
「
高
等
学
校
に
お
け
る
漢
文
の
指
導
」

-
実
際
の
生
活
に
関
わ
ら
せ
た
漢
文
入
門
期
指
導
-

一
、
は
　
じ
　
め
　
に

実
際
に
教
増
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
へ
今
年
(
平
成
元
年
)
　
で
五
年

目
を
迎
え
た
。
そ
の
間
へ
数
百
名
の
生
徒
達
と
様
々
な
教
材
を
用
い
て
国
語

を
学
習
し
て
来
た
o
し
か
し
満
足
の
い
-
授
業
に
は
末
だ
程
速
-
'
試
行
招

誤
の
日
々
が
続
い
て
い
る
。

現
任
校
で
あ
る
鹿
児
島
県
立
出
水
高
等
学
校
は
'
生
徒
数
約
九
百
五
十

名
へ
そ
の
大
多
数
が
大
学
進
学
を
目
的
と
し
て
い
る
普
通
科
高
校
で
あ
る
。

創
立
七
十
年
の
伝
統
と
'
鶴
の
渡
来
地
と
し
て
も
有
名
な
素
的
ら
し
い
自
然

の
中
で
'
生
徒
達
は
日
々
努
力
を
続
け
て
い
る
。

一
方
へ
前
任
校
で
あ
っ
た
鹿
児
島
商
業
高
校
は
'
生
徒
数
約
千
二
百
名
へ

全
国
で
も
珍
し
い
男
子
の
み
の
商
業
科
単
科
の
公
立
高
校
で
あ
る
。
私
は
こ

こ
に
四
年
間
在
職
し
た
わ
け
だ
が
、
い
わ
ゆ
る
進
学
校
出
身
の
私
に
と
っ

秋
　
　
元
　
　
達
　
　
也

て
'
教
師
生
活
最
初
の
四
年
間
を
職
業
系
高
校
で
過
ご
せ
た
こ
と
は
'
実
に

貴
虫
な
体
験
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
庇
商
で
は
'
全
校
生
徒
の
九
割
以
上
が
部
活
動
に
参
加
し
て
い
る
。

ま
た
へ
毎
月
一
回
以
上
の
ペ
ー
ス
で
商
業
科
関
係
の
検
定
が
実
施
さ
れ
て
お

り
へ
生
徒
の
国
語
の
授
業
に
対
す
る
興
味
・
関
心
は
決
し
て
高
い
も
の
と
は

言
え
な
か
っ
た
。
そ
の
中
で
も
'
古
典
に
対
し
て
は
一
段
と
低
く
、
そ
の
原

因
を
当
時
私
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
。

①
　
漢
字
や
文
法
に
対
す
る
娘
悪
感
や
劣
等
感

②
　
受
験
に
は
不
要
で
あ
る
と
の
認
識

③
　
手
間
の
か
か
る
読
解
力
作
業
へ
の
消
極
的
・
逃
避
的
姿
勢

④
　
以
上
の
よ
う
な
考
え
・
認
識
を
持
つ
生
徒
に
対
し
て
行
わ
れ
る
注
釈
一

辺
倒
の
講
義
式
授
業

①
～
③
は
学
習
者
側
の
、
④
は
指
導
者
側
の
問
皿
点
で
あ
る
。
最
も
問
題
に

す
べ
き
は
④
で
あ
る
が
、
そ
の
際
は
当
然
①
～
③
を
考
慮
し
た
も
の
で
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
状
況
を
脱
L
へ
少
し
で
も
「
楽
し
-
'
た

め
に
な
り
」
　
「
生
徒
が
主
体
的
に
活
動
す
る
」
漢
文
教
室
を
目
指
そ
う
と
し

た
試
み
を
先
の
　
(
昭
和
六
十
三
年
)
学
会
で
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

し
か
し
'
本
年
四
月
に
こ
こ
出
水
廿
同
校
に
赴
任
し
独
力
月
を
経
た
今
へ
先

の
間
思
点
の
う
ち
②
を
除
-
全
て
が
本
校
に
も
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
気
が
し
て
い
る
。
②
を
除
く
t
と
書
い
た
が
'
逆
に
「
受
験
に
必
要

だ
か
ら
仕
方
な
く
」
と
い
う
消
極
的
姿
勢
も
新
た
な
問
題
点
と
し
て
掲
げ
る

べ
き
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
今
回
は
'
先
の
学
会
で
の
提
案
を
ベ
ー
ス
に
'
新
任
地
で
の
思
い

も
ふ
ま
え
て
'
「
高
等
学
校
に
お
け
る
洪
文
の
指
導
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
再

提
案
さ
せ
て
い
た
だ
-
こ
と
に
し
た
。

二
へ
提
案
の
主
旨

・再川-'-'.f--.‥,-i<　:

様
々
な
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
'
学
習
者
の
漢
文
学
習
に
対

す
る
期
待
感
は
高
い
O
そ
れ
が
学
習
を
経
る
に
つ
れ
「
沃
文
娘
い
」
が
増
え

て
い
く
O
そ
の
原
因
と
し
て
ま
ず
考
え
ら
れ
る
も
の
に
、
入
門
糊
に
お
け
る

徹
底
し
た
句
法
指
導
が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
う
。

句
法
指
導
が
大
切
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
.
政
文
を
読
む
た
め

の
最
も
基
本
的
か
つ
重
要
な
知
識
で
あ
る
o
ゆ
え
に
句
法
指
導
の
是
非
を
こ

こ
で
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
.
問
題
は
へ
　
そ
の
取
り
上
げ
方
、
及
び

そ
の
時
期
に
つ
い
て
で
あ
る
。

洪
文
の
み
な
ら
ず
古
文
に
お
い
て
も
へ
　
そ
の
入
門
期
に
お
け
る
最
大
の
目

標
は
「
親
し
み
を
持
た
せ
る
」
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
学
習
者
の
学
習
以

前
に
お
け
る
漠
文
に
対
す
る
興
味
は
、
決
し
て
班
文
を
読
む
た
め
の
技
能
・

文
法
繭
に
あ
る
の
で
は
な
く
'
内
容
面
へ
更
に
言
え
ば
班
文
の
持
つ
雰
凹
気

に
対
す
る
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
雰
間
気
を
卵
分
間
気
の
ま
ま
で
終

わ
ら
せ
て
し
ま
え
ば
淡
文
教
育
と
は
言
え
な
い
わ
け
で
'
や
は
り
段
階
的

に
'
雰
囲
気
を
味
わ
う
と
こ
ろ
か
ら
漢
文
そ
の
も
の
を
自
分
で
読
み
解
-
舵

力
・
意
欲
を
育
て
る
方
向
へ
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
が
、
そ
の
時

点
に
お
い
て
も
彼
ら
の
抱
く
「
あ
こ
が
れ
」
は
大
切
に
す
べ
き
で
は
な
い

か
。
入
門
期
指
導
は
'
彼
ら
の
「
雰
凹
気
へ
の
あ
こ
が
れ
」
を
大
切
に
育
み

な
が
ら
へ
　
そ
の
抽
象
的
な
も
の
を
「
漢
文
」
と
い
う
異
体
的
な
も
の
に
つ
な

げ
て
い
-
た
め
の
最
も
重
要
な
時
期
に
あ
た
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
.
よ
っ

て
へ
入
門
期
に
お
け
る
句
法
指
導
は
よ
ほ
ど
快
虫
に
行
わ
な
け
れ
ば
、
「
雰

閲
気
」
を
短
絡
的
に
デ
ジ
タ
ル
的
な
「
漢
文
」
に
つ
な
げ
て
し
ま
う
こ
と
に

な
り
'
学
習
怒
欲
を
失
わ
せ
る
(
=
政
文
に
失
望
さ
せ
る
)
結
米
に
な
っ
て

し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

∽
　
生
活
に
関
わ
ら
せ
た
入
門
期
指
導

そ
れ
で
は
貝
体
的
に
ど
の
よ
う
な
入
門
期
指
導
が
考
え
ら
れ
る
か
。

班
文
の
授
業
は
'
や
は
り
学
習
者
を
漢
文
と
。
パ
剣
に
対
時
さ
せ
る
こ
と
を

学
習
活
動
の
中
心
に
正
-
べ
き
で
あ
る
.
こ
れ
は
入
門
期
と
は
言
え
例
外
で

は
な
い
O
し
か
し
現
状
は
'
あ
ま
り
に
も
解
釈
に
由
点
を
逝
き
す
ぎ
る
た
め

に
入
門
期
か
ら
句
法
や
注
釈
中
心
の
授
業
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。そ

こ
で
入
門
期
に
は
'
原
文
は
窃
視
す
る
が
'
学
習
者
と
教
材
の
間
に
ワ

ン
ク
ッ
シ
ョ
ン
を
置
き
へ
学
習
者
に
親
し
み
を
抱
か
せ
る
l
方
で
抵
抗
感
を
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柔
ら
げ
な
が
ら
へ
洪
文
に
対
す
る
興
味
・
関
心
を
高
め
て
い
-
よ
う
な
学
習

の
必
要
性
を
感
じ
る
。
私
は
そ
の
ク
ッ
シ
ョ
ン
と
な
る
も
の
を
学
習
者
の
実

際
の
生
活
に
求
め
た
い
。
そ
の
意
義
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
　
漢
文
に
対
す
る
親
し
み
を
抱
か
せ
や
す
い
。

②
　
実
際
の
生
活
に
生
き
て
働
-
力
が
身
に
付
-
0
-
学
習
の
効
果
と
必
要

性
を
学
習
者
に
認
識
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
　
様
々
な
言
語
活
動
の
場
が
設
定
で
き
る
の
で
'
学
習
者
の
言
語
能
力
を

把
握
す
る
機
会
が
多
い
。

こ
れ
ら
の
う
ち
②
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
漢
文
は
何
の
た
め
に
学
習
す
る

の
か
へ
学
習
者
に
そ
の
目
的
を
見
出
さ
せ
に
-
い
科
目
で
あ
る
。
も
と
も
と

が
外
国
文
学
で
あ
る
が
ゆ
え
に
仕
方
の
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
o
こ
の
こ

と
が
'
先
に
挙
げ
た
よ
う
に
「
受
験
に
必
要
な
い
か
ら
勉
強
し
な
い
」
と
か

「
入
試
に
出
る
か
ら
仕
方
な
く
」
な
ど
と
言
っ
た
姿
勢
に
つ
な
が
り
へ
学
習

者
を
受
動
的
に
し
て
い
る
大
き
な
要
因
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。こ

の
入
門
糊
の
時
点
で
'
現
代
生
活
の
い
た
る
所
で
洪
文
が
生
き
て
い
る

と
い
う
事
実
を
認
識
さ
せ
る
こ
と
は
'
高
校
時
代
の
み
な
ら
ず
へ
彼
ら
の
生

涯
に
お
け
る
漢
文
学
習
の
必
要
性
を
認
識
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
と
な
り
へ
学

習
を
よ
り
主
体
的
な
も
の
に
し
て
い
-
契
機
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
こ
で
今
回
は
'
「
故
事
成
語
」
を
実
際
の
生
活
と
関
わ
ら
せ
た
学
習
の

展
開
を
具
体
的
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
提
案
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
。こ

の
嬰
九
は
'
1
九
八
八
年
六
月
～
七
月
に
'
鹿
児
島
商
業
高
校
で
実
践

し
た
も
の
を
'
同
年
八
月
の
学
会
で
の
提
案
の
際
ご
指
導
い
た
だ
い
た
こ
と

や
'
現
在
の
私
の
考
え
に
基
づ
い
て
作
成
し
な
お
し
た
全
-
の
案
で
あ
る
こ

と
を
お
許
し
い
た
だ
く
と
と
も
に
へ
ご
l
読
い
た
だ
き
'
ご
指
導
・
ご
鞭
槌

を
賜
わ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

I
t
 
a
l
冗
名
「
日
本
語
の
な
か
に
息
づ
-
漢
文
」

2
'
あ
ら
ま
し

我
々
の
日
常
生
活
の
中
で
用
い
ら
れ
る
故
事
成
語
の
正
確
な
意
味
・
用
法

を
知
り
へ
新
聞
・
雑
誌
・
作
文
等
に
お
け
る
用
例
を
検
証
し
た
り
、
そ
の
語

句
を
用
う
る
に
値
す
る
出
来
事
を
日
々
の
生
活
の
中
に
揺
す
等
の
作
業
を
行

jsi3
'
指
導
目
標

①
　
漢
文
が
日
常
の
言
語
生
活
と
密
接
な
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
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三
も
実
際
の
生
活
と
関
わ
ら
せ
た
入
門
期
指
導
の
具
体
案

せ
'
洪
文
に
対
す
る
興
味
・
関
心
を
高
め
る
と
と
も
に
、
今
後
の
沃
文
学

習
に
対
す
る
意
欲
を
養
わ
せ
る
.

故
事
成
語
の
正
確
な
意
味
・
用
法
を
理
解
さ
せ
る
。

基
礎
的
な
訓
読
法
を
習
得
さ
せ
る
。

日
常
の
言
語
生
活
に
積
極
的
に
取
り
組
も
う
と
す
る
姿
勢
を
養
わ
せ

る
。



4
'
教
材

①
政
文
(
故
事
)

教
材
は
'
日
常
生
活
で
よ
-
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
規
準
に
、
教
科
書
に
採

用
さ
れ
て
い
る
も
の
を
中
心
と
し
て
選
択
し
た
〇

・
全
体
学
習
用
と
し
て
「
矛
盾
」

・
班
別
学
習
用
と
し
て
イ
「
虎
の
威
を
仮
る
狐
」
　
ロ
「
完
望
」
　
ハ
　
「
蛇
足
」

ニ
「
五
十
歩
百
歩
」
ホ
「
株
を
守
る
」
へ
　
「
漁
夫
の
利
」
ト
「
虎
穴
に
入

ら
ず
ん
ば
虎
子
を
得
ず
」
ホ
「
杷
憂
」

親
し
ま
せ
る
こ
と
を
放
大
の
目
標
と
し
て
い
る
の
で
'
訓
点
つ
き
淡
文
の

他
に
へ
古
き
下
し
文
へ
　
口
語
訳
も
付
し
た
テ
キ
ス
ト
を
作
成
し
た
.

②
「
矛
盾
」
の
用
例

新
聞
・
雑
誌
等
に
「
矛
盾
」
の
用
例
を
さ
が
L
へ
予
め
準
備
し
て
お
く
。

実
例
に
は
二
十
五
例
が
集
ま
っ
た
。
(
資
料
⑤
)

③
新
聞
縮
刷
版

グ
ル
ー
プ
学
習
時
に
担
当
し
て
い
る
故
事
成
語
の
用
例
を
探
さ
せ
る
の
に

用
い
る
.
学
習
者
の
人
数
分
の
冊
数
を
準
備
。
こ
の
場
合
、
一
人
一
人
只
な

る
年
月
号
を
持
た
せ
る
。

5
'
実
施
学
年
　
高
校
一
年
生

6
'
実
施
時
期
　
l
学
期
前
半

7
'
学
習
の
展
開

の
　
全
体
学
習
(
三
時
間
)

①
第
1
時

・
本
時
の
指
導
目
概

政
文
の
特
徴
に
気
づ
か
せ
る
と
と
も
に
へ
徹
底
し
た
音
読
に
よ
り
そ
の
口
調

に
慣
れ
さ
せ
る
。

・
本
時
の
展
開

⑦
什
9
1
I
S

・
本
時
の
指
導
目
棚
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結

び

1
、

次

4 3 2
、 る 、い 、

音 0 珍 た 「
時 読 し こ 矛

の
汁

の い と 盾
練 、を 」

画
を
知

習 お ま 本
を も と 文
す し め と

る
0

る ろ る 召
O い O き

と 下
思 し
つ 文
た と
漢 を
字 比
を 較
拾 し
い 、

浮 雲

て . 示 い . . い .
釆 課 0 」 教 暗 範 辞 て 洪
る 題 と 材 Dili 説 か 指
こ と い 文 を 、 で 導 の
と し う を 奨 迫 意 し 特
を て 意 読 励 従 味 、徴
指 内 昧 み す 読 を 返 を
示 容 に 、
す 的 な 「

80 品 望 呈 隻

る に る 矛 別 て に す
。矛 の 」 読 来 従 る

( 盾 か と る つ 0
様 の と 「 こ て こ
式 あ い 盾 斉 と 読 こ
は る う 」 読 を む で
岩 言 思 壬 0 諜 訓 は

十 題 練 特
(丑 字 を ぜ 分 と を に
) 程 解 「 に す 行 訓

皮 決 つ 時 る う 点
の す じ 間 0 。の
怠 る つ を 持
見 こ ま か つ
又 と が け 缶
を 香 合 る 昧
田 指 わ 0 に
い な つ
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荊
時
の
目
標
に
加
え
、
「
矛
盾
」
が
「
つ
じ
っ
ま
が
合
わ
な
い
」
と
い
う
　
　
③
的
三
時

意
味
を
持
つ
理
由
を
決
文
の
読
解
を
通
し
て
理
解
さ
せ
る
.
　
　
　
　
　
　
　
・
本
時
の
指
導
目
標

・
本
時
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
矛
盾
」
を
日
常
生
活
で
正
し
く
用
い
る
能
力
を
華
っ
と
と
も
に
'
淡
文

展 翠
閑 入

1
、

.Vr.【∃

2 を 1
、発 、

学 表 珍
ラ士貯己 習 す し

の 謀 る い
練 是白 0 、
胃 の お

確 も
記 し
0 ろ

い
と
[□
JLl、
つ
た
淡

千
と

そ
の
意
咲

節
に .
な 「 数

ii=
nJL、
個

る 矛 人
の 」 に

か と 発
別 O 「 義
読
、

括

盾 さ
」 せ
で

名 な 適
読 ぜ 宜

「 コ
つ メ

人 じ ン
、..′ つ 卜

ま を
が 加
合 え
わ る
な 0

い
」

と
い
う
忠
味



結
び

2 1
、 、

次 本

2
④ ③ ② ① 課 、

ど こ 題 本
時 時 う と あ 「 「 「 を 文
の の な が る ′盾 解 を
計 ま る で 人 」 」 人 決 通
画 と か き の の の 」 す 釈
を め 0 な 質 特 特 の る 文
知 を か 問 徴 教 職 0 も
る す つ に は は 業 参
0 る

0
た 対 何 何 は 考
の し か か 何 に
か て 0 0 か し
0 、 。 な
↓ 楚 が
実 人 ら
際 は 理
に な 解
突 ぜ し
い 答 、
た え 学
ら る 習

予 と . .
告 い 前 課

甲 つ 甲 良 宗 姦 壱

0 う 時 思 利 「 じ 「 堅 書 」 じ 法 の き
前 端 音 ㌫ く 盾 つ 矛 く 〉 を つ は 発 る

て 」 ← ま → 」 て 指 ま 「 言 だ
(か の 題 答 何 で ( が ( で 突 導 の 日 の け
の 用 で と で も し 合 し も き 0 台 」 日 訓
2 い あ し も = 突 か わ か 突 = 通 わ を 的 読,
を ら る て 突 き し な し き せ な 指 を で
ま れ 作 指 き 適 「 い 「 通 る い 導 明 答
と 方 文 導 通 す 盾 日矛 せ も 点 0 碓 え
め は と 者 す 」 矛 」 な の を に さ
て 正 、が の 盾 の い は 明 さ せ
千 川 群 堅 鋭 な ら せ る

さ さ い か る 0
こ か を に は は に 0
と ど 用 ま さ 語
を う い と ) ) せ 法
諜 か て め る は
F1 、 0 「と 検 そ 。 語 楚
す 証 れ 法 人
る す ら は 」
0 る 「 「 「こ 矛 売 る た め の 宣 伝 何 与

と 盾 如 」
を 」 」-
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の
言
語
生
活
に
お
け
る
役
割
の
大
き
さ
を
認
識
さ
せ
'
漢
文
学
習
へ
の
意
欲

を
培
う
契
機
と
す
る
。

・
本
時
の
展
開

結 展 導
ぴ 閑 入

2 1
、

3 2 1 2 1
、 、

次 ま 用 各 課 学 音
時 と 例 白 磁 習 読
の め の に 作 課 の
計 0 検 紀 文 滋 練
画 証 布 の の 習
香 結 さ 検 確 0
知 果 れ 証 認

0る
0

の た 0
報 用
告 例
0 の

検
鷲

. 対 て . せ . 習 が 用 . る 配 . 用 . .
次 す 考 検 る 二 さ 、 0 指 0 布 課 法 各 個
時 る え 証 こ . せ こ よ 導 ( し 題 、自 別
か 心 さ 結
ら 楢 せ 果

与 天 80 竺 T, 票 宕 妄 隻 考 が 読
え 苦 み

グ え る を 報 に と 向 as ゥ 店 プ 方 い の
ル に こ 基 告 発 は じ め の 点 リ は た 後
ーつ と に に 表 括 用 た 3 の ン 正 作 、
プ い で 、 か さ 示 例 用 ) 指 ト し 文 略
学 て ま 目 え せ L を 例 摘 ( い 、調
胃 畠 畠 萱

入 導 と 活

喜 壷 o 云 桑 窮 善 か 及 を
検 ぴ 試
証 括 み

る し す の 0 プ プ 学 0 ① ) す 導 さ
こ て る 中 ( リ リ 習 二 の 回 る 者 せ
と お 。に プ ン ン 者 十 2 収 こ が る
を く 同 お リ ト トが 五 ) 級 と 袋 0
明 0 時 け ン を ( 検 例 は 、 を め
示 に る
0 今 洪

占 這 黄 撃 胃 管 芙 明 た
示 用

後 文 収 に ② る ち い 以 0 例
の の ) 揺 ) こ 二 か 外 の
洪 役 じ に と 7 の .「文 割 て 従 に 三 証 学 矛
学 に 回 つ な 例 さ 習 盾
3 -o 5- て る を せ -一 」
に い さ 学 使 に の
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∽
　
グ
ル
ー
プ
学
習
(
五
時
間
)

一
ク
ラ
ス
を
八
グ
ル
ー
プ
　
(
T
グ
ル
ー
プ
五
・
六
名
)
　
に
分
け
へ
グ
ル
ー

プ
毎
に
別
々
の
故
事
成
語
を
担
当
さ
せ
て
「
矛
盾
」
で
行
っ
た
よ
う
な
研
究

を
行
う
学
習
で
あ
る
。

学
習
は
「
グ
ル
ー
プ
学
習
の
す
す
め
方
の
手
引
き
」
　
(
資
料
③
)
　
に
従
っ

て
、
各
グ
ル
ー
プ
ご
と
の
計
画
に
よ
り
行
わ
れ
る
が
、
「
矛
盾
」
の
場
合
と

同
じ
く
大
き
く
三
つ
の
段
階
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
t

I
　
音
読
の
学
習

Ⅲ
　
内
容
読
解
の
学
習

Ⅲ
　
日
常
生
活
に
生
か
す
学
習

で
あ
る
。

こ
の
単
元
の
目
標
か
ら
し
て
'
こ
こ
で
は
特
に
I
と
Ⅲ
の
学
習
を
疏
祝
し

た
。
音
読
に
つ
い
て
は
へ
担
当
の
故
事
成
語
に
つ
い
て
は
完
望
な
音
読
を
要

求
し
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
'
他
の
教
材
も
一
通
り
は
読
め
る
よ

う
に
'
グ
ル
ー
プ
の
担
当
語
発
表
前
に
全
教
材
を
音
読
す
る
時
間
を
設
定
し

た
o
数
多
-
読
ま
せ
る
こ
と
が
漢
文
の
口
調
に
慣
れ
さ
せ
る
'
最
も
碓
実
な

方
法
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
.
Ⅱ
の
内
容
読
解
に
つ
い
て
は
へ
担
当
の
故
事

成
語
の
意
味
と
そ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
字
義
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
を
主
な
学
習
内
容
と
し
へ
そ
の
結
光
を
l
枚
の
構
造
図
で
表
わ
す
こ
と

を
諜
出
と
し
た
.
い
-
ら
む
き
下
し
文
と
通
釈
付
き
の
テ
キ
ス
ト
を
準
伯
し

た
と
は
言
え
、
初
学
者
に
と
っ
て
は
非
常
に
困
難
な
学
習
で
あ
る
。
よ
っ
て

こ
こ
で
は
'
指
導
者
は
全
て
の
教
材
文
に
つ
い
て
自
ら
の
桐
迫
図
案
を
持

ち
へ
適
宜
学
習
者
を
導
い
て
行
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
方
法
に
よ
れ

ば
'
例
え
ば
前
任
校
に
お
い
て
も
'
資
料
④
の
よ
う
な
稲
造
図
を
完
成
さ
せ

て
い
る
。

こ
の
グ
ル
ー
プ
学
習
の
大
ま
か
な
巌
間
案
は
次
の
通
り
で
あ
る
o

Ⅱ I

5 4
、 、

3 2 1
、 、 、、て 、

担 グ 全読 淡 い 辞 学
解 文 る 書 習 当 ル 教

及 の 字 を 計 の ー 村
数 プ を
材 、音

の 及 読
者 び す

i!c m る
練 当 0
習 語

び 内 義 用 画
構 容 の い の

望摘毒
に 、 語

測
、

0の発餐

々 い
な ら
辞 れ

. .
読 せ ま 等 字 案 返 各
M る ず 、義 を し
の 0 個 数 に チ 、材
さ 人 種 つ エ 全 に
ら 案 類 い ツ 教 つ
な を . て ク 材 き
る む 多 は し 終 、
探 か 杜 漢 ア 了 範
化 せ の 和 ド 絞 n/L
を 、舌 舌 バ
目 そ 古 書 イ 再 回

れ を 、ス ぴ 、

¥

個 迫
型 獲

砂C giC
の 】

習 号,) 百LJ 0潤

、

時 回
間 、

を 個
設 別
け 読

る -
0 回

と を
め 匡】 秘
さ 語 り
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IⅡ

9 8 す 苔
柴に 、用 、 0 の
す 、新 例 折 s
0 担 間 を 間 味
当 記 探 の 杏
の 事 し縮 検
故 、 、刷 証
串 及 検 版 し
成 ぴ 証 を
語 身 す 受

良を の る け
用 回 0駁 ら
い り り 的
るの 、 碓
7: 杜 担 な
位 会 当 忠
す の の 咲
る出 故 杏
…摘 設 翠

き
串 の 語 出
を 中 の

月実
ま 際
で に
に は
わ 朝
た 日
り折
四 聞
十 の
六 縮
冊 刷
m m
偏 を
し昭
た0顛

幸

七
年
を、
ら
六
士

荏

・
　
　
　
　
=
/
c
 
s
A
'
-
¥
j

研
究
結
果
の
発
表
は
'
で
き
れ
ば
発
表
会
を
閑
-
こ
と
に
よ
っ
て
行
い
た

い
。
前
任
校
に
お
け
る
実
践
で
は
実
際
に
発
表
会
を
開
催
し
た
。
し
か
し
全

て
の
現
場
で
'
と
い
う
の
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
資
料
を
作
成
し
'

そ
れ
を
配
布
し
て
終
わ
り
へ
と
い
っ
た
状
況
も
十
分
に
予
想
さ
れ
る
。
た
だ

し
へ
　
そ
の
よ
う
な
場
合
も
'
担
当
し
た
漢
文
の
音
読
会
、
可
能
で
あ
れ
ば
暗

誠
会
を
閃
く
こ
と
は
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
.
こ
れ
に
は
も
ち
ろ
ん
口
調

に
侃
れ
さ
せ
る
へ
と
い
う
目
的
も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
'
自
分
達
だ

け
し
か
学
ん
で
い
な
い
漢
文
と
そ
の
学
習
結
果
を
音
読
と
い
う
形
で
表
出
す

る
こ
と
に
よ
り
へ
学
習
者
は
自
ら
の
学
習
内
容
に
価
値
を
見
出
せ
へ
そ
の
こ

と
が
今
後
の
漢
文
学
習
へ
の
大
き
な
意
欲
に
つ
な
が
っ
て
行
-
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

四
、
お
　
わ
　
り
　
に

今
回
は
入
門
期
指
導
の
改
善
案
の
l
つ
と
し
て
'
実
際
の
生
活
と
関
わ
ら

せ
た
指
導
案
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
提
案
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

先
に
も
述
べ
た
が
'
や
は
り
班
文
の
授
某
に
お
い
て
は
'
淡
文
そ
の
も
の

を
授
某
の
中
心
に
ど
っ
か
と
据
え
た
指
導
を
行
い
た
い
。
そ
し
て
そ
の
中
か

ら
'
様
々
な
人
間
の
姿
を
読
み
取
ら
せ
'
学
習
者
の
思
考
・
認
識
を
拡
充
・

深
化
さ
せ
て
行
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
'
生
活
と

関
わ
ら
せ
て
い
-
方
法
に
は
限
界
は
当
然
あ
る
.
し
か
し
'
生
活
と
関
わ
ら

せ
る
こ
と
は
人
間
と
間
わ
ら
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
と
私
は
考

え
て
い
る
.
沃
文
を
自
分
と
の
関
わ
り
あ
い
の
中
で
読
み
へ
学
ぶ
.
そ
の
時

に
司
偶
逆
や
李
白
は
私
達
の
人
生
の
粒
と
な
っ
て
-
れ
る
で
あ
ろ
う
。

現
在
へ
本
校
で
も
登
校
拒
否
の
生
徒
の
増
加
は
大
き
な
間
思
と
な
っ
て
い

る
0
彼
等
が
洪
文
と
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
新
た
な
自
己
に
日
光
め
'
目

的
を
見
出
し
へ
再
出
発
し
て
く
れ
れ
ば
-
I
と
願
っ
て
い
る
o
政
文
に
は
そ

れ
だ
け
の
力
が
あ
る
と
信
じ
る
。
あ
と
の
力
は
指
導
者
と
し
て
の
私
自
身
の

課
題
で
あ
る
O

(
鹿
児
島
県
立
出
水
高
等
学
校
教
諭
)
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資
　
料
　
①課

題
作
文
プ
リ
ン
ト
「
矛
盾
」

一
年
　
　
組
　
　
番
(

が
合
わ
な
い
」
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
で
は
右
の
君
達
の
作
文
に
お
い
て
'

「
矛
」
と
「
盾
」
に
あ
た
る
内
容
は
何
で
す
か
。
そ
れ
ぞ
れ
五
〇
字
程
度

で
説
明
し
な
さ
い
。

矛
・
・
・

盾
・
・
・

3

、

　

(

)
さ
ん
へ
'
私
は
(
　
　
　
　
)
　
で
す
が
へ
私
の
検
証
の

結
果
へ
あ
な
た
の
考
え
方
は
(
正
し
い
・
間
違
っ
て
い
る
)
と
思
わ
れ
ま

す
。

間
違
っ
て
い
る
場
合
へ
　
そ
の
理
由
は
-

- 190-

I
へ
現
在
の
君
達
の
日
常
生
活
、
社
会
に
お
い
て
'
「
矛
盾
し
て
る
な
ぁ
」

と
思
う
こ
と
を
二
〇
〇
字
程
度
で
説
明
し
な
さ
い
。

2
、
「
矛
盾
」
と
い
う
作
品
で
は
「
矛
」
と
「
盾
」
の
特
性
が
「
つ
じ
つ
ま



資
　
料
　
②「

矛
盾
」
用
例
検
証
プ
リ
ン
ト

一
年
　
　
組
　
　
番
(

l
t
あ
な
た
の
用
例
を
二
〇
〇
字
以
内
に
要
約
し
て
み
な
さ
い
。

記
邸
の
見
出
し
(
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
)

盾
・
・
・

3
'
検
証
結
果
-
こ
の
用
例
に
お
け
る
「
矛
盾
」
の
使
用
法
は
(
正
し
い
・

間
迫
っ
て
い
る
)

間
違
っ
て
い
る
場
合
へ
　
そ
の
理
由
は
-

-191-

2
、
こ
の
用
例
に
お
け
る
矛
盾
点
は
次
の
通
り
で
す
。

矛
・
・
・



資
　
料
　
③

日
本
語
の
な
か
に
息
づ
く
漢
文
　
グ
ル
ー
プ
学
習
の
て
ぴ
き

☆
各
グ
ル
ー
プ
担
当
の
故
事
成
語
が
ど
の
よ
う
な
故
事
か
ら
生
ま
れ
へ
　
そ
し

て
現
在
ど
の
よ
う
な
用
い
ら
れ
方
を
し
て
い
る
の
か
'
研
究
し
よ
う
。

I
へ
政
文
を
読
む
。
声
に
出
し
て
読
む
.
古
き
下
し
文
を
見
な
く
て
も
読
め

る
よ
う
に
な
る
ま
で
読
む
。
グ
ル
ー
プ
全
員
が
読
め
る
よ
う
に
な
る
ま
で

読
む
。

2
'
辞
書
を
ひ
く
。
.
.
.
担
当
す
る
故
事
成
語
の
漢
字
へ
　
1
字
l
字
の
意

味
を
確
か
め
る
。

・
読
み
方
が
わ
か
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
(
　
　
)

索
引
で
す
ぐ
ひ
け
る
。

担
当
す
る
故
郭
成
語
の
意
味
を
確
か
め
よ
う
〇

・
グ
ル
ー
プ
全
員
が
別
々
の
辞
苔
を
調
べ
て
み

よ
う
。
す
べ
て
同
じ
だ
ろ
う
か
o
ま
た
へ
　
沃

3
'
洪
文
を
読
解
す
る
。

和
辞
典
以
外
の
辞
苔
も
調
べ
て
み
よ
う
。

・
2
で
調
べ
た
意
味
は
ど
ん
な
放
串
か
ら
生

ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
矛
盾
」
の
よ
う
に
わ
か
り
や
す
く
構
造
図
に
表
し
て
み
よ

I
S

①
　
登
場
人
物
の
整
理
・
・
・
お
互
い
の
関
係
へ
役
割
へ
主

張
。

②
　
状
況
の
把
握
・
・
・
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の

か
'
何
を
し
た
の
か
、
何
が
起
こ
っ
た
の
か
。

③
　
そ
の
状
況
の
中
で
'
故
事
成
語
の
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
字

(
矛
へ
盾
へ
虎
へ
蛇
等
)
　
の
持
つ
意
味
を
考
え
よ
う
。

・
何
か
を
例
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
結
局
ど
う

な
っ
た
の
.
・
対
立
し
て
る
の
か
も
し
れ
な
い
.
・
影

響
は
あ
っ
た
か
ど
う
か
.
・
似
て
い
る
か
ら
線
で
つ
な

い
で
。
な
ど
な
ど
。

ま
ず
個
人
案
。
そ
れ
か
ら
グ
ル
ー
プ
案
o
ま
ず
鉛
筆
を
持
っ
て

書
い
て
み
る
こ
と
へ
　
こ
れ
が
大
切
で
す
。

4
'
2
で
調
べ
た
意
味
の
中
で
最
も
過
当
な
意
味
を
選
ぶ
。
な
け
れ
ば
自
分

達
で
考
え
よ
う
。

5
'
新
関
記
餌
の
検
証

①
　
担
当
す
る
故
事
成
語
の
用
例
を
'
各
自
の
新
間
約
刷
版
に
探
し
へ
用

法
を
検
証
す
る
。

②
　
折
間
の
記
叫
の
中
に
、
ま
た
は
自
分
通
の
身
の
回
り
の
社
会
に
へ
　
そ

の
故
郡
成
語
は
使
え
な
い
だ
ろ
う
か
O

使
え
そ
う
な
出
来
事
を
二
〇
〇
字
程
度
に
ま
と
め
て
お
く
。

6
'
発
表

以
上
の
研
究
結
果
を
c
Q
4
版
2
'
3
枚
の
資
料
に
ま
と
め
て
も
ら
い
ま

す
。
ま
と
め
か
た
は
別
に
指
示
し
ま
す
。

以
上
I
か
ら
6
の
作
文
を
五
時
間
で
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
各
班
で
時

間
の
割
り
振
り
や
担
当
者
を
し
っ
か
り
と
決
め
て
お
く
こ
と
。
作
業
計
画
が
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で
き
あ
が
っ
た
ら
一
度
先
生
に
見
せ
る
こ
と
。

6
計
画

内

容

月

日丑
任
者

内

容

月

日丑
任
者

内

容

月

日責
任
者

内

容

月

日支
任
者

内

1>

月

日重
任
者

内
.

容

月

冒支
任
者
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9

*

　

　

　

ゥ
構
造
図

同
者
=
酒
1
1

ゼ
●
　
　
　
ま

」
^
E
サ

飲
　
飲
い

で
o
で
な

-. '<<・黒川) I

家
来
川
先
に
か
き
あ
げ
る
こ
飲
む
権
利

家
来
∽
次
に
か
き
あ
げ
た

↑
J
^
ォ
け
い
な
物

・
家
来
日
は
蛇
に
凪
を
つ
け
る

蛇
で
な
-
な
る

・
家
来
∽
は
そ
の
ま
ま

(
そ
の
結
果
)

・
家
釆
川
は
酒
を
飲
め
な
-
な
り

・
家
来
∽
は
酒
を
飲
ん
だ

(
蛇
足
)
鹿
児
島
商
業
高
生
徒
作
品

数人で飲めば-足りない

一人で飲めば-余る

南】者

I

J

㊨-(
舎人

r J 1

(飲む権利)

一

番

先

に

蛇

を

描

く

I

l

U

足
を

=つ←
け
る

×<

(
理
由
)

足
と
い
う
余
計
な
物
を
つ
け
た
た
め
に
蛇
が
蛇
で
な
く
な

っ
た

<

飲
む
権
利
を
失
っ
た
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資　料　⑤

○収集した「矛盾」の用例一覧(見出しと出典)

①　対立深い国語問題　(朝日S.36. 3)

② 「自白偏重」浮彫り　(朝B S.47.12)

(診　参院代表質問と「首相答弁」

(朝日S.47.ll)

④　総選挙控え火花　(朝日S.47.ll)

⑤　天声人語　　　　(朝日S.61. 9)

(◎　大事なことを隠していないか

(朝日S.61. 7)

(卦"形づげ'を迫られる"予言"

(朝日S.40.12)

⑧　全力あげ拡散防止　(朝日S.40.12)

⑨　常識や世論をtLl視する姿勢

(朝日S.62.ll)

⑩　どう守る「知る権利」

(朝日S.47. 4)

⑬　西側再結束への底流(朝日S.38. 5)

◎　開放・改革路線は不変

(朝B S.62. 5)

⑬　素人の目で不正摘出(朝日S.61. 9)

⑳　国境なき経済の時代とは

(朝日S.63. 6)

⑮　病押し33年ぶり改訳(朝日S.63. 6)

16　百日後に迫ったソウル五輪

(南日本S.63. 6)

17　弁論「鹿商のめざめ」

(鹿商品学校誌「紫雲」 33号生徒作品)

18　天声人語　　　　(朝日S.48. 1)

19　矛盾解消の道は定法の改正

(朝日S.36. 3)

20　矛盾ゲーム　　　(靭甘S.61.ll)

21主犯の供述も疑問　(朝日S.61. 8)

22　江田氏が正式出馬　(朝日S.41.12)

23　転換期の地方自治　(朝日　S.62. 1)

24　南ア槻墜落依然ナゾ(朝日S.62.12)

25　現代技術本質転換のとき

(朝日S.47. 5)
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