
長
谷
川
滋
成
　
著

漢
　
文
　
教
　
育
　
序
　
説

由
語
科
教
育
に
お
け
る
洪
文
は
'
制
度
上
古
山
ハ
と

い
う
枠
内
で
'
古
文
と
7
ま
と
ま
り
に
扱
わ
れ
な
が

ら
、
中
国
文
化
と
い
う
特
殊
性
を
持
つ
が
た
め
に
'

中
途
半
端
な
存
在
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
こ
の
状

態
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
も
'
洪
文
教
f
f
餌
の
耽
立

と
'
そ
れ
に
韮
づ
-
教
材
'
教
材
分
析
へ
指
導
法
と

い
う
7
賞
し
た
嘩
言
が
望
ま
れ
て
き
た
。
そ
の
意
味

で
'
本
譜
の
山
別
は
待
望
久
し
い
も
の
で
あ
る
。

長
谷
川
滋
成
先
生
が
、
挟
文
教
背
へ
の
親
心
を
持

た
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
t
 
T
生
祉
か

ら
の
「
先
生
'
ど
う
し
て
漢
文
を
勉
強
す
る
の
で
す

か
。
」
と
い
う
悪
間
で
あ
っ
た
。

中
国
文
学
を
専
攻
さ
れ
た
先
生
が
へ
　
こ
の
洪
文
の

授
業
に
お
け
る
生
従
の
問
い
か
け
に
'
尖
正
面
か
ら

答
え
よ
う
と
さ
れ
た
姿
勢
が
、
本
書
を
生
む
原
動
力

と
な
っ
て
い
る
。
学
習
者
か
ら
の
視
点
と
'
申
国
文

学
に
対
す
る
椛
か
な
3
1
誠
と
に
よ
っ
て
'
浜
文
教
B
:

に
お
け
る
「
実
践
即
研
究
」
の
7
つ
の
あ
り
方
が
示

4
t
l
れ
て
い
る
。

木
器
の
梢
戊
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
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四
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五
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川
黒
ハ
r
i

七.H-

文洪史思入洪

字
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蝣
ォ
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H
.
_想伝詩翠

猫
八
*
i
　
日
本
洪
文

猫
九
韓
　
撰
文
教
材

第
十
草
　
言
語
教
官
・
文
学
教
官

舞
1
串
は
漢
文
教
育
の
存
在
価
値
に
つ
い
て
述
べ

ら
れ
た
韓
で
あ
り
'
第
二
草
は
国
語
国
字
問
題
に
お

け
る
決
字
と
'
そ
の
洪
字
の
指
導
に
つ
い
て
書
か
れ

た
翠
で
あ
る
。
「
漢
字
学
習
の
生
活
化
」
で
報
告
さ

れ
て
い
る
中
学
二
年
生
を
対
象
に
し
た
「
r
ア
ッ
‖
‥
」

と
E
心
っ
た
洪
字
」
の
実
践
は
興
味
深
い
試
み
で
あ

る
0

第
三
軍
か
ら
第
八
章
ま
で
は
'
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目

に
即
し
て
、
目
棟
や
内
容
'
教
材
や
指
導
の
実
態
が

歴
史
的
観
点
を
踏
ま
え
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
3
ま

た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
準
に
は
'
主
題
単
元
に
よ
る
実
践

の
試
み
も
併
せ
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
具
体
例
と
し
て

担
げ
ら
れ
た
教
材
に
対
す
る
考
察
に
は
'
長
谷
川
先

生
の
中
国
文
学
へ
の
出
淵
の
深
さ
が
う
か
が
え
る
。

た
と
え
ば
へ
　
「
第
五
草
　
史
伝
」
で
の
'
「
完
成

期
に
お
け
る
史
伝
教
材
1
」
で
は
'
蘇
秦
と
い
う
7

人
物
を
扱
っ
た
j
 
r
戦
国
災
し
・
r
史
記
」
・
r
十
八
史

略
」
と
い
う
三
つ
の
作
品
の
叙
べ
方
を
比
較
検
討

し
'
蘇
秦
の
み
な
ら
ず
t
 
r
史
記
j
の
作
者
司
馬
遷

の
生
き
方
に
ま
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
'
「
第

六
革
　
洪
詩
」
で
の
'
杜
甫
の
「
春
望
」
を
と
り
あ

げ
て
'
「
〝
わ
か
る
〃
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
を
考

察
し
た
授
業
実
践
の
報
告
も
そ
の
7
つ
で
あ
る
3
領

聯
「
感
レ
時
花
独
レ
涙
/
恨
レ
別
鳥
驚
レ
心
」
の
「
別
」

の
生
徒
の
解
釈
に
対
し
'
「
管
見
に
よ
る
限
り
'
こ

の
解
釈
は
新
し
い
解
釈
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
L
t
充

分
に
説
得
力
の
あ
る
説
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
.
」

と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
判
断
が
即

座
に
く
だ
せ
る
こ
と
は
'
即
に
中
国
文
学
へ
の
造
詣

の
問
題
に
止
ま
ら
ず
'
授
業
を
7
時
も
独
断
の
な
ら

な
い
場
と
し
て
い
-
う
え
で
も
大
き
な
意
味
が
あ

る
。
ま
た
'
転
句
に
関
し
て
へ
　
記
述
は
わ
ず
か
で
あ
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る
が
串
兄
が
う
か
が
え
る
C
.

節
九
章
は
、
「
教
材
桁
迫
の
問
題
」
と
い
う
こ
と

が
中
心
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
o
　
「
学
習
者
が
い
か
に

真
剣
に
'
ま
た
意
欲
的
に
教
材
に
取
り
組
む
か
ば
'

教
材
の
良
否
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
述

べ
、
そ
の
「
教
材
の
桁
逃
」
に
つ
い
て
'
「
学
門
者

の
実
態
に
即
し
て
'
指
導
者
み
ず
か
ら
が
年
間
計
画

を
た
て
、
目
標
達
成
の
た
め
に
き
わ
め
て
効
率
の
い

い
教
材
を
選
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
」
と
考
え
ら
れ
て
い

E
S第

十
草
は
'
「
洪
文
教
育
は
、
言
語
教
育
か
文
学

教
育
か
と
い
う
択
1
の
教
育
の
あ
り
方
を
志
向
す
る

の
で
は
な
く
、
両
者
を
総
合
融
合
す
る
と
こ
ろ
に
あ

る
こ
と
を
銘
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
と
い

う
考
え
を
明
確
に
し
、
総
合
融
合
の
方
は
を
'
純
絹

の
「
兵
事
行
」
と
r
i
豊
巴
の
例
を
も
っ
て
一
-
w
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
総
合
融
合
の
方
法
は
'
こ
の
章

の
三
例
に
限
ら
ず
、
本
　
全
休
が
示
し
て
い
る
と
見

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

長
谷
川
先
生
の
洪
文
教
輔
へ
ひ
い
て
は
凹
説
教
器

に
対
す
る
其
撃
で
厳
し
い
態
皮
は
'
随
所
に
う
か
が

う
こ
と
が
で
き
る
が
、
「
洪
詩
教
材
の
研
究
法
」
上

し
て
述
べ
ら
れ
た
十
四
項
目
も
そ
の
T
別
で
あ
る
。

特
に
語
釈
に
つ
い
て
t
 
r
.
I
語
義
p
u
、
た
と
え
面
倒

で
あ
っ
て
も
、
騨
i
'
-
j
で
碇
か
め
る
。
」
「
語
釈
は
、
研

究
の
命
で
あ
り
'
学
習
指
導
の
す
べ
て
は
こ
こ
に
は

じ
ま
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
」
と
述
べ
ら

れ
た
こ
と
ば
は
自
信
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。

指
導
者
の
修
養
に
う
・
い
て
も
、
〓
朝
に
し
て
成

る
も
の
で
は
な
く
'
継
続
の
力
し
か
な
い
」
と
述
べ

ら
れ
へ
そ
の
T
つ
の
方
法
と
し
て
'
「
日
々
の
実
践

研
究
の
営
為
を
記
録
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
本
省
は
'
こ
れ
を
実
践
さ
れ
続
け
て

い
る
先
生
の
結
品
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。
(
A
五
判

四
〇
七
ペ
ー
ジ
'
昭
和
五
四
年
7
0
月
1
0
日
、
第

7
学
習
社
刊
　
三
'
五
〇
〇
円
)
　
(
田
中
　
智
生
)
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