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漢
文
教
育
史
に
よ
る
対
話
に
つ
い
て
の
試
論 

  

冨 

安 

慎 

吾 

 

一 

漢
文
教
育
の
構
造
的
な
歪
み 

  

「
漢
文
教
育
の
衰
退
が
憂
慮
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
で
漢

文
教
育
の
問
題
状
況
を
指
摘
し
た
市
川
珠
里[2010]

＊
１
は
、
そ

の
具
体
的
な
問
題
と
し
て
次
の
三
点
を
指
摘
し
た
。 

  

１ 

高
等
学
校
に
お
い
て
漢
文
を
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
時

間
が
非
常
に
短
く
、
句
法
等
に
則
り
「
正
し
く
」
漢
文
を
読

み
と
る
こ
と
に
留
ま
ら
な
い
授
業
を
行
う
時
間
的
余
裕
が
な

い
こ
と 

 

２ 

漢
文
に
苦
手
意
識
を
持
つ
教
育
が
存
在
す
る
こ
と 

 

３ 

生
徒
の
漢
文
学
習
に
対
す
る
意
欲
の
低
さ
＊
２ 

  

市
川
は
こ
の
三
点
の
問
題
の
背
景
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い

る
。 

 

 
 

こ
れ
ら
の
指
導
現
場
で
生
じ
て
い
る
問
題
の
背
景
に
は
、
漢

文
教
育
を
国
語
科
の
一
領
域
と
し
て
行
う
こ
と
の
難
し
さ
、
お

よ
び
学
習
指
導
要
領
か
ら
読
み
取
れ
る
漢
文
の
目
標
と
大
学
入

試
で
問
わ
れ
る
漢
文
の
能
力
の
不
一
致
が
あ
る
と
分
析
す
る
。

こ
れ
ら
は
現
在
の
漢
文
教
育
が
抱
え
る
構
造
的
な
歪
み
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
歪
み
が
現
場
に
皺
寄
せ
さ
れ
る
こ
と
で
、
先
に
挙
げ

た
よ
う
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
一
七
頁
） 

  

戦
後
の
中
等
教
育
課
程
に
お
い
て
、
漢
文
教
材
を
用
い
た
学
習

は
常
に
国
語
科
の
一
領
域
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
。
市
川
は
、
こ

の
こ
と
と
、
学
習
指
導
要
領
と
大
学
入
試
の
理
念
の
不
一
致
に
よ

っ
て
、
漢
文
教
育
が
「
構
造
的
な
歪
み
」
を
抱
え
て
お
り
、
そ
の

歪
み
が
先
に
み
た
三
点
の
問
題
を
生
み
出
し
て
い
る
と
捉
え
て
い

る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
形
で
説
明
さ
れ
る
。 

  
 

漢
文
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
「
正
し
く
」
読
み
と
る
指
導 
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は
、
言
う
な
れ
ば
「
漢
文
を
学
ぶ
」
指
導
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、

漢
文
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
先
に
挙
げ
た
よ
う
な
国
語
科
の
二
大

目
標(

稿
者
注
─
「
生
活
に
必
要
な
国
語
の
能
力
を
高
め
る
」
視

点
に
立
つ
言
語
教
育
と
「
国
語
に
触
れ
る
こ
と
で
思
考
力
や
心
情

と
い
っ
た
内
面
を
高
め
る
」
読
解
教
育)

の
達
成
を
目
指
す
こ
と

は
、
「
漢
文
で
学
ぶ
」
指
導
に
取
り
組
む
こ
と
と
言
え
る
。
し
か

し
、
現
在
の
漢
文
教
育
で
は
、
表
面
上
の
意
味
を
読
み
と
る
ま
で

の
過
程
に
時
間
を
取
ら
れ
、
よ
り
進
ん
だ
段
階
で
あ
る
「
漢
文
で

学
ぶ
」
指
導
に
時
間
を
割
け
な
い
。
ま
た
、
生
徒
は
漢
文
の
知
識

に
乏
し
い
た
め
、
自
信
が
持
て
ず
、
一
方
的
な
指
導
に
陥
り
や
す

い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
漢
文
を
学
ぶ
」
過
程
を
必

要
と
す
る
漢
文
の
性
質
が
、
よ
り
発
展
的
な
「
漢
文
で
学
ぶ
」
と

い
う
目
標
へ
の
道
の
り
を
遠
ざ
け
て
い
る
。
（
一
七
頁
） 

  

市
川
は
、
本
来
な
ら
ば
「
漢
文
を
学
ぶ
」
こ
と
（
＝
漢
文
を
読

む
た
め
の
技
能
を
身
に
つ
け
る
こ
と
）
だ
け
が
、
国
語
科
教
育
に

お
い
て
漢
文
教
材
を
用
い
る
際
に
目
指
さ
れ
る
目
的
で
は
な
い
と

述
べ
て
い
る
。 

 

こ
こ
で
指
摘
さ
れ
た
よ
う
な
時
間
の
制
約
に
加
え
、
セ
ン
タ
ー

試
験
や
大
学
入
学
問
題
に
お
い
て
は
、
「
「
漢
文
を
学
ん
だ
」
こ

と
の
成
果
の
み
を
試
さ
れ
る
傾
向
に
あ
」
（
一
八
頁
）
り
、
そ
の

こ
と
も
「
漢
文
を
学
ぶ
こ
と
」
の
重
要
視
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
。 

 

こ
れ
が
市
川
の
指
摘
す
る
「
構
造
的
な
歪
み
」
で
あ
る
。 

 

確
か
に
、
「
漢
文
を
学
ぶ
こ
と
」
の
し
め
る
割
合
の
多
い
こ
と

が
、
現
在
の
漢
文
教
育
を
ど
の
よ
う
に
制
限
し
て
い
る
か
に
つ
い

て
は
、
実
践
者
で
あ
る 

藤
永
容
子[2004]

＊
３
に
よ
る
以
下
の

よ
う
な
内
省
の
な
か
に
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 

現
在
ま
で
、
私
が
行
っ
て
き
た
漢
文
の
授
業
を
振
り
返
っ
て

見
る
と
、
漢
字
の
読
み
書
き
、
故
事
成
語
を
は
じ
め
と
す
る
語

彙
、
返
り
点
の
順
に
従
っ
て
文
章
を
読
む
、
助
詞
・
助
動
詞
に

気
を
付
け
な
が
ら
書
き
下
し
文
に
す
る
、
句
法
に
沿
っ
て
訳
す

な
ど
基
本
的
な
内
容
を
理
解
、
定
着
さ
せ
る
こ
と
が
精
一
杯
な

状
況
で
す
。
ま
た
、
現
状
で
は
、
教
材
を
机
上
に
出
す
こ
と
、

き
ち
ん
と
課
題
を
提
出
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
、
授
業
を
受

け
る
時
の
姿
勢
や
態
度
な
ど
、
学
習
習
慣
を
つ
け
る
こ
と
か
ら

指
導
す
る
必
要
も
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
中
で
、
生
徒
自
身
の
生

き
方
、
在
り
方
を
振
り
返
ら
せ
る
こ
と
の
難
し
さ
を
感
じ
ま
す
。

(

三
頁) 

  

現
在
の
漢
文
教
育
で
は
、
「
漢
文
を
学
ぶ
こ
と
」
は
必
須
と
考

え
ら
れ
、
授
業
は
訳
読
を
中
心
と
し
た
も
の
に
な
り
や
す
い
。
藤

永
は
訳
読
を
「
基
本
的
な
内
容
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
が
、

一
方
で
、
こ
れ
を
「
基
本
的
な
内
容
」
と
し
て
位
置
づ
け
ざ
る
を

え
な
い
こ
と
こ
そ
が
、
市
川
の
指
摘
す
る
「
構
造
的
な
歪
み
」
を

生
ん
で
も
い
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
構
造
的
な
歪
み
」
を
前
に
し
た
と

き
、
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
「
こ
れ
か
ら
の
漢
文
教
育
」
を
考
え

れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。 
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二 

構
造
的
な
歪
み
と
漢
文
教
育
観 

  
市
川
の
い
う
「
構
造
的
な
歪
み
」
と
は
、
「
漢
文
を
学
ぶ
」
こ

と
だ
け
で
は
な
く
、
「
漢
文
で
学
ぶ
」
学
習
も
目
指
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
の
に
、
「
漢
文
を
学
ぶ
」
こ
と
ば
か
り
が
漢
文
教
育
の
中

心
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
よ
う
な
「
構
造
的
な
歪
み
」
を
も
た
ら
し
て
い
る
原
因
と

し
て
、
市
川
や
藤
永
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
な
時
間
の
問
題
や
、

大
学
入
学
試
験
の
問
題
な
ど
の
外
在
的
な
要
因
に
目
を
向
け
る
こ

と
も
で
き
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
こ
こ
に
は
内
在
的
な
要
因
が

介
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。 

 

先
の
藤
永
の
内
省
に
も
み
え
た
よ
う
に
、
私
た
ち
は
今
、
「
漢

文
を
学
ぶ
」
こ
と
を
「
基
本
的
な
内
容
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
傾

向
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
市
川
に
お
い
て
も
「
漢
文
で
学
ぶ
」
こ
と

が
、
「
よ
り
発
展
的
な
」
学
習
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

も
通
じ
て
い
る
。
私
た
ち
は
、
「
漢
文
を
学
ぶ
」
こ
と
を
基
礎
と

し
て
、
「
漢
文
で
学
ぶ
」
こ
と
を
発
展
と
し
て
捉
え
や
す
い
。
し

か
し
、
こ
の
捉
え
方
に
は
ど
の
程
度
の
必
然
性
が
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。 

 

こ
の
よ
う
に
み
た
と
き
、
「
構
造
的
な
歪
み
」
は
単
に
外
在
的

な
要
因
に
よ
る
だ
け
で
は
な
く
、
私
た
ち
が
持
つ
内
在
的
な
要
因

─
─
す
な
わ
ち
漢
文
教
育
観
に
も
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。 

 

私
た
ち
が
そ
れ
と
意
識
せ
ず
に
抱
い
て
い
る
「
漢
文
教
育
」
な

る
も
の
は
、
ど
の
よ
う
な
漢
文
教
育
観
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。

そ
し
て
、
そ
の
漢
文
教
育
観
は
ど
の
程
度
妥
当
な
も
の
な
の
か
。 

 

「
構
造
的
な
歪
み
」
を
前
に
し
て
、
「
こ
れ
か
ら
の
漢
文
教

育
」
を
考
え
よ
う
と
い
う
と
き
、
私
た
ち
は
自
身
の
漢
文
教
育
観

を
問
い
直
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。 

 

三 

漢
文
教
育
史
を
語
る
と
い
う
方
法 

  

し
か
し
、
漢
文
教
育
に
限
ら
ず
、
教
育
観
自
体
を
問
い
直
す
こ

と
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
教
育
観
は
教
育
主
体
に
よ
っ
て
メ

タ
的
に
意
識
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
自
身
が
持
つ
教
育
観
自

体
を
意
識
化
す
る
こ
と
は
困
難
な
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
、
教
育
観
を
問
い
直
す
上
で
の
方
途
と
し
て
、
こ
こ
で

は
漢
文
教
育
史
＝
歴
史
を
語
る
と
い
う
方
法
を
考
え
て
み
た
い
。

歴
史
を
語
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
教
育
観
を
問
い
直
す
方
法
と

な
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
歴
史
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ

い
て
、
歴
史
学
者
の
保
苅
実[2004]

＊
４
に
よ
る
「
歴
史
実
践

（historical 
practice

）
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
指
し
示

さ
れ
た
「
歴
史
」
の
在
り
方
を
参
照
し
て
み
よ
う
。 

  
 

日
常
的
実
践
に
お
い
て
歴
史
と
の
か
か
わ
り
を
も
つ
諸
行
為
、

そ
れ
を
こ
こ
で
は
歴
史
実
践(historical 

practice)

と
呼

び
た
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
歴
史
学
者
が
古
文
書
館
に
で
か

け
て
研
究
活
動
を
行
う
こ
と
も
、
学
生
が
歴
史
の
授
業
に
出
席

す
る
こ
と
も
、
こ
う
し
た
歴
史
実
践
の
ひ
と
つ
で
は
あ
る
。
が
、
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む
し
ろ
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
歴
史
実
践
は
、
歴
史
学
者
に
お

よ
そ
限
定
さ
れ
た
活
動
で
あ
る
歴
史
研
究
や
、
学
校
の
授
業
な

ど
よ
り
も
は
る
か
に
多
様
な
、
人
々
が
歴
史
に
触
れ
る
広
範
な

諸
行
為
を
さ
す
術
語
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。 

 
 

歴
史
実
践
の
諸
様
式
は
、
時
代
や
地
域
、
階
級
や
ジ
ェ
ン
ダ

ー
、
信
仰
や
趣
味
な
ど
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。

年
寄
り
の
昔
話
を
聞
く
こ
と
も
歴
史
実
践
で
あ
れ
ば
、
旧
約
聖

書
を
読
む
こ
と
も
歴
史
実
践
で
あ
る
。
琵
琶
法
師
も
歴
史
実
践

し
て
い
た
わ
け
だ
し
、
多
く
の
祭
り
や
儀
式
も
歴
史
実
践
と
い

う
側
面
を
も
っ
て
い
た
。
過
去
は
、
台
所
に
お
い
て
現
在
に
も

た
ら
さ
れ
て
き
た
だ
ろ
う
し
、
居
酒
屋
で
歴
史
が
制
作
さ
れ
る

場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
遺
跡
の
発
掘
や
訪
問
と
い
っ
た
活
動
も

歴
史
実
践
だ
し
、
歴
史
的
事
件
を
主
題
に
し
た
映
画
を
観
る
こ

と
も
歴
史
実
践
だ
し
、
寄
席
に
落
語
を
聞
き
に
行
く
こ
と
も
歴

史
実
践
だ
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
歴
史
実
践
と
い
う
視
座
に
立
っ

た
場
合
、
「
歴
史
な
き
民(

族)

」
と
か
「
先
史
時
代
」
と
か
い

っ
た
概
念
は
、
完
全
に
破
棄
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
五

○
頁
） 

  

保
苅
は
歴
史
実
践
に
お
け
る
「
歴
史
」
を
、
歴
史
学
者
に
よ
っ

て
占
有
さ
れ
る
従
来
の
歴
史
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
た
。

「
人
が
過
去
を
経
験
す
る
歴
史
時
空
と
い
う
も
の
は
、
根
源
的
に

多
元
的
」
（
二
七
頁
）
と
述
べ
る
保
苅
に
よ
れ
ば
、
「
歴
史
は
、

生
き
ら
れ
る
経
験
」
（
五
九
頁
）
で
あ
り
、
個
人
に
よ
っ
て
異
な

る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

こ
の
保
苅
の
認
識
に
従
う
な
ら
ば
、
私
た
ち
が
授
業
実
践
を
行

っ
た
り
、
漢
文
教
育
に
つ
い
て
（
あ
る
い
は
国
語
教
育
に
つ
い

て
）
語
っ
た
り
す
る
と
い
う
行
為
も
、
自
身
の
「
歴
史
」
＝
漢
文

教
育
史
を
つ
む
い
で
い
く
行
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

当
然
な
が
ら
、
こ
こ
で
つ
む
が
れ
る
漢
文
教
育
史
は
、
個
人
に
よ

っ
て
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
は
、
そ
れ

ぞ
れ
漢
文
教
育
に
関
す
る
「
異
な
る
歴
史
時
空
」
を
生
き
て
い
る

の
で
あ
る
。 

 

一
方
で
、
先
に
み
た
よ
う
に
、
現
在
の
漢
文
教
育
は
「
衰
退
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
状
況
に
陥
っ
て
い
る
（
と
さ
れ
る
）
。
そ
の

一
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
「
漢
文
を
学
ぶ
こ
と
」
へ
の
過
剰
な
傾

斜
は
、
漢
文
教
育
観
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
た
。 

 

こ
の
「
歴
史
」
の
問
題
と
、
教
育
観
の
問
題
と
を
重
ね
合
わ
せ

る
と
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
私
た

ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
文
教
育
観
を
、
個
々
人
の
持
つ
漢
文
教
育
史

（
「
歴
史
時
空
」
）
を
ベ
ー
ス
と
し
て
生
成
し
て
い
る
は
ず
だ
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

四 

漢
文
教
育
の
自
由 

  
保
苅
は
、
「
僕
ら
だ
っ
て
、
日
常
生
活
の
中
で
、
や
っ
ぱ
り
歴

史
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
や
っ
て
い
る
は
ず
な
ん
で
す
よ
ね
」
（
一

九
─
二
○
頁
）
と
い
う
言
い
方
に
よ
っ
て
、
「
歴
史
実
践
」
を

「
歴
史
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
」
と
し
て
言
い
換
え
た
。
こ
の
言
葉
に

従
う
な
ら
ば
、
私
た
ち
も
普
段
の
授
業
実
践
や
「
学
力
低
下
」
な
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ど
を
話
題
に
す
る
こ
と
で
漢
文
教
育
史
を
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
し
て
い

る
は
ず
だ
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
ど
の
程
度
の
サ
イ
ズ
を
持
っ
た

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
だ
ろ
う
か
。 

 

先
に
み
た
「
漢
文
を
学
ぶ
こ
と
」
を
基
礎
と
す
る
漢
文
教
育
観

が
確
固
と
し
た
形
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
と
は
異
な
る
漢

文
教
育
の
姿
が
、
私
た
ち
の
漢
文
教
育
史
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い

（
こ
と
が
多
い
）
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
現
在
に
お
い
て
、
漢
文
教

育
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
は
十
年
か
ら
三
十
年
程
度
の
サ
イ
ズ
で
し
か

行
う
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。 

 

た
と
え
ば
、
な
ぜ
漢
文
教
育
は
国
語
科
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
か
。
い
つ
か
ら
漢
文
は
（
現
代
文
や
古
文
と
は
異
な
る
）

「
漢
文
の
時
間
」
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
漢
文
の
教

科
書
は
、
漢
文
の
教
科
書
と
し
て
ず
っ
と
独
立
し
て
い
た
の
か

（
あ
る
い
は
パ
ー
ト
に
分
か
れ
て
い
た
の
か
）
。 

 

こ
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
、
私
た
ち
の
漢
文
教
育
史
が
沈
黙
し

て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
で
つ
む
い
で

い
る
漢
文
教
育
史
に
つ
い
て
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
で
き
る
幅
が
狭
す

ぎ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

私
た
ち
が
「
漢
文
を
学
ぶ
こ
と
」
を
「
基
礎
」
と
す
る
漢
文
教

育
以
外
の
姿
を
想
像
し
に
く
い
こ
と
は
、
歴
史
か
ら
導
か
れ
う
る

「
あ
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
漢
文
教
育
の
姿
」
＝
可
能
態
が
今
の

私
た
ち
に
は
十
分
に
は
み
え
て
い
な
い
こ
と
が
原
因
の
ひ
と
つ
で

あ
ろ
う
。
可
能
態
が
み
え
な
い
場
所
で
は
、
現
在
の
漢
文
教
育
の

姿
は
「
こ
う
で
し
か
あ
り
え
な
い
漢
文
教
育
の
姿
」
と
し
て
し
か

表
れ
て
こ
な
い
。
そ
こ
に
は
漢
文
教
育
の
自
由
は
な
い(

あ
る
い

は
少
な
い)

。 

 

こ
こ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
て
考
え
て
み
る
と
、
漢
文
教
育
を

自
由
に
す
る
方
法
の
ひ
と
つ
は
、
自
分
の
持
つ
漢
文
教
育
史
と
は

異
な
る
漢
文
教
育
史
と
対
話
す
る
こ
と
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
異

な
る
漢
文
教
育
史
と
の
出
会
い
は
、
自
分
自
身
が
無
意
識
に
抱
い

て
き
た
漢
文
教
育
史
の
姿
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
漢
文

教
育
史
を
ベ
ー
ス
と
し
て
生
成
し
て
い
る
漢
文
教
育
観
を
も
明
確

に
す
る
。
そ
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
経
由
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私

た
ち
は
「
あ
り
え
る
か
も
し
れ
な
い
漢
文
教
育
の
姿
」
を
構
想
し

て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
＊
５
。 

 

五 

三
省
堂
『
高
等
漢
文
』
（
昭
和
二
九
）
の
目
標
観 

  

そ
れ
で
は
、
具
体
的
に
「
異
な
る
漢
文
教
育
史
」
と
の
対
話
を

試
み
て
み
よ
う
。 

 

こ
こ
で
は
、
昭
和
二
十
年
代
の
後
半
か
ら
昭
和
三
十
年
代
前
半

に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
漢
文
教
育
の
意
義
に
関
す
る
議
論
の
中
で
、

教
科
書
が
ど
の
よ
う
な
目
標
を
打
ち
立
て
て
い
た
の
か
を
確
認
し

て
み
た
い
。 

 

な
ぜ
国
語
科
に
お
い
て
漢
文
教
材
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
の
か
、

と
い
う
点
に
つ
い
て
の
議
論
が
展
開
さ
れ
た
当
時
に
お
い
て
、
漢

文
教
育
の
目
標
観
は
様
々
に
多
様
化
し
て
い
た
。 

 

こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
編
修
さ
れ
る
「
漢
文
」
教
科
書

は
、
当
然
、
目
標
観
の
多
様
化
を
意
識
す
る
こ
と
に
な
る
。
昭
和

二
八
年
度
か
ら
使
用
さ
れ
た
教
育
図
書
『
標
準
漢
文
』
は
、
そ
の



－6－ 

指
導
書
＊
６
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

  
 

漢
文
教
育
は
、
東
洋
─
中
国
─
人
間
性
が
、
必
然
的
な
東
洋

自
然
風
土
環
境
に
即
し
て
生
々
産
出
し
た
中
国
文
化
を
、
公
正

に
訓
読
理
会
し
、
世
界
史
的
一
環
と
し
て
の
中
国
民
族
文
化
並

び
に
そ
れ
が
日
本
民
族
の
生
活
・
文
化
進
展
に
寄
与
関
連
せ
る

本
源
的
な
も
の
を
知
了
さ
せ
、
か
つ
わ
が
国
言
語
文
章
の
正
確

な
把
握
に
資
し
、
特
に
日
本
文
化
形
成
の
基
盤
的
素
地
な
い
し

教
養
と
な
る
東
洋
的
も
の
の
考
え
方(

世
界
観
・
人
生
観)

を
、

身
に
つ
け
て
体
悟
さ
せ
る
、
訓
練
で
あ
る
。
（
九
頁
） 

  

こ
の
短
い
文
言
の
中
に
は
、
「
世
界
史
的
一
環
と
し
て
の
中
国

民
族
文
化
」
（
中
国
文
化
理
解
）
お
よ
び
「
日
本
民
族
の
生
活
・

文
化
進
展
に
寄
与
関
連
せ
る
本
源
的
な
も
の
」
（
日
本
文
化
理

解
）
の
理
解
に
加
え
、
「
わ
が
国
言
語
文
章
の
正
確
な
把
握
」

（
言
語
能
力
の
育
成
）
、
「
東
洋
的
も
の
の
考
え
方(
世
界
観
・

人
生
観)

を
、
身
に
つ
け
て
体
悟
さ
せ
る
」
（
道
徳
の
習
得
）
と

い
う
四
点
の
目
標
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
、
当

時
の
多
様
化
し
た
目
標
観
を
全
て
引
き
受
け
よ
う
と
す
る
教
科
書

は
少
な
く
な
か
っ
た
。 

 

一
方
、
こ
の
多
様
化
し
た
目
標
観
に
一
つ
ず
つ
反
駁
し
て
い
っ

た
の
が
昭
和
二
九
年
度
か
ら
使
用
さ
れ
た
三
省
堂
『
高
等
漢
文
』

で
あ
る
。
そ
の
指
導
書
＊
７
に
は
次
の
よ
う
に
言
う
。 

  
(

一) 

漢
文
は
わ
が
言
語
文
化
の
背
景
と
な
っ
た
も
の
で
、
わ

れ
わ
れ
の
言
語
や
文
学
の
中
に
は
漢
文
的
要
素
が
多
く
溶

け
こ
ん
で
い
る
か
ら
、
わ
が
国
語
や
文
学
や
、
広
く
文
化

一
般
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
学
習
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 
(

二) 

な
お
漢
文
の
学
習
は
、
広
く
東
洋
文
化
の
淵
源
を
知
り
、

東
洋
各
地
の
相
互
関
係
を
知
り
、
わ
れ
わ
れ
の
隣
邦
へ
の

理
解
を
深
め
る
の
に
役
立
つ
。 

 
 

私
た
ち
は
、
「
国
語
や
文
学
や
、
広
く
文
化
一
般
を
正
し
く

理
解
す
る
た
め
に
」
「
わ
れ
わ
れ
の
隣
邦
へ
の
理
解
を
深
め

る
」
た
め
に
、
そ
ん
な
た
め
に
漢
文
を
学
ぶ
の
で
あ
ろ
う
か
。

(

一)

の
た
め
の
学
習
な
ら
ば
、
な
に
も
漢
文
で
や
ら
な
く
と
も
、

す
ぐ
れ
た
解
説
文
を
国
語
教
科
書
の
中
で
で
も
読
ま
せ
た
方
が

よ
く
は
な
い
か
。(

二)

の
た
め
の
学
習
な
ら
、
社
会
科
に
す
っ

か
り
任
せ
て
も
い
い
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
今
や
日
本
の
隣

国
は
、
吉
川
幸
次
郎
博
士
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、(

「
中
国
研

究
の
方
向
」)

、
中
国
ば
か
り
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
も
隣
国

で
あ
る
。
今
や
隣
国
な
ら
ざ
る
国
々
と
も
親
善
す
る
こ
と
が
世

界
の
方
向
で
あ
り
、
こ
の
世
界
の
方
向
に
沿
う
こ
と
が
日
本
の

義
務
で
あ
る
こ
と
は
、
憲
法
や
教
育
基
本
法
の
前
文
に
照
ら
し

て
も
め
い
り
ょ
う
で
は
な
い
か
。(

一)

や(

二)

に
漢
文
学
習
上

の
意
義
を
求
め
よ
う
と
し
、
し
か
も
そ
れ
を
生
徒
に
と
っ
て
は

熟
さ
な
い
日
本
語
、
漢
文
の
訓
点
づ
き
を
も
っ
て
行
お
う
と
す

る
と
こ
ろ
に
「
つ
ま
ら
な
さ
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
─
─

ま
た
、
た
と
え
そ
れ
ら
の
点
に
意
義
あ
り
と
し
て
も
、
そ
れ
は

高
等
学
校
で
な
さ
れ
る
漢
文
学
習
の
意
義
と
し
て
は
高
き
に
失
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す
る
も
の
で
は
な
い
か
。(

二
○
─
二
一
頁) 

  
指
導
書
の
冒
頭
に
転
載
さ
れ
た
吉
川
幸
次
郎
「
漢
文
教
育
の
吟

味
」
＊
８
お
よ
び
桑
原
武
夫
「
漢
文
必
修
に
つ
い
て
」(

原
題
は

「
漢
文
必
修
な
ど
と
」
＊
９)

は
、
漢
文
教
育
の
必
修
化
に
反
対

す
る
も
の
で
あ
り
、
同
教
科
書
が
こ
れ
ら
の
批
判
を
強
く
意
識
し

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 

『
高
等
漢
文
』
は
、
多
様
化
し
た
目
標
観
に
反
駁
し
、
そ
れ
ら

の
意
義
が
必
ず
し
も
「
生
徒
に
と
っ
て
は
熟
さ
な
い
日
本
語
、
漢

文
の
訓
点
づ
き
を
も
っ
て
行
お
う
と
す
る
」
必
要
が
な
い
の
で
は

な
い
か
と
批
判
し
て
い
く
。
こ
の
批
判
は
、
そ
の
ま
ま
最
初
に
み

た
「
漢
文
を
学
ぶ
」
「
漢
文
で
学
ぶ
」
の
議
論
に
も
届
く
だ
け
の

射
程
を
持
つ
批
判
で
あ
る
。 

 

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
多
く
の
目
標
観
を
批
判
し
た
『
高
等

漢
文
』
自
体
は
、
ど
の
よ
う
な
目
標
観
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
た

の
か
。
指
導
書
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

  
 

「
…
…
の
た
め
に
」
よ
り
も
、
も
っ
と
直
裁
に
、
「
生
徒
自

身
、
学
習
者
自
身
の
た
め
」
の
目
標
は
打
ち
建
て
ら
れ
な
い
の

か
。
生
徒
自
身
の
た
め
の
目
標
が
、
生
徒
自
身
の
意
欲
と
連
な

っ
て
打
ち
建
て
ら
れ
な
い
以
上
、
す
べ
て
の
学
習
は
、
そ
の
内

容
が
い
か
に
魅
力
的
に
見
え
て
も
、
結
局
は
つ
ま
ら
な
い
も
の

に
終
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
─
─
私
た
ち
自
身
の
内
部
か
ら

声
が
あ
る
─
─
「
も
っ
と
痛
切
に
、
お
ま
え
自
身
の
た
め
の
学

習
は
な
い
の
か
。
学
習
し
な
い
で
い
ら
れ
な
い
学
習
、
お
ま
え

自
身
を
押
し
と
ゞ
め
よ
う
と
し
て
も
、
押
さ
え
き
れ
な
い
で
引

き
ず
り
こ
ま
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
魅
力
が
、
漢
文
学
習
に
も
あ

る
の
で
は
な
い
か
。
」 

 
 

中
国
の
文
化
は
、
日
本
の
過
去
の
文
化
の
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
そ
の
中
で
も
、
中
国
の
文
字
文
化
の
学
習
を
必
修
教
科

と
し
て
高
等
学
校
の
生
徒
に
課
し
た
い
の
だ
と
い
う
。
漢
文
学

習
は
日
本
の
過
去
と
の
み
連
な
り
、
将
来
に
は
連
な
ら
な
い
の

か
。
い
や
、
学
習
は
日
本
国
の
た
め
に
な
さ
れ
る
の
か
。
生
徒

自
身
の
た
め
に
な
さ
れ
る
の
か
。
（
二
一
─
二
二
頁
） 

  

結
論
的
に
述
べ
れ
ば
、
『
高
等
漢
文
』
は
多
様
化
し
た
目
標
観

と
は
異
な
る
枠
組
み
か
ら
目
標
を
立
て
よ
う
と
し
た
と
言
え
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
目
標
観
を
、
外
在
的
に(ex.

日
本
国
の
た

め
に)

も
と
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
し
て
捉
え
た
上
で
、
こ
れ
か

ら
の
目
標
観
は
内
在
的
に
、
つ
ま
り
、
「
生
徒
自
身
の
た
め
の
目

標
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
＊
10 

  
 

過
去
に
行
っ
て
き
た
ま
ゝ
の
漢
文
学
習
で
は
、
も
は
や
全
く

有
害
無
益
で
あ
る
。
生
徒
た
ち
に
お
も
し
ろ
く
て
魅
力
の
あ
る

漢
文
学
習
と
は
、
生
徒
の
欲
す
る
形
、
生
徒
の
受
け
入
れ
や
す

い
形
、
生
徒
た
ち
の
た
め
の
内
容
と
形
と
で
与
え
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
過
去
の
漢
学
者
や
漢
文
愛
好
家
が
欲
し
、
あ
る

い
は
満
足
し
た
形
や
理
解
の
し
か
た
を
、
そ
の
ま
ゝ
に
押
し
つ

け
て
は
な
ら
な
い
。
「
理
解
」
そ
の
こ
と
す
ら
、
今
や
教
授
者

の
理
解
よ
り
は
、
「
生
徒
自
身
の
理
解
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
。
そ
の
た
め
に
は
、
た
と
え
過
去
の
お
と
な
た
ち
、
あ
る
い

は
教
授
者
先
生
が
た
を
さ
え
多
少
戸
ま
ど
い
さ
せ
る
形
と
な
っ

た
と
し
て
も
、
良
識
あ
る
先
生
が
た
は
、
生
徒
た
ち
の
た
め
に
、

そ
の
戸
ま
ど
い
や
多
少
の
「
新
奇
」
を
も
、
り
っ
ぱ
に
踏
み
越

え
て
い
た
ゞ
け
る
で
あ
ろ
う
。
私
達
は
、
生
徒
の
た
め
の
教
科

書
を
編
も
う
。
（
二
二
─
二
三
頁
） 

  

『
高
等
漢
文
』
は
、
従
来
の
漢
文
教
育
観
に
お
け
る
学
習
者
の

不
在
を
指
摘
し
て
い
る
。
『
高
等
漢
文
』
の
存
在
を
考
慮
に
い
れ

た
漢
文
教
育
史
の
中
で
は
、
昭
和
二
九
年
の
時
点
で
、
漢
文
教
育

に
関
す
る
目
標
観
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
転
換
さ
せ
よ
う
と
い
う
試
み

が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 

 

こ
の
『
高
等
漢
文
』
の
考
え
方
は
、
あ
る
い
は
、
現
在
の
国
語

科
教
育
を
知
っ
て
い
る
私
た
ち
に
と
っ
て
は
「
当
た
り
前
」
の
こ

と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
漢
文
教
育
に
限
定
し
て
考

え
て
み
れ
ば
、
こ
こ
に
『
高
等
漢
文
』
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、

果
た
し
て
「
当
た
り
前
」
と
言
い
切
れ
る
だ
ろ
う
か
。 

 

六 

三
省
堂
『
高
等
漢
文
』
（
昭
和
二
九
）
の
実
際 

  

そ
れ
で
は
、
さ
ら
に
こ
の
『
高
等
漢
文
』
が
ど
の
よ
う
な
教
科

書
だ
っ
た
の
か
を
具
体
的
に
み
て
み
た
い
。
以
下
、
一
例
と
し
て

『
高
等
漢
文
二
』
＊
11
の
目
次
を
あ
げ
る
。 

  

一 

漢
詩 

 

一 

漢
詩
を
ど
う
読
む
か
（
佐
藤
春
夫
） 

 

二 

早
発
二

白
帝
城
一

（
李
白
） 

 

三 

望
二

天
門
山
一

（
李
白
） 

 

四 

峨
眉
山
月
歌
（
李
白
） 

 

五 

登
二

金
陵
鳳
凰
台
一

（
李
白
） 

 

六 

胡
渭
州
（
張
祐
） 

 

七 

黄
鶴
楼
（
崔
顥
） 

 

八 

涼
州
詞
（
王
之
渙
） 

 

九 

出
塞
行
（
王
昌
齢
） 

 

十 

別
二

薫
大
一

（
高
適
） 

 

十
一 

江
雪
（
柳
宗
元
） 

 

十
二 

羌
邨
（
杜
甫
） 

 

十
三 

復
愁
（
杜
甫
） 

 

十
四 

子
夜
呉
歌
（
李
白
） 

 

十
五 

涼
州
詞
（
王
翰
） 

 

十
六 

戦
城
南
（
李
白
） 

 

十
七 

木
蘭
辞
（
無
名
氏
） 

二 

漢
文
と
日
本
の
古
典 

 

一 

漢
文
学
に
影
響
さ
れ
た
日
本
の
文
学
（
芳
賀
矢
一
） 

 
二 

日
本
の
古
典 

 
 

（
一
）
万
葉
の
歌
人
（
万
葉
集
） 

 
 

（
二
）
阮
籍
が
青
き
眼
（
徒
然
草
） 

 
 
 
 
 

籍
又
能
為
二

青
白
眼
一

（
晋
書
） 

 
 

（
三
）
夏
草
や
（
奥
の
細
道
） 
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春
望
（
杜
甫
） 

 
 

（
四
）
春
風
馬
堤
曲
（
蕪
村
） 

 
 

（
五
）
東
洋
の
詩
境
（
夏
目
漱
石
） 

 
 
 
 
 

飲
酒
（
陶
潜
） 

[

参
考]
俳
句
と
漢
詩 

 
 

俳
句
（
芭
蕉
・
蕪
村
・
子
規
） 

 
 

遊
二

山
西
村
一

（
陸
游
） 

 
 

送
二

王
十
八
帰
一
レ
山
寄
二

題
仙
遊
寺
一

（
白
居
易
） 

 
 

帰
雁
（
銭
起
） 

 

三 

日
本
人
の
漢
文
学 

 
 
 
 

和
漢
朗
詠
集
抄
（
都
良
香
・
紀
斉
名
・
大
江
朝
綱
・
菅

原
文
時
・
慶
滋
為
雅
） 

 
 
 
 

江
談
抄 

 
 
 
 

古
今
和
歌
集
序
（
紀
淑
望
・
紀
貫
之
） 

 
 
 
 

弁
二

薫
蕕
一

論
（
都
良
香
） 

三 

漢
文 

 

一 

史
記
の
記
述
（
貝
塚
茂
樹
） 

 

二 

鴻
門
之
会
（
史
記
） 

 

三 

垓
下
之
戦
（
史
記
） 

 
 
 
 

題
二

烏
江
亭
一

（
杜
牧
） 

 
 
 
 

虞
美
人
草
（
曾
鞏
） 

 
 
 
 

陳
勝
・
呉
広
（
史
記
） 

 
 
 
 

項
羽
（
史
記
） 

 

四 

諸
葛
孔
明
（
三
国
志
） 

 

五 

出
師
表
（
三
国
志
） 

 
 
 
 

蜀
相
（
杜
甫
） 

 

六 

前
赤
壁
賦
（
蘇
軾
） 

 

七 

岳
陽
楼
記
（
范
仲
淹
） 

 
 
 
 

登
二

岳
陽
楼
一

（
杜
甫
） 

 
 
 
 

遊
二

洞
庭
一

（
李
白
） 

 
 
 
 

臨
二

洞
庭
一

（
孟
浩
然
） 

 

八 

独
楽
園
記
（
司
馬
光
） 

 

九 

邯
鄲
夢
（
枕
中
記
） 

四 

漢
文
の
日
用
化 

 

一 

手
紙
文
の
変
遷
（
宮
田
和
一
郎
） 

 
 
[

参
考]

漢
学
伝
来 

五 

論
語
の
思
想 

 

一 

孔
子
の
主
張
（
武
内
義
雄
） 

 

二 

論
語
抄 

 
 
[

参
考]

伝
習
録
・
大
学
・
孟
子
・
近
思
録 

 

三 

論
語
管
見
（
佐
藤
春
夫
） 

六 

漢
語
と
現
代
の
文
章 

 

一 

中
国
語
と
日
本
語
（
吉
川
幸
次
郎
） 

 

二 

漢
字
か
な
交
じ
り
文
（
岩
淵
悦
太
郎
） 

  
一
見
し
て
気
づ
く
こ
と
は
、
各
単
元
の
冒
頭
な
ど
に
い
わ
ゆ
る

「
漢
文
」
で
は
な
い
教
材
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
一 
漢
詩
」
に
は
佐
藤
春
夫
「
漢
詩
を
ど
う
読
む
か
」
が
、

「
二 

漢
文
と
日
本
の
古
典
」
に
は
波
賀
矢
一
「
漢
文
学
に
影
響

さ
れ
た
日
本
の
文
学
」
が
採
録
さ
れ
る
な
ど
、
現
代
文
教
材
が
漢
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文
の
教
科
書
の
中
に
豊
富
に
採
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
の
教
材
は
、
た
と
え
ば
、
漢
詩
を
読
む
た
め
の
読
み
の

モ
デ
ル
を
示
す
た
め
の
教
材
で
あ
っ
た
り
＊
12
、
日
本
語
へ
の

影
響
に
つ
い
て
関
心
を
持
つ
た
め
の
解
説
す
る
教
材
で
あ
っ
た
り

す
る
。 

 

ま
た
、
そ
の
中
に
は
、
学
習
者
の
意
識
を
ゆ
さ
ぶ
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
教
科
書
内
に
あ
え
て
矛
盾
を
仕
組
む
も
の
を
み
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 

た
と
え
ば
、
吉
川
幸
次
郎
「
中
国
語
と
日
本
語
」
は
、
「
「
漢

語
」
な
る
も
の
は
、
わ
が
国
で
独
立
に
作
ら
れ
た
も
の
が
、
意
想

外
に
多
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
同
文
同
種
の
幻
想
を
批
判
す
る

教
材
に
な
っ
て
い
る
。 

  
 

わ
れ
わ
れ
の
「
漢
語
」
な
る
も
の
は
、
わ
が
国
で
独
立
に
作

ら
れ
た
も
の
が
、
意
想
外
に
多
い
の
で
あ
る
。
ま
た
起
源
は
中

国
に
求
め
ら
れ
て
も
、
中
国
の
言
語
と
し
て
は
、
ほ
ん
の
一
時

的
に
存
在
し
た
だ
け
で
、
長
い
勢
力
を
持
つ
に
い
た
ら
な
か
っ

た
も
の
、
ま
た
勢
力
を
持
ち
続
け
て
い
て
も
、
現
在
の
国
語
の

用
法
と
は
意
味
を
異
に
す
る
も
の
、
と
い
っ
た
こ
と
ば
が
多
い

の
で
あ
る
。
逆
に
中
国
語
の
意
味
と
厳
密
に
合
致
す
る
「
漢

語
」
は
、
む
し
ろ
ま
れ
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
（
一
三
三

頁
） 

  
 

ま
ず
「
訓
読
法
」
は
「
我
愛
他
」
と
い
う
中
国
語
を
、
「
ウ

オ
ア
イ
タ
」
と
読
ま
ず
に
、
の
っ
け
か
ら
「
我
他
を
愛
す
」
と

国
語
に
訳
し
て
読
ん
で
し
ま
う
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
国
語

が
外
国
語
だ
と
い
う
意
識
を
希
薄
に
す
る
た
め
に
は
、
き
わ
め

て
有
効
で
あ
っ
た
。 

 
 

ま
た
「
訓
読
法
」
の
翻
訳
は
、
「
我
他
を
愛
す
」
式
の
極
端

な
直
訳
で
あ
り
、
中
国
語
の
あ
い
ま
い
性
を
そ
の
ま
ゝ
に
国
語

に
移
す
方
法
で
あ
っ
た
。
が
、
「
我
他
を
愛
す
」
だ
け
で
は
、

「
我
愛
他
」
の
心
理
は
、
決
し
て
把
握
さ
れ
て
い
な
い
。
の
み

な
ら
ず
、
さ
ら
に
悪
い
こ
と
に
は
、
こ
う
訳
す
だ
け
で
、
「
我

愛
他
」
が
完
全
に
把
握
さ
れ
た
よ
う
な
錯
覚
を
人
に
与
え
る
の

で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
中
国
語
は
た
ゞ
「
我
他
を
愛
す
」
的
に

把
握
す
れ
ば
事
足
る
、
と
い
っ
た
よ
う
な
認
識
を
生
む
に
い
た

っ
た
の
で
あ
る
。
（
一
四
○
頁
） 

  

こ
の
記
述
は
、
あ
る
仕
掛
け
を
持
つ
記
述
で
あ
る
。
こ
の
仕
掛

け
の
ね
ら
い
に
つ
い
て
、
指
導
書
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

  
 

同
文
だ
か
ら
漢
語
は
わ
か
り
よ
い
と
か
、
漢
文
訓
読
法
は
便

利
だ
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
の
す
ば
ら
し
い
文
化
的
発
明
だ
、
と

か
い
う
こ
と
で
こ
れ
ま
で
は
来
た
。
そ
の
考
え
方
を
こ
ゝ
で
が

ら
り
と
変
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ち
ょ
っ
と
混
乱
が
起
る
か

も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
混
乱
は
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
こ

の
文
を
読
ん
だ
あ
と
と
前
と
で
は
、
漢
文
に
対
す
る
見
方
が
違

う
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
前
よ
り
ず
っ
と
深
く
正
確
に
漢

語
・
漢
文
と
い
う
も
の
が
つ
か
め
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

(

中
略)

生
徒
の
中
に
は
い
ろ
い
ろ
の
疑
問
を
起
し
て
指
導
者
に
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く
っ
て
か
ゝ
っ
て
く
る
も
の
も
あ
る
か
と
思
う
が
、
そ
ん
な
時

は
、
め
ん
ど
う
が
ら
ず
に
懇
切
に
相
手
に
な
っ
て
や
っ
て
い

た
ゞ
き
た
い
。
（
一
○
五
─
一
○
六
頁
） 

  

こ
れ
以
前
で
の
教
材
で
は
、
訓
読
の
利
点
や
漢
語
の
わ
か
り
や

す
さ
と
し
て
述
べ
て
き
た
「
同
文
」
的
性
質
を
、
あ
え
て
ひ
っ
く

り
返
す
た
め
の
教
材
と
し
て
、
教
材
「
中
国
語
と
日
本
語
」
は
仕

掛
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
教
材
の
後
ろ
に
つ
い

て
い
る
【
研
究
】
の
欄
に
も
次
の
よ
う
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。 

  
 

「
わ
れ
わ
れ
が
日
常
用
い
て
い
る
国
語
に
は
漢
語
が
非
常
に

多
い
。
ゆ
え
に
、
国
語
を
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
漢
文
を
学
習

す
る
こ
と
が
必
要
だ
。
」
と
い
う
論
が
あ
る
が
、
き
み
た
ち
は

こ
れ
を
ど
う
考
え
る
か
。
（
一
四
二
頁
） 

  

こ
の
仕
掛
け
で
は
、
漢
文
を
学
習
す
る
意
義
と
し
て
喧
伝
さ
れ

る
「
国
語
を
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
漢
文
を
学
習
す
る
」
と
い
う

目
標
観
自
体
を
、
学
習
者
に
考
え
直
さ
せ
、
深
め
さ
せ
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
従
来
の
教
科
書
が
、
文
化
的
・
道
徳
的
な
価
値

を
教
材
内
に
含
む
も
の
と
し
て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、

『
高
等
漢
文
』
は
、
教
材
外
に
「
現
代
的
な
意
識
」
を
持
つ
学
習

者
の
存
在
を
置
き
、
教
材
に
ア
ク
セ
ス
し
て
い
く
そ
の
過
程
の
う

ち
に
学
習
す
る
価
値
を
置
い
た
教
科
書
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ

う
。 

 

こ
の
時
、
教
科
書
自
体
は
、
「
人
生
の
美
泉
が
流
れ
て
い
」
た

り
、
「
東
洋
の
よ
さ
」
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
り
す
る
よ
う
な
価
値

あ
る
教
材
群
と
い
う
形
で
は
な
く
、
教
材
に
ア
ク
セ
ス
し
て
い
く

そ
の
過
程
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
の
教
材
群
と
い
う
形
で
デ
ザ
イ

ン
さ
れ
な
お
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
教
科
書
は
『
高
等
漢
文
』
以
後
、
継
続

し
て
み
ら
れ
た
と
は
言
い
難
い
。
『
高
等
漢
文
』
は
、
漢
文
教
育

の
可
能
態
の
ひ
と
つ
が
昭
和
二
九
年
と
い
う
時
点
で
現
実
化
し
た

も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
現
在
の
漢
文
教
育
に
は
継
承
さ
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
。 

 

七 

お
わ
り
に 

  

三
省
堂
『
高
等
漢
文
』
の
存
在
を
、
私
た
ち
の
漢
文
教
育
史
の

中
に
組
み
込
む
と
き
、
私
た
ち
は
「
そ
れ
で
は
な
ぜ
今
の
教
科
書

は
こ
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
を
持

つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。 

 

『
高
等
漢
文
』
の
み
な
ら
ず
、
過
去
の
教
科
書
を
み
て
い
く
と
、

必
ず
し
も
現
在
の
漢
文
教
科
書
が
「
こ
う
で
し
か
あ
り
え
な
い
漢

文
教
育
の
姿
」
で
は
な
い
こ
と
が
あ
ら
わ
に
な
っ
て
く
る
。 

 
現
在
の
漢
文
教
科
書
は
、
漢
文
教
育
史
の
ど
こ
か
で
、
現
在
の

姿
に
な
る
こ
と
を
選
択
し
、
今
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
妥
当
性
に

つ
い
て
検
討
を
は
じ
め
る
と
き
、
漢
文
教
育
は
わ
ず
か
な
が
ら
も

自
由
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

漢
文
教
育
史
を
ベ
ー
ス
と
し
た
対
話
は
、
現
在
の
漢
文
教
育
を
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問
い
直
す
、
様
々
な
視
野
を
私
た
ち
に
提
供
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
現
代
語
訳
を
使
っ
た
授
業
は
ど
こ
ま
で
可
能
な
の
か

＊
13
。
「
漢
文
を
学
ぶ
」
こ
と
は
た
だ
の
手
段
な
の
か
。
そ
れ

と
も
、
別
の
意
義
が
あ
る
の
か
。
現
代
仮
名
遣
い
で
訓
読
す
る
こ

と
は
不
可
能
な
の
か
。
そ
し
て
、
「
漢
文
教
育
」
と
い
う
こ
の
用

語
は
ど
こ
ま
で
妥
当
な
も
の
な
の
か
。 

 

こ
の
よ
う
な
問
い
を
個
人
の
も
の
と
し
て
終
わ
ら
せ
る
の
で
は

な
く
、
共
通
の
課
題
と
し
て
対
話
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、

「
こ
れ
か
ら
の
漢
文
教
育
」
の
可
能
性
は
開
け
て
く
る
は
ず
で
あ

る
。 

 

【
注
】 

＊
１ 

市
川
珠
里[2010]

「
漢
文
教
育
が
抱
え
る
問
題
に
対
し
て
教
師
の
取

る
べ
き
姿
勢
」(

『
Ｉ
Ｃ
Ｕ
国
語
教
育
』
２
、
国
際
基
督
教
大
学
国
語
教
育

ゼ
ミ) 

＊
２ 

市
川
珠
里[2010]

十
六
頁
か
ら
稿
者
が
抜
粋
し
、
番
号
を
つ
け
た
。 

＊
３ 

藤
永
容
子[2004]

「
教
育
現
場
か
ら
み
た
漢
文
教
育
の
実
情
」(

『
中

国
文
学
論
集
』33

、
九
州
大
学
中
国
文
学
会) 

＊
４ 

保
苅
実[2004]

『
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー 

オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
先
住
民
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
歴
史
実
践
』
御
茶
の
水
書
房 

＊
５ 

も
ち
ろ
ん
、
漢
文
教
育
史
を
経
由
す
る
よ
う
な
迂
遠
な
こ
と
は
せ
ず

に
、
漢
文
教
育
観
同
士
の
対
話
を
起
こ
す
、
と
い
う
こ
と
も
、
漢
文
教
育

の
自
由
の
た
め
に
考
え
ら
れ
る
方
法
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ

で
起
こ
る
教
育
観
の
変
化
は
短
期
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
稿
者
の
仮
説
で
あ
る
。
漢
文
教
育
史
に
ア
ク
セ

ス
せ
ず
に
、
そ
の
上
に
乗
っ
て
い
る
漢
文
教
育
観
だ
け
を
変
え
よ
う
と
し

て
も
、
そ
の
変
化
は
時
間
的
空
間
的
に
も
限
定
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
、
特
に
固
定
性
の
高
い
漢
文
教
育
の
分
野

で
は
よ
り
顕
著
に
表
れ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
仮
説
の
傍
証
と
し

て
は
、
昭
和
四
十
年
か
ら
五
十
年
代
に
か
け
て
、
漢
文
教
育
を
変
え
よ
う

と
す
る
様
々
な
実
践
や
取
り
組
み
が
行
わ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
が
結
果
と
し

て
実
を
結
ん
で
い
な
い
状
況
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の

点
の
詳
細
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
る
。 

＊
６ 

『
標
準
漢
文
巻
三 

指
導
の
研
究
』
教
育
図
書
、1952 

＊
７ 

『
高
等
漢
文
教
授
参
考
資
料 

第
一
学
年
用
』
三
省
堂
、1954 

＊
８ 

原
典
は
、
吉
川
幸
次
郎[1952/1969]

「
漢
文
教
育
の
吟
味
」
朝
日
新

聞
三
月
六
・
七
日
（
『
吉
川
幸
次
郎
全
集 

第
17
巻
』
、
筑
摩
書
房
、

1969

） 

＊
９ 

原
典
は
、
桑
原
武
夫[1952]

「
漢
文
必
修
な
ど
と
」
（
『
世
界
』78

、

岩
波
書
店
） 

＊
10 

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
『
高
等
漢
文
一
』(

三
省
堂
、1954)

に
は
、

次
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
た
。 

 
 

そ
れ
で
は
こ
れ
か
ら
の
私
た
ち
の
漢
文
学
習
の
目
標
を
、
だ
い
た
い
次

の
よ
う
に
立
て
て
、
そ
の
理
解
と
解
明
の
た
め
に
励
も
う
で
は
な
い
か
。

／(

１)

漢
文
は
ど
の
よ
う
に
訓
読
す
る
の
か
。
国
文
と
漢
文
と
の
構
造
上

の
相
違
は
ど
こ
に
あ
る
か
。
ま
た
そ
の
相
違
を
も
乗
り
越
え
て
、
ど
の
よ

う
に
し
て
訓
読
す
る
に
い
た
っ
た
の
か
。
／(

２)

漢
詩
や
漢
文
を
読
ん
で

味
わ
い
た
い
。
／(

３)

漢
詩
や
漢
文
は
日
本
の
文
学
に
ど
の
よ
う
な
影
響

を
与
え
た
の
か
。
／(

４)

日
本
人
の
思
想
や
わ
が
国
の
文
化
は
、
漢
文
か

ら
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
た
の
か
。
／(

５)

漢
文
の
影
響
に
よ
っ
て
、



－13－ 

日
本
で
は
ど
の
よ
う
な
文
章
が
書
か
れ
、
ど
ん
な
文
体
が
生
ま
れ
た
か
。

／(

６)

現
代
の
国
語
の
中
に
は
ど
の
よ
う
な
漢
文
的
要
素
が
含
ま
れ
て
い

る
か
。
漢
字
・
漢
文
を
そ
の
母
体
と
し
た
わ
が
国
字
・
国
文
の
今
後
は
、

ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
か
。(

十
九
頁) 

 
 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
指
導
書
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
反
省
が
な

さ
れ
て
い
る
。 

 
 

研
究
欄
で
の
ま
と
め
方
が
、
ど
う
や
ら
一
方
的
な
生
徒
へ
の
押
し
つ
け

に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
慚
愧
に
耐
え
な
い
。(

『
高
等
漢
文
教

授
参
考
資
料 

第
一
学
年
用
』
一
頁) 

 
 

あ
る
い
は
こ
の
「
研
究
」
欄
は
不
要
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
。
編
修
者

が
、
こ
ゝ
ま
で
出
し
ゃ
ば
っ
た
こ
と
は
誤
り
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
さ
え

思
う
。(

『
高
等
漢
文
教
授
参
考
資
料 

第
一
学
年
用
』
九
頁) 

＊
11 

『
高
等
漢
文
二
』
三
省
堂
、1954 

＊
12 

佐
藤
春
夫
「
漢
詩
を
ど
う
読
む
か
」
は
、
「
漢
詩
に
対
し
て
い
だ
い

て
い
る
き
み
の
い
っ
さ
い
の
先
入
見
を
捨
て
て
か
ゝ
る
こ
と
だ
」
と
述
べ

な
が
ら
、
訓
詁
注
釈
的
で
は
な
い
漢
詩
の
読
み
方
を
示
す
教
材
で
あ
る
。

『
高
等
漢
文
』
の
理
念
の
通
り
、
学
習
者
自
身
の
読
み
を
も
と
め
る
教
材

で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

＊
13 

平
成
十
二
年
版
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
「
古
典
講
読
」
は
、
「
現

代
語
訳
」
の
活
用
を
も
と
め
る
科
目
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
多

く
の
教
科
書
が
現
代
語
訳
を
少
量
し
か
掲
載
せ
ず
、
結
果
と
し
て
学
習
指

導
要
領
の
意
図
は
不
徹
底
に
終
わ
っ
て
い
る
。 

（
島
根
大
学
教
育
学
部
専
任
講
師
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