
一
　
は
じ
め
に

　
漢
文
学
習
の
学
習
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
様
々
な
視
点
か
ら
の

考
察
が
な
さ
れ
て
き
た
。

　
た
と
え
ば
、
南
本
義
一
（
一
九 

）
は
「
現
代
国
語
」
と
「
古
典
に
関
す

る
科
目
」
と
が
分
立
し
て
い
た
当
時
に
あ
っ
て
、「供
国
語
科
に
お
け
る
漢
文
僑

と
い
う
視
点
を
ふ
ま
え
た
供
漢
文
僑
独
自
の
方
法
の
構
築
が
、
わ
た
し
の
み
る

と
こ
ろ
手
う
す
」
で
あ
り
、「
国
語
科
に
属
す
る
こ
と
の
論
拠
と
指
導
法
を
確
か

な
も
の
に
す
る
こ
と
」
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
、「
享
受
者
（
学
習
者
）
を
現
代

の
生
き
た
わ
れ
わ
れ
と
し
て
、
中
国
（
古
典
）
文
化
摂
取
の
構
造
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
そ
の
学
習
内
容
を
検
討
し
て
い
る
（
二
三
頁
─
二
四
頁
）。

　
近
年
に
お
い
て
も
漢
文
学
習
に
関
す
る
論
考
の
発
表
は
少
な
く
な
く
、
当
然

な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
論
考
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
践
者
や
研
究
者
の
認
識
す
る

学
習
内
容
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
学
習
内
容
を
整
理
す
る
枠
組
み
が
整
備
さ
れ

て
い
な
い
状
況
も 

。
こ
の
状
況
に
お
い
て
は
、
個
々
の
実
践
者
・
研
究
者

七
三＊１

あ
る＊２

が
提
案
を
行
っ
て
も
、
そ
れ
が
漢
文
学
習
の
ど
の
よ
う
な
側
面
に
光
を
当
て
、

従
前
の
実
践
・
研
究
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
を
体
系
的
に
位
置
づ
け

る
こ
と
が
難
し
い
ま
ま
で
あ
る
。

　
本
研
究
で
は
、
こ
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
漢
文
学
習
の
学
習
内
容
を

整
理
す
る
枠
組
み
に
つ
い
て
検
討
し
、
試
案
を
作
成
す
る
。
こ
れ
は
、
漢
文
学

習
の
学
習
内
容
を
体
系
化
す
る
試
み
で
あ
る
と
と
も
に
、
漢
文
学
習
の
学
習
内

容
を
、
国
語
科
の
他
の
領
域
や
他
教
科
等
の
学
習
内
容
と
接
続
し
て
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
試
み
で
も
あ
る
。

二
　
漢
文
学
習
の
学
習
内
容
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
整
理

す
る
か

　
そ
れ
で
は
、
漢
文
学
習
の
学
習
内
容
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
捉
え
う
る
だ
ろ

う
か
。
こ
こ
で
は
、
ブ
ル
ー
ム
や
マ
ル
ザ
ー
ノ
の
議
論
を
も
と
に
学
校
で
育
て

る
資
質
・
能
力
を
検
討
し
た
石
井
英
真
に
よ
る
提
案
を
参
照
し
、
考
察
を
行
う
。
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二
─
一
　
学
校
で
育
て
る
能
力
の
階
層
性
（
質
的
レ
ベ
ル
）
の
モ
デ
ル
か
ら

　
石
井
英
真
（
二
○
一
五
）
は
、
図
一
の
よ
う
に
学
校
で
育
て
る
能
力
の
階
層

性
を
捉
え
る
枠
組
み
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
も
、
特
に
教
科
の
学
習
内
容

（
教
科
内
容
）
は
、「
認
知
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
、
六
つ
の
視
点
か
ら
整
理
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
六
つ
の
視
点
を
中
心
に
、
漢
文
学
習
の
学
習
内
容

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
石
井
の
示
す
枠
組
み
で
は
、
教
科
の
学
習
内
容
は
「
内
容
知
」
と
「
方
法
知
」

と
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
う
ち
「
内
容
知
」
は
、

　
　「
事
実
的
知
識
」（
知
っ
て
い
る
）

　
　「
概
念
的
知
識
」（
わ
か
る
）

　
　「
原
理
」（
使
え
る
）

と
階
層
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
漢
文
学
習
で
考
え
る
な
ら
ば
、「
事
実
的
知
識
」
に

は
、
訓
読
の
た
め
の
訓
点
の
理
解
や
句
形
の
理
解
、
基
本
的
な
背
景
知
識
の
理

解
な
ど
が
含
ま
れ
う
る
。「
概
念
的
知
識
」
に
は
、
日
本
語
に
お
け
る
漢
文
テ
キ

ス
ト
の
位
置
や
果
た
し
て
き
た
役
割
、
漢
文
テ
キ
ス
ト
の
背
景
に
あ
る
思
想
な

ど
が
含
ま
れ
う
る
。「
原
理
」
に
は
、
言
語
表
現
と
思
想
の
関
係
や
テ
キ
ス
ト
を

理
解
す
る
と
い
う
現
象
そ
の
も
の
へ
の
理
解
な
ど
が
含
ま
れ 

。

　
一
方
、「
方
法
知
」
は
、

　
　「
技
能
」（
で
き
る
）

　
　「
方
略
」（
わ
か
る
）

　
　「
方
法
論
」（
使
え
る
）

と
階
層
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
漢
文
学
習
で
考
え
る
な
ら
ば
、「
技
能
」
に
は
、
訓

点
を
も
と
に
し
た
書
き
下
し
方
や
、
指
示
語
の
読
み
取
り
方
な
ど
が
含
ま
れ
う

う
る＊３
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る
。「
方
略
」
に
は
、
漢
和
辞
典
を
参
照
し
な
が
ら
使
わ
れ
て
い
る
漢
字
の
意
味

を
推
論
す
る
方
略
や
、
解
説
の
テ
キ
ス
ト
を
読
み
比
べ
な
が
ら
よ
り
妥
当
だ
と

思
わ
れ
る
解
釈
を
選
び
取
っ
た
り
す
る
方
略
な
ど
が
含
ま
れ
う
る
。「
方
法
論
」

に
は
、
テ
キ
ス
ト
が
生
成
さ
れ
た
状
況
を
検
討
し
な
が
ら
書
き
手
の
意
図
を
推

論
す
る
方
法
や
、
理
解
し
た
意
味
を
も
と
に
そ
れ
を
訳
詩
な
ど
の
新
た
な
表
現

に
生
か
す
方
法
な
ど
が
含
ま
れ
う
る
。

　
石
井
は
、
こ
れ
ら
の
階
層
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　「
知
っ
て
い
る
・
で
き
る
」
レ
ベ
ル
の
課
題
が
解
け
る
か
ら
と
い
っ
て
、

「
わ
か
る
」
レ
ベ
ル
の
課
題
が
解
け
る
と
は
限
ら
な
い
し
、「
わ
か
る
」
レ
ベ

ル
の
課
題
が
解
け
る
か
ら
と
い
っ
て
、「
使
え
る
」
レ
ベ
ル
の
課
題
が
解
け
る

と
は
限
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
め
ざ
す
学
力
・
学
習
の
質
に
応
じ
て
、
そ
れ

に
適
し
た
評
価
の
方
法
や
タ
イ
ミ
ン
グ
、
そ
し
て
、
指
導
方
法
も
異
な
っ
て

き 

。

　「
使
え
る
」
レ
ベ
ル
や
「
わ
か
る
」
レ
ベ
ル
を
め
ざ
し
て
行
わ
れ
る
活
動
や

討
論
が
、
活
動
主
義
に
陥
ら
ず
真
に
深
く
思
考
す
る
活
動
と
な
る
に
は
、
事

実
的
知
識
や
個
別
的
技
能
と
い
っ
た
知
識
の
断
片
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
知

識
を
要
素
と
し
て
包
摂
し
構
造
化
す
る
一
般
的
な
概
念
や
原
理
な
ど
に
、
教

科
内
容
は
焦
点
づ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま 

。

　「
内
容
知
」
に
せ
よ
、「
方
法
知
」
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
「
知
識
の
断
片
」
で

は
な
く
、
要
素
と
し
て
「
概
念
や
原
理
」（
＝「
原
理
」「
方
法
論
」＝「
見
方
・
考

え
方
」）
に
包
摂
さ
れ
る
（
べ
き
）
も
の
と
し
て
石
井
は
整
理
し
て
い
る
。
こ
の

議
論
に
従
う
な
ら
ば
、
漢
文
学
習
の
学
習
内
容
に
つ
い
て
捉
え
、
整
理
す
る
こ

ま
す＊４

せ
ん＊５

と
を
考
え
る
と
き
、
よ
り
高
次
に
位
置
す
る
「
原
理
」
や
「
方
法
論
」
に
ど
の

よ
う
な
も
の
が
入
り
う
る
か
が
漢
文
学
習
を
行
う
意
義
に
直
結
す
る
問
題
に
な

る
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
漢
文
学
習
の
学
習
内
容
は
、「
原
理
」
や
「
方

法
論
」、「
概
念
的
知
識
」
や
「
方
略
」
を
ノ
ー
ド
（
結
節
点
）
と
し
た
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
と
し
て
描
く
こ
と
が
有
効
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
高
次
の
学
習

内
容
で
あ
る
「
原
理
」
や
「
方
法
論
」
は
、
複
数
の
「
概
念
的
知
識
」
や
「
方

略
」
を
結
ぶ
ノ
ー
ド
と
な
る
。「
概
念
的
知
識
」
や
「
方
略
」
も
ま
た
複
数
の

「
事
実
的
知
識
」
や
「
技
能
」
を
結
ぶ
ノ
ー
ド
と
な
る
。
こ
の
と
き
、
全
体
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
表
の
よ
う
な
ツ
リ
ー
構
造
で
は
な
く
、
格

子
に
も
似
た
セ
ミ
・
ラ
テ
ィ
ス
構
造
を
描
く
で
あ
ろ
う
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

あ
る
「
技
能
」
は
、
特
定
の
「
方
略
」
の
み
に
接
続
す
る
の
で
は
な
く
、
複
数

の
「
方
略
」
に
含
ま
れ
う
る
。
特
定
の
「
方
略
」
も
あ
る
「
方
法
論
」
に
の
み

接
続
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
複
数
の
「
方
法
論
」
に
分
有
さ
れ
る
。

二
─
二
　
漢
文
テ
キ
ス
ト
の
性
質
か
ら

　
石
井
の
枠
組
み
に
基
づ
く
考
察
か
ら
、
漢
文
学
習
の
学
習
内
容
を
群
と
し
て

捉
え
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
設
計
で
き
る
見
込
み
が
得
ら
れ
た
。
そ
れ

で
は
、
漢
文
学
習
の
学
習
内
容
の
内
実
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
枠
組
み
か

ら
捉
え
う
る
だ
ろ
う
か
。
再
び
石
井
の
議
論
を
参
照
し
て
み
よ
う
。

　
石
井
英
真
（
二
○
一
一
）
は
、
社
会
構
成
主
義
の
学
習
観
を
も
と
に
し
な
が

ら
、
学
習
活
動
に
つ
い
て
「
対
象
世
界
」「
他
者
」「
自
己
」
の
三
つ
の
軸
で
の

対
話
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
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学
習
者
が
仲
間
（
他
者
）
と
協
同
し
て
対
象
世
界
と
対
話
す
る
と
い
う
の

が
、
こ
の
モ
デ
ル
の
基
本
構
造
で
あ
る
。
学
習
者
は
、
自
分
の
持
て
る
知
識

（
認
識
枠
組
み
）
を
総
動
員
し
、
特
定
の
認
識
・
行
動
様
式
に
基
づ
き
な
が
ら
、

目
的
意
識
的
に
対
象
世
界
に
働
き
か
け
る
。
こ
の
対
象
志
向
的
活
動
の
過
程

で
、
学
習
者
は
他
者
と
相
互
交
渉
を
行
う
と
と
も
に
、
自
己
の
行
動
の
調
整

や
既
有
知
識
・
信
念
体
系
の
組
み
替
え
な
ど
の
自
己
内
対
話
を
誘
発
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
活
動
の
目
的
、
学
習
者
の
対
象
世
界
、
仲
間
、
自
己
へ
の
向
か
い

方
、
知
識
や
認
識
・
行
動
様
式
の
発
達
の
方
向
性
は
、
学
習
活
動
が
埋
め
込

ま
れ
て
い
る
文
脈
、
特
に
、
学
習
者
た
ち
が
属
し
て
い
る
地
域
・
学
校
共
同

体
の
文
化
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
、
仲
間
や
自
己
と
の
対
話
を
伴
う
対
象
志
向
的
活
動
を
通
じ
て
、

学
習
者
は
、
活
動
の
直
接
的
な
目
的
を
達
成
す
る
と
と
も
に
、
知
識
を
社
会

的
に
再
構
成
し
、
仲
間
と
の
間
で
間
主
観
的
に
共
有
す
る
。
ま
た
、
対
象
世

界
、
仲
間
、
自
己
そ
れ
ぞ
れ
と
の
対
話
に
関
わ
る
認
識
・
行
動
様
式
も
、
よ

り
洗
練
さ
れ
た
も
の
へ
と
高
ま
っ
て
い
く
。
認
識
枠
組
み
と
し
て
の
知
識
と

認
識
・
行
動
様
式
と
は
、
一
方
の
高
度
化
が
他
方
の
高
度
化
を
促
す
と
い
う

相
互
媒
介
的
な
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
深
ま
っ
た
り
、
高
ま
っ
た
り
す

る
こ
と
で
、
学
習
者
は
対
象
世
界
と
出
会
い
直
す
こ
と
に 

。

　
こ
こ
で
言
う
「
対
象
世
界
」
こ
そ
が
、
漢
文
学
習
の
内
実
に
関
わ
る
「
漢
文

テ
キ
ス
ト
群
」（
こ
れ
は
た
だ
テ
キ
ス
ト
だ
け
が
対
象
と
な
る
の
で
は
な
く
、

漢
文
テ
キ
ス
ト
を
取
り
巻
く
状
況
も
対
象
と
な
り
得
る
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
漢
文
学
習
に
お
い
て
、
学
習
者
は
、「
自
分
の
認
識
枠
組
み
」
や
「
学
習
活

動
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
文
脈
」
を
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
な
が
ら
、「
漢
文
テ
キ

な
る＊６

ス
ト
群
」
に
接
し
、
仲
間
（
他
者
）
と
協
同
し
て
そ
れ
と
の
対
話
を
行
う
こ
と

に
な
る
。
そ
こ
に
漢
文
学
習
と
い
う
出
来
事
が
起
こ
る
。

　
こ
れ
を
生
態
論
の
視
点
か
ら
捉
え
直
せ
ば
、
漢
文
学
習
の
学
習
内
容
を
捉
え

る
た
め
に
は
、「
漢
文
テ
キ
ス
ト
群
」
と
い
う
「 

」
と
接
す
る
と
こ
ろ
で
、

学
習
者
が
何
を
ア
フ
ォ
ー
ド
（
提
供
）
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
学
習
（
学
び
の
出

来
事
）
が
起
こ
り
う
る
か
（
あ
る
い
は
起
こ
っ
た
か
）
を
捉
え
る
必
要
が
あ
る

こ
と
に 

。
こ
の
と
き
、
当
然
な
が
ら
、
何
を
ア
フ
ォ
ー
ド
さ
れ
う
る
か
は
、

学
習
者
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
も
大
き
く
影
響
を
受
け
る
。
こ
の
よ
う
な
捉
え
方

は
、
た
と
え
ば
、
子
安
宣
邦
の
議
論
を
参
照
す
る
安
藤
信
廣
・
坂
口
三
樹
（
二

○
一
七
）
に
よ
る
次
の
よ
う
な
言
及
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
漢
文
と
い
う
多
分
に
他
者
性
を
帯
び
た
言
語
表
現
は
、
日
本
語
が
外
部
に

開
か
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
言
語
的
契
機
と
な
り 

。

　
こ
れ
は
、「
漢
文
と
い
う
多
分
に
他
者
性
を
帯
び
た
言
語
表
現
」
と
い
う
漢
文

テ
キ
ス
ト
に
備
わ
る
資
源
が
、
学
習
者
に
「
日
本
語
」
を
「
外
部
に
開
」
い
て

捉
え
る
思
考
を
ア
フ
ォ
ー
ド
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
と
捉
え
直

す
こ
と
が
で
き
る
。

　
安
藤
ら
は
、
そ
の
論
考
に
お
い
て
、「
漢
語
本
来
の
語
義
と
日
本
語
の
そ
れ
と

の
違
い
に
着
目
」
す
る
こ
と
な
ど
を
通
し
て
、「
漢
文
が
古
漢
語
で
書
か
れ
て
い

る
事
実
を
積
極
的
に
受
け
止
め
、
そ
れ
を
訓
読
と
し
て
ど
う
日
本
語
に
移
し
替

え
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
現
代
日
本
語
に
ど
う
移
し
替
え
得
る
か
を
考
え
た
い
」

と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
で
、「
言
葉
の
豊
穣
な
世
界
へ
の
認
識
」
が
開
か
れ

て
い
く
、
と
い
う
の
が
安
藤
ら
の
主
張
で
あ
る
（
一
六
頁
）。

資
源＊７

な
る＊８

得
る＊９
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　「
漢
文
と
い
う
多
分
に
他
者
性
を
帯
び
た
言
語
表
現
」
と
い
う
資
源
に
よ
っ
て
、

「
言
葉
の
豊
穣
な
世
界
へ
の
認
識
」（
原
理
）
を
目
指
し
た
「
漢
語
本
来
の
語
義

と
日
本
語
の
そ
れ
と
の
違
い
」（
事
実
的
知
識
）
や
「
訓
読
と
し
て
ど
う
日
本
語

に
移
し
替
え
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
現
代
日
本
語
に
ど
う
移
し
替
え
得
る
か
」

（
方
略
）
を
学
ぶ
漢
文
学
習
と
し
て
整
理
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
漢
文
学
習
の
学
習
内
容
を
捉
え
、
整
理
す
る
上
で
は
、
漢
文
テ
キ
ス
ト
が
備

え
る
資
源
の
価
値
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
れ
が
ア
フ
ォ
ー
ド
す
る
出
来
事
を
漢

文
学
習
の
可
能
性
と
し
て
見
い
だ
す
こ
と
（
及
び
ア
フ
ォ
ー
ド
す
る
こ
と
を
可

能
と
す
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
着
目
す
る
こ
と
）
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
　
実
践
か
ら
学
習
内
容
を
捉
え
る

　
こ
こ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
漢
文
学
習
の
学
習
内
容
を
捉
え
、
整
理
す
る
た
め

の
視
点
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
を
ま
と
め
る
と
図
二
の
よ
う
に
な
る
。

　
学
習
者
は
学
習
活
動
の
文
脈
の
中
で
、
対
象
世
界
と
し
て
の
漢
文
テ
キ
ス
ト

（
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
状
況
）
に
出
会
う
。
漢
文
テ
キ
ス
ト
に
備
わ
る
資
源
は
、

学
習
者
に
、
内
容
知
と
し
て
の
「
原
理
」「
概
念
的
知
識
」「
事
実
的
知
識
」、
方

法
知
と
し
て
の
「
方
法
論
」「
方
略
」「
技
能
」
を
学
習
す
る
可
能
性
を
提
供
す

る
。
内
容
知
・
方
法
知
の
学
び
を
経
て
、
学
習
者
は
漢
文
テ
キ
ス
ト
に
出
会
い

直
し
て
い
く
。

三
─
一
　
分
析
例

　
こ
の
枠
組
み
を
も
と
に
、
例
と
し
て
篭
島
千
裕
（
二
○
一
七
）
の
記
述
を
分

析
し
て
み
よ
う
。
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図二　漢文学習の学習内容を整理する枠組み



　
現
任
校
は
実
業
高
校
で
あ
り
、
生
徒
の
多
く
は
古
典
の
学
習
内
容
を
高
校

卒
業
以
降
ほ
と
ん
ど
活
用
し
な
い
。
し
か
し
、
見
慣
れ
ぬ
熟
語
を
理
解
し
た

い
と
き
や
、
高
校
国
語
で
古
典
の
教
養
を
身
に
着
け
る
た
め
に
も
、
漢
文
を

訓
読
す
る
ル
ー
ル
を
、
一
年
次
で
し
っ
か
り
と
身
に
着
け
て
も
ら
う
必
要
が

 

。

　
篭
島
の
提
案
で
は
、
こ
の
問
題
認
識
の
も
と
に
、
漢
文
訓
読
の
ル
ー
ル
を
学

習
す
る
た
め
に
、
問
題
集
を
グ
ル
ー
プ
で
解
く
学
習
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
こ

か
ら
は
、
漢
文
学
習
の
学
習
内
容
を
ど
の
よ
う
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
は
、
こ
の
提
案
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
見
慣
れ
ぬ
熟
語
を
理

解
し
た
い
と
き
」
と
「
漢
文
を
訓
読
す
る
ル
ー
ル
」
と
に
着
目
し
て
み
た
い

（「
古
典
の
教
養
を
身
に
着
け
る
た
め
」
は
漠
然
と
し
て
お
り
、
分
析
の
対
象
と

し
に
く
い
。
こ
れ
は
、「
原
理
」
や
「
方
法
論
」
と
し
て
設
定
す
る
上
で
も
、
そ

の
下
位
に
位
置
づ
く
「
概
念
的
知
識
」
や
「
方
略
」
が
具
体
的
に
想
定
し
に
く

い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
学
習
内
容
と
し
て
掲
げ
る
に
は
抽
象
度
が
高
す
ぎ

る
と
考
え
ら
れ
る
。）。

　「
見
慣
れ
ぬ
熟
語
を
理
解
し
た
い
と
き
」
に
は
、
訓
読
に
つ
い
て
の
理
解
を
活

用
し
て
、
熟
語
を
構
造
か
ら
推
測
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
未

知
の
語
に
つ
い
て
理
解
し
た
い
と
き
に
使
う
「
方
略
」
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

方
略
を
用
い
る
た
め
に
は
、「
事
実
的
知
識
」
と
し
て
訓
点
の
知
識
が
有
効
で
あ

り
、
ま
た
、「
技
能
」
と
し
て
訓
点
に
し
た
が
っ
た
書
き
下
し
が
で
き
る
こ
と
が

望
ま
し
く
、「
概
念
的
知
識
」
と
し
て
、
漢
語
（
熟
語
）
の
構
造
に
関
す
る
知
識

が
あ
る
と
よ
い
だ
ろ
う
。

あ
る＊　１０
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図三　分析例

学習者
（コンテクスト）方法知内容知対象世界

（漢文テクスト群）

・実業高校
・意味を理解するこ
とができない見慣
れぬ熟語に出会う
機会がある。
・見慣れぬ熟語は読
み飛ばしてしまい
やすい。

方法論原理・現代の日本語の熟
語のもとになって
おり、類似した構
造を持つ。
・訓点によって漢字
同士の関係がある
程度可視化され、
考えやすくなって
いる。

（既有知識の少ない
領域のテキストを理
解する方法）

（言葉の意味の構成
のされ方）

方略概念的知識

見慣れぬ熟語につい
て、構造から推測す
る仕方

漢語（熟語）の構造
に関する知識

技能事実的知識

訓点にしたがった書
き下し方

訓点の知識



　
こ
の
提
案
で
は
、
直
接
的
に
は
、「
事
実
的
知
識
」
と
「
技
能
」
と
し
て
、

「
漢
文
を
訓
読
す
る
ル
ー
ル
」
と
い
う
学
習
内
容
を
学
ぶ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら

の
学
習
の
可
能
性
は
、
取
り
扱
う
漢
文
テ
キ
ス
ト
が
、「
現
代
の
日
本
語
の
熟
語

の
も
と
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
類
似
し
た
構
造
を
持
つ
こ
と
」
や
、「
訓

点
に
よ
っ
て
漢
字
同
士
の
関
係
が
あ
る
程
度
可
視
化
さ
れ
、
考
え
や
す
く
な
っ

て
い
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
て
い
る
。

　「
原
理
」
と
「
方
法
論
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
提
案
で
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か

し
、
そ
れ
ぞ
れ
「
概
念
的
知
識
」
と
「
方
略
」
の
上
位
に
当
た
る
階
層
と
い
う

と
こ
ろ
か
ら
推
測
す
る
こ
と
は
で
き
る
。「
原
理
」
と
し
て
は
、
言
葉
の
意
味
は

ど
う
構
成
さ
れ
る
の
か
（
言
葉
の
意
味
の
構
成
の
さ
れ
方
）、
と
い
う
「
原
理
」

が
あ
り
う
る
。「
方
法
論
」
と
し
て
は
、
既
有
知
識
の
少
な
い
領
域
の
テ
キ
ス
ト

を
理
解
す
る
方
法
、
な
ど
の
「
方
法
論
」
が
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ

ら
の
「
原
理
」「
方
法
論
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
提
案
に
お
け
る
「
概
念
的
知

識
」
や
「
方
略
」
以
外
に
多
く
の
「
概
念
的
知
識
」「
方
略
」
を
必
要
と
す
る
。

三
─
二
　
実
践
史
か
ら
の
検
討

　
以
上
の
試
行
か
ら
、
漢
文
学
習
の
学
習
内
容
に
つ
い
て
、
実
践
や
研
究
が
対

象
と
す
る
学
習
内
容
に
つ
い
て
は
（
当
然
な
が
ら
、
記
述
の
た
め
の
縮
減
過
程

で
見
落
と
し
て
し
ま
う
点
は
あ
る
に
し
て
も
）
記
述
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
記
述
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
広
げ
て
い
く
こ

と
は
可
能
だ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
は
、
漢
文
教
育
の
実
践
史
か
ら
、
類
似
し
た
「
原
理
」「
方
法
論
」
を

学
習
内
容
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
実
践
群
を
抽
出
し
、
そ
こ
か
ら
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
と
し
て
の
記
述
が
行
い
得
る
か
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
う
。

　
二
○
○
六
年
か
ら
二
○
一
五
年
に
か
け
て
発
表
さ
れ
た
漢
文
教
育
関
係
論
文

に
つ
い
て
は
、
以
前
、
二
九
一
本
の
論 

対
象
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の

よ
う
な
課
題
意
識
に
基
づ
き
、
ど
の
よ
う
な
学
習
内
容
・
学
習
方
法
が
提
案
・

実
施
さ
れ
た
か
を
整
理
し
た
。
そ
の
際
に
み
ら
れ
た
学
習
内
容
・
学
習
方
法
に

つ
い
て
、
頻
度
八
以
上
の
も
の
を
分
析
し
、
共
起
関
係
を
も
と
に
分
類
す
る
と

表
一
の
よ
う
に
な
る
。

文
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表
一
　
漢
文
教
育
関
係
論
文
に
お
け
る
学
習
内
容
・
学
習
方
法

分
類

テ
キ
ス
ト
の
理
解
と

再
構
成

協
働
的
な
学
習

漢
文
テ
キ
ス
ト
に
由

来
す
る
学
習
内
容

視
点
の
形
成

学
習
内
容
・
学
習
方
法

テ
キ
ス
ト
の
批
評
・
認
識

創
作
・
翻
訳
・
別
媒
体
の
表
現

他
者
と
の
協
同
・
相
談

読
み
広
げ
・
調
査
・
設
問
・
自
習
、
発
表
・
プ
レ
ゼ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
等

音
読
・
暗
誦
・
素
読
、
漢
文
へ
の
親
し
み
・
興
味
、

教
科
・
科
目
・
領
域
の
越
境
、
訓
読
・
文
法
慣
習
の

変
更
、
校
種
間
の
連
携
、
書
き
下
し
文
・
現
代
語
訳

の
活
用

漢
字
・
語
彙
・
文
章
学
習
、
教
材
選
定
の
見
直
し
、

日
本
漢
文
と
日
本
語

訓
読
・
文
法
に
関
す
る
知
識

訓
読
と
日
本
語
文
化
の
来
歴

感
想
・
意
見
・
解
釈
の
表
現
、
思
考
・
も
の
の
見
方

の
形
成

社
会
の
批
評
・
認
識



　
そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
内
容
・
学
習
方
法
は
類
似
し
た
「
原
理
」「
方
法
論
」
を
有

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
試
行
と
し
て
、「
訓
読
と
日
本
語
文
化
の
来

歴
」
を
取
り
上
げ
る
。

　
学
習
内
容
「
訓
読
と
日
本
語
文
化
の
来
歴
」
は
、
当
該
年
代
の
漢
文
教
育
関

係
論
文
に
お
い
て
は
課
題
「
意
義
・
目
的
の
曖
昧
さ
」
と
共
起
す
る
。
こ
れ
ら

の
論
文
で
は
、
次
の
よ
う
に
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
漢
文
の
意
義
・
重
要
性
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
と
考
え
る
回
答
も
存
在
す
る
。

特
に
漢
文
を
外
国
語
で
あ
る
と
認
識
し
、
訓
読
法
に
意
義
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
て
い
な
い
と
い
う
回
答
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
生
徒
は
国
語
の

授
業
の
中
に
な
ぜ
漢
文
が
あ
る
の
か
理
解
し
て
い
な
い
の
で 

。

　
漢
文
学
習
を
特
色
付
け
て
い
る
「
漢
文
の
訓
読
の
仕
方
を
理
解
す
る
こ
と
」

即
ち
、
な
ぜ
訓
読
法
と
い
う
方
法
を
用
い
て
中
国
の
古
典
を
読
む
の
か
、
理

解
し
て
い
な
い
可
能
性
が
高
い
。
学
習
す
る
理
由
が
不
明
瞭
で
は
、
学
習
へ

の
動
機
付
け
も
不
十
分
に
な
り
、
ひ
い
て
は
不
人
気
と
な
る
の
も
当
然
で

 

。

　
こ
れ
ら
の
論
文
で
は
、
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
漢
文
学
習
の
意
義
に
つ

い
て
、
そ
れ
を
支
え
る
学
習
内
容
を
、
漢
文
テ
ク
ス
ト
に
備
わ
る
「
訓
読
そ
れ

自
体
の
意
味
や
日
本
語
の
歴
史
に
お
け
る
役
割
」
と
い
う
資
源
に
着
目
し
て
見

い
だ
そ
う
と
す
る
。

　
た
と
え
ば
太
田
亨
（
二
○
一
四
）
は
、
高
等
学
校
の
漢
文
導
入
期
に
お
い
て
、

「
文
字
が
な
い
時
代
か
ら
国
風
文
化
が
起
こ
る
ま
で
、
日
本
人
が
使
用
し
て
い
た

あ
る＊　１２
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言
葉
と
文
字
、
そ
れ
ら
を
取
り
巻
く
環
境
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
こ
と
」
の
必
要

性
を
指
摘
し
（
五
四
頁
）、
こ
れ
を
音
読
み
や
訓
読
み
の
学
習
と
も
結
び
つ
け
な

が
ら
、
日
本
語
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
学
習
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
を
提

起
し
て
い
る
。
加
藤
美
紀
（
二
○
一
四
）
も
ま
た
、「
日
本
語
の
文
字
の
歴
史
教

育
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
を
提
案
」
し
て
い
る
（
一
五
七
頁
）。

　
太
田
（
二
○
一
四
）
の
提
案
か
ら
内
容
知
を
見
い
だ
す
と
、
次
の
よ
う
に

「
原
理
」
と
「
概
念
的
知
識
」
が
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
な
お
、

【
　
】
の
中
は
稿
者
の
つ
け
た
学
習
内
容
の
ラ
ベ
ル
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
同
じ
「
訓
読
と
日
本
語
文
化
の
来
歴
」
を
学
習
内
容
と
し
て

取
り
上
げ
、
そ
の
実
践
を
報
告
し
て
い
る
宮
久
保
ひ
と
み
・
松
川
利
広
（
二
○

 

）
の
学
習
内
容
と
の
関
連
を
見
て
み
た
い
。

　
宮
久
保
ら
の
実
践
で
は
、
中
学
三
年
生
を
対
象
に
、『
日
本
書
紀
』
を
教
材
と

し
た
学
習
が
行
わ
れ
て
い
る
。
校
区
に
『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
た
氷
室
が
復

元
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
活
か
し
、
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
を
招
く
こ
と
で
実
施

一
四＊　１４
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内
容
知

原
理

概
念
的
知
識

【
日
本
語
に
お
け
る
漢
語
漢
文
の
役
割
】

「
日
本
語
の
言
葉
と
文
字
の
成
立
の
中
で
漢
語
漢
文

が
い
か
に
重
要
で
あ
っ
た
か
」（
五
四
頁
）

【
日
本
語
の
文
字
の
成
立
過
程
】

「
文
字
が
な
い
時
代
か
ら
国
風
文
化
が
起
こ
る
ま
で
、

日
本
人
が
使
用
し
て
い
た
言
葉
と
文
字
、
そ
れ
ら

を
取
り
巻
く
環
境
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
」（
五
四

頁
）



さ
れ
た
授
業
で
あ
る
。
論
考
を
も
と
に
学
習
内
容
に
関
す
る
箇
所
を
整
理
す
る

と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
こ
の
実
践
で
は
、「
原
理
」
や
「
方
法
論
」「
方
略
」
な
ど
は
直
接
的
に
は
述

べ
ら
れ
て
い
な
い
。
問
題
の
所
在
も
「
訓
読
に
苦
手
意
識
を
も
ち
、
漢
文
自
体

を
難
し
い
と
感
じ
る
生
徒
が
多
か
っ
た
」（
一
五
五
頁
）、「
訓
読
の
学
習
が
始
ま

る
中
学
校
段
階
か
ら
漢
文
嫌
い
を
生
ま
ぬ
よ
う
に
、
高
等
学
校
で
の
学
習
を
見

据
え
、
中
学
校
に
お
け
る
訓
読
の
指
導
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
」（
一
五
六
頁
）

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
高
次
の
学
習
内
容
に
触
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
し
か
し
、
上
の
よ
う
に
整
理
し
て
み
る
と
、
そ
の
概
念
的
知
識
は
太
田
（
二

○
一
四
）
の
も
の
と
通
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。【
日
本
語
の
文
字
の

成
立
過
程
】
と
い
う
概
念
的
知
識
か
ら
【
日
本
語
に
お
け
る
漢
語
漢
文
の
役
割
】

と
い
う
原
理
へ
の
リ
ン
ク
を
見
い
だ
す
こ
と
で
、
宮
久
保
ら
の
実
践
が
（
暗
に
）

目
指
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
原
理
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
あ
る
い
は
、

【
日
本
語
の
文
字
の
成
立
過
程
】
と
リ
ン
ク
す
る
原
理
が
増
え
れ
ば
、
そ
ち
ら
の

原
理
と
の
つ
な
が
り
を
見
い
だ
す
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
）。

　
さ
ら
に
、【
日
本
語
の
文
字
の
成
立
過
程
】
は
【
訓
読
の
仕
方
】
と
い
う
技
能

と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
先
に
見
た
篭
島
千
裕
（
二
○
一
七
）
に
お
い
て
も

「
訓
点
に
し
た
が
っ
た
書
き
下
し
方
」
と
し
て
【
訓
読
の
仕
方
】
を
見
い
だ
す
こ

と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
見
慣
れ
ぬ
熟
語
に
つ
い
て
、
構
造
か
ら
推

測
す
る
仕
方
」
と
い
う
【
熟
語
の
意
味
を
構
造
か
ら
推
測
す
る
】
方
略
に
つ
な

が
っ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
つ
な
が
り
を
見
て
い
く
と
、
共
起
関
係
に
あ
る
原
理
や
方
法
論
、

概
念
的
知
識
な
ど
を
可
視
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漢
文
学
習
の
学
習
内
容
に

つ
い
て
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
描
く
こ
と
は
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
こ
と
が
、
個
々
に
独
立
し
て
い
る
実
践
群
・
研
究
群
を
相
互
に
結

び
つ
け
る
地
図
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
も
期
待
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
　
お
わ
り
に

　
本
稿
で
検
討
し
た
試
案
は
、
緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
対
象
と
し
て
検

─　　─１２２

内
容
知

方
法
知

学
習
者
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
／
使
用
す
る
教
材

・「
記
紀
に
つ
い
て
の
基
本
的
知
識
も
曖
昧
」
一
五
六
頁

・「『
日
本
書
紀
』
の
漢
文
を
目
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
一
五
七
頁

・
町
で
は
「
氷
祭
り
」（
貯
蔵
し
た
氷
を
取
り
出
す
神
事
）
が
行
わ
れ
て
い

る
が
、
中
学
生
に
な
り
参
加
し
な
く
な
っ
て
い
る
。
一
五
六
頁

・『
日
本
書
紀
』「
氷
室
の
お
こ
り
」

・
郷
土
史
に
詳
し
い
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー

概
念
的
知
識

技
能

【
日
本
語
の
文
字
の
成
立
過
程
】

「
日
本
語
の
文
章
表
現
が
漢
文
か
ら
始
ま
っ
た
と
知

る
」
一
五
六
頁

「「
万
葉
仮
名
」
で
書
か
れ
た
『
万
葉
集
』
よ
り
前

の
文
章
は
「
中
国
か
ら
学
ん
だ
」
漢
文
で
書
か
れ

て
い
た
と
知
る
こ
と
は
言
語
の
歴
史
に
つ
い
て
考

え
る
機
会
と
な
る
だ
ろ
う
」
一
五
六
頁

【
訓
読
の
仕
方
】

「
訓
読
の
仕
方
を
理
解
し
、
漢
文
特
有
の
リ
ズ
ム
に

慣
れ
て
、
訓
読
文
を
読
」
む
。
一
五
八
頁



討
し
た
論
考
が
少
な
い
た
め
、
本
稿
が
思
い
描
い
た
学
習
内
容
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
化
が
実
用
性
を
も
っ
た
か
た
ち
で
可
能
な
の
か
は
い
ま
だ
明
ら
か
で
は
な
い
。

　
し
か
し
、
発
表
さ
れ
続
け
て
い
る
多
く
の
実
践
・
研
究
が
活
用
し
に
く
い
ま

ま
の
状
況
に
あ
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
。
過
去
の
資
産
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ

と
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
検
討
を
続
け
て
い
き
た
い
。

（
注
）

＊
１
　
南
本
義
一
（
一
九
七
三
）「
国
語
科
と
し
て
の
供
漢
文
僑」（『
漢
文
教
室
』

一
〇
七
、
大
修
館
書
店
）

＊
２
　
研
究
に
つ
い
て
の
整
理
と
し
て
は
、
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
【
編
】

『
国
語
科
教
育
学
研
究
の
成
果
と
展
望
Ⅱ
』
学
芸
図
書
、
二
○
一
三
に
ま
と

ま
っ
て
い
る
が
、
実
践
に
つ
い
て
の
整
理
は
な
い
。

＊
３
　「
含
ま
れ
う
る
」
こ
と
は
、「
そ
れ
を
学
習
す
る
意
義
が
あ
る
」
こ
と
と

は
、
ひ
と
ま
ず
独
立
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
学
習
内
容
を
整
理
す

る
枠
組
み
を
作
る
に
際
し
て
は
、「
起
こ
り
う
る
学
習
の
可
能
性
」
と
、
そ

れ
に
対
す
る
価
値
づ
け
と
は
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

＊
４
　
石
井
英
真
（
二
○
一
五
）『
今
求
め
ら
れ
る
学
力
と
学
び
と
は
』
日
本
標

準
、
二
四
頁

＊
５
　
石
井
英
真
（
二
○
一
五
）『
今
求
め
ら
れ
る
学
力
と
学
び
と
は
』
日
本
標

準
、
二
六
頁

＊
６
　
石
井
英
真
（
二
○
一
一
）『
現
代
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
学
力
形
成
論
の
展

開
』
東
信
堂
、
二
七
五
頁

＊
７
　
こ
の
用
語
に
つ
い
て
は
、
染
谷
昌
義
（
二
○
一
七
）『
知
覚
経
験
の
生
態

学
』
勁
草
書
房
　
の
議
論
を
参
照
し
た
。
染
谷
は
動
物
に
行
為
の
可
能
性

を
提
供
す
る
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
道
具
や
環
境
に
備
わ

る
「
資
源
」
と
解
釈
す
る
エ
ド
ワ
ー
ド
・
リ
ー
ド
の
説
を
支
持
し
て
い
る
。

＊
８
　
冨
安
慎
吾
（
二
○
一
六
ａ
）「
国
語
科
教
育
に
お
け
る
漢
文
教
育
の
意

義
」（
浜
本
純
逸
【
監
】・
冨
安
慎
吾
【
編
】『
中
学
校
・
高
等
学
校
　
漢
文

の
学
習
指
導
：
実
践
史
を
ふ
ま
え
て
』
溪
水
社
）
で
は
、
漢
文
テ
キ
ス
ト

の
性
質
に
着
目
し
て
漢
文
教
育
の
意
義
を
検
討
し
た
。

＊
９
　
安
藤
信
廣
・
坂
口
三
樹
（
二
○
一
七
）「
漢
文
教
育
の
位
置
と
方
向
」

（『
日
本
語
学
』
三
六
─
七
、
明
治
書
院
）
二
○
頁

＊
　
　
篭
島
千
裕
（
二
○
一
七
）「
教
え
る
楽
し
み
・
教
わ
る
楽
し
み
」（『
月
刊

１０
国
語
教
育
研
究
』
五
四
四
、
東
洋
館
出
版
社
）
四
○
頁

＊
　
　
冨
安
慎
吾
（
二
○
一
六
ｂ
）「
漢
文
教
育
実
践
史
の
検
討
　
課
題
か
ら
の

１１
考
察
：2006–2015

         
」
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
新
潟
大
会
発
表
資
料

＊
　
　
太
田
亨
（
二
○
一
四
）「
国
語
に
お
け
る
漢
語
・
漢
文
の
位
置
付
け
」

１２（『
日
本
語
学
』
三
三
─
八
、
明
治
書
院
）
五
一
頁

＊
　
　
加
藤
美
紀
（
二
○
一
四
）「
国
語
科
に
お
け
る
漢
文
教
育
の
あ
り
方
に
つ

１３
い
て
」（『
共
立
国
際
研
究
』
三
一
、
共
立
女
子
学
園
共
立
女
子
大
学
国
際

学
部
）
一
四
九
頁

＊
　
　
宮
久
保
ひ
と
み
・
松
川
利
広
（
二
○
一
四
）「
生
徒
が
漢
文
に
親
し
む
た

１４
め
の
教
材
開
発
」（『
教
育
実
践
開
発
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
二
三
、

奈
良
教
育
大
学
教
育
実
践
開
発
研
究
セ
ン
タ
ー
）

（
島
根
大
学
）

─　　─１２３




