
新
課
程
に
お
け
る
漢
文
の
問
題
点

I
　
提
　
案

-
　
現
状
認
識

教
職
に
つ
い
て
十
五
年
の
年
数
が
経
過
し
た
。
最
近
へ
特
に
こ
こ

二
、
三
年
、
授
業
を
通
し
て
感
じ
る
の
は
'
様
々
な
要
素
を
持
っ
て

国
語
(
特
に
漢
文
)
　
に
関
す
る
状
況
が
変
化
し
て
き
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
'
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
を

含
め
て
、
平
凡
な
1
教
師
の
目
で
見
た
漢
文
に
つ
い
て
の
現
状
を
ま

と
め
て
み
た
い
。

○
漢
文
軽
視
　
(
離
れ
)
　
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

生
徒
の
言
語
離
れ
が
語
ら
れ
て
久
し
い
が
、
特
に
漢
文
・
漢
語
離

れ
は
最
近
急
速
に
加
速
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
へ
生
徒
に

限
っ
た
こ
と
で
は
な
-
'
我
々
教
師
に
お
い
て
も
顕
著
で
あ
る
。
理

由
と
し
て
は
'
第
一
に
、
日
々
使
わ
れ
て
い
る
用
語
の
中
の
漢
語
・

漢
文
的
表
現
の
比
重
が
減
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
価
値
・
興
味
低
下

が
あ
げ
ら
れ
る
。
次
に
、
関
連
す
る
こ
と
だ
が
、
視
覚
的
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
中
心
の
環
境
の
中
で
発
達
す
る
こ
と
で
言
語
感
覚
が

蝣
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未
成
熟
と
な
り
、
特
に
漢
語
的
言
語
表
現
理
解
に
い
た
ら
ず
関
心
が

持
て
な
い
こ
と
が
あ
る
。
第
三
に
、
生
徒
の
当
面
の
目
的
で
あ
る
大

学
入
試
に
お
い
て
'
セ
ン
タ
ー
試
験
を
除
い
て
漢
文
の
比
重
が
軽
-

な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
現
在
の
作
文

教
育
に
お
い
て
の
小
論
文
入
試
の
与
え
た
影
響
を
考
え
る
と
、
第
三

の
理
由
は
教
育
現
場
に
お
い
て
は
教
師
を
中
心
に
漢
文
教
育
に
関
し

て
か
な
り
の
ウ
エ
イ
ト
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

○
週
五
日
制
に
伴
う
単
位
数
減
　
(
時
間
数
減
)
　
の
影
響
が
大
き
い
。

平
成
七
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
た
週
五
日
制
に
よ
り
、
各
教
科
で
土

曜
日
分
総
計
四
単
位
の
減
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
近
辺
の
高

校
の
動
向
に
よ
る
と
'
三
年
生
で
の
単
位
減
は
文
系
・
理
系
に
分
か

れ
る
た
め
に
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
生
活
1
般
が
導
入
さ
れ
る
基
礎
・

基
本
の
確
立
に
重
要
な
1
年
生
へ
　
特
に
二
年
生
で
影
響
を
受
け
て
い

る
。
こ
の
た
め
に
'
読
み
　
(
音
読
・
暗
唱
)
　
や
視
聴
覚
教
材
・
投
げ

込
み
教
材
が
扱
い
に
-
-
な
り
、
学
力
や
興
味
付
け
の
面
で
問
題
が

多
-
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
実
際
授
業
を
行
っ
て
み
て
、
余
裕
が

な
-
な
り
単
調
な
授
業
に
な
り
が
ち
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
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あ
る
。

○
古
典
I
・
H
導
入
に
よ
り
、
教
材
選
択
が
以
前
よ
り
必
要
と
な
る
。

平
成
七
年
度
よ
り
古
典
I
が
導
入
さ
れ
'
八
年
度
に
古
典
H
が
始

ま
り
、
新
課
程
の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
内
容
と
し
て
は
'
特

に
古
典
I
は
国
語
H
と
比
べ
へ
教
材
が
豊
富
で
変
化
が
増
し
た
が
、

難
易
度
か
ら
す
る
と
や
や
難
化
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
生
徒
の
学

力
を
踏
ま
え
た
授
業
と
い
う
こ
と
と
'
特
に
前
述
し
た
単
位
数
と
の

関
連
で
、
教
科
書
に
あ
る
す
べ
て
の
教
材
を
授
業
に
お
い
て
扱
う
と

い
う
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
'
教
師
自
身
の
教
材
を
精
選
す

る
目
を
養
う
必
要
が
増
し
て
い
る
。

○
教
材
へ
　
教
師
が
硬
直
化
し
て
い
る
。

新
課
程
の
導
入
に
よ
り
「
国
語
」
そ
の
も
の
の
科
目
の
名
前
は
変

更
さ
れ
た
も
の
の
、
教
科
書
の
体
裁
・
教
材
の
扱
い
等
は
以
前
の
も

の
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
現
代
文
で
は
新
た
な
教
材
が
か
な
り

取
り
入
れ
ら
れ
た
が
(
善
し
悪
し
は
別
に
し
て
)
、
古
典
で
は
新
た
な

視
点
で
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
は
な
い
。
そ
の
た
め
か
他
教
科
と
比

べ
て
国
語
科
の
教
師
が
最
も
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。

以
上
へ
　
最
近
の
問
題
点
を
中
心
と
し
た
認
識
を
述
べ
て
き
た
が
、

今
感
じ
て
い
る
中
心
は
へ
　
た
だ
入
試
や
テ
ス
ト
の
た
め
に
教
師
が
機

械
的
に
漢
文
を
教
え
へ
意
欲
の
な
い
生
徒
が
機
械
的
に
聞
き
取
る
と

い
う
双
方
の
受
動
的
な
姿
で
'
そ
れ
が
当
然
で
あ
る
と
い
う
漢
文
を

め
ぐ
る
　
(
軽
視
の
)
　
雰
囲
気
で
あ
る
。

2
　
工
夫

現
状
認
識
を
踏
ま
え
た
上
で
の
提
案
の
中
心
は
、
漢
文
に
つ
い
て

の
価
値
の
見
直
し
で
あ
る
。
従
来
漢
文
学
習
の
目
的
は
'
漢
字
・
漢

語
ま
た
そ
の
口
調
の
理
解
、
日
本
文
学
と
の
関
係
の
理
解
へ
.
古
典
と

し
て
の
鑑
賞
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
'
認
識
の
最
初
に
述
べ

た
よ
う
に
'
現
代
の
高
校
生
の
意
識
か
ら
漢
文
そ
の
も
の
が
離
れ
つ

つ
あ
る
。
生
徒
に
確
実
な
漢
文
の
意
識
付
け
の
点
で
、
今
後
高
校
の

授
業
に
お
け
る
教
科
の
中
に
、
そ
し
て
国
語
の
科
目
の
中
で
意
味
を

持
つ
た
め
に
、
従
来
の
価
値
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
新
た
な
価
値

を
明
確
に
示
す
必
要
が
あ
る
。
端
的
な
言
い
方
で
は
あ
る
が
、
価
値

を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
意
義
が
あ
る
漢
文
の
生
き
残
り
を
考
え

な
け
れ
ば
い
け
な
い
時
代
が
来
る
よ
う
に
思
え
る
。
漢
文
の
価
値
を

十
分
認
め
て
い
る
者
と
し
て
'
何
と
か
　
(
選
択
科
目
に
な
る
こ
と
を

阻
止
す
る
た
め
に
も
)
　
新
た
な
価
値
を
付
加
す
る
た
め
に
へ
　
以
下
の

こ
と
を
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
。

○
文
学
教
材
と
し
て
の
価
値
を
明
確
に
す
る
。

・
現
代
文
と
の
関
連
を
深
め
る
。

以
前
授
業
で
「
史
記
」
　
(
四
面
楚
歌
)
の
学
習
後
へ
　
司
馬
遼
太
郎
の

「
項
羽
と
劉
邦
」
の
該
当
個
所
を
一
部
プ
リ
ン
ト
し
生
徒
に
読
ま
せ

た
。
意
図
は
作
品
本
文
の
行
間
を
読
み
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ

言
葉
と
想
像
力
、
ま
た
時
代
考
察
の
す
ば
ら
し
さ
を
味
わ
わ
せ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
授
業
で
は
行
わ
な
か
っ
た
が
'
逆
に
史
話
な
ど

を
生
徒
自
身
に
小
説
化
さ
せ
て
み
る
の
も
面
白
い
と
思
わ
れ
る
。
漢

字
の
羅
列
で
あ
る
漢
文
の
行
間
・
字
間
を
埋
め
る
作
業
は
'
生
徒
に

あ
る
程
度
の
読
解
力
が
あ
り
へ
　
ま
た
興
味
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
な

ら
ば
、
作
文
の
学
習
と
し
て
現
代
文
で
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
違
っ
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た
ア
プ
ロ
ー
チ
で
効
果
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

・
熟
語
な
ど
言
語
事
項
の
指
導
を
重
視
す
る
o

漢
字
の
現
代
に
お
け
る
重
要
性
は
、
若
干
低
下
し
た
と
は
い
え
ま

だ
ま
だ
大
き
い
も
の
が
あ
る
。
生
徒
に
漢
文
を
単
な
る
英
語
と
同
じ

よ
う
な
異
文
化
の
文
章
と
思
わ
せ
な
い
た
め
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
漢

字
に
当
た
ら
せ
て
、
意
思
伝
達
の
手
段
の
記
号
と
し
て
重
要
な
効
果

を
持
つ
価
値
を
読
み
と
ら
せ
た
い
。
以
前
、
実
業
高
校
に
勤
務
し
て

い
た
と
き
は
、
漢
和
辞
典
を
中
心
に
漢
文
の
授
業
を
行
っ
て
い
た
。

特
に
、
漢
字
の
成
立
　
(
六
書
)
　
を
詳
し
-
す
る
こ
と
に
よ
り
扇
や
つ

-
り
の
意
味
、
ひ
い
て
は
不
明
な
漢
字
も
形
か
ら
あ
る
程
度
の
判
断

が
下
せ
る
よ
う
に
な
り
、
表
意
文
字
と
し
て
の
漢
字
が
明
ら
か
に
で

き
た
よ
う
に
思
え
る
。

・
郷
土
の
日
本
漢
文
の
発
掘
を
試
み
る
。

興
味
付
け
の
一
つ
と
し
て
'
ま
た
課
題
と
し
て
扱
う
こ
と
で
自
己

教
育
の
一
環
と
し
て
古
文
で
は
多
-
な
さ
れ
て
い
る
。
漢
文
で
は
作

品
の
数
が
少
な
い
の
と
、
日
本
漢
文
が
や
や
難
解
で
あ
る
こ
と
か
ら

あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
。
以
前
、
山
口
県
下
関
市
で
勤
務
し
て
い

る
と
き
に
'
三
年
生
に
投
げ
込
み
で
、
山
口
県
出
身
の
月
性
の
「
将

東
遊
題
壁
」
へ
　
高
杉
晋
作
「
絶
句
」
へ
　
ま
た
下
関
に
立
ち
寄
っ
た
と
き

の
広
瀬
淡
窓
の
「
赤
馬
関
雑
詩
」
を
示
し
た
こ
と
が
あ
る
。
受
験
の

関
係
で
詳
し
-
扱
う
こ
と
が
で
ず
'
授
業
者
か
ら
の
1
方
的
な
紹
介

で
あ
っ
た
が
'
1
応
は
興
味
が
喚
起
で
き
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
扱
い

は
単
な
る
投
げ
込
み
教
材
に
す
べ
き
で
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
'

授
業
法
に
つ
い
て
は
グ
ル
ー
プ
学
習
を
含
め
検
討
す
る
点
は
多
い
と

思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
地
元
を
詠
っ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
興
味
付

け
の
点
と
'
歴
史
的
な
事
項
に
触
れ
る
関
連
で
社
会
科
と
の
繋
が
り

も
広
が
り
、
新
た
な
授
業
の
展
開
が
期
待
さ
れ
る
。

○
音
声
言
語
教
材
と
し
て
の
価
値
を
明
確
に
す
る
。

・
暗
唱
を
大
切
に
す
る
。

授
業
時
数
の
関
係
で
'
現
代
文
・
古
文
に
お
い
て
も
基
礎
・
基
本

に
関
す
る
内
容
に
触
れ
に
-
-
な
っ
て
い
る
状
況
で
、
大
切
な
音
読

を
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
て
い
-
か
は
現
場
に
お
け
る
大
き
な
問
題

で
あ
る
。
そ
の
点
へ
漢
文
は
唐
詩
を
中
心
と
し
て
短
く
覚
え
や
す
く

リ
ズ
ム
の
あ
る
も
の
が
多
い
た
め
に
へ
音
読
教
材
へ
特
に
暗
唱
教
材

と
し
て
の
価
値
が
高
い
よ
う
に
思
え
る
。
冊
子
と
し
て
の
暗
唱
文
集

を
作
っ
て
定
期
的
に
そ
れ
を
覚
え
さ
せ
る
の
も
効
果
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
O
ま
た
へ
百
人
1
首
に
模
し
た
、
絶
句
カ
ル
タ
や
対
句
カ
ル

タ
　
(
市
販
品
も
あ
る
)
　
を
作
ら
せ
、
楽
し
み
な
が
ら
自
然
に
触
れ
さ

せ
、
音
読
に
慣
れ
さ
せ
る
の
も
効
果
が
考
え
ら
れ
る
。

・
デ
ィ
-
ベ
ー
ト
に
利
用
す
る
。

最
近
、
指
導
要
領
の
新
た
な
内
容
に
沿
っ
て
、
「
話
す
」
と
い
う
音

声
言
語
指
導
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
、
デ
ィ
-
ベ
-

ト
と
い
う
形
で
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
発
表
が
多
-
な
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
、
こ
の
形
式
は
、
自
分
の
意
見
を
ど
ち
ら
か
に
お
い
て
競
う
た

め
に
、
国
語
の
現
代
文
・
古
文
な
ど
に
お
い
て
は
適
し
て
い
な
い
。

漢
文
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
「
韓
非
子
」
な
ど
は
論
旨
が
明
確
で

あ
り
'
賛
成
・
反
対
の
意
見
が
持
ち
や
す
-
、
ま
た
へ
　
現
代
の
政
治

に
つ
な
が
る
面
が
大
い
に
あ
り
非
常
に
適
し
た
教
材
で
は
な
い
か
。
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で
き
れ
ば
L
H
R
と
の
関
連
で
行
い
た
い
。

○
異
文
化
理
解
教
材
と
し
て
の
価
値
を
明
確
に
す
る
。

・
地
歴
科
と
の
連
携
を
深
め
る
。

日
本
と
特
に
関
係
が
深
い
中
国
の
文
化
に
触
れ
る
た
め
に
、
歴
史

と
の
関
係
は
避
け
て
通
れ
な
い
。
例
え
ば
、
世
界
史
で
春
秋
戦
国
時

代
や
漢
代
を
学
習
す
る
時
に
'
漢
文
も
「
史
記
」
な
ど
を
学
習
す
る

と
い
う
よ
う
に
、
関
連
さ
せ
な
が
ら
授
業
を
進
め
る
と
生
徒
の
興
味

づ
け
に
も
効
果
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
日
本
史
に
お
い
て

も
古
文
を
中
心
に
資
料
読
み
と
り
が
あ
る
が
'
国
語
の
授
業
も
何
ら

か
の
形
で
関
係
す
る
こ
と
に
よ
り
広
が
り
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。

H
　
協
　
議

-
　
協
議
内
容
・
反
省

他
の
提
案
者
と
の
関
連
で
'
様
々
な
協
議
、
意
見
交
換
が
行
わ
れ

た
。
こ
の
漠
然
と
し
た
提
案
で
論
点
が
明
確
に
な
ら
な
い
中
へ
何
人

か
の
先
生
に
、
時
間
数
減
で
の
対
策
に
つ
い
て
の
工
夫
を
お
教
え
い

た
だ
き
、
大
い
に
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
カ
ル
タ
を
通
し
て

の
授
業
に
お
い
て
生
徒
を
主
体
的
に
取
り
組
ま
せ
る
た
め
の
ポ
イ
ン

ト
や
、
総
合
的
な
授
業
編
成
の
あ
り
方
な
ど
、
新
た
な
視
点
を
示
し

て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
'
さ
ら
に
今
後
、
授
業
の
中
で
取
り
入
れ
実

践
の
中
で
深
め
て
い
き
た
い
。

2
　
問
題
点

研
究
協
議
を
通
し
て
'
以
下
の
よ
う
な
問
題
点
を
課
題
と
し
て
考

え
て
い
る
。

○
新
課
程
の
中
で
古
典
I
・
E
に
お
い
て
多
-
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
'
日
本
漢
文
の
価
値
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
れ
ば
よ
い

の
か
。

教
科
書
に
示
さ
れ
て
い
る
日
本
漢
文
は
ほ
と
ん
ど
江
戸
期
に
書
か

れ
た
も
の
で
あ
る
が
'
文
学
的
意
義
は
い
か
ほ
ど
な
の
か
、
思
想
的

背
景
は
何
な
の
か
が
、
勉
強
不
足
も
あ
り
明
確
に
わ
か
ら
ず
価
値
を

兄
い
だ
せ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

○
評
価
問
題
を
ど
う
見
直
せ
ば
よ
い
の
か
。

最
も
大
き
な
問
題
で
あ
り
'
現
在
ジ
レ
ン
マ
に
苦
し
ん
で
い
る
問

題
で
あ
る
。
授
業
に
お
い
て
生
徒
に
主
体
的
に
活
動
す
る
よ
う
に
工

夫
し
た
り
'
興
味
付
け
を
考
え
て
も
、
評
価
問
題
が
変
わ
ら
な
け
れ

ば
、
生
徒
の
漢
文
に
対
す
る
思
い
・
取
り
組
み
は
変
わ
ら
な
い
。
さ

ら
に
端
的
な
言
い
方
を
す
る
と
へ
大
学
入
試
そ
の
も
の
が
変
わ
ら
な

け
れ
ば
、
あ
る
面
で
漢
文
の
授
業
そ
の
も
の
は
現
状
維
持
の
ま
ま
流

れ
て
行
-
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
訓
読
・
口
語
訳
中
心
の
評
価

問
題
が
'
教
師
の
生
き
生
き
と
し
た
授
業
を
あ
き
ら
め
た
姿
を
'
ま

た
生
徒
の
授
業
に
対
す
る
取
り
組
み
を
表
し
て
い
る
。
打
開
の
た
め

の
検
討
が
必
要
な
時
期
に
来
て
い
る
と
考
え
る
。

※
発
表
時
の
資
料
に
つ
い
て
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

(
山
口
県
立
山
口
高
等
学
校
)

131




