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一
、
授
業
に
お
け
る
漢
文
学
習
の
概
要

本
稿
で
は
、
現
在
の
高
校
で
の
漢
文
教
育
の
一
端
を
記
し
、
大
学
入
試
問
題
の
傾
向
が
い
か
に
高
校
の
授
業
に
直
接
的
影
響
を
与
え

て
い
る
か
を
述
べ
る
が
、
ま
ず
私
が
勤
務
し
て
い
る
高
校

(

生
徒
の
ほ
と
ん
ど
が
大
学
へ
の
進
学
を
希
望
し
て
い
る)

の
漢
文
学
習
の

概
要
を
説
明
し
て
お
こ
う
。

私
の
高
校
の
授
業
に
お
け
る
漢
文
の
学
習
は

｢
漁
夫
之
利｣

な
ど
の
故
事
成
語
か
ら
始
ま
る
。
こ
れ
ら
を
扱
う
際
に
は
、
生
徒
が
接

す
る
初
め
て
の
漢
文
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
漢
文
に
興
味
を
持
た
せ
る
た
め
に
、
口
語
訳
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
故
事
の
背

景
ま
で
扱
う
よ
う
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
当
時
の
国
家
間
の
関
係
や
思
想
的
背
景
の
説
明
で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
こ
と
で
生
徒

は
関
心
を
喚
起
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
全
文
を
音
読
し
、
暗
記
さ
せ
、
漢
文
訓
読
の
リ
ズ
ム
に
慣
れ
さ
せ
る
よ

う
努
め
て
い
る
。
教
科
書
掲
載
の
故
事
成
語
は
短
文
で
あ
り
、｢
定
期
テ
ス
ト
で
は
白
文
で
出
題
す
る｣

と
予
告
す
る
と
、
生
徒
は
否

応
無
く
何
度
も
本
文
を
読
ま
ざ
る
を
得
ず
、
自
然
と
暗
記
す
る
よ
う
で
あ
る
。

史
伝
を
扱
う
際
に
は
漢
文
特
有
の
歴
史
観
や
思
想
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
る
。
ま
た
、
漢
文
訓
読
の
習
熟
を
図
る
と
い

う
観
点
か
ら
、
こ
れ
ら
の
教
材
に
含
ま
れ
る
重
要
な
句
法
を
丁
寧
に
、
漢
文
法
を
詳
細
に
教
え
る
こ
と
に
留
意
し
て
い
る
。
漢
文
の
苦

手
な
生
徒
は
、
範
囲
が
定
め
ら
れ
て
い
る
考
査
の
場
合
、
ひ
た
す
ら
訳
文

(

口
語
訳)
を
暗
記
し
て
試
験
に
臨
も
う
と
す
る
傾
向
が
あ
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る
が
、
決
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
必
要
は
無
く
、
文
法
に
則
り
、
漢
字
一
つ
一
つ
の

｢

訓
み｣

に
注
意
を
払
う
こ
と
で
訳
出
が

可
能
に
な
る
と
の
実
感
と
自
信
と
を
生
徒
に
持
た
せ
る
よ
う
に
努
め
て
い
る
。

思
想
を
教
え
る
こ
と
も
漢
文
を
理
解
す
る
上
で
は
欠
か
せ
な
い
。
入
門
期
に
漢
文
へ
の
接
し
方
を
あ
る
程
度
学
び
、
句
法
の
演
習
を

積
ん
だ
後
に
、
そ
れ
ら
の
漢
文
の
内
容
に
ど
の
よ
う
な
思
想
的
背
景
が
あ
っ
た
の
か
を
学
ぶ
こ
と
は
、
そ
の
後
の
漢
文
の
理
解
に
有
益

と
な
る
。
授
業
で
は
、
儒
教
か
ら
順
に
老
荘
思
想
や
法
家
の
思
想
を
扱
う
。
生
徒
は
、
意
外
に
も
抵
抗
感
な
く
そ
れ
ら
の
思
想
に
親
し

み
を
抱
く
。｢

仁｣
｢

義｣
｢

礼｣

な
ど
の
定
義
は
簡
単
で
な
く
、
簡
明
に
教
え
る
こ
と
は
難
し
い
の
だ
が
、
生
徒
の
中
に
は
、
孟
子
の

見
事
な
修
辞
や
老
荘
思
想
の

｢

無
為
自
然｣

に
も
、
興
味
を
示
す
者
も
少
な
く
な
い
。
入
試
問
題
で
は
思
想
の
知
識
が
無
く
て
は
読
解

が
困
難
な
も
の
が
あ
る
の
で
、
思
想
の
基
礎
的
な
知
識
を
生
徒
に
教
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

漢
詩
は
散
文
に
比
べ
、
生
徒
に
と
っ
て
親
し
み
易
く
は
あ
る
の
だ
が
、
正
確
な
解
釈
と
な
る
と
心
許
無
い
、
と
い
っ
た
印
象
が
あ
る
。

生
徒
は
、
散
文
を
口
語
訳
す
る
と
き
と
は
異
な
り
、
言
葉
を
適
宜
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
漢
詩
を
相

当
に
読
み
慣
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
高
校
生
が
漢
文
に
、
い
や
、
国
語
に
割
い
て
い
る
学
習
時
間
は
短
い
。
漢
詩
を
読
み
慣
れ

て
い
な
い
、
そ
し
て
多
く
を
読
む
時
間
の
無
い
高
校
生
に
と
っ
て
、
漢
詩
理
解
の
一
助
と
す
べ
く
、
漢
詩
を
そ
の
内
容

(｢

詠
懐
詩｣

｢

辺
塞
詩｣

等
の
区
分
を
基
本
と
し
た
も
の)
に
よ
っ
て
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
的
な
詩
を
挙
げ
た
プ
リ
ン
ト
や
、
代
表
的
な
詩

語
の
典
型
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
列
挙
し
た
プ
リ
ン
ト
を
配
布
し
て
い
る
。

ま
た
、
年
中
行
事
に
関
す
る
知
識
が
漢
詩
読
解
の
助
け
と
な
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。｢

重
陽
節｣

や

｢

寒
食
節｣

の
知
識
が
な
い

と
正
解
で
き
な
い
入
試
問
題
も
あ
る
。
年
中
行
事
に
は
我
が
国
の
古
典
文
学
に
も
通
用
す
る
も
の
が
多
く
、
国
語
力
、
ひ
い
て
は
我
が

国
の
文
化
に
対
す
る
理
解
の
深
ま
り
も
期
待
で
き
る
。

抽
象
的
に
、
取
り
扱
っ
た
詩
の
雰
囲
気
だ
け
を
教
え
る
、
或
い
は
口
語
訳
を
示
す
だ
け
の
授
業
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
詳
し
く
、

具
体
的
に
多
く
の
知
識
を
与
え
、
正
確
な
知
識
に
基
づ
き
、
過
不
足
の
無
い
正
確
な
解
釈
を
心
掛
け
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ

し
て
何
よ
り
生
徒
は
、
新
し
い
知
識
に
対
し
て
非
常
に
興
味
を
示
す
。
多
く
の
知
識
を
詳
し
く
教
え
る
こ
と
が
生
徒
達
の
知
識
欲
を
満

た
し
、
漢
詩
漢
文
に
対
す
る
取
組
み
を
積
極
的
な
も
の
と
す
る
よ
う
で
あ
る
。
生
徒
達
が

｢

面
白
い
。
も
っ
と
知
り
た
い｣

と
感
じ
る

な
ら
、
そ
れ
は
知
識
の

｢

詰
込
み｣

に
は
な
ら
な
い
。｢

詰
込
み｣

と
感
じ
さ
せ
な
い
努
力
が
教
え
る
側
に
は
必
要
で
あ
る
。

【
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二
、
大
学
入
試
問
題
と
高
校
漢
文
と
の
関
連

紙
幅
の
都
合
上
、
今
回
は
生
徒
の
達
成
度
を
示
す
こ
と
と
、
大
学
入
試
問
題
に
つ
い
て
の
私
の
考
え
を
述
べ
る
に
と
ど
め
る
。
こ
こ

で
は
平
成
十
五
年
の
九
州
大
学

(

文
学
部
以
外
の
文
系
学
部
を
対
象)

の
入
試
問
題

(

資
料
①)

及
び
、
平
成
十
四
年
の
東
京
大
学

(

文
科
受
験
生
対
象)
の
問
題

(

資
料
②)

を
用
い
て
生
徒

(

高
三
理
系
ク
ラ
ス
四
十
三
名)

の
到
達
度
な
ど
を
示
し
た
い
。

ま
ず
、
資
料
①
の
問
題
に
つ
い
て
、
授
業
で
の
正
答
率
を

(
)

内
に
示
し
、
適
宜
説
明
を
加
え
る
。

問
一

(

約
四
十
％)

不
正
解
者
は

｢

つ
か
ふ
る｣

を

｢

つ
か
へ
る｣

や

｢

つ
か
え
る｣

と
し
た
仮
名
遣
い
の
誤
り
が
ほ
と
ん
ど
。
問

二

(

約
八
十
％)

問
三

(

百
％)
問
四
に
関
し
て
は
、
七
十
％
の
生
徒
が
正
解
し
て
い
る
が
、
設
問
の

｢

意
味
を
、
わ
か
り
や
す
く
説

明
せ
よ｣

が
ど
の
程
度
の
解
答
を
要
求
し
て
い
る
の
か
少
し
迷
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
主
語
を
補
い
、｢

終
身
無
難｣

の
理
由

を
加
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
要
件
を
満
た
し
た
解
答
は
二
十
％
程
度
で
あ
る
。
問
五

(

三
十
％)

｢

臣
奚

送
焉｣

と
の
つ
な
が
り
が
理
解
し
づ
ら
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
問
六
は
大
部
分
の
生
徒
が
正
解
に
近
い
答
案
を
作
成
し
て
い
た
。
た
だ
、

｢

送｣

字
の
解
釈
を
生
徒
は

｢

見
送
る｣

と
し
、
ま
た
、
予
備
校
や
出
版
社
が
発
表
し
た
解
答
で
も
、
私
が
確
認
で
き
た
も
の
で
は
全

て

｢

見
送
る｣

と
解
釈
し
て
い
た
が
、
こ
の

｢

送｣
字
の
解
釈
は

｢

付
き
従
う｣

で
は
な
い
だ
ろ
う
か

(

注)

。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
語
註

を
つ
け
て
頂
け
れ
ば
受
験
生
に
は
親
切
で
あ
っ
た
と
思
う
。
問
七
の
書
き
下
し
文
は
、
ほ
ぼ
全
員
の
生
徒
が
正
解
。
問
八
に
つ
い
て
は
、

正
答
率
を
示
す
こ
と
は
難
し
い
の
だ
が
、
概
ね
予
備
校
等
の
発
表
す
る
正
解
に
近
い
答
案
を
作
っ
て
い
た
。
問
九

(

過
不
足
無
く
正
解

し
た
者
は
約
四
十
％)
(

イ)

の
屈
原
を
選
び
損
ね
た
者
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
漢
文
の
文
学
史
は
近
年
の
セ
ン
タ
ー
試
験
で
出
題

さ
れ
な
い
た
め
、
生
徒
の
意
識
は
、
特
に
理
系
の
生
徒
の
そ
れ
は
稀
薄
に
な
っ
て
い
る
。
文
系
に
於
い
て
も
、
文
学
史
を
出
題
す
る
大

学
は
少
な
い
。
残
念
な
が
ら
生
徒
の
取
組
み
に
甘
さ
を
感
じ
る
。

生
徒
に
と
っ
て
は
、
入
試
に
い
か
な
る
問
題
が
出
題
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
重
大
事
で
あ
り
、
現
場
の
教
員
も
そ
れ
へ
の
対
応

を
求
め
ら
れ
る
。
大
学
入
試
問
題
の
内
容
や
傾
向
は
高
校
の
授
業
に
直
接
的
に
反
映
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
マ
ー
ク
式
問
題
が
増
え
る
と
、

記
述
式
問
題
の
練
習
に
は
生
徒
も
力
を
入
れ
な
い
。
受
験
生
に
と
っ
て
は
、
漢
文
を
好
き
で
あ
る
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
と
は
別
次
元

中
国
文
学
論
集

第
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の
現
実
的
な
問
題
な
の
で
あ
る
。
実
際
に
理
系
の
生
徒
の
ほ
と
ん
ど
は
セ
ン
タ
ー
試
験
が
終
る
と
漢
文
は
入
試
に
不
要
と
な
っ
て
し
ま

う
。
生
徒
が
自
分
の
手
で
訓
読
を
行
い
、
解
釈
を
す
る
と
い
う
作
業
を
セ
ン
タ
ー
試
験
で
は
行
わ
な
い
。
仮
に
セ
ン
タ
ー
試
験
に
漢
文

が
課
さ
れ
な
く
な
れ
ば
、
多
く
の
高
校
生
に
と
っ
て
、
漢
文
は
全
く
入
試
に
必
要
の
無
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
漢

文
の
学
力
は
間
違
い
な
く
低
下
す
る
で
あ
ろ
う
。
セ
ン
タ
ー
試
験
に
は
様
々
の
批
判
も
あ
る
が
、
各
大
学
の
個
別
試
験

(

二
次
試
験)

に
於
い
て
、
文
系
学
部
で
さ
え
漢
文
を
課
さ
な
い
大
学
が
多
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
今
、
セ
ン
タ
ー
試
験
の
漢
文
が
、
高
校
の
漢
文

教
育
に
と
っ
て

｢
最
後
の
砦｣

と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
観
が
あ
る
。

資
料
②
は
平
成
十
四
年
の
東
京
大
学
の
入
試
問
題
で
あ
る
。
東
大
の
問
題
は
概
し
て
文
章
が
平
易
で
あ
り
、
一
読
す
れ
ば
大
意
は
簡

単
に�
め
る
。
ま
た
、
設
問
は
、
書
下
し
文
を
要
求
し
た
り
、
白
文
に
訓
点
を
施
さ
せ
る
問
題
は
な
い
。
訓
読
は
多
少
不
正
確
で
も
内

容
の
把
握
さ
え
で
き
れ
ば
解
答
は
作
れ
る
こ
と
が
多
い
。
東
大
の
問
題
に
つ
い
て
は
一
般
に
次
の
よ
う
な
評
が
な
さ
れ
て
い
る
。｢

本

学
で
は
難
解
な
文
章
は
出
題
さ
れ
な
い
。
教
科
書
の
復
習
を
中
心
に
す
る
。
訓
読
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
が
、
漢
文
を
正
確
に

素
早
く
読
む
た
め
に
は
訓
読
に
慣
れ
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
漢
文
で
は
平
易
な
現
代
語
に
訳
せ
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
る
。
本

学
の
受
験
生
の
レ
ベ
ル
を
考
え
る
と
標
準
的
な
問
題
だ
け
に
、
ち
ょ
っ
と
し
た
表
現
の
不
備
や
説
明
の
不
明
瞭
さ
が
致
命
傷
と
な
る
の

で
注
意
し
た
い
。｣

(『

大
学
入
試
シ
リ
ー
ズ

東
京
大
学』

教
学
社
平
成
十
五
年)

他
の
予
備
校
な
ど
の
受
験
参
考
書
で
も

｢

文
章
は

難
解
で
は
な
い
が
、
設
問
に
対
す
る
答
え
方
は
容
易
で
は
な
い｣

と
い
う
見
解
は
概
ね
同
じ
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
問
二
と
問
四
と
の

生
徒
の
解
答
を
次
に
挙
げ
る
。
問
二

(

絵
描
き
達
に
高
い
値
段
を
つ
け
て
梅
を
売
る
た
め
に
、
真
っ
直
ぐ
な
枝
を
折
っ
た
り
し
て
曲
げ

さ
せ
る
者
が
い
る
か
ら
。)

問
四

(

曲
が
っ
た
梅
の
美
し
さ
を
理
解
せ
ず
に
、
真
っ
直
ぐ
に
育
て
よ
う
と
す
る
、
風
流
を
解
さ
な
い
人

で
あ
る
、
と
い
う
非
難
。)

こ
の
よ
う
な
出
題
形
式
の
場
合
、
問
題
文
の
大
意
を
把
握
す
る
こ
と
で
解
答
を
作
成
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
一
方
で
、
解
答
を
短
時

間
で

｢

ま
と
め
る｣

要
約
力
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
訓
読
を
習
得
す
べ
く
地
道
に
努
力
を
重
ね
た
生
徒
が
報
わ
れ
な
い
、
と

い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
高
校
で
、
正
確
に
漢
文
を

｢

訓
む｣
こ
と
を
教
え
る
べ
き
と
考
え
る
立
場
か
ら
す
る
と
、
日
々
の

授
業
の
成
果
が
反
映
さ
れ
る
出
題
が
望
ま
し
い
。｢

答
え
方｣

が
難
し
い
問
題
よ
り
も
、
正
確
な
文
法
の
知
識
や
、
そ
れ
に
基
づ
く
正

確
な
解
釈
を
問
う
出
題
の
方
が
生
徒
に
と
っ
て
も
学
習
に
取
り
組
み
や
す
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
生
徒
か
ら
も

｢

話
の
流
れ
か
ら

中
国
文
学
論
集

第
三
十
三
号
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な
ん
と
な
く
解
け
て
し
ま
う
よ
う
な
問
題
で
は
な
く
、
文
法
、
句
法
か
ら
き
ち
ん
と
攻
め
て
い
け
る
よ
う
な
問
題
を
解
き
た
い｣

と
の

声
が
聞
か
れ
た
。
文
学
史
も
東
大
で
は
こ
の
二
十
年
程
出
題
さ
れ
て
い
な
い
。
漢
詩
も
姿
を
消
し
つ
つ
あ
る
。
入
試
で
漢
詩
が
出
題
さ

れ
な
い
と
な
る
と
、
生
徒
の
漢
詩
に
対
す
る
姿
勢
が
疎
か
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
高
校
生
が
家
庭
学
習
に
お
い
て
国
語
に
充
て
て
い
る
自
習
時
間
は
驚
く
ほ
ど
少
な
く
、
数
学
、
英
語
の
半
分
か
、
そ
れ

以
下
で
あ
る
。
受
験
生
に
と
っ
て
国
語
の
入
試
問
題
は
、
こ
の
程
度
の
学
習
時
間
で
対
応
で
き
る
も
の
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
或
い
は
、
特
に
現
代
文
な
ど
は
、
勉
強
し
て
も
直
ぐ
に
は
点
数
に
表
れ
な
い
た
め
な
の
だ
ろ
う
か
。
教
員
の
努
力
は
勿
論

だ
が
、
入
試
問
題
の
工
夫
に
よ
っ
て
も
こ
の
よ
う
な
生
徒
の
意
識
を
変
え
る
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

三
、
受
験
の
中
の
漢
文

昨
年

(

平
成
十
五
年)

の
九
月
、
九
州
大
学
中
国
文
芸
座
談
会
に
発
表
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
発
表
の
席
上

｢

漢
文
を
味
わ

う
、
楽
し
む｣

こ
と
と

｢

受
験
勉
強
と
し
て
漢
文
に
取
組
む｣

こ
と
と
が
両
立
す
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
の
御
質
問
が
あ
っ
た
の
で
、
こ

の
機
会
に
卑
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
両
立
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
受
験
に
於
い
て
漢
文
で
の
高
得
点
を
望
む
な
ら
ば
、
必
然
的
に
多
く
の

文
章
や
詩
を
読
む
こ
と
に
な
り
、
そ
の
読
み
方
も
精
密
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
多
読
と
精
読
と
を
、
受
験
生
は
行
っ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
大
学
合
格
を
目
標
と
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
目
標
の
達
成
を
目
指
し
、
漢
文
に
真
剣
に
取
組
む
な

ら
ば
、
必
ず
や
彼
ら
の
人
格
形
成
の
上
に
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う
。
我
々
が
大
人
に
な
っ
て
も
、
嘗
て
教
科
書
で
習
っ
た

和
歌
や
漢
詩
、
文
語
詩
の
一
節
を
口
ず
さ
め
る
よ
う
に
、
入
試
対
策
と
し
て
扱
っ
た
文
章
や
詩
を
生
徒
達
は
自
分
の
成
長
の
糧
と
し
て

気
付
か
ぬ
う
ち
に
取
入
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
次
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
か
ら
は
、
そ
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
受
験
勉
強
と

漢
文
を
好
き
に
な
る
こ
と
と
が
相
反
す
る
こ
と
で
あ
る
と
は
、
少
な
く
と
も
私
は
考
え
て
い
な
い
。

[

漢
文
に
対
す
る
生
徒
の
修
了
後

(

高
校
三
年
十
二
月)

の
感
想]

○
漢
文
を
学
習
す
る
こ
と
で
、
中
国
の
文
化
が
日
本
に
及
ぼ
し
て
き
た
影
響
の
一
面
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
漢
字
一
字
一

中
国
文
学
論
集
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字
が
持
つ
意
味
合
い
の
深
さ
と
い
う
も
の
を
知
る
こ
と
も
で
き
、
日
本
語
と
い
う
点
か
ら
見
て
も
、
漢
文
は
私
に
言
葉
を
大
切
に

す
る
と
い
う
こ
と
の
大
切
さ
を
教
え
て
く
れ
た
と
感
じ
る
。(

文
学
部
進
学)

○
漢
文
と
は
古
来
よ
り
日
本
人
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
発
展
し
た
も
の
で
、
中
国
と
い
う
よ
り
も
、
も
は
や
日
本
の
文
学
で
あ
る
。
漢

文
の
学
習
に
よ
り
、
日
本
人
の
文
学
の
才
能
の
高
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
。(

経
済
学
部
進
学)

○
私
は
初
め
て
漢
文
の
授
業
を
受
け
た
時
、
現
代
文
よ
り
強
く
惹
か
れ
る
も
の
を
感
じ
て
、
今
で
も
漢
文
が
好
き
で
す
。
テ
ス
ト
な

ど
に
関
係
な
く
、
漢
文
を
勉
強
す
る
の
が
本
当
に
楽
し
く
て
、
高
一
の
時
か
ら
補
講
を
受
け
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
結
局
理
系

に
行
っ
て
二
次
試
験
で
は
い
ら
な
く
な
っ
た
け
ど
、
力
に
な
っ
た
し
、
い
い
も
の
を
得
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。(

医
学
部
進
学)

○
漢
文
は
句
法
な
ど
が
多
く
て
覚
え
る
の
は
な
か
な
か
大
変
だ
け
れ
ど
、
内
容
と
し
て
は
古
文
な
ど
よ
り
面
白
い
話
も
多
く
て
分
り

易
か
っ
た
。
ま
た
思
想
な
ど
は
、
こ
ん
な
考
え
方
も
あ
る
の
か
と
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。(

法
学
部
進
学)

○
二
年
に
な
っ
て
思
想
も
勉
強
し
て
、
大
分
読
め
る
よ
う
に
な
る
と
、
老
子
や
荘
子
の
文
章
が
面
白
く
な
っ
た
。
日
本
と
は
違
っ
た

変
な
話
と
か
も
多
く
て
、
問
題
を
解
く
の
と
は
別
に
、
漢
文
を
読
む
の
は
好
き
に
な
っ
た
。(

法
学
部
進
学)

最
後
に
、
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
高
校
生
が
漢
文
を
学
ぶ
意
義
は
、
中
国
の
文
学
や
歴
史
、
思
想
を
学
ぶ
た
め
だ
け

で
は
な
く
、
そ
れ
が
我
が
国
の
文
学
、
ひ
い
て
は
我
が
国
の
文
化
の
理
解
に
不
可
欠
で
あ
る
か
ら
だ
と
考
え
る
。｢

中
国
文
学｣

と
し

・
・
・
・

・
・
・
・

て
の
側
面
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
我
が
国
の
文
化
を
支
え
た

｢

漢
文｣

を
少
し
で
も
伝
え
た
い
、
と
の
姿
勢
で
授
業
に
臨
ん
で
い
る
。

そ
の
意
味
で
も

｢

訓
読｣

の
作
業
を
大
切
に
し
た
い
。
そ
し
て
そ
の
土
台
と
な
る
漢
文
法
、
及
び
文
語
文
法
を
し
っ
か
り
と
教
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
て
い
る
。
英
語
で
も
翻
訳
で
き
て
こ
そ
、
そ
の
文
章
を
理
解
し
た
、
と
言
え
る
。
漢
文
に
於
い
て
は
訓
読
が
翻

訳
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
多
く
の
先
人
の
訓
読
・
注
釈
に
敬
意
を
抱
き
な
が
ら
、
そ
の
遺
産
を
次
代
の
若
者
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が
、

高
校
教
員
で
あ
る
私
た
ち
の
役
目
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

(

注)
『

詩
経』

鄭
風
・
大
叔
于
田
に

｢

抑
磬
控
忌
、
抑
縱
送
忌｣

と
あ
り
、
そ
の

｢
縱
送｣

に
つ
い
て

『

毛
伝』

に
は

｢

發
矢
曰
縱
、
縱
禽
曰

送｣

と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の

｢

送｣

字
は｢

後
を
追
う｣

の
意
で
用
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
本
問
で
の

｢

送｣

字
も

｢

見
送
る｣

で

は
文
脈
上
、
意
味
が
通
じ
に
く
く
、
こ
の

｢

後
を
追
う｣

(

こ
こ
で
は

｢

付
き
従
う｣)
の
意
で
解
釈
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

【

小
特
集�
高
校
国
語
科
に
お
け
る
漢
文
教
育
の
現
状
と
課
題】
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