
漢
文
学
習
の
意
義

-
　
協
議
会
の
ま
と
め
　
-

「
高
等
学
校
に
お
け
る
漢
文
の
指
導
」
と
い
う
主
題
の
も
と
に
協
廼
石
が

開
催
さ
れ
た
の
が
1
九
八
八
年
の
第
二
九
回
学
会
の
と
き
で
、
漢
文
に
か

か
わ
る
協
議
会
は
そ
れ
以
来
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
間
、
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
が
あ
り
、
高
等
学
校
に
お
い
て
は
'
新

訊
裏
甘
H
と
し
て
、
「
古
典
I
L
「
古
典
H
E
「
古
典
講
拙
匹
「
現
代
五
巴
が
設
け

ら
れ
、
平
成
六
年
度
(
一
九
九
四
年
四
月
)
入
学
の
生
徒
か
ら
新
課
程
が
全

面
的
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
今
回
の
協
議
会
は
、
そ
う
し
た
情
勢

の
変
化
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
漢
文
教
育
、
と
い

う
よ
り
も
漢
文
を
学
習
す
る
こ
と
の
意
義
が
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。

「
教
科
書
に
漢
文
が
あ
る
か
ら
漢
文
を
学
習
す
る
」
「
大
学
の
入
学
試
験

に
漢
文
の
問
題
が
出
題
さ
れ
る
か
ら
漢
文
を
学
習
す
る
」
と
い
っ
た
地
点

を
抜
け
出
さ
な
い
か
ぎ
り
'
漢
文
学
習
の
ほ
ん
と
う
の
意
義
は
み
え
て
こ

な
い
の
で
は
な
い
か
。
三
人
の
提
案
に
共
通
す
る
も
の
は
、
そ
う
し
た
問
題

音
義
だ
っ
た
よ
う
に
お
も
う
0
秋
元
氏
は
、
「
今
こ
そ
漢
文
教
育
が
必
要
と

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
」
だ
と
と
ら
え
、
学
習
者
自
ら
の
興
味
・
関

心
を
問
題
意
識
に
組
織
し
な
が
ら
'
そ
れ
を
核
と
し
た
漢
文
学
習
の
場
が

学
習
者
の
生
き
方
を
問
う
契
機
に
な
り
う
る
こ
と
を
提
案
さ
れ
た
。
永
楽

氏
は
、
「
現
在
の
み
を
楽
し
む
高
校
生
た
ち
の
生
活
の
中
に
古
典
を
投
げ
込

ん
で
み
た
い
」
「
彼
ら
の
認
識
を
少
し
で
も
広
げ
、
現
在
を
見
直
さ
せ
る
き
っ

か
け
に
し
た
い
」
と
い
う
お
も
い
に
発
し
た
実
践
を
報
告
さ
れ
、
現
在
の
学

習
者
の
生
活
に
探
-
か
か
わ
っ
て
い
る
言
語
文
化
と
し
て
漢
文
の
意
義
を

田

　

中

　

俊

　

弥

明
ら
か
に
さ
れ
た
。
阿
武
氏
は
'
「
何
の
た
め
に
漢
文
を
学
ぶ
の
か
(
学
ば

せ
る
の
か
)
」
を
問
い
な
お
し
、
文
学
教
材
と
し
て
の
価
値
を
提
起
さ
れ
、

学
習
者
の
表
現
活
動
に
連
結
し
て
い
-
漢
文
学
習
の
意
義
を
提
起
さ
れ
た
。

ま
た
、
そ
の
質
疑
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
漢
文
と
は
何
か
と
い
う
根
本

の
問
題
も
論
議
さ
れ
、
漢
文
と
の
出
会
い
を
ど
こ
に
求
め
、
漢
文
へ
の
親
し

み
は
ど
の
よ
う
に
育
て
ら
れ
て
い
-
べ
き
な
の
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て

積
極
的
な
提
言
が
な
さ
れ
た
。
と
-
に
長
谷
川
滋
成
先
生
か
ら
は
'
「
漢
文

で
な
い
と
で
き
な
い
こ
と
」
を
内
容
的
な
側
面
と
修
辞
的
な
側
面
の
両
面

に
わ
た
っ
て
ご
示
唆
い
た
だ
い
た
。

た
し
か
に
へ
現
在
の
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
、
大
半
の
も
の
は
、
漢
文
そ

の
も
の
と
の
隔
絶
感
が
強
い
。
し
か
し
、
一
方
で
、
三
国
志
、
史
記
、
論

語
へ
韓
非
子
、
漢
詩
な
ど
'
す
ぐ
れ
た
作
家
や
学
考
あ
る
場
合
に
は
漫
画

家
や
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
の
開
発
者
の
作
品
を
通
し
へ
幅
広
-
親
し
ま
れ
'
人
生

を
ゆ
た
か
に
し
て
い
く
粒
と
し
て
漢
文
は
享
受
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

現
実
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
要
は
、
漢
文
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ら

え
る
か
、
す
な
わ
ち
漢
文
観
の
問
題
に
帰
す
る
の
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。

か
つ
て
は
知
識
階
級
の
専
有
物
で
あ
っ
た
漢
文
を
漢
字
文
化
圏
の
言
語
文

化
と
と
ら
え
な
お
し
、
そ
れ
を
<
ス
プ
リ
ン
グ
ボ
ー
ド
(
飛
躍
の
契
準
>

と
し
て
機
能
さ
せ
て
い
-
と
こ
ろ
に
漢
文
学
習
の
意
義
は
た
し
か
に
見
出

さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
具
体
性
に
か
け
た
立
論
で
は
あ
る
が
、
こ
れ

を
も
っ
て
本
協
鞘
至
芸
の
ま
と
め
と
し
た
い
。

(
大
阪
教
育
大
学
)
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