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一 

中
学
一
年
生
の
漢
文
教
材
と
訓
読 

 (

一)

教
科
書
教
材
と
漢
文
訓
読 

 中
学
校
の
漢
文
教
材
の
配
当
学
年
を
見
る
と
、「
故
事
成
語
教
材
」
は
、
各
教
科
書
共
に
第

一
学
年
に
配
さ
れ
て
お
り
、
第
二
学
年
と
第
三
学
年
に
は
「
漢
詩
教
材
」「
論
語
教
材
」
の
い

ず
れ
か
が
充
て
ら
れ
て
い
る
。 

 

前
回
改
訂(

平
成
二
十
年
告
示)

さ
れ
た
中
学
校
学
習
指
導
要
領
国
語
科
第
一
学
年
の
「
伝
統

的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」
に
は
、 

文
語
の
き
ま
り
や
訓
読
の
仕
方
を
知
り
、
古
文
や
漢
文
を
音
読
し
て
、
古
典
特
有
の
リ
ズ

ム
を
味
わ
い
な
が
ら
、
古
典
の
世
界
に
触
れ
る
こ
と
。 

と
あ
る
。
こ
の
説
明
は
、
平
成
二
十
年
告
示
よ
り
以
前
の
中
学
校
国
語
科
学
習
指
導
要
領
で

は
、
第
二
学
年
の
指
導
事
項
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
た
文
言
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
今
般

の
改
訂
で
令
和
三
年
度
よ
り
中
学
校
で
全
面
実
施
と
な
っ
た
平
成
二
十
九
年
度
告
示
の
学
習

指
導
要
領
で
も
変
わ
ら
な
い
。 

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
中
学
一
年
生
の
漢
文
教
材
に
は
書
き
下
し
文
が
大
き
く
載
せ

ら
れ
て
い
て
、
も
と
の
漢
文
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
中
学
校
で
は
、
現
在

四
社
の
教
科
書
会
社(

東
京
書
籍
、
三
省
堂
、
教
育
出
版
、
光
村
図
書 

※
発
行
者
番
号
順)

の
国
語
教
科
書
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
も
と
の
漢
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
二
社
だ
け

あ
り
、
い
ず
れ
も
欄
外
の
掲
載
で
、
文
字
の
ポ
イ
ン
ト
も
本
文
よ
り
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。

こ
の
状
況
下
で
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
漢
文
そ
の
も
の
の
提
示
さ
え
十
分
に
さ
れ
て
い
な
い

状
況
下
の
生
徒
た
ち
に
、
漢
文
に
対
し
て
の
理
解
を
浸
透
さ
せ
る
指
導
と
な
る
。 

 (

二)

訓
読
指
導
の
実
際 

 

 

レ
点
、
一
・
二
点
の
説
明
時
に
試
み
た
指
導
を
以
下
に
述
べ
る
。 

ま
ず
最
初
に
、
訓
点
を
付
し
た
文
と
書
き
下
し
文
と
を
並
べ
て
生
徒
の
前
に
提
示
す
る
。 

レ
点
の
場
合
に
は
、
た
と
え
ば
「
作
文
」
を
示
す
時
に
「
作
」「
文
」
の
配
色
を
変
え
て
み

る
と
、
語
順
の
違
い
が
生
徒
に
も
容
易
に
納
得
で
き
て
く
る
。 

一
・
二
点
の
場
合
で
は
、「
見
」
「
南
山
」
の
配
色
を
変
え
て
み
る
。
こ
の
と
き
に
、
そ
れ
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ぞ
れ
の
文
字
の
横
に
「
１
」「
２
」
と
い
う
具
合
に
、
語
順
を
示
す
番
号
を
振
る
。
一
字
の
み

の
顛
倒
を
意
味
す
る
レ
点
の
場
合
は
容
易
に
理
解
で
き
る
し
、
一
・
二
点
で
あ
れ
ば
、「
見
」

の
横
に
「
２
」「
南
山
」
に
は
「
１
」
と
し
て
お
く
と
、
中
学
一
年
生
段
階
の
生
徒
に
も
理
解

し
や
す
い
。 

こ
の
手
順
に
従
っ
て
次
の
提
示
を
し
た
と
こ
ろ 

 

梅
披
鏡
前
之
粉 

 
 
 
 

梅
は
鏡
前
之
粉
に
披
き 

蘭
薫
珮
後
之
香 

 
 
 
 

蘭
は
珮
後
之
香
に
薫
る 

 

と
読
む
こ
と
が
で
き
た
。
一
昨
年
の
授
業
で
あ
る
が
、「
令
和
」
改
元
と
い
う
年
な
ら
で
は
の

発
展
学
習
と
い
う
こ
と
か
ら
、
生
徒
の
印
象
に
も
残
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
と
こ

ろ
か
ら
も
漢
文
へ
の
興
味
が
喚
起
さ
れ
た
生
徒
も
多
く
見
ら
れ
た
。 

 

二 

故
事
成
語
教
材
の
指
導 

 (

一)

中
学
校
の
故
事
成
語
教
材 

 現
行
各
教
科
書
中
の
中
学
校
漢
文
教
材
は
、「
故
事
成
語
」「
漢
詩
」「
論
語
」
に
大
別
で
き

る
。
そ
の
中
で
故
事
成
語
だ
け
は
各
教
科
書
共
に
第
一
学
年
段
階
の
配
当
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
各
社
共
に
教
材
と
し
て
「
矛
盾
」
を
採
っ
て
い
る
。 

さ
て
、
本
学
会
で
は
、
小
中
学
生
を
対
象
と
し
た
故
事
成
語
の
本
『
知
っ
て
お
き
た
い
教

科
書
に
出
て
く
る
故
事
成
語
』(

全
国
漢
文
教
育
学
会
編
・
汐
文
社)

を
二
〇
一
八
年
に
出
版
し

た
。 内

容
構
成
で
は
、「
○
○
っ
て
、
た
と
え
ば
こ
う
い
う
こ
と
！
」
と
い
う
欄
を
設
け
て
、
読

者
で
あ
る
児
童
生
徒
に
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
身
近
な
学
校
や
地
域
社
会
で
の
一
場
面
を
紹

介
。
さ
ら
に
、
こ
れ
に
続
け
て
「
こ
ん
な
で
き
ご
と
か
ら
生
ま
れ
た
言
葉
だ
よ
」
欄
で
出
典

に
即
し
た
物
語
を
紹
介
す
る
項
を
設
け
た
。 

 (

二)

故
事
成
語
教
材
の
指
導
の
実
際 

 

本
年
度
か
ら
全
面
実
施
さ
れ
る
中
学
校
学
習
指
導
要
領
に
は
「
古
典
特
有
の
リ
ズ
ム
を
通 

し
て
、
古
典
の
世
界
に
親
し
む
こ
と
」
が
指
導
の
内
容
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
傍
線
部

は
従
前
「
味
わ
い
」「
触
れ
る
こ
と
」
と
あ
っ
た
部
分
で
あ
る
。
こ
の
「
古
典
に
親
し
む
」
方

策
と
し
て
、
生
徒
に
短
文
を
作
ら
せ
る
学
習
活
動
を
採
り
入
れ
る
こ
と
に
し
た
。 

し
か
し
、
生
徒
に
あ
り
が
ち
な
事
例
と
し
て
、 

「
あ
な
た
の
話
は
矛
盾
し
て
い
る
」 
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「
Ａ
君
も
Ｂ
君
も
五
十
歩
百
歩
だ
」 

だ
け
で
済
ま
せ
て
し
ま
う
場
合
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
文
か
ら
だ
け
で
は
、
文
を
作
成
し
た
生

徒
が
果
た
し
て
本
当
に
こ
れ
ら
の
語
彙
が
定
着
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
は

難
し
い
。
こ
の
よ
う
な
練
習
方
法
で
は
あ
ま
り
に
も
一
文
が
短
か
す
ぎ
、
前
後
の
場
面
の
様

子
が
表
現
で
き
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

そ
こ
で
、『
知
っ
て
お
き
た
い
教
科
書
に
出
て
く
る
故
事
成
語
』
中
の
「
○
○
っ
て
、
た
と

え
ば
こ
う
い
う
こ
と
！
」
を
あ
ら
か
じ
め
生
徒
に
閲
覧
さ
せ
た
後
に
、
故
事
成
語
に
合
っ
た

場
面
を
考
え
さ
せ
て
文
章
表
現
す
る
活
動
を
入
れ
て
か
ら
発
表
す
る
と
い
っ
た
授
業
展
開
を

考
え
実
践
し
た
と
こ
ろ
、
具
体
的
な
場
面
を
想
定
し
て
文
章
表
現
を
行
う
こ
と
の
で
き
た
生

徒
が
多
く
見
ら
れ
た
。
こ
の
実
践
を
通
し
て
、
生
徒
に
適
切
な
モ
デ
ル
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、

学
習
内
容
の
定
着
が
よ
り
確
実
な
も
の
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

【
生
徒
の
感
想
か
ら
】 

・
学
ん
だ
言
葉
で
作
る
の
は
と
て
も
お
も
し
ろ
く
て
楽
し
か
っ
た
。
い
ろ
い
ろ
な
言
葉
で
作

り
た
い
と
思
っ
た
。 

・
本
の
例
話
も
お
も
し
ろ
か
っ
た
し
、
話
を
自
分
で
考
え
て
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
か
っ
た
。 

 

三 

展
望 

  

授
業
の
際
に
は
、
教
室
に
東
ア
ジ
ア
の
掛
地
図
を
掛
け
な
が
ら
漢
文
を
学
ぶ
こ
と
と
し
た
。

漢
文
教
材
指
導
の
際
に
、
歴
史
的
に
漢
文
が
使
用
さ
れ
て
い
た
地
域
を
伝
え
る
た
め
に
地
図

を
提
示
し
な
が
ら
説
明
を
加
え
る
こ
と
は
非
常
に
効
果
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
地
図
を
持
ち
出

す
こ
と
に
は
、
次
の
意
図
が
あ
る
。
漢
文
が
か
つ
て
東
ア
ジ
ア
共
通
の
文
字
言
語
と
し
て
機

能
し
た
歴
史
を
持
つ
こ
と
を
、
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
は
知
ら
な
い
。
漢
文
が
使
用
さ
れ
た
範
囲

は
、
中
国
の
み
な
ら
ず
朝
鮮
半
島
、
中
央
ア
ジ
ア
、
ベ
ト
ナ
ム
ま
で
広
範
に
及
ん
で
い
た
と

い
う
歴
史
的
経
緯
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
、
漢
文
の
授
業
の
中
で
伝
え
る
こ
と

は
、
生
徒
も
新
鮮
な
驚
き
を
感
じ
た
様
子
で
あ
り
、
教
育
上
か
ら
も
大
き
な
意
味
を
持
つ
も

の
と
考
え
る
。 

【
生
徒
の
感
想
か
ら
】 

・
た
く
さ
ん
の
国
の
人
が
同
じ
漢
文
を
使
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
今
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
こ
と
が
す
ご
い
と
思
っ
た
。 

・
昔
か
ら
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
共
通
だ
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
昔
は
漢
文
が
共
通
だ
っ
た

と
わ
か
っ
て
び
っ
く
り
し
た
。 

 

さ
て
、
故
事
成
語
が
教
材
と
し
て
採
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
い
つ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

教
科
書
教
材
を
遡
り
な
が
ら
確
認
し
て
い
く
と
、
明
治
三
十
五
年
の
「
中
学
校
教
授
要
目
」
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中
に 故

事
古
語
等
ハ
之
カ
解
釈
出
処
ニ
関
シ
徒
ニ
生
徒
ヲ
苦
マ
シ
ム
ル
コ
ト
ナ
ク
初
ヨ
リ
其
ノ

説
明
ヲ
与
フ
ヘ
シ 

 

と
あ
り
、
さ
ら
に
、
戦
後
期
の
昭
和
四
十
五
年
の
学
習
指
導
要
領
に
は
、
左
の
よ
う
に
あ

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。 

 

短
く
て
や
さ
し
い
文
語
文
や
格
言
・
故
事
成
語
、
お
よ
び
基
本
的
な
古
典
を
適
宜
用
い
る
よ

う
に
す
る
こ
と
。 

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
徒
ニ
生
徒
ヲ
苦
マ
シ
ム
ル
コ
ト
ナ
ク
」(

「
中
学
校
教
授
要
目 

教
授
上
ノ
注
意
」)

「
親
し
み
や
す
く
平
易
な
も
の
」(

「
中
学
校
学
習
指
導
要
領 

国
語
」)

と
の
表
現
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
明
治
以
降
戦
前
期
に
お
い
て
も
戦
後
期
に
お
い
て
も
、
学

習
者
に
漢
文
に
対
す
る
抵
抗
感
が
少
な
く
平
易
で
初
歩
段
階
の
教
材
の
代
表
格
と
し
て
故
事

成
語
が
扱
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
現
在
ま
で
継
続
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

故
事
成
語
は
い
っ
た
い
教
材
と
し
て
「
平
易
」
な
も
の
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

故
事
成
語
自
体
に
つ
い
て
言
え
ば
、
確
か
に
現
代
の
言
語
生
活
の
中
で
も
し
ば
し
ば
目
に
し

た
り
耳
に
す
る
機
会
が
多
い
か
も
知
れ
な
い
。 

一
方
で
、
故
事
成
語
の
出
典
と
し
て
は
そ
れ
が
漢
文
の
文
章
中
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
言
葉

で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
学
習
す
る
際
に
は
お
の
ず
か
ら
長
文
に
触
れ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
と

な
る
。
も
ち
ろ
ん
初
め
て
漢
文
に
接
す
る
中
学
一
年
生
に
そ
の
ま
ま
の
漢
文
を
提
示
す
る
わ

け
に
は
い
か
な
い
た
め
、
書
き
下
し
文
や
現
代
語
訳
で
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る

と
、
「
矛
盾
」「
蛇
足
」
な
ど
の
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
日

本
語
の
文
脈
中
で
の
経
験
に
と
ど
ま
る
こ
と
で
あ
り
、
漢
文
教
材
そ
の
も
の
の
「
平
易
」
の

程
度
と
は
必
ず
し
も
関
係
し
な
い
こ
と
と
な
る
。
半
数
の
教
科
書
が
も
と
の
漢
文
を
掲
載
せ

ず
に
書
き
下
し
文
の
み
を
載
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
漢
文
教
材
と
し
て
の
故
事
成
語
の
在

り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。 

 

先
に
見
た
よ
う
に
、
教
科
書
に
ほ
と
ん
ど
も
と
の
漢
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
現
状
に
照

ら
し
て
考
え
る
と
、
中
学
一
年
の
生
徒
が
漢
文
の
イ
メ
ー
ジ
を
抱
く
こ
と
は
困
難
に
思
え
る
。

従
前
か
ら
の
、
故
事
成
語
は
「
平
易
」
で
あ
る
か
ら
第
一
学
年
の
配
当
教
材
と
い
う
先
入
観

を
一
度
置
き
去
る
こ
と
も
必
要
だ
ろ
う
。
小
学
校
教
科
書
に
古
典
教
材
が
多
く
載
せ
ら
れ
る

な
っ
て
き
た
現
在
、
そ
れ
ら
に
採
ら
れ
て
い
る
文
か
ら
、
新
た
な
中
学
一
年
配
当
教
材
を
探

す
よ
う
な
努
力
も
、
選
択
肢
の
ひ
と
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

現
在
の
学
校
教
育
の
枠
組
み
上
で
は
、
漢
文
指
導
に
充
て
ら
れ
る
時
間
数
も
ご
く
限
ら
れ

た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
枠
組
内
に
あ
っ
て
、
生
徒
の
興
味
関

心
を
育
む
指
導
を
ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
か
と
い
う
指
導
の
在
り
方
と
並
行
し
て
、
よ
り
適
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切
な
教
材
の
在
り
方
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
、
将
来
を
担
う
べ
き
有
為
の
人
材
育
成
の
大
き

な
課
題
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
。 


