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身
近
な
事
柄
に
引
き
付
け
て
　
―
漢
文
指
導
の
ヒ
ン
ト
―

瀧
康
秀

古
典
指
導
の
ヒ
ン
ト

　

漢
字
ば
か
り
で
書
か
れ
て
い
る
外
国
の
古
典

を
、
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
に
戻
っ
た
り
し
な
が

ら
、
慣
れ
な
い
古
風
な
日
本
語
に
変
換
し
て
読

ん
で
い
く
…
…
漢
文
の
授
業
に
は
確
か
に
そ
う

い
う
と
っ
つ
き
に
く
さ
が
あ
る
。
そ
れ
は
そ
う

で
あ
る
。
教
材
に
よ
っ
て
は
、
二
千
数
百
年
前

の
、
紀
元
前
に
遡
る
古
代
文
明
の
産
物
で
あ
っ

た
り
す
る
の
だ
か
ら
。

　

漢
字
は
時
代
に
よ
っ
て
書
体
も
意
味
も
さ
ま

ざ
ま
に
変
化
し
て
い
る
し
、
漢
文
も
、
古
代
・

中
世
・
近
世
と
、
そ
の
文
体
を
変
え
つ
つ
今
に

至
っ
て
い
る
。
古
代
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
漢

語
も
文
体
も
シ
ン
プ
ル
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
だ

か
ら
こ
そ
、
早
く
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
注
釈
が
生

ま
れ
、
そ
れ
自
体
が
学
問
の
中
心
に
な
っ
て
き

た
ほ
ど
で
あ
る
。
漢
文
と
格
闘
し
て
私
も
三
十

年
以
上
に
な
る
が
、
今
で
も
漢
文
読
解
の
難
し

さ
に
直
面
し
て
ば
か
り
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
私
は
漢
文
学
習
の
最
初
に
、

生
徒
と
の
や
り
と
り
の
中
で
、
い
つ
も
次
の
よ

う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

「
有
名
な
四
つ
の
古
代
文
明
の
文
字
で
、
今
日

ま
で
生
き
な
が
ら
え
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、

漢
字
し
か
な
い
ん
だ
。
こ
れ
は
世
界
史
的
に
見

て
も
、
特
別
な
こ
と
だ
と
わ
か
る
だ
ろ
う
？
」

「『
論
語
』
の
〝
学
而
時
習
之
、
不
亦
説
乎
。

〔
学
び
て
時
に
之こ
れ

を
習
ふ
、
亦ま

た

説よ
ろ
こば
し
か
ら
ず

や
〕〟
な
ど
は
、
高
校
は
も
ち
ろ
ん
、
中
学
の

教
科
書
に
も
出
て
い
る
が
、
こ
の
『
学
而
時
習

之　

不
亦
説
乎
』
と
い
う
字
句
は
、
実
に
紀
元

前
か
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
。
キ
リ
ス
ト
誕
生
以

前
か
ら
変
わ
ら
ず
に
伝
え
ら
れ
た
字
句
を
、
日

本
の
中
・
高
生
は
学
べ
て
い
る
！
」

「
そ
れ
に
、
ほ
ら
朋
美
さ
ん
（
仮
名
）。
あ
な

た
の
名
前
の
「
朋
」
は
、『
論
語
』
の
、
さ
っ

き
言
っ
た
「
学
而
…
…
」
の
後
に
出
て
く
る

〝
有
朋
自
遠
方
来
、〔
朋と
も

の
遠
方
自よ

り
来
た
る
有

り
〕」〟
の
「
朋
」
だ
よ
！　

意
味
も
同
じ
だ
。

君
た
ち
が
自
覚
し
て
な
い
だ
け
で
、
私
た
ち
の

今
日
の
生
活
・
文
化
の
中
に
、
漢
語
・
漢
文
が

育
ん
で
き
た
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
か
ら
こ
そ
、

こ
う
い
う
発
見
が
い
く
ら
も
で
き
る
。
だ
か
ら

君
た
ち
は
、
世
界
的
に
見
て
も
稀
な
、
こ
の
特

別
な
学
習
環
境
を
生
か
さ
な
い
手
は
な
い
！
」

　

日
常
、
漢
字
と
触
れ
合
っ
て
い
る
日
本
の

中
・
高
生
は
、
今
な
お
世
界
の
中
で
も
漢
文
と

特
別
な
近
さ
に
あ
る
。
自
分
た
ち
の
文
化
の
背

景
を
知
る
た
め
に
も
漢
文
は
読
ま
な
く
て
は
な

ら
な
い
、
と
さ
え
い
え
る
ほ
ど
だ
。
入
門
期
の

生
徒
に
は
、
漢
文
の
、
こ
う
い
っ
た
身
近
さ
と

い
う
側
面
を
ま
ず
強
調
し
、
親
し
み
や
す
い
点

の
多
く
あ
る
こ
と
に
気
付
か
せ
て
い
き
た
い
。

　

と
っ
つ
き
や
す
さ
、
親
し
み
や
す
さ
を
感
じ

さ
せ
る
糸
口
と
し
て
は
、
先
の
名
前
の
例
も
そ

の
一
つ
だ
が
、
今
日
の
我
々
の
文
化
と
も
関
連

し
、
身
近
に
あ
る
か
ら
こ
そ
普
段
そ
れ
と
意
識

し
に
く
い
、
漢
字
・
漢
語
・
漢
文
に
関
係
す
る

事
柄
に
注
目
さ
せ
る
の
も
有
効
で
あ
る
。
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古
典
指
導
の
ヒ
ン
ト

辞
任
」、
ウ
で
は
「
辞
去
」
な
ど
の
熟
語
が
思

い
浮
か
ぶ
。
身
近
な
熟
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る

場
合
は
、
ぜ
ひ
生
徒
に
発
見
さ
せ
た
い
。

※
注 

（
一
）
が
ア
、（
二
）（
四
）（
五
）
が
ウ
、

（
三
）
が
イ
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、「
鴻
門
之
会
」
の
段
階
で
は

「
沛
公
」
と
称
さ
れ
た
劉
邦
で
あ
る
が
、「
四
面

楚
歌
」
に
お
い
て
項
羽
軍
を
取
り
巻
く
の
は
、

劉
邦
の
指
揮
す
る
「
漢
軍
」
で
あ
る
。
つ
ま
り

劉
邦
は
漢
王
に
な
っ
て
い
る
。
沛
公
は
、
項
羽

に
与
え
ら
れ
た
狭
隘
な
盆
地
に
過
ぎ
な
か
っ
た

漢
中
に
拠
点
を
置
き
、
漢
王
と
称
し
た
の
で
あ

る
。
後
に
項
羽
の
楚
を
破
り
、
天
下
を
平
定
し

た
漢
王
・
劉
邦
は
、
新
帝
国
の
国
号
を
そ
の
ま

ま
漢
と
し
た
。
短
命
に
終
わ
っ
た
秦
と
異
な
り
、

こ
の
漢
帝
国
が
前
・
後
四
百
年
に
亘
っ
て
存
在

し
た
た
め
、
漢
こ
そ
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
ま
で

至
る
中
国
諸
帝
国
の
基
本
形
を
築
い
た
と
い
え

る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
我
々
が
使
う
字
は
「
漢
」

字
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
鴻
門
で
沛
公
が

項
荘
に
切
ら
れ
、
項
羽
の
楚
が
磐
石
の
帝
国
と

な
っ
て
い
た
ら
、
漢
字
は
、
な
ん
と
楚
字
と
呼

ば
れ
た
か
も
し
れ
な
い
よ
。」
と
、
私
は
歴
史

の
「
も
し
も
」
を
生
徒
に
語
っ
た
り
す
る
。
こ

れ
も
、
漢
文
を
少
し
で
も
身
近
に
感
じ
て
も
ら

う
た
め
の
方
便
で
あ
る
。

（
た
き 

や
す
ひ
で
・
清
泉
女
学
院
中
学
高
等
学
校
）

漢
文
中
に
お
い
て
一
字
で
表
現
さ
れ
た
語
に
つ

い
て
、
今
日
我
々
が
用
い
る
二
字
熟
語
に
置
き

換
え
さ
せ
、
そ
の
意
味
を
特
定
さ
せ
る
よ
う
に

す
る
と
よ
い
。
古
代
に
遡
る
ほ
ど
漢
語
表
現
は

シ
ン
プ
ル
で
あ
り
、
一
字
・
一
音
・
一
単
語
で

用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
時
代
が
下
る

に
つ
れ
、「
謝
」
な
ら
そ
の
字
義
の
中
の
三
つ
、

ア
「
あ
や
ま
る
」、
イ
「
礼
を
言
う
」、
ウ
「
断

る
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
謝
罪
」「
感
謝
」「
謝

絶
」
な
ど
の
熟
語
で
表
現
し
、
意
味
を
わ
か
り

や
す
く
伝
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

※
注 

（
一
）（
三
）
が
ア
、（
二
）
は
イ
の
意
味
で

あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
現
在
日
本
語
と
な
っ
て
い
る
熟

語
と
漢
文
中
の
熟
語
と
で
は
意
味
が
微
妙
に
ず

れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
漢
和
辞
典
で
確
認
さ
せ

つ
つ
一
字
の
語
を
身
近
な
二
字
熟
語
に
置
き

換
え
さ
せ
て
い
く
練
習
は
、
漢
文
学
習
に
お

い
て
生
徒
の
理
解
を
大
い
に
助
け
る
。
多
く

の
漢
文
指
導
者
が
実
践
し
て
い
る
や
り
方
で

あ
る
。「
鴻
門
之
会
」
で
は
、
ほ
か
に
（
一
）

「
卮
酒
安
辞
足
。」、（
二
）「
今
者
出
未
辞
也
。」、

（
三
）「
大
礼
不
辞
小
譲
。」、（
四
）「
何
辞
為
。」、

（
五
）「
不
能
辞
。」
と
、「
辞
」
も
頻
用
さ
れ
る
。

こ
の
字
も
多
義
で
あ
り
、
ア
「
断
る
・
や
め

る
」、
イ
「
気
に
か
け
る
」、
ウ
「
別
れ
を
告
げ

る
」
な
ど
の
意
味
が
あ
り
、
ア
で
は
「
固
辞
・

　
『
史
記
』「
鴻
門
之
会
」「
四
面
楚
歌
」
は
、

教
科
書
に
お
い
て
不
動
の
地
位
に
あ
る
教
材
で

あ
る
。
緊
迫
し
た
人
間
関
係
が
交
錯
し
て
実
に

ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
展
開
で
あ
り
、
簡
潔
で
要
を

得
た
文
体
は
読
み
や
す
く
、
学
習
に
資
す
る
語

法
・
句
法
も
少
な
く
な
い
。
時
代
背
景
も
、
秦

末
漢
帝
国
成
立
前
夜
と
い
う
、
東
ア
ジ
ア
史
の

み
な
ら
ず
、
世
界
史
上
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

漢
文
学
習
に
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
作
品

と
言
え
る
。
こ
れ
を
例
に
取
ろ
う
。

　

ま
ず
、「
鴻
門
之
会
」
に
至
る
経
緯
に
つ
い

て
、
リ
ー
ド
文
（
解
説
文
）
を
読
み
合
わ
せ
る

な
ど
し
て
触
れ
て
お
く
べ
き
だ
が
、
こ
こ
で
は
、

世
界
史
で
必
ず
学
ぶ
始
皇
帝
の
統
一
事
業
の
う

ち
、
文
字
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
と
よ
い
。

各
地
で
さ
ま
ざ
ま
な
書
体
が
使
わ
れ
て
い
た
の

を
、
始
皇
帝
は
篆
書
に
統
一
し
た
。
こ
の
篆
書

は
、
日
本
の
公
的
文
書
で
今
な
お
欠
か
せ
な
い

印
鑑
の
書
体
、
印
篆
の
元
と
な
っ
た
が
、
生
徒

の
多
く
に
は
そ
の
認
識
が
な
い
の
で
、
知
ら
せ

て
お
き
た
い
。
二
千
年
以
上
前
の
大
事
業
の
さ

さ
や
か
な
余
波
は
、
こ
ん
な
身
近
な
所
に
ま
で

及
ん
で
い
た
の
だ
、
と
。

　

さ
て
「
鴻
門
之
会
」
で
は
、（
一
）「
沛
公

（
略
）
謝
曰
…
…
」、（
二
）「
噲
拝
謝
起
…
…
」、

（
三
）「
張
良
入
謝
曰
…
…
」
と
「
謝
」
字
が
複

数
回
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
箇
所
を
機
に
、




