、
母
親
な
ど
の
見
方
、
考
え
方
、
行
動
な
ど
を
配
す
る

と
、
逼
塞
へ
の
状
況
が
簡
潔
、
的
確
に
鮮
明
に
あ
ぶ
り
出
さ
れ
る
。

　
な
の
に
、
こ
の
作
品
は
中
学
校
の
国
語
の
教
科
書
に
も
高
等
学
校

の
国
語
の
教
科
書
に
も
現
れ
な
い
。
そ
れ
は
今
日
の
目
で
見
て
、

「
小
使
」
と
い
う
差
別
語
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
同
じ
く
志
賀
直
哉
「
出
来
事
」
（
大
正
二
年
作
）
も
、
短
編
小
説
と

し
て
傑
作
。
だ
が
、
大
方
の
教
科
書
会
社
は
検
討
の
末
、
採
録
を
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
ぶ

め
ら
う
。
そ
れ
は
「
子
供
の
く
び
れ
た
も
も
に
挾
ま
っ
て
み
る
五
分

へ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ん
だ
こ

瓢
程
の
奇
麗
な
似
指
の
先
は
ま
だ
湿
っ
て
居
た
。
し
と
い
う
描
写
が

あ
る
か
ら
だ
。
教
科
書
は
、
教
室
に
男
子
生
徒
と
女
子
生
徒
と
共
学

で
扱
う
場
合
も
あ
り
、
若
い
未
婚
の
女
性
の
指
導
者
が
男
子
生
徒
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
ん
ば
か

か
り
の
授
業
を
担
当
す
る
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
と
慮
る
と
、

ま
あ
他
に
も
名
作
は
あ
る
か
ら
、
そ
ち
ら
に
、
と
い
う
話
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
某
社
は
こ
の
作
品
を
高
等
学
校
の
国
語
の
教
科
書
に
採

用
し
た
。
そ
の
編
集
メ
ン
バ
ー
を
見
て
、
私
は
あ
あ
、
こ
の
人
が
い
る

か
ら
だ
な
と
思
っ
た
。
周
り
を
じ
ろ
り
と
見
る
、
声
の
大
き
い
人
だ
。

芥
川
龍
之
介
「
奉
教
人
の
死
」
（
大
正
七
年
作
）
も
採
用
し
た
い
作
品

だ
っ
た
。
そ
の
ク
ラ
イ
マ
ヅ
ク
ス
は
、
猛
火
の
中
か
ら
幼
子
を
救
っ

た
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
姿
を
描
き
、
「
…
横
は
つ
た
、
い
み
じ
く
も
美

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ろ
も

し
い
少
年
の
胸
に
は
、
焦
げ
破
れ
た
衣
の
ひ
ま
か
ら
、
清
ら
か
な

二
つ
の
乳
房
が
、
玉
の
や
う
に
誉
れ
て
居
る
で
は
な
い
か
。
」
と
。

　
教
室
と
い
う
場
の
雰
囲
気
の
作
り
方
、
生
徒
集
団
の
感
性
、
感
情

の
在
り
方
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
に
配
慮
し
て
、
採
録
は
見
合
わ
せ
る
こ

と
と
な
っ
た
。

　
も
っ
と
も
、
こ
れ
よ
り
先
に
、
宗
教
に
つ
い
て
と
、
追
わ
れ
た
ろ

お
れ
ん
ぞ
が
「
…
打
っ
て
変
っ
て
、
町
は
ず
れ
の
非
人
小
屋
に
起
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
つ
じ
き

伏
し
す
る
、
世
に
も
哀
れ
な
乞
食
で
あ
っ
た
。
」
と
い
う
箇
所
の
あ

る
こ
と
と
が
、
最
も
問
題
と
な
っ
た
の
だ
が
。

　
夏
目
漱
石
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
（
明
治
三
十
九
年
作
）
に
し
て
も
、
少

　
　
　
　
　
　
き
よ

し
読
み
進
ん
で
「
清
し
に
及
ぶ
と
、
「
十
年
来
召
し
使
っ
て
居
る
清
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
や

云
ふ
下
女
が
、
泣
き
な
が
ら
お
や
ぢ
に
詫
ま
っ
て
し
と
あ
る
。
当
時

の
社
会
的
な
風
習
か
ら
言
え
ば
、
そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
そ
の
言
葉
を

そ
の
ま
ま
使
っ
た
ま
で
の
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、

教
科
書
は
そ
れ
を
載
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
を
起
こ
し
て
し
ま
う
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と
い
う
一
面
が
あ
る
。
清
に
つ
い
て
「
十
年
来
働
い
て
く
れ
て
い
る

清
さ
ん
と
い
う
お
手
伝
い
の
方
が
」
な
ど
と
書
き
変
え
て
済
ま
せ
る

も
の
で
も
な
い
。

　
小
学
校
の
国
語
で
教
材
と
す
る
物
語
や
民
話
は
、
人
間
性
、
人
格

の
育
成
を
目
指
し
て
、
ど
れ
を
読
ん
で
も
道
徳
的
で
あ
り
、
何
ら
か

の
教
訓
を
与
え
て
く
れ
る
。
そ
こ
で
、
小
学
生
は
物
語
類
は
こ
の
よ

う
な
視
点
か
ら
読
む
も
の
の
よ
う
に
心
得
て
し
ま
う
。
少
な
く
と
も

教
室
で
読
む
国
語
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
学
習
材
は
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
読
み
方
の
習
慣
が
中
学
校
段
階
、
高
等

学
校
段
階
に
ま
で
及
ぶ
と
し
た
ら
、
小
説
の
読
み
方
を
狭
隆
に
し
て

し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
そ
う
い
う
読
み
方
で
小
説
が
読

ま
れ
続
け
た
ら
、
小
説
の
方
で
よ
し
て
く
れ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
芥
川
龍
之
介
の
「
羅
生
門
」
に
せ
よ
「
鼻
」
に
せ
よ
、
そ
う
い
っ

た
道
徳
的
、
教
訓
的
な
読
み
方
、
き
れ
い
ご
と
か
ら
は
遠
く
、
人
間

こ
の
切
な
く
遣
る
瀬
な
く
、
隠
し
お
お
す
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
そ

う
し
て
し
ま
い
た
い
自
分
の
中
の
在
る
何
か
が
、
露
わ
に
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
中
学
生
や
高
校
生
は
、
も
う
一
人
前
の
大
人
の
心
情
を
、

そ
れ
も
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
に
持
っ
て
い
る
者
も
い
る
が
ゆ
え
に
、

そ
の
よ
う
な
者
に
と
っ
て
は
、
余
り
に
道
徳
的
な
意
味
合
い
を
荷
わ

せ
ら
れ
た
学
習
材
が
次
々
と
登
場
し
た
ら
反
発
を
感
じ
そ
っ
ぽ
を
向

く
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
人
間
の
中
に
潜
む
、
他
人
に
知
ら
れ
た
く
な

い
心
情
や
性
向
、
生
き
方
な
ど
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
分
析
し
、
描

写
し
叙
述
し
て
あ
る
も
の
を
こ
そ
、
と
な
る
。

　
中
島
敦
「
山
月
記
」
（
昭
和
十
七
年
発
表
）
、
森
鴎
外
「
舞
姫
」
（
明

治
二
十
三
年
発
表
）
が
と
も
に
芥
川
龍
之
介
「
羅
生
門
」
同
様
に
、

高
等
学
校
の
国
語
の
、
い
わ
ゆ
る
「
共
通
教
材
」
と
し
て
命
脈
を

保
っ
て
い
る
の
は
、
そ
う
い
っ
た
意
味
合
い
が
強
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
三
作
と
も
、
使
用
語
彙
や
表
現
は
難
度
が
高
く
、
す
べ
て
の

高
校
生
に
理
解
を
十
分
に
及
ぼ
し
て
い
く
に
は
、
相
当
に
苦
労
す
る

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
。

　
文
学
作
品
は
そ
の
時
代
、
社
会
の
中
に
あ
っ
て
産
み
出
さ
れ
る
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
条
件
を
配
慮
し
た
扱
い
を
す
る
こ
と
が
必
要
と

な
る
。
何
で
も
彼
で
も
、
現
今
の
時
代
的
な
正
義
観
、
道
徳
観
、
人

間
性
の
育
成
の
規
範
を
も
っ
て
律
す
る
と
い
う
の
は
、
よ
ろ
し
い
の

か
、
と
い
う
考
え
方
も
生
じ
る
。

　
た
と
い
「
羅
生
門
」
の
設
定
は
平
安
時
代
、
乱
れ
に
乱
れ
た
世
の

中
、
場
所
は
都
の
は
ず
れ
羅
生
門
、
主
人
公
は
下
人
と
い
う
よ
う
に

具
体
的
に
な
さ
れ
て
い
よ
う
と
、
作
品
に
表
さ
れ
て
い
る
下
人
の
言

動
、
心
情
は
、
も
は
や
下
人
の
そ
れ
を
超
え
た
人
間
一
般
の
そ
れ
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
作
者
に
よ
り
創
出
さ
れ
た
想
像
の
世
界
は
、

そ
こ
に
表
さ
れ
た
限
り
で
の
具
体
の
世
界
で
あ
り
特
殊
で
あ
る
と
同

時
に
、
超
え
て
抽
象
の
、
一
般
的
、
普
遍
的
な
人
間
の
生
き
方
、
考

え
方
な
ど
の
エ
ッ
ク
ス
を
表
し
出
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
「
下
人
」

と
い
う
語
一
つ
で
、
作
品
を
葬
る
こ
と
は
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
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に
な
る
。
「
小
使
」
と
い
う
語
が
出
て
く
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
作

品
を
消
し
て
し
ま
っ
て
い
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
閑
話
休
題
。
小
学
校
の
物
語
の
学
習
材
の
一
つ
に
沖
美
南
吉
「
ご

ん
ぎ
つ
ね
」
（
四
年
生
向
け
）
が
あ
る
。
こ
の
物
語
は
、
小
狐
「
ご

ん
」
の
気
持
ち
の
変
化
を
追
っ
て
進
む
。
小
学
校
の
在
る
先
生
は
、

て
ん
か
ら
こ
の
物
語
を
小
狐
の
話
と
し
て
読
み
教
え
、
学
習
さ
せ
て

い
た
。
物
語
を
、
ま
る
ご
と
人
間
の
何
か
の
比
喩
と
し
て
想
像
を
楽

し
む
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
の
だ
。
驚
い
た
ね
。
本
物
の
狐
の
、

生
物
と
し
て
の
狐
の
生
態
の
観
察
記
録
と
で
も
思
っ
て
い
た
の
か
し

ら
。
い
や
、
そ
う
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
ね
。

　
名
作
、
井
伏
鱒
二
「
山
椒
魚
」
（
大
正
十
二
年
発
表
）
が
危
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
　
か

文
章
中
に
「
発
狂
」
と
か
「
癒
癩
病
者
」
と
か
「
莫
迦
」
と
か
の
言

葉
が
出
て
く
る
か
ら
。

　
名
作
、
宮
沢
賢
治
「
よ
だ
か
の
星
」
が
危
な
い
。
「
よ
だ
か
は
、
実

に
み
に
く
い
鳥
で
す
。
」
と
い
い
、
「
ほ
か
の
鳥
は
、
も
う
、
よ
だ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
あ
ひ

の
顔
を
見
た
だ
け
で
も
、
い
や
に
な
っ
て
し
ま
ふ
と
い
ふ
工
合
で
し

た
。
」
と
あ
る
、
こ
れ
は
ま
さ
に
、
い
じ
め
、
し
か
と
、
つ
ま
は
じ

き
、
仲
間
は
ず
れ
、
一
人
ぼ
っ
ち
、
孤
独
、
自
殺
な
ど
と
い
う
風
な

の
だ
か
ら
。

　
「
山
椒
魚
」
も
「
よ
だ
か
の
魚
」
も
「
羅
生
門
」
同
様
に
、
今
は

ま
だ
、
い
ず
れ
か
の
教
科
書
に
載
っ
て
は
い
る
。
指
導
者
側
で
の
慎

重
な
配
慮
や
学
習
者
側
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
謙
虚
な
真
摯
な
受
容
が
成

り
立
た
な
い
と
、
道
を
誤
る
虞
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
け
ん
じ
ゅ
う

　
名
作
、
宮
沢
賢
治
「
度
十
公
園
林
」
は
教
科
書
の
学
習
材
と
し
て

は
登
場
し
な
い
。
な
に
せ
主
人
公
は
、
皆
か
ら
馬
鹿
に
さ
れ
、
「
あ
ん

ま
り
子
供
ら
が
慶
十
を
ば
か
に
し
て
は
笑
う
も
の
で
す
か
ら
、
鹿
十

は
だ
ん
だ
ん
笑
わ
な
い
ふ
り
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
」
な
ど

と
描
か
れ
る
人
物
設
定
ゆ
え
に
。
こ
れ
は
、
自
画
像
と
も
い
わ
れ
る

話
。
そ
の
造
林
が
、
後
の
人
々
へ
の
喜
び
を
生
み
出
す
話
。

　
教
科
書
は
日
本
全
国
で
規
範
の
書
と
し
て
遇
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
十

全
の
配
慮
を
し
、
中
庸
と
正
確
と
な
ど
を
目
指
し
て
作
成
さ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
国
語
の
教
科
書
に
載
せ
た
く
と
も
遠
慮
せ
ざ
る
を
得

ず
、
見
送
る
名
作
も
数
々
、
あ
る
。

　
学
校
教
育
で
、
人
権
尊
重
の
思
想
を
軸
と
し
、
人
間
の
不
条
理
な

ど
を
学
習
者
と
理
解
を
進
め
る
に
は
、
問
題
が
多
少
と
も
あ
る
た
め

に
登
場
し
て
こ
な
か
っ
た
数
々
の
名
作
を
も
取
り
上
げ
、
指
導
者
の

側
で
客
観
的
に
き
ち
ん
と
し
た
解
説
な
ど
を
加
え
た
上
で
、
作
品
の

表
現
に
即
し
て
、
生
徒
の
感
情
、
感
性
、
情
操
、
感
覚
と
い
っ
た
情

念
の
中
で
喜
怒
哀
楽
な
ど
を
具
体
的
に
か
み
し
め
つ
つ
、
人
間
の
か

な
し
さ
、
他
人
の
痛
み
の
共
有
、
孤
独
と
共
存
と
な
ど
を
感
受
、
体

得
で
き
る
よ
う
に
図
ら
い
た
い
。

　
読
み
聞
か
せ
、
部
分
音
読
と
粗
筋
紹
介
、
絵
本
や
ビ
デ
オ
の
視
聴

な
ど
、
手
を
尽
く
し
た
い
。
　
　
　
（
9
3
・
2
・
1
4
　
茨
城
大
学
）
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