
「
山
月
記
」
　
の
教
材
研
究
と
そ
の
指
導

一
教
材
と
し
て
の
「
山
月
記
」

「
山
日
記
」
　
(
中
島
敦
)
　
は
、
1
九
五
〇
(
昭
和
二
五
)
年
、
高
校
二
年

の
教
科
書
(
三
省
堂
)
　
に
採
録
さ
れ
て
以
来
、
1
年
二
二
年
の
教
科
告
に
採

録
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
'
今
日
高
校
二
年
生
の
教
材
と
し
て
定
着
し
、
夏

目
淑
石
の
「
こ
こ
ろ
」
と
と
も
に
、
高
校
二
年
生
の
定
番
教
材
と
な
っ
て
い

る
と
言
え
る
。
ち
な
み
に
へ
　
1
九
九
二
年
度
使
用
の
　
r
国
語
E
j
　
の
教
科
普

で
は
、
二
十
三
種
中
十
六
種
に
　
「
山
日
記
」
は
採
録
さ
れ
て
い
る
。

中
島
敦
の
作
品
で
言
え
ば
、
他
に
、
「
牛
人
」
「
司
馬
遷
」
「
名
人
伝
」
「
弟

子
」
「
悟
浄
歎
異
」
「
わ
が
西
遊
記
」
な
ど
が
あ
る
が
'
採
録
数
、
ま
た
現
場

の
支
持
で
言
え
ば
'
「
山
日
記
」
は
群
を
抜
い
て
い
る
。

『
文
学
教
材
の
実
践
研
究
日
録
』
　
(
浜
本
純
逸
他
、
渓
水
社
)
　
三
冊
に
よ

れ
ば
、
合
計
十
九
の
実
践
が
記
録
さ
れ
て
お
り
へ
　
こ
れ
は
高
等
学
校
の
実
践

と
し
て
は
多
い
も
の
で
あ
る
。
本
第
四
十
回
学
会
に
お
い
て
も
、
宮
本
浩
治

氏
(
広
島
大
学
大
学
院
)
へ
　
片
桐
啓
恵
氏
　
(
長
崎
市
立
長
崎
高
校
)
へ
　
雲
山
由

美
子
氏
　
(
滋
賀
県
立
甲
西
高
校
)
　
ら
の
発
表
に
'
「
山
日
記
」
は
何
ら
か
の

形
で
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
へ
　
現
在
ま
で
の
実
践
を
細
か
に
拾
え
ば
'
相
当

の
実
践
の
積
み
上
げ
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
O

三
　
浦
　
和
　
尚

個
人
的
な
こ
と
を
言
わ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
私
自
身
の
教
員
生
活
の
中

で
'
「
山
日
記
」
　
は
「
舞
姫
」
　
と
並
ん
で
実
践
の
多
い
作
品
で
あ
る
。
実
践

報
告
も
し
て
お
り
　
(
拙
著
冒
同
等
学
校
国
語
科
学
習
指
導
研
究
-
小
説
教
材

の
取
り
扱
い
を
中
心
に
-
』
渓
水
社
、
一
九
九
二
)
、
そ
れ
だ
け
に
愛
着
が

潔
-
、
思
い
入
れ
も
強
い
。
同
じ
よ
う
な
思
い
で
'
共
感
的
に
作
品
を
見
て

お
ら
れ
る
方
も
多
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

二
　
「
山
月
記
」
学
習
指
導
上
の
諸
問
題

多
く
の
実
践
が
な
さ
れ
て
き
た
「
山
日
記
」
だ
け
に
、
実
践
上
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
が
提
起
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
側
面
も
あ
る
。

ひ
と
つ
は
、
そ
の
表
現
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
-
「
山
日
記
」
は
へ
　
そ
の
表
現
に
お
い
て
漢
文
訓
読
調
を

特
徴
と
し
て
い
る
。
そ
れ
が
作
品
の
魅
力
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
郡
実
で
あ

る
が
、
同
時
に
へ
　
今
日
の
高
校
生
に
と
っ
て
は
と
っ
つ
き
に
-
い
文
章
で
あ

る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
心
地
よ
い
漢
文
訓
読
の
調
べ
を
聞
き
味
わ
う
こ
と

は
で
き
て
も
、
語
句
自
体
の
難
し
さ
の
抵
抗
か
ら
、
内
容
理
解
に
つ
い
て
は

困
難
を
伴
う
。
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そ
れ
は
'
高
校
生
を
取
り
巻
-
文
化
の
変
化
、
漢
文
(
古
典
)
学
習
の
弱

ま
り
な
ど
へ
　
1
朝
1
夕
の
問
題
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て

も
、
音
読
を
ど
う
す
る
の
か
、
文
体
・
表
現
を
味
わ
う
学
習
を
ど
う
展
開
し

う
る
の
か
な
ど
'
具
体
的
な
問
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
学
習
者
の
実
態
か

ら
'
「
山
日
記
」
は
も
う
教
材
と
し
て
は
難
し
す
ぎ
る
と
い
う
現
場
の
声
を

間
-
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

も
う
ひ
と
つ
は
'
内
容
的
な
問
題
で
あ
る
。

表
現
の
持
つ
難
し
さ
に
比
べ
へ
内
容
的
に
は
、
読
ま
せ
さ
え
す
れ
ば
生
徒

た
ち
は
食
い
つ
い
て
-
る
、
そ
の
意
味
で
は
い
ま
だ
に
よ
い
教
材
だ
と
い
う

意
見
も
聞
か
れ
る
。
少
な
く
と
も
へ
人
間
が
虎
に
な
る
と
い
う
劇
的
な
展
開

は
、
生
徒
を
必
ず
引
き
つ
け
る
力
を
も
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
同
時
に
へ
作
品
の
あ
ち
こ
ち
に
ち
り
ば
め
ら
れ
る
取
り
句
と
も
言
え

る
表
現
か
ら
、
生
徒
た
ち
の
受
け
止
め
方
が
意
外
に
多
様
で
あ
る
と
い
う
側

面
も
あ
る
。
読
者
と
し
て
受
け
止
め
る
テ
ー
マ
が
多
様
で
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
学
習
指
導
上
「
お
も
し
ろ
さ
」
を
引
き
出
す
要
素
と
な
る
の
か
、

あ
る
い
は
「
扱
い
に
-
さ
」
と
し
て
機
能
し
て
し
ま
う
の
か
、
指
導
方
法
上

の
工
夫
が
必
要
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

そ
の
延
長
線
上
に
'
作
品
が
投
げ
か
け
る
問
題
を
'
生
徒
の
内
面
と
ど
う

切
り
結
ん
で
い
-
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
自
分
自
身
を
探
-
掘
り
下
げ

よ
う
と
す
る
姿
勢
に
欠
け
が
ち
な
生
徒
た
ち
、
国
語
科
学
習
を
知
識
の
レ
ベ

ル
で
割
り
切
り
が
ち
な
生
徒
た
ち
の
心
を
開
き
へ
揺
さ
ぶ
る
に
は
ど
う
し
た

ら
よ
い
の
か
。
作
品
に
力
が
あ
る
だ
け
に
'
実
践
者
と
し
て
は
そ
う
い
う
願

い
を
全
面
に
打
ち
出
し
た
-
な
る
が
'
生
徒
た
ち
を
「
山
日
記
」
の
読
者
と

し
て
成
立
さ
せ
る
こ
と
は
、
そ
う
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。

さ
ら
に
、
指
導
上
の
問
題
と
し
て
は
、
作
品
の
原
話
で
あ
る
中
国
古
典

「
人
虎
伝
」
を
ど
う
扱
う
か
の
問
題
も
あ
る
。
作
品
と
原
話
と
の
関
係
で
言

え
ば
'
「
羅
生
門
」
(
「
今
昔
物
語
築
」
)
よ
り
も
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
(
シ
ル
レ

ル
「
人
質
」
)
　
に
近
い
構
造
を
持
っ
て
い
る
が
、
「
人
虎
伝
」
を
扱
う
こ
と
で

ど
の
よ
う
に
「
山
日
記
」
の
読
み
が
深
ま
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
へ
必

ず
し
も
実
践
的
に
決
着
が
つ
い
て
い
る
と
は
言
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
「
山
日
記
」
の
実
践
上
の
問
題
の
う
ち
、
主
だ
っ
た
も
の
を
い
く

っ
か
挙
げ
て
み
た
。
「
山
日
記
」
の
実
践
研
究
は
'
こ
う
い
っ
た
問
題
を
視

野
に
入
れ
つ
つ
へ
学
習
者
の
実
態
を
反
映
さ
せ
て
な
さ
れ
て
い
く
べ
き
も
の

だ
と
考
え
る
。

三
　
「
提
案
」
を
ど
う
受
け
止
め
る
か

(
〓
そ
れ
ぞ
れ
の
提
案
内
容
に
つ
い
て

「
『
山
日
記
』
の
授
業
に
関
す
る
い
-
つ
か
の
提
言
」
(
松
友
1
雄
氏
、
広

島
大
学
附
属
中
・
高
校
)
、
「
読
み
を
開
-
『
山
日
記
』
の
授
業
」
(
高
橋
哲

朗
氏
へ
宮
崎
県
立
宮
崎
酉
高
校
)
、
「
「
山
日
記
」
の
教
材
研
究
と
そ
の
指
導

-
「
山
日
記
」
を
読
む
生
徒
の
位
置
に
つ
い
て
-
」
(
竹
盛
浩
二
氏
へ
広
島

大
学
附
属
福
山
中
・
高
校
)
へ
三
提
案
は
と
も
に
明
確
な
問
題
意
識
に
裏
打

ち
さ
れ
た
、
重
厚
な
も
の
で
あ
っ
た
。

高
橋
氏
の
提
案
は
'
基
本
的
に
は
教
材
研
究
で
あ
り
、
そ
れ
に
実
験
的
な

実
践
が
添
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
受
け
止
め
ら
れ
る
。

高
橋
氏
は
、
「
読
み
を
開
-
」
授
業
の
指
導
過
程
を
t

I
次
　
自
ら
の
テ
ク
ス
ト
を
作
る
。
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2
次
　
読
み
を
交
流
し
'
差
異
を
明
確
に
す
る
。

3
次
　
戦
略
的
読
み
を
経
験
す
る
。

4
次
　
読
み
の
内
省
を
は
か
る
。

と
モ
デ
ル
化
L
t
　
最
終
的
に
は
生
徒
の
「
自
己
認
識
の
変
革
」
に
至
り
た
い

と
考
え
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
高
橋
氏
が
考
え
ら
れ
る
「
文
学
の

読
み
」
の
一
般
的
な
指
導
方
法
で
あ
り
'
「
山
日
記
」
の
具
体
的
な
問
題
と

し
て
は
'
「
山
日
記
」
に
対
す
る
現
場
教
師
の
意
識
が
と
ら
え
ら
れ
'
初
発

の
感
想
の
分
析
な
ど
か
ら
へ
「
山
日
記
」
を
生
徒
た
ち
は
ど
う
読
む
の
か
が

具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

松
友
氏
の
提
案
は
、
教
材
に
慣
れ
た
教
師
が
「
教
え
た
い
」
と
い
う
欲
望

を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
徒
た
ち
の
「
読
む
」
と
い
う
行
為
の
リ
ア
リ
テ
ィ

を
欠
落
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
識
に
基
づ
い
て
、
定
番
教
材

に
対
す
る
教
師
の
「
と
ら
わ
れ
」
を
問
題
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
'
自
己
の

読
み
を
対
象
化
す
る
授
業
の
試
み
と
し
て
、
「
一
語
表
現
の
実
践
」
を
報
告

さ
れ
た
。

松
友
氏
に
よ
れ
ば
'
初
読
後
の
一
語
の
感
想
と
そ
の
理
由
の
記
述
は
'
自

己
の
読
み
を
吟
味
し
、
対
象
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
同
時
に
、
学
習
者
が

取
り
組
み
や
す
い
と
い
う
利
点
を
持
つ
と
言
わ
れ
る
。

竹
盛
氏
の
提
案
は
'
「
山
日
記
」
に
生
徒
が
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
の
か

と
い
う
問
題
を
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
山
日
記
」
の
学
習
は
学
習
で
進
む
の
だ
が
、
生
徒
た
ち
が
そ
の
学
習
の

中
で
'
作
品
そ
の
も
の
に
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
の
か
'
そ
の
向
き
合
い
方

に
教
師
と
し
て
物
足
り
な
さ
が
残
る
と
い
う
。
小
松
左
京
の
「
霧
が
晴
れ
た

と
き
」
の
読
み
と
比
較
し
な
が
ら
、
生
徒
た
ち
の
「
山
日
記
」
の
読
み
　
(
文

学
作
品
と
の
向
か
い
合
い
方
)
が
教
室
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
深
ま
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
竹
盛
氏
は
'
授
業
に
お
い
て
「
山

日
記
」
を
読
む
と
き
の
生
徒
の
位
置
と
'
授
業
後
の
「
山
日
記
」
の
位
置
と

は
'
同
じ
よ
う
に
考
え
て
は
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
る
。

(
二
)
教
師
が
何
を
願
っ
て
い
る
か

さ
て
'
こ
の
よ
う
に
三
つ
の
提
案
を
並
べ
て
み
る
と
、
期
せ
ず
し
て
、
そ

こ
に
あ
る
種
の
共
通
性
と
体
系
性
が
見
え
て
-
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
O

共
通
性
と
い
う
の
は
'
表
現
の
仕
方
こ
そ
違
え
、
三
つ
の
提
案
と
も
、
読

者
と
し
て
の
生
徒
が
そ
れ
ぞ
れ
、
独
自
の
読
み
を
自
身
の
中
に
生
み
出
す
こ

と
を
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
'
当
然
の
こ
と
で
あ

る
よ
う
に
見
え
て
'
現
実
の
教
室
実
態
そ
の
も
の
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
言

え
な
い
。

あ
る
高
校
の
研
究
会
で
、
教
員
が
共
同
し
て
テ
ス
ト
問
題
を
作
る
と
い
う

趣
旨
の
発
表
が
あ
り
へ
国
語
科
の
中
間
テ
ス
ト
問
題
が
資
料
と
し
て
提
出
さ

れ
た
が
へ
　
そ
の
テ
ス
ト
の
解
答
欄
の
数
は
お
よ
そ
五
十
で
あ
っ
た
。
五
十
分

の
テ
ス
ト
で
五
十
の
解
答
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
'
単
純
に
考
え
れ
ば
'
一

分
間
に
一
題
に
反
応
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
雷
-
こ
と
自
体
に
要
す
る

時
間
を
考
え
れ
ば
、
実
際
の
反
応
時
間
は
も
っ
と
短
-
な
る
で
あ
ろ
う
。
じ
っ

く
り
考
え
た
結
果
を
求
め
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
ま
し
て
や
、
考
え
る
過

程
を
大
切
に
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
'
三
つ
の
提
案
は
、
生
徒
た
ち
自
身
が
読
み
を
深
め
、

自
身
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
に
い
さ
さ
か
の
た
め
ら
い
も
な

い
。
そ
れ
は
文
学
の
読
み
の
本
来
の
姿
で
あ
り
、
そ
の
点
に
ま
っ
す
ぐ
に
切
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り
込
ま
れ
て
い
る
点
を
高
-
評
価
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

「
山
日
記
」
は
そ
れ
に
耐
え
る
作
品
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

し
か
し
'
生
徒
た
ち
の
文
学
の
学
習
の
過
程
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
小

学
校
に
お
い
て
は
、
「
言
語
の
教
育
」
を
前
面
に
出
し
た
学
習
指
導
要
領
を

反
映
し
て
か
'
読
解
能
力
(
技
能
)
　
の
育
成
を
念
頭
に
匿
い
た
指
導
を
受
け

て
き
た
傾
向
が
あ
る
。
三
つ
の
提
案
に
技
能
の
獲
得
の
過
程
が
な
い
の
か
ど

う
か
は
、
さ
ら
に
細
か
-
検
討
す
る
必
要
は
あ
る
が
、
提
案
者
に
そ
の
意
識

が
薄
い
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
私
は
そ
の
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
つ
も
り

は
な
い
。
た
だ
へ
　
生
徒
た
ち
　
(
子
ど
も
た
ち
)
　
が
'
ど
の
よ
う
な
な
だ
ら
か

な
学
習
過
程
を
経
て
き
て
い
る
の
か
へ
多
少
の
不
安
と
興
味
を
感
じ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
問
題
を
、
三
つ
の
提
案
は
計
ら
ず
し
て
提

起
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

(
≡
)
教
師
は
何
を
す
れ
ば
よ
い
か

次
に
、
体
系
性
と
い
う
の
は
'
以
下
の
よ
う
な
受
け
止
め
方
が
可
能
で
は

な
い
か
と
考
え
る
こ
と
に
よ
る
。

高
橋
氏
の
提
案
は
、
基
本
的
に
は
教
材
研
究
で
あ
る
。
松
友
氏
の
提
案
は
、

「
山
日
記
」
　
の
学
習
そ
の
も
の
を
ど
の
よ
う
に
工
夫
す
る
か
と
い
う
も
の
で

あ
り
、
竹
盛
氏
の
提
案
は
'
い
わ
ば
、
授
業
中
と
授
業
後
の
問
題
、
言
い
方

を
変
え
れ
ば
'
授
業
そ
の
も
の
に
「
文
学
の
受
容
」
と
い
う
意
味
で
は
限
界

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
'
三
つ
の
提
案
は
、
授
業
前
へ
授
業
中
へ
授
業
後
の
問
題
を
そ
れ

ぞ
れ
提
起
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

高
橋
提
案
に
あ
る
、
教
師
が
「
山
日
記
」
を
ど
う
受
け
止
め
て
い
る
の
か

は
、
新
し
い
視
点
の
教
材
研
究
で
あ
り
'
そ
う
い
っ
た
作
業
が
学
校
単
位
で

で
も
行
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
教
師
の
共
同
的
な
教
材
研
究
と
し
て
有
効
性
を

持
つ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
生
徒
た
ち
の
感
想
や
疑
問
点
の
資
料
は
'
竹
盛
氏

の
資
料
の
生
徒
の
読
み
と
と
も
に
、
学
習
者
研
究
と
し
て
の
価
値
は
高
い
。

松
友
氏
の
指
摘
す
る
「
教
師
の
と
ら
わ
れ
」
は
、
実
践
を
重
ね
る
ほ
ど
教

材
と
生
徒
が
見
え
て
き
て
、
結
果
と
し
て
「
教
え
て
」
し
ま
い
、
生
徒
の
読

み
を
確
立
す
る
こ
と
か
ら
遠
-
な
っ
て
い
-
と
い
う
、
ひ
と
つ
の
「
約
㍍
句
」

と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
へ
竹
盛
提
案
は
'
教
師
と
生
徒
と
文
学
の
関
係
そ
の
も
の
を
揺
さ
ぶ

る
指
摘
で
あ
る
。
授
業
は
授
業
で
し
か
な
い
。
読
者
と
し
て
文
学
と
一
体
化

す
る
場
と
し
て
は
不
適
当
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
'
授
業
で
教
師
は
何
を
す
れ

ば
よ
い
の
か
へ
生
徒
た
ち
を
ど
の
時
点
で
手
放
し
へ
読
者
と
し
て
の
成
立
を

見
守
れ
ば
よ
い
の
か
、
ま
た
一
方
、
教
室
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
読
み
と
い
う

も
の
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
た
ら
よ
い
の
か
な
ど
、
極
め
て
重
要
な
問
題
を

は
ら
ん
で
い
る
と
言
え
る
。

三
つ
の
提
案
か
ら
'
「
山
日
記
」
の
扱
い
の
問
題
は
も
と
よ
り
、
文
学
作

品
の
扱
い
そ
の
も
の
の
問
題
が
抽
出
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ

は
ま
た
へ
　
「
山
日
記
」
が
優
れ
た
作
品
で
あ
る
証
拠
と
も
言
え
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

(
四
)
　
「
協
議
」
か
ら

協
議
で
提
示
さ
れ
た
主
な
論
点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
「
山
日
記
」
の
指
導
上
、
教
師
自
身
が
明
確
な
主
題
意
識
を
持
っ
て
い
な

い
と
、
テ
ー
マ
が
多
様
に
想
定
さ
れ
る
だ
け
に
'
扱
い
に
-
さ
が
生
じ
る
。
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・
作
品
そ
の
も
の
の
持
つ
表
現
の
美
し
さ
を
ど
の
よ
う
に
味
わ
わ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
か
。

・
高
校
生
の
教
材
と
し
て
「
山
日
記
」
は
は
た
し
て
適
当
な
の
か
。

そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
教
材
観
と
実
践
を
背
負
っ
て
の
発
言
で
、
文
章

で
記
録
す
る
以
上
の
重
み
を
感
じ
さ
せ
る
の
も
の
で
あ
り
、
発
言
の
背
景
か

ら
掘
り
起
こ
し
て
い
け
ば
'
大
き
な
論
点
と
な
る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。

司
会
の
力
不
足
と
時
間
不
足
で
、
論
点
の
提
出
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
が
残
念

で
あ
る
。四

　
お
わ
り
に

三
人
の
提
案
者
は
'
期
せ
ず
し
て
い
わ
ゆ
る
進
学
校
の
勤
務
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
へ
生
徒
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
学
習
に
向
か
っ
て
い
-
と
い
う
前
提
が

あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
意
味
で
は
、
正
面
か
ら
本
格
的
な
読
み
の

授
業
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
「
山
日
記
」
は
、
お
の
ず
か
ら
生
徒
自
身
に
自
身
の
読
み
の
自
覚

化
を
促
す
作
品
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
当
然
へ
　
課
題
解
決
型
へ
　
単
元
化
な

ど
の
学
習
指
導
が
提
案
さ
れ
る
余
地
は
あ
っ
た
。

指
導
方
法
の
多
様
性
に
つ
い
て
は
'
今
回
十
分
に
深
め
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
こ
と
を
、
最
後
に
指
摘
し
て
お
-
。

(
愛
媛
大
学
教
育
学
部
)
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