
は
じ
め
に 工

業
高
校
の
漢
文
教
育

1
1
i
指
導
例
を
通
し
て
そ
の
意
義
を
採
る
i
i
i

異
動

私
は
十
余
年
を
普
通
科
高
校
で
過
ご
し
た
後
、

し
た
ο

ひ

と

こ

ろ

世

間

で

い

わ

れ

て

い

た

「

荒

れ

る

と

い
う
の
は
も
は
や
昔
話
で
、
校
内
は
全
く
平
穏
で
あ
っ
た
。
と
は
い

え
、
私
を
当
惑
さ
せ
る
材
料
が
ま
っ
た
く
な
い
訳
で
は
な
か
っ
た
ο

そ
れ
は
生
徒
の
学
習
意
欲
や
能
力
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
教
員
側

の
意
識
で
あ
っ
た
。

職
業
高
校
で
は
ど
う
し
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
教
科
の
学
習
が
重

祝
さ
れ
る
。
な
か
で
も
工
業
高
校
の
場
合
は
校
内
の
「
工
場
」
で
の

実
智
な
ど
が
大
き
な
比
重
を
占
め
る
。
国
訟
の
学
資
は
読
み
書
き
が

で
き
れ
ば
十
分
だ
と
ま
で
は
い
わ
ず
と
も
、
な
に
も
無
理
に
難
し
い

古
文
・
漢
文
を
や
ら
せ
な
く
て
も
、
と
い
う
ム

i
ド
が
一
部
の
専
門

教
科
教
員
に
は
あ
る
。
ま
た
、
学
力
の
低
い
生
徒
に
と
っ
て
は
高
校

最

低

限

の

カ

を

付

け

る

こ

と

が

急

務

で

も

あ

系図

九、

i口

美
代
子

こ
う
し
て
の
指
導
は
現
代
文
中
心
に
回
転
し
て
い
た
。

の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
間
話
ー
を
一
年
生
に
二
単
位
、
一
一
年
生

位
、
合
計
五
単
位
。
一
二
年
生
で
は
就
職
試
験
対
策
を
か
ね
て

挽
三
単
位
が
お
か
れ
て
い
る
だ
け
だ
。
な
ぜ
国
語
表
現
か
と

い
え
ば
面
接
試
験
の
対
策
と
作
文
の
た
め
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ら
し

、。
も

U

同
じ
職
業
課
程
で
も
商
業
高
校
で
は
も
っ
と
多
く
の
時
間
を
国
語

に
割
い
て
い
る
よ
う
だ
が
工
業
高
校
で
は
ど
こ
も
こ
の
程
度
の
時
間

〈

1
)

し
か
と
れ
な
い
よ
う
だ
。
表
題
を
「
工
業
高
校
の
」
と
し
た
の
は
こ

う
し
た
窮
屈
な
授
業
時
間
の
な
か
で
の
「
漢
文
学
習
」
を
考
え
て
み

た
い
と
い
う
こ
と
か
ら
で
あ
る
。

っ
た
。
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1 

二
年
生
一
学
期
の
学
習

私
は
一
・
二
年
生
の
国
語
ー
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か

し
、
二
年
生
の
一
一
の
う
ち
一
単
位
分
は
前
任
者
か
ら
の
引
継
ぎ



事
項
と
し
て
の
学
習
」
に
充
て
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
生
徒
に
漢
字
練
湾
娠
を
持
た
せ
、
毎
週
、
テ
キ
ス
ト
の
見
聞
き

二
ペ
ー
ジ
分
に
つ
い
て
の
テ
ス
ト
と
次
週
の
た
め
の
予
習
を
す
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
結
局
、
一
年
生
と
同
じ
く
、
週
二
時
間
で
現
代

文
・
市
文
・
漢
文
を
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
私
が
引
き
継

い
だ
二
年
生
は
一
年
次
に
お
い
て
漢
文
を
学
習
し
て
い
な
か
っ
た
ο

一
学
期
の
中
間
試
験
迄
は
い
わ
ば
探
索
の
時
期
で
あ
る

G

私
の
新
し

い
生
徒
は
ど
の
程
度
の
力
、
が
あ
る
の
か
を
さ
ぐ
り
つ
つ
、
片
方
で
い

っ
漢
文
の
学
潔
に
入
る
か
を
考
え
た
。

年
間
の
学
習
計
画
と
し
て
現
代
文
・
古
文
・
漢
文
を
配
置
し
て
見

る
と
漢
文
は
ど
う
考
え
て
も
入
門
期
の
お
よ
そ
十
時
間
ほ
ど
を
確
保

す
る
の
が
精
一
杯
と
思
え
た
。
こ
れ
は
後
に
述
べ
る
よ
う
な
事
情
で

修
正
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
と
に
か
く
年
度
当
初
に
は
こ
の
よ

う
な
見
通
し
の
も
と
で
漢
文
の
学
裂
を
は
じ
め
る
時
期
を
検
討
し
、

一
学
期
の
中
間
試
験
後
か
ら
漢
文
の
学
習
を
始
め
る
こ
と
に
し
た
。

当
初
の
二
年
作
一
年
間
指
導
計
画

一

学

期

前

半

現

代

文

後

半

漢

文

前

半

現

代

文

後

半

古

文
現
代
文

二
学
期

………学期

あ
ら
ま
し
上
の
よ
う
な
枠
の
な
か
で
学
習
し
て
ゆ
く
こ
と
に
は
な

っ
た
が
、
生
徒
に
と
っ
て
は
一
学
期
後
半
の
漢
文
の
時
間
が
高
校
で

の
唯
一
の
学
習
の
機
会
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
同
じ
持
偶
数
で
も
、

で
き
れ
ば
数
時
間
ず
つ
二
回
に
分
け
て
学
習
す
る
方
が
よ
い
の
だ
ろ

う
が
、
四
月
以
来
、
生
徒
の
カ
を
み
て
い
る
と
よ
ほ
ど
ゆ
っ
く
り
進

む
の
で
な
け
れ
ば
脱
落
者
が
出
そ
う
だ
つ
た
。
数
時
間
で
は
学
習
成

果
の
定
着
は
難
し
い
と
判
断
し
、
連
続
し
て
約
十
時
間
を
と
っ
た
。

そ
し
て
、
も
し
学
年
末
に
少
し
で
も
余
裕
が
出
た
持
、
漢
文
に
そ
の

時
間
を
使
い
た
い
と
い
う
含
み
か
ら
、
二
学
期
で
は
な
く
、
一
学
期

に
漢
文
入
門
を
お
い
た
。
こ
の
貴
重
品
な
時
間
を
ど
う
使
う
か
が
次
の

問
題
と
な
る
。

私
は
限
ら
れ
た
時
間
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
基
本
を
大
事
に
し
た
い
と

考
え
た
。
こ
こ
で
い
う
基
本
と
は
基
本
句
型
や
基
本
教
材
の
こ
と
で

は
な
い
。
高
校
を
出
れ
ば
そ
の
ま
ま
社
会
へ
出
て
ゆ
く
生
徒
に
、
高

校
で
漢
文
を
学
習
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
胸
に
刻
み
こ
ん
で
ほ
し

い
、
漢
文
の
授
業
の
ひ
と
こ
ま
、
ひ
と
こ
ま
が
後
か
ら
で
も
思
い
出

せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
そ
の
た
め
の
基
本
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
つ
、
ぎ
の
よ
う
な
点
に
ポ
イ
ン
ト
を
お
い
て

指
導
す
る
こ
と
と
し
た
。

②
「
漢
文
い
と
は
な
に
か

ど
の
教
科
書
に
も
漢
文
入
門
単
一
万
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
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て
、
そ
こ
で

「
訓
読
い
一

i

返

り

点

い

下

し

文

」

な

ど

に
つ
い
て
学
ぶ
よ
う
に
説
明
文
や
用
誤
解
説
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
ら
の
解
説
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
無
駄
が
な
く
、
き
わ
め
て
術

潔
に
要
領
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
ο

そ
れ
ら
を
た
だ
読
む
限
り
で

は
理
解
の
早
い
も
の
は
つ
あ
あ
、
そ
う
な
の
か
」
と
わ
か
っ
た
気
に

な
り
、
浬
解
の
遅
い
も
の
は
「
漢
文
は
一
山
倒
だ
」
と
決
め
つ
け
て
し

ま
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ど
ち
ら
の
反
応
に
も
共
通
し
て
い
る
こ
と
は

「
漢
文
い
を
「
勉
強
す
べ
し
と
し
て
自
の
前
に
置
か
れ
た
も
の
い
と

し
て
と
ら
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
生
徒
に
と
っ
て
の
「
漢

文
し
は
「
漢
文
の
単
一
万
に
で
て
い
る
文
い
で
し
か
な
い
。
「
漢
文
の

単
一
克
に
で
て
い
る
文
」
は
「
漢
文
い
と
い
う
、
豊
か
な
内
容
を
持
つ

世
界
の
一
部
分
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
Q

そ
こ
を
理
解
し
て
こ
そ
は
じ
め
て
「
漢
文
の
単
一
克
に
で
て

い
る
文
」
を
学
ぶ
こ
と
の
意
味
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
理
解

の
な
い
ま
ま
で
は
、
い
く
ら
正
し
く
訓
読
が
で
き
よ
う
が
、
試
験
で

良
い
点
数
を
取
ろ
う
が
す
べ
て
鹿
し
い
成
果
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

、0
1
L
V
 

漢
文
指
導
の
第
一
時
間
自
に
は
、
今
度
は
「
漢
文
」
を
し
ば
ら
く

学
ぶ
こ
と
、
教
科
書
は
こ
こ
二
・
一
一
一
時
間
は
つ
か
わ
な
い
こ
と
な
ど

を
伝
え
た
う
え
で
、
「
漢
文
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
」

を
考
え
て
い
っ
た
。
日
本
漢
文
、
中
国
の
現
代
文
な
ど
に
も
触
れ
な

「
漢
文
と
い
う
の
は
中
間
の
古
典
諮
の
に
し
た
が
っ
て

れ
た
詩
文
を
い
う
い
と
い
う
所
へ
ま
と
め
て
い
っ
た
。
こ
こ
へ

来
る
ま
で
に
わ
ざ
と
「
中
国
」
を
強
調
し
て
お
い
た
の
で
何
や
ら
い

い
た
そ
う
な
顔
が
す
で
に
教

J

誌
の
あ
ち
こ
ち
に
見
ら
れ
た
。
そ
の
う

え
で
「
な
ぜ
外
国
の
詩
文
を
関
誌
の
時
間
に
学
ぶ
の
か
」
と
、
「
外

関
い
と
「
関
諸
問
」
を
強
調
し
な
が
ら
問
い
を
提
示
し
た
。

折
り
に
触
れ
思
う
こ
と
だ
が
、
生
徒
は
誠
に
純
真
で
あ
る

Q

興
味

を
持
ち
さ
え
す
れ
ば
こ
ち
ら
が
重
荷
に
思
う
ぐ
ら
い
の
強
い
視
線
を

向
け
て
来
る
。
全
く
遠
患
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
こ
ち
ら
も
負
け
ず

に
次
の
話
題
や
ヒ
ン
ト
を
返
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
と
き
も
中
国
と
日
本
の
康
史
的
関
係
、
文
化
交
流
に
関
し
て

知
っ
て
い
る
こ
と
を
ど
ん
ど
ん
発
言
さ
せ
、
私
か
ら
も
補
い
、
「
中

国
の
古
典
は
日
本
の
古
典
で
も
あ
る
」
と
い
う
点
を
確
認
し
た
。
こ

こ
ま
で
来
る
の
に
ほ
と
ん
ど
一
時
間
が
必
要
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
手

順
を
経
た
後
「
外
国
語
で
あ
る
中
国
語
で
書
か
れ
た
文
章
は
ど
う
す

れ
ば
読
め
る
の
か
」
を
問
題
に
し
て
「
訓
読
」
の
指
導
に
入
っ
た
。

「
誤
読
」
の
技
術
的
指
導
に
入
る
ま
で
に
こ
れ
だ
け
の
時
間
を
か

け
る
の
は
、
ロ
ハ
で
さ
え
少
な
い
授
業
時
間
と
理
解
の
た
め
の
時
間
を

賛
沢
に
必
要
と
す
る
生
徒
と
を
前
に
し
て
、
正
直
な
所
、
私
自
身
に

も
若
干
の
不
安
が
有
っ
た
。
技
術
的
指
導
で
手
間
暇
か
か
る
の
は
自

に
見
え
て
い
る
。
も
た
も
た
し
て
い
た
の
で
は
一
学
期
末
の
試
験
範

が
ら
、
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問
問
は
返
り
点
に
し
た
が
っ
た
読
み
販
を
問
う
だ
け
と
い
う
こ
と
に
も

な
り
か
ね
な
い
。
そ
れ
が
高
校
で
の
唯
一
の
漢
文
学
習
と
い
う
こ
と

で
は
生
徒
に
申
し
訳
な
い
。
や
は
り
、
卒
業
後
に
機
会
と
意
志
さ
え

あ
れ
ば
漢
文
に
親
し
ん
で
ゆ
け
る
よ
う
に
最
低
限
の
力
は
付
け
さ
せ

た
か
っ
た
。

結
果
か
ら
報
告
す
れ
ば
、
導
入
部
で
「
漢
文
と
は
」
と
い
う
こ
と

を
問
い
か
け
た
の
は
そ
の
後
の
授
業
に
き
わ
め
て
良
い
影
響
を
与
え

た
。
生
徒
に
す
れ
ば
教
科
議
に
書
い
て
あ
る
こ
と
の
説
明
を
受
け
た

と
い
う
気
は
ま
っ
た
く
な
く
、
自
分
遠
の
カ
で
一
つ
の
解
答
を
引
き

出
し
た
と
い
う
意
識
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
指
導
者
が
あ
ら
か
じ
め

意
図
し
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
が
、
さ
さ
や
か
な
自
信
を
持
っ
た
よ

う
だ
つ
た
ο

②

は

難

し

く

な

い

と

思

わ

せ

る

中
学
で
漢
文
の
学
習
を
し
た
と
い
う
生
徒
は
多
い
が
、
指
導
の
レ

ヴ
ェ
ル
も
様
々
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
解
も
ま
た
様
々
で
あ
る
。
す
べ

て
を
…
か
ら
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
ο

説
明
の
途
中
で
繰
り
返
し
わ
か
る

か
ど
う
か
を
尋
ね
、
確
認
し
つ
つ
進
ん
だ
Q

恕
解
の
遅
い
者
を
放
課

後
に
呼
ん
で
個
別
に
指
導
す
る
こ
と
に
す
れ
ば
、
授
業
の
ス
ピ
ー
ド

を
上
げ
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、
そ
う
は
し
な
か
っ
た
。
そ
の
時
間
、

そ
の
時
間
の
学
湾
内
容
は
授
業
時
間
中
に
身
に
付
け
る
と
い
う
こ
と

を
宵
慣
づ
け
た
か
っ
た
。
わ
か
ら
な
い
と
忠
え
ば
手
を
挙
げ
て
質
問

し
て
良
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
保
障
し
て
遺
り
た
か
っ
た
。
た
と
え

ば
「
家
」
と
い
う
漢
字
が
書
け
な
い
、
つ
ま
り
小
学
生
の
こ
ろ
間
違

っ
て
覚
え
た
ま
ま
、
誰
か
ら
も
そ
の
間
違
い
を
指
摘
し
て
も
ら
う
機

会
の
な
か
っ
た
生
徒
も
い
る
よ
う
な
教
室
で
、
で
き
の
惑
い
者
は
残

し
て
指
導
と
い
う
の
で
は
「
授
業
中
の
傍
観
者
」
の
拡
大
再
生
産
で

し
か
な
い
。

し
か
し
、
教
室
の
中
に
は
少
数
で
は
あ
る
が
、
中
学
で
基
礎
を
学

ん
で
い
た
り
、
比
較
的
の
み
こ
み
の
早
い
者
も
い
る
。
全
体
の
。
へ

i

ス
は
徹
底
的
に
の
ん
び
り
と
し
た
も
の
に
し
て
お
く
一
方
で
、
で
き

る
者
に
は
当
面
の
学
習
事
項
よ
り
ち
ょ
っ
と
先
の
課
題
に
挑
戦
さ
せ

た
り
、
ま
わ
り
の
席
で
図
っ
て
い
る
も
の
の
手
助
け
を
指
示
し
た
り

し
た
。
た
と
え
ば
返
り
点
の
学
習
な
ら
、
そ
の
時
間
の
目
標
は
読
み

煩
が
解
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
す
で
に
そ
こ
迄
到
達
し
た
者
に
は
短

文
(
白
文
)
を
適
当
に
板
書
し
て
お
い
て
必
要
な
所
に
返
り
点
を
つ

け
さ
せ
て
み
た
。
ま
た
、
生
徒
同
士
で
教
え
合
う
の
は
一
種
の
グ
ル

ー
プ
学
習
と
も
な
っ
た
。

指
導
に
当
た
っ
て
繰
り
返
し
訴
え
た
の
は
「
返
り
点
は
便
利
な
も

の
で
あ
る
、
読
み
を
助
け
て
く
れ
る
も
の
だ
」
と
い
う
こ
と
だ
っ

た
。
返
り
点
を
理
解
す
る
の
が
自
擦
で
は
な
い
、
漢
文
を
読
む
の
が

目
標
な
の
だ
、
返
り
点
は
そ
れ
を
助
け
て
く
れ
る
も
の
で
、
い
わ
ば

自
分
遠
の
味
方
だ
と
生
徒
は
理
解
し
た
よ
う
だ
。
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③

の

重

視

返
り
点
の
学
沼
が
一
通
り
済
む
と
、
た
だ
ち
に
ま
と
ま
っ
た
内
容

の
文
の
学
留
に
入
っ
た
ο

普
通
は
こ
の
段
階
で
は
引
き
続
き
漢
文
の

構
造
や
再
説
文
字
な
ど
の
法
本
を
学
習
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
せ
め

て
週
一
時
間
、
年
間
一
一
一
十
時
間
ほ
ど
の
学
期
間
時
間
が
確
保
さ
れ
て
い

る
場
合
の
こ
と
で
あ
ろ
う
ο

残
り
の
数
時
間
で
何
を
読
む
か
、
何
を

教
え
ら
れ
る
か
。
中
学
で
は
詩
を
学
習
し
た
者
が
多
い
よ
う
だ
つ
た

(
2〉

の
で
、
寧
ろ
詩
以
外
の
も
の
を
紹
介
し
た
い
と
思
っ
た
。
教
科
書
の

入
門
単
元
か
ら
内
韓
非
子
』
の
「
守
株
い
「
不
死
之
薬
レ
を
取
り
上

げ
、
内
容
の
理
解
と
共
に
音
誌
の
君
、
視
を
計
っ
た
。

総
読
と
い
芦
読
を
繰
り
か
え
す
う
ち
に
は
じ
め
は
小
さ
な
戸
し
か
だ

せ
な
か
っ
た
生
徒
も
段
々
大
き
な
戸
が
で
る
よ
う
に
な
り
、
そ
う
す

る
と
戸
を
だ
す
こ
と
自
体
が
快
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
た

だ
大
き
な
戸
と
い
う
の
で
は
な
く
教
室
全
体
が
一
つ
の
ハ
ー
モ
ニ
ー

に
包
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
音
読
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、
訓
読

の
育
熱
、
漢
文
の
持
つ
リ
ズ
ム
古
味
わ
う
、
大
き
な
戸
で
読
め
る
と

い
う
自
信
を
持
つ
、
な
ど
幾
つ
か
の
成
果
が
あ
っ
た
。

告
漢
字
学
官
と
の
関
連
を
計
る

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
学
年
は
週
一
時
間
を
漢
字
テ
キ
ス
ト

の
学
演
に
割
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
漢
字
学
習
を

他
の
二
時
間
と
切
り
離
す
の
で
な
く
、
有
機
的
な
関
係
を
作
り
出
す

一
一
爆
の
学
習
効
果
を
上
げ
た
い
と
考
え
た
。

キ
ス
ト
の
学
山
中
刊
で
は
で
き
得
る
限
り
漢
字
熟
訟
の
構
成
に

つ
い
て
説
明
し
、
考
え
さ
せ
、
興
味
を
持
た
せ
る
よ
う
に
し
、
漢
文

の
学
留
で
は
反
対
に
一
字
二
子
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
熟
語
が
作
れ

る
か
を
考
え
さ
せ
た
う
え
で
、
本
文
中
で
の
意
味
を
確
認
す
る
な
ど

し
た
。
漢
字
学
習
は
年
間
を
通
じ
て
の
学
湾
計
調
で
あ
っ
た
の
で
、

漢
文
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
学
習
時
間
の
と
れ
な
か
っ
た
二
学
期
に
も

折
り
に
触
れ
漢
文
の
話
題
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
と
に
よ
り
、

2 

二
年
生
三
学
期
の
学
習

一
ニ
学
期
は
国
語
I
の
の
し
め
く
く
り
と
し
て
、
教
科
書
の
最

終
単
元
で
あ
る
「
物
語
の
楽
し
み
L

と
い
う
単
元
を
取
り
上
げ
る
こ

と
に
し
た
。
こ
の
単
一
冗
は
『
竹
取
物
語
』
、
白
行
衡
の
『
一
ニ
夢
記
』
、

子
宝
の
円
捜
神
記
』
、
宮
沢
賢
治
の
宗
仰
の
事
務
所
』
か
ら
成
り
立

っ
て
い
る
。
年
間
計
画
で
は
一
ニ
学
期
の
学
習
に
現
代
文
を
予
定
し
て

い
た
の
で
、
ま
ず
門
猫
の
事
務
所
』
を
選
び
、
こ
れ
と
の
組
合
せ
に

時
間
数
や
生
徒
の
関
心
な
ど
も
考
慮
し
て
『
捜
神
記
』
か
ら
の
一
話

を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。
一
学
期
に
よ
う
や
く
漢
文
の
入
門
を

終
え
た
だ
け
の
生
徒
に
は
こ
の
程
度
の
妓
文
で
も
量
的
に
い
さ
さ
か

負
担
が
大
き
い
か
と
い
う
懸
念
が
あ
っ
た
が
、
一
方
で
こ
の
ぐ
ら
い

の
ま
と
ま
っ
た
内
容
の
漢
文
を
読
み
切
れ
ば
生
徒
に
良
信
を
与
え
る
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も
な
ろ
う
と
い
う
期
待
も
あ
っ
た
。

オ

i
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
漢
文
学
溜
の
流
れ
か
ら
い
え
ば
、
入
門
を
経

た
後
、
こ
の
あ
た
り
で
は
詩
教
材
、
思
想
教
材
を
取
り
上
げ
る
べ
、
き

で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
十
分
承
知
し
て
い
た
が
、
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
年
間
の
学
習
の
流
れ
か
ら
は
ま
ず
第
一
に
現
代
文
と
の

関
連
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
詩
教
材
は
字
数
こ
そ
少

な
い
も
の
の
、
深
い
読
み
を
必
要
と
す
る
。
漢
文
に
不
慣
れ
な
生
徒

に
は
か
え
っ
て
抵
抗
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
が
あ
っ

た
。
さ
ら
に
、
思
想
教
材
は
抽
象
的
な
内
容
か
ら
手
応
え
の
あ
る
反

応
を
期
待
す
る
に
は
時
間
不
足
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
が
あ
っ

(
3
)
 

た
。
こ
の
学
期
の
漢
文
に
は
四
・
五
時
閣
を
予
定
し
て
い
た
。

実
際
の
授
業
は
お
悦
神
記
門
司
猫
の
事
務
所
h

の
頗
に
行
っ
た
。

門
技
神
記
い
の
教
材
木
文
を
次
に
記
し
て
お
く
。

晋
武
一
常
世
、
河
間
都
有
男
女
私
悦
、
許
相
配
遁
。
一
一
一
帯
雨
男
従

事
、
積
年
不
蹄
。
女
家
一
史
欲
適
之
。
女
不
願
行
。
父
母
逼
之
。
不

得
己
市
去
。
一
一
帯
病
死
。
其
男
成
選
、
間
女
所
在
。
其
家
具
設
之
。

乃
宝
塚
、
欲
央
之
議
友
、
而
不
勝
其
情
。
途
後
塚
開
館
、
女
郎
蘇

活
。
問
問
負
還
家
。
持
養
数
日
、
卒
復
如
初
。
後
夫
開
、
乃
往
求

之
。
其
人
不
遠
回
、
卿
婿
巴
死
。
天
下
支
開
死
人
可
復
活
耶
。
此

天
問
問
我
。
非
卿
婦
也
。

於
是
相
訟
。
郡
婦
不
能
決
。
以
議
廷
尉
。
秘
書
郎
一
十
一
道
奏
、
以
結

誠
乃
至
、
感
子
天
地
。
故
死
荷
更
生
。
此
非
常
事
。
不
得
以
常
謹

断
比
。
請
還
問
塚
者
。
朝
廷
従
其
議
。
(
恭
二
五
)

晋
の
武
帝
の
時
代
の
こ
と
、
河
間
郡
に
結
婚
を
誓
い
あ
っ
た
男
女

が
い
た
。
し
か
し
、
男
は
兵
隊
に
採
ら
れ
た
ま
ま
い
つ
ま
で
も
帰
っ

て
こ
な
い
。
女
は
両
親
の
圧
力
に
抗
し
か
ね
て
他
の
男
の
も
と
へ
嫁

い
で
往
く
。
女
は
気
の
進
ま
ぬ
結
婚
生
活
の
た
め
か
、
嫁
い
で
間
も

な
く
病
気
で
死
ん
で
し
ま
う
。
女
の
死
後
、
帰
郷
し
た
男
は
恋
人
の

死
を
聞
か
さ
れ
、
取
る
も
の
も
取
り
合
え
ず
女
の
墓
前
に
詣
で
る
。

悲
し
み
の
情
に
耐
え
か
ね
て
男
は
我
を
忘
れ
て
官
接
を
暴
き
、
棺
の
蓋

を
開
け
た
と
こ
ろ
、
な
ん
と
女
は
怠
を
ふ
き
か
え
す
。
男
は
女
を
背

負
っ
て
自
宅
に
連
れ
帰
り
、
手
厚
く
看
病
し
た
と
こ
ろ
女
は
ま
も
な

く
も
と
の
よ
う
に
元
気
に
な
っ
た
。
そ
こ
へ
噂
を
開
き
つ
け
た
夫
が

妻
を
返
せ
と
乗
り
込
ん
で
く
る
が
、
男
は
「
あ
な
た
の
要
は
も
う
死

ん
だ
の
だ
。
死
人
が
生
き
返
る
と
い
う
話
な
ど
は
間
開
い
た
こ
と
も
な

い
。
こ
こ
に
い
る
の
は
天
が
私
に
お
与
え
下
さ
っ
た
人
だ
よ
と
一
言

っ
て
、
返
さ
な
か
っ
た
。
事
は
裁
判
ざ
た
に
な
る
が
郡
や
県
の
役
所

で
も
判
断
で
き
な
か
っ
た
。
問
題
は
遂
に
中
央
ヘ
送
ら
れ
る
。
秘
書

郎
王
導
は
「
純
粋
な
真
心
が
天
地
の
神
を
感
動
さ
せ
た
結
果
、
女
は

一
度
死
ん
で
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は

普
通
の
事
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
従
っ
て
、
尋
常
の
考
え
を
も
っ
て

は
判
断
で
き
ま
せ
ん
じ
ど
う
か
慕
を
開
け
た
者
に
こ
の
女
を
お
返
し
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に
な
り
ま
す
よ
う
に
に
と
上

に
し
た
が
っ
た
。

こ
の
教
材
に
は
解
釈
の
沼
で
一
・
一
考
え
る
べ
き
点
が
あ
る
。

そ
れ
は
「
許
相
配
適
ん
の
部
分
で
、
こ
こ
は
「
許
さ
れ
て
籾
ひ
配

適
す
い
と
も
「
相
ひ
配
適
す
る
こ
と
を
許
す
」
と
も
と
れ
よ
う
。
前

者
に
考
え
る
な
ら
「
ひ
そ
か
に
愛
し
あ
っ
た
男
女
は
や
が
て
殺
の
許

可
を
得
て
め
で
た
く
結
婚
し
た
い
と
い
う
事
に
な
る
。
し
か
し
、
そ

れ
な
ら
其
の
後
の
文
で
「
夫
い
た
る
者
に
対
す
る
呼
称
が
「
尋
市
男

従
軍
い
勺
其
男
成
還
レ
「
共
人
不
還
」
な
ど
と
あ
っ
て
、
「
夫
い
と
は

さ
れ
て
い
な
い
の
は
腕
に
落
ち
な
い
。
女
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ

る
。
勺
女
家
z

一
「
女
不
願
行
」
「
間
女
一
所
在
」
「
女
郎
蘇
活
」
と
い
っ
た

具
合
で
「
妻
」
と
し
て
の
呼
ば
れ
か
た
と
し
て
は
少
し
妙
な
気
が
す

る
。
し
か
も
、
男
の
出
征
中
に
女
が
結
婚
し
た
人
物
に
つ
い
て
は

「
後
夫
開
い
と
は
っ
き
り
「
夫
し
と
し
て
い
る
の
に
、
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
問
題
点
を
出
せ
ば
「
後
夫
ん
は
っ
こ
う
ふ
」
な
の
か
「
の

ち
、
お
っ
と
い
な
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
「
許
相
配
適
」
を
結
婚
し
た

と
と
る
な
ら
、
「
後
夫
」
を
ど
ち
ら
に
読
も
う
と
最
初
の
夫
に
対
す

る
呼
称
に
不
審
が
残
る
事
に
変
わ
り
は
な
い
が

Q

し
た
。
朝
廷
は
こ
の

の
意
見

そ
れ
で
は
「
許
相
配
適
」
を
「
結
婚
を
許
す
い
と
し
た
ら

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
婚
約
中
に
男
が
戦
争
に
行
き
、
女
は
渋
々
一
別
の

努
の
も
と
へ
嫁
い
だ
と
い
う
な
ら
、
「
後
夫
開
」
で
が
使
わ

さ
て
、

れ
て
い
て
も
呉
と
す
る
に
あ
た
ら
な
い
。
読
み
も
「
の
ち
、

と
い
で
問
題
が
な
か
ろ
う
。
「
こ
う
ふ
い
と
読
む
こ
と
は
あ
り
得
な

、。
Y
-
V
 

し
か
し
?
、

ろ
う
が
、

お
っ

こ
の
場
合
も
、
親
が
許
し
た
と
考
え
る
の
が
普
通
で
あ

す
ぐ
前
の
「
男
女
私
悦
」
に
注
目
す
る
な
ら
「
親
の
許
可

の
な
い
ま
ま
、
当
人
向
土
が
結
婚
を
誓
い
あ
っ
た
」
と
も
と
れ
る
の

で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
も
一
つ
考
え
る
べ
き
点
が
あ
る
。
親
も
認
め

た
婚
約
で
あ
り
な
が
ら
、
男
が
戦
か
ら
帰
っ
て
こ
な
い
と
い
う
の
で

加
の
結
婚
を
勧
め
る
親
と
無
理
強
い
さ
れ
る
娘
と
い
う
設
定
な
の

か
。
親
に
は
内
絡
で
結
婚
を
誓
っ
た
も
の
の
、
男
は
戦
か
ら

mm
ら

ず
、
そ
う
と
は
知
ら
ぬ
殺
が
娘
に
結
婚
を
勧
め
て
い
る
の
か
。
親
の

方
で
も
う
す
う
す
は
承
知
し
て
い
な
が
ら
、
知
ら
ぬ
顔
で
「
良
縁
」

を
押
し
付
け
よ
う
と
し
た
も
の
か
。
読
み
手
の
想
像
は
い
よ
い
よ
ふ

く
ら
ん
で
ゆ
く
。

( 83 ) 

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
話
の
興
味
の
中
心
は
死
ん
だ
も
の
が
生

き
返
る
と
い
う
奇
跡
と
王
導
の
裁
き
の
小
気
味
よ
さ
に
あ
る
と
い
え

よ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
話
の
出
だ
し
に
は
す
で
に
読
者
を

ひ
き
つ
け
る
だ
け
の
魅
力
が
あ
る
。
其
の
魅
力
は
決
し
て
安
直
な
興

味
本
位
の
関
心
を
か
き
た
た
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
人
間
が
生
き
る

と
い
う
事
、
つ
ま
り
家
族
が
あ
り
、
社
会
が
あ
り
、
国
が
あ
り
と
い

う
仕
組
み
の
な
か
で
人
は
生
き
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と



を
改
め
て
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
と
い
う
点
に
あ
ろ
う
。

'
予
期
は
次
の
よ
う
な
点
に
窃
意
し
て
授
業
を
進
め
た
。

一
学
郊
の
教
材
よ
り
長
い
漢
文
を
読
み
、
漢
文
訓
読
に
習
熟
す

① 

る
一
学
期
に
も
音
読
を
重
視
し
た
が
、
さ
ら
に
今
度
は
積
極
的
に
発

で
き
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
を
訴
え
た
。
ク
ラ
ス
全
体
で
読
み
の

練
習
を
し
た
後
、
生
徒
か
ら
の
挙
手
を
待
っ
た
。
初
め
は
互
い
に
顔

を
見
合
わ
せ
て
い
る
が
、
や
が
て
め
い
め
い
熱
心
に
教
科
書
を
読
み

出
し
、
教
室
の
な
か
は
適
度
の
緊
張
感
が
支
配
す
る
。
し
か
し
、
実

際
に
手
を
挙
げ
さ
せ
る
に
は
い
ろ
い
ろ
工
夫
も
必
要
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
あ
る
生
徒
が
挙
手
を
し
た
。
無
口
で
、
日

開
明
ク
ラ
ス
の
な
か
で
も
孤
立
し
て
い
る
生
徒
だ
っ
た
。
後
か
ら
聞
い

た
諮
だ
が
、
ク
ラ
ブ
活
動
で
の
発
表
の
際
、
入
念
な
準
備
を
し
て
お

き
な
が
ら
い
ざ
と
な
る
と
二
詰
も
ロ
を
利
か
ず
、
つ
い
に
地
の
生
徒

が
彼
に
代
わ
っ
て
発
表
し
た
の
だ
と
い
う
。
そ
う
い
う
生
徒
に
読
む

気
を
起
こ
さ
せ
る
力
が
訓
読
の
リ
ズ
ム
の
な
か
に
は
あ
る
の
だ
ろ

う
ο
彼
は
作
文
に
こ
う
書
い
た
。

〈
自
分
で
は
こ
ん
な
に
積
極
的
に
勉
強
し
た
の
は
始
め
て
だ
っ
た

し
何
度
も
自
分
か
ら
手
を
上
げ
て
読
む
な
ん
て
こ
と
は
(
こ
れ
ま

で
〉
な
か
っ
た
。
お
か
げ
で
内
容
が
良
く
わ
か
り
ま
し
た
。
復
活

ハ
教
科
書
で
の
タ
イ
ト
ル
〉
の
感
想
で
す
が
、
あ
ん
な
み
じ
か
い
文

な
の
に
大
編
の
小
説
を
読
ん
で
い
る
よ
う
で
し
た
。
そ
れ
だ
け
中
味

の
濃
い
も
の
で
し
た
。
(
中
略
)
私
は
こ
の
文
ほ
ど
後
が
き
に
(
気

に
)
な
り
、
人
々
の
か
な
し
み
や
お
ど
ろ
き
、
よ
ろ
こ
び
が
か
ん
じ

ら
れ
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
機
会
が
あ
っ
た
ら
漢
文

を
勉
強
し
た
い
も
の
で
す
。
〉(

〉
内
は
筆
者
注
。
表
記
は
原
文
の
ま
ま
。

②
物
語
の
展
開
に
即
し
て
登
場
人
物
の
言
動
に
注
意
を
払
い
、
時

代
状
況
・
人
々
の
死
生
観
を
考
え
る

こ
こ
で
は
先
に
述
べ
た
よ
う
な
主
人
公
の
男
女
は
結
婚
し
て
い
た

の
か
ど
う
か
と
い
う
事
か
ら
話
題
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
の
登

場
人
物
が
置
か
れ
た
状
況
を
考
え
た
。
男
の
帰
り
を
待
ち
わ
び
る

女
、
女
を
残
し
て
戦
に
駆
り
出
さ
れ
た
ま
ま
故
郷
に
帰
れ
ぬ
男
、
娘

を
思
う
両
親
の
気
持
ち
な
ど
。
ま
た
、
よ
う
や
く
帰
郷
し
て
み
れ
ば

愛
す
る
者
は
死
ん
で
い
た
と
い
う
悲
し
み
の
ど
ん
底
か
ら
、
慕
を
暴

く
と
い
う
狂
気
を
経
て
女
の
蘇
生
を
迎
え
た
男
の
歓
喜
、
一
安
を
亡
く

し
た
悲
し
み
も
癒
え
ぬ
う
ち
に
、
亡
妻
が
生
き
返
っ
て
他
の
男
に
養

わ
れ
て
い
る
と
開
か
さ
れ
た
男
の
関
惑
。

起
伏
に
富
ん
だ
展
開
に
導
か
れ
て
生
徒
の
関
心
も
高
ま
り
、
生
徒

の
方
か
ら
の
発
言
も
多
か
っ
た
。
示
さ
れ
た
訳
を
た
だ
筆
記
す
る
と

い
う
の
で
は
な
く
、
積
極
的
に
読
み
解
い
て
ゆ
こ
う
と
い
う
姿
勢
が

見
ら
れ
た
。
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の
こ
ら
な
い
お
も
し
ろ
い
謡
、
だ
と
い
う
だ
け
の
反
応
し
か
な
い

の
で
は
、
こ
の
学
年
の
こ
の
時
期
の
漢
文
教
材
と
し
て
不
適
当
と
の

誹
り
を
免
れ
ま
い
ο
次
に
紹
介
す
る
生
徒
の
感
想
文
は
、
こ
の
物
語

の
背
景
の
戦
争
に
注
母
し
た
も
の
で
あ
る
。

〈
漢
文
の
学
習
は
難
し
か
っ
た
。
で
も
、
二
回
目
の
学
習
な
の
で

読
み
は
す
ぐ
に
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
よ
か
っ
た
。
「
復
活
」

と
い
う
話
は
戦
争
の
た
め
に
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
と
て

も
か
わ
い
そ
う
だ
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
戦
争
と
い
う
も
の
は
と
て

も
に
く
い
も
の
だ
と
思
っ
た
。
女
は
い
つ
ま
で
も
男
の
帰
り
を
ま
っ

て
い
た
け
ど
結
局
は
他
の
男
と
結
婚
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
女
は

ど
の
く
ら
い
つ
ら
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
き
っ
と
死
ぬ
ほ
ど
つ
ら
か

っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
そ
の
く
ら
い
こ
の
男
女
の
愛
は
強
い
も
の

だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
う
。
男
は
た
ぶ
ん
戦
争
中
で
も

女
の
こ
と
を
思
い
つ
づ
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
戦
争
が
終
わ

っ
て
や
っ
と
女
と
い
っ
し
ょ
に
な
れ
る
と
思
い
き
っ
と
喜
ん
で
い
た

の
だ
ろ
う
に
;
。
そ
れ
が
他
の
男
と
結
婚
し
て
し
ま
っ
て
い
て
男
は

シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
だ
ろ
う
な
と
思
う
。
で
も
一
番
つ
ら
か
っ
た
の

は
女
で
あ
ろ
う
。
結
局
は
男
の
気
持
ち
を
裏
切
っ
た
形
と
な
っ
て
し

ま
い
、
し
か
も
男
と
あ
う
ま
え
に
死
ん
で
し
ま
っ
て
悲
し
か
っ
た
ろ

う
と
思
う

Q

で
も
戦
争
中
に
は
こ
う
い
う
話
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
。
〉

こ
の
感
想
文
は
高
校
生
の
文
章
表
現
と
し
て
は
幼
い
も
の
の
、
こ

の
生
徒
が
授
業
を
通
じ
て
考
え
、
読
み
取
っ
た
事
は
十
分
に
伝
え
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
な
か
で
も
注
目
す
べ
き
は
最
後
の
「
戦
争
中
に

は
こ
う
い
う
話
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
筒
所
だ
。

愛
し
あ
っ
て
い
た
男
女
を
引
き
裂
い
た
の
は
戦
争
だ
、
戦
争
は
よ
く

な
い
、
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
一
歩
踏
み
込
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、

単
に
こ
の
物
語
の
悲
劇
性
の
原
因
を
戦
争
に
求
め
、
登
場
人
物
の
誰

も
が
被
害
者
で
あ
る
と
い
う
読
み
方
は
、
そ
の
視
点
を
あ
く
ま
で
こ

の
教
材
に
回
定
し
た
と
こ
ろ
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
「
悲
劇
」
は
具
体
的
だ
が
「
戦
争
」
は
観
念
的
な
も
の
に
な
り

が
ち
だ
。
と
こ
ろ
が
こ
の
生
徒
は
視
点
を
自
己
の
生
き
る
現
代
に
置

い
て
み
た
の
だ
。
そ
こ
か
ら
は
中
国
残
留
孤
児
の
問
題
も
、
ま
も
な

く
修
学
旅
行
で
訪
れ
る
予
定
の
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
も
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

を
め
ぐ
る
朝
鮮
半
島
も
見
え
た
は
ず
だ
。
こ
の
物
語
の
舞
台
で
あ
る

東
晋
の
時
代
以
前
に
も
、
そ
れ
以
後
も
、
な
ん
と
今
に
い
た
る
ま
で

一
:
た
く
さ
ん
」
の
物
語
の
あ
る
事
に
彼
は
気
づ
い
て
い
る
。

③
王
導
の
論
理
の
巧
み
さ
を
味
わ
う
。

後
半
は
論
理
的
な
読
み
を
重
視
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
解
釈
に
沿
っ

て
「
男
・
夫
・
王
導
」
の
考
え
を
整
理
し
な
が
ら
授
業
を
進
め
た
ο

物
語
の
前
半
を
興
味
深
い
展
開
に
助
け
ら
れ
て
読
み
進
ん
で
き
て

も
、
女
を
め
ぐ
る
男
達
の
主
張
と
そ
れ
を
裁
い
た
王
導
の
論
理
の
巧
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み
さ
が
味
わ
え
な
く
て
は
何
も
な
ら
な
い
。

生
徒
は
概
し
て
抽
象
的
、
論
理
的
な
思
考
に
不
慣
れ
で
あ
っ
た
。

決
し
て
能
力
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
思
考
に
必
要
な
時
間
を
与
え

ら
れ
ぬ
ま
ま
結
果
だ
け
押
し
付
け
ら
れ
た
り
、
ま
ご
ま
ご
し
て
い
る

う
ち
に
高
校
ま
で
き
て
し
ま
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
だ
。

比
較
的
少
な
い
字
数
で
し
っ
か
り
し
た
論
理
の
筋
道
を
学
習
す
る

に
は
漢
文
の
文
脈
を
辿
ら
せ
る
の
が
一
番
有
効
だ
と
考
え
て
い
た
の

で
、
図
に
示
し
た
よ
う
に
「
常
識
に
叶
っ
た
判
断
・
主
張
」
と
「
常

識
的
に
は
認
め
難
い
判
断
・
主
張
」
と
を
見
極
め
つ
つ
読
ん
で
行
っ

た
の
だ
が
、
最
後
の
モ
淳
一
の
名
判
断
が
常
識
に
と
ら
わ
れ
な
い
柔
軟

な
思
考
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
生
徒
が
一
瞬
怠
を
飲

ん
だ
表
情
を
見
せ
た
の
が
印
象
的
だ
っ
た
。

漢
字
一
字
一
字
を
丁
寧
に
読
み
、
漢
文
の
基
礎
的
な
語
法
や
熟

語
を
学
ぶ

ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
展
開
の
な
か
で
「
尋
・
更
・
乃
・
商
・
遂
・

郎
・
因
'
己
・
量

l
耶
」
な
ど
の
語
の
働
き
を
重
点
的
に
指
導
す
る

と
共
に
、
「
私
・
配
・
従
軍
・
積
年
・
不
帰
・
逼
・
不
得
己
・
具
・

発
」
な
ど
の
漢
字
・
熟
語
に
つ
い
て
日
常
の
用
法
を
紹
介
・
確
認
し

た。 ④ 

3 

漢
文
学
習
の
意
義
と
展
望

一
年
間
の
学
習
を
終
え
て
思
う
こ
と
は
、
工
業
高
校
の
よ
う
に
国

一
訟
の
単
位
数
が
少
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
基
礎
学
力
に
不
安
の

あ
る
生
徒
が
対
象
で
あ
っ
て
も
漢
文
学
沼
は
十
分
に
成
り
立
つ
と
い

う
事
で
あ
る
。

一
般
的
に
漢
文
単
一
克
が
敬
遠
さ
れ
る
の
は
次
の
よ
う
な
点
か
ら
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
生
徒
は
漢
字
に
抵
抗
感
が
あ
る
、
現
代
文

で
も
読
め
な
い
の
に
漢
文
は
無
理
だ
に
と
い
う
も
の
だ
。
し
か
し
、

漢
字
に
抵
抗
感
が
あ
る
な
ら
尚
更
、
漢
字
に
殺
し
む
機
会
が
欲
し

い
。
現
代
文
教
材
か
ら
漢
字
を
拾
い
出
し
て
覚
え
さ
せ
る
よ
り
も
っ

と
多
く
の
漢
字
に
つ
い
て
学
習
す
る
機
会
が
漢
文
教
材
に
は
あ
る
。

漢
字
線
沼
械
を
使
っ
て
効
率
良
く
漢
字
の
学
習
を
さ
せ
る
よ
り
、
効

率
は
多
少
低
下
す
る
よ
う
に
見
え
て
も
命
の
吹
き
こ
ま
れ
た
漢
字
に
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接
す
る
効
果
は
測
り
知
れ
な
い
。
現
代
文
教
材
は
何
べ

i
ジ
に
も
わ

た
る
も
の
が
多
い
が
、
学
力
の
低
い
生
徒
に
は
こ
れ
が
案
外
負
担
に

な
っ
て
い
る
と
忠
わ
れ
る
ο

ど
こ
に
何
が
書
い
で
あ
っ
た
の
か
、
全

体
の
配
置
が
一
段
瞭
然
に
解
る
も
の
で
な
い
と
意
欲
が
そ
が
れ
が
ち

だ
。
し
か
し
見
開
き
一
一
ペ
ー
ジ
に
収
ま
る
よ
う
な
現
代
文
教
材
は
多

く
は
な
い
。
生
徒
の
感
怨
文
に
も
あ
っ
た
事
だ
が
短
文
と
見
え
て
中

身
の
濃
い
の
が
漢
文
だ
。
わ
ず
か
な
字
数
で
豊
か
な
内
容
を
表
現
し

て
い
る
漢
文
体
に
親
し
む
こ
と
は
作
文
学
習
に
も
有
益
だ
。

学
習
意
欲
の
低
い
生
徒
の
指
導
に
は
様
々
な
工
夫
が
必
要
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
ど
ん
な
工
夫
も
そ
の
基
本
は
主
体
的
に
学
習
に
向
か

わ
せ
る
と
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
生
徒
が
不
安
を
持
っ

て
い
た
り
、
政
外
感
を
感
じ
て
い
た
り
、
心
身
共
に
窮
屈
な
状
態
で

は
無
理
な
説
文
と
い
え
よ
う
。
そ
の
点
、
漢
文
の
音
読
は
繰
り
返
し

に
よ
っ
て
、
ま
ず
不
安
が
取
り
除
か
れ
、
自
分
の
戸
を
聞
く
事
で
授

業
に
参
加
し
て
い
る
と
い
う
自
信
を
持
ち
、
大
き
な
声
で
発
声
す
る

た
め
に
次
官
勢
も
正
し
く
、
爽
快
な
気
分
で
学
習
に
向
か
え
る
と
い
う

(
4〉

利
点
が
あ
る
。

次
に
大
事
な
事
は
こ
う
し
た
学
期
肉
体
験
が
漢
文
学
習
以
外
の
国
一
珠
山

の
学
習
に
も
良
い
影
響
を
与
え
る
と
い
う
事
だ
。
こ
う
し
て
み
る

と
、
む
し
ろ
漢
文
学
溜
を
核
に
し
て
の
国
語
教
育
と
い
う
展
開
の
可

能
性
さ
え
あ
り
得
る
。
す
く
な
く
と
も
漢
文
を
現
代
文
・
古
文
の
あ

の
教
材
と
み
る
よ
う
な
こ
と
で
は
国
語
学
習
の
成
果

は
得
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
現
代
文
教
材
の
な
か
で
漢
文
に
関
わ
る
よ

う
な
事
柄
の
学
習
は
そ
う
多
く
は
望
め
な
い
。
反
対
に
漢
文
教
材
の

な
か
で
は
す
で
に
紹
介
し
た
「
復
活
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
現

代
文
教
材
と
重
な
る
内
符
を
取
り
上
げ
る
事
も
で
き
る
。
総
単
位
数

が
少
な
い
か
ら
こ
そ
漢
文
の
比
率
を
高
め
て
の
よ
り
効
果
的
な
指
導

必
要
と
な
ろ
う
。

との
注

〈

1
〉
東
京
都
工
業
高
等
学
校
国
語
科
教
育
研
究
会
会
報
第
八
号
に
載
せ
ら

れ
た
資
料
に
よ
れ
ば
都
立
工
業
高
校
の
巌
修
状
況
は
左
の
よ
う
な
も
の
で

〔昭和61年度)
教科国語履修状況

工業科(全日制課程)

年 科目単位数 1 2 3 4 [校数

1 国 三l'五I~ I 1 10 16 27 

国 手il五r:t 4 6 10 
2 

国 ~~ II 7 11 18 

国 語 II 14 8 3 25 
3 

国語表現| 1 1 2 

工業科(定時制課程〉

空手 科目単位数 1 2 3 4 校数

1 間 三n五p 14 3 1 18 

2 国 1主3ヨ1二~ I 15 3 18 

国 ~~ II 18 18 
3 

国 話江 17 17 

国語 表現 1 1 
4 

古 ~H~ 1 1 
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あ
る
。
た
だ
、
こ
の
表
か
ら
は
個
々
の
学
校
ご
と
の
、
卒
業
に
要
す
る
単

位
数
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
平
均
は
一
年
一
一
了
六
時
間
、
二
年
二
・
六
時

間
、
一
一
一
年
一
了
五
時
間
と
な
る
。

〈

2
)

一
…
…
省
掌
「
高
等
学
校
留
語
I
」

(
3
〉
一
年
生
の
授
業
で
は
一
一
一
学
期
を
漢
文
の
学
習
に
あ
て
た
。
教
科
書
は

角
川
の
「
精
選
国
語
1
」
を
使
用
。
導
入
部
の
指
導
は
二
年
生
の
一
学
期

の
指
導
と
ほ
ぼ
同
様
に
進
め
た
が
教
材
の
扱
い
は
少
し
趣
を
変
え
て
み

た
。
吋
韓
非
子
』
の
「
守
株
」
と
「
礼
記
』
の
「
苛
政
猛
於
虎
」
を
取
り

上
げ
て
、
儒
家
と
法
家
の
考
え
を
中
心
に
思
想
の
初
歩
的
な
指
導
を
試
み

た
。
そ
の
後
、
唐
詩
に
つ
い
て
少
し
ふ
れ
、
支
維
の
「
送
一
万
二
使
安
西
」

を
読
ん
で
一
年
の
漢
文
学
習
を
し
め
く
く
っ
た
。
一
一
一
ク
ラ
ス
平
均
で
お
よ

そ
十
二
時
間
の
指
導
で
あ
っ
た
。

〈

4
〉
都
立
成
瀬
高
校
の
藤
井
重
行
氏
は
群
読
の
指
導
を
漢
文
に
も
応
用
さ

れ
た
。
「
鴻
門
之
会
」
の
生
徒
に
よ
る
群
読
は
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。

(
筑
波
大
学
的
属
高
校
〉

( 88 ) 
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