
【
研
究
ノ
ー
ト
】

｢
山

月
記
｣

細
井
康
子

二

研
究
の
目
的

高
等
学
校
国
語
教
科
書
の

｢定
番
｣
教
材
と
し
て
の

｢
山
月
記
｣

の
主
題
の

一
面
を
､
主
人
公
の
李
徴
の
内
面
の
変
化
に
注
目
し
捉

え
る
こ
と
が
本
論
の
目
的
で
あ
る
｡

二
､
｢定
番
｣
教
材
と
し
て
の

『
山
月
記
』

高
橋
広
満
()9
9
6
)
は
､
高
等
学
校
国
語
教
科
書
の

r定
番
｣
と

し
て
､
｢
羅
生
門
｣
｢
山
月
記
｣
｢
こ
こ
ろ
｣
｢舞
姫
｣
の
四
教
材
を

挙
げ
て
い
る
｡
そ
の
上
で
'
そ
れ
ら
の
共
通
項
と
し
て
､
｢
二
分
法

的
思
考
｣
に
注
目
し
､
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

-
人
格
)
-
二
分
法
的
思
考
は
'
｢
こ
こ
ろ
｣
の
教
科
書

･
指
導
書

に
お
い
て
だ
け
明
白
な
の
で
は
な
く
'
実
は
他
の
定
番
に
も
色

濃
く
認
め
ら
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
｢
羅
生
門
｣
で

は

｢盗
人
に
な
る
こ
と
｣
と

｢飢
え
死
に
｣
を
す
る
こ
と
｡
｢
山

月
記
｣
で
は

｢試
作
｣
と

｢生
活
｣｡
｢舞
姫
J
で
は

｢愛
し
と

｢栄
達
｣
｡
-
(
略
)
-
き
わ
め
て
裁
然
と
し
た
二
項
対
立
的
思
考

に
よ

っ
て
成
り
立

っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
｡
-
(
略
)
-

後
者

(小
説
)
の
場
合
は
'
二

項
の
前
に
た
た
ず
み
､
ど
ち
ら
利

を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
主
人
公
の
生
き
方
や
運

命

こ
そ
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
だ
｡

(
｢軟
石
研
究
｣
第
6
号

)9
9
6
[
5
｢定
番
を
求
め
る
心
｣
高
橋
広

満
)こ

う
し
た
指
摘
を
踏
ま
え
て
指
導
書
を
参
照
す
る
と
'
悲
劇
的

運
命
に
お
か
れ
た
状
況
を
主
題
と
す
る
も
の
が
多
い
こ
と
が
解
る
｡

例
え
ば
'
｢学
校
図
書
｣
の
指
導
書
に
は
'
｢
人
間
存
在
の
不
条

理
｣
'
｢過
剰
な
自
意
識
に
悩
む
近
代
人
の
悲
劇
｣
'
｢芸
術
に
執
す

る
者
の
宿
命
的
な
苦
悩
L
t
な
ど
の
主
題
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
'

指
導
書
等
に
み
る

『
山
月
記
』
の
主
題
は
'
主
人
公
の
悲
劇
の
運

命
が
主
に
な

っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
｡

ま
た
'
授
業
の
展
開
の
パ
タ
ー
ン
化
に

つ
い
て
'
高
橋

(1996)
､

中
村
敦
雄

(2
0
0
2
)
は
'
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
｡

授
業

の
展
開

と

し

て
は
'
ほ
ぼ
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
て
い
る
と
言

っ
て
い
い
｡
-

(略
)
･･･た
と
え
ば
'
蓑
惨
が
感
じ
た
'
肇
磯

の
詩
に

欠
け

る
〃
｣
に

l
て
､

そ
の

.7
叫
な
1
川

と
ー

ヨ

崩
.間
｡こ
れ
に
対

し
て
用
意

さ
れた
主
要
な
答
えは
､

家
族

へ
の
愛
情
の
薄
さ
や
人
間
性
の
欠
如
だ
と
さ
れ
て
い
る
､

教
室
で
は
､
そ
こ
か
ら
進
め
て
'
萄
周
り
刃

岡
焼
d
t不
周
が
声

高
に
非
難
さ
れ
､
自
意
識
過
剰
を
戒
め
る
声
が
教
師
'
あ
る
い

は
生
徒
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
る
｡

(
｢『
山
月
記
』
を
よ
む
｣
群
馬
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
講
座
編

3 3



著

2
0
0
2
[
2

よ
り

｢『
山
月
記
』
を
ど
う
や

っ
て
救
出
す
る
か
?
･

国
語

教

育

学

の
立
場
か
ら
-
｣
中
村
敦
雄
)

ま
た
'
｢臆
病
な
自
尊
心
｣
｢尊
大
な
蓋
恥
心
｣
に
表
現
さ
れ
て

い
る
､
主
人
公
の
矛
盾
し
た
内
面
を
説
明
し
て
み
よ
う
と
い
う

問
い
も
あ
る
｡

(
｢淑
石
研
究
｣
第
6
号

1
9
9
6
]
5
r定
番
を
求
め
る
心
｣
高
橋
広

満
)以

上
の
指
摘
の
よ
う
に
､
指
導
書
の
主
題
や
'
教
科
書
の

r学

習
｣
の
部
分
で
は
'
主
人
公
の
置
か
れ
た
現
状
に
注
目
し
て
問
題

設
定
を
す
る
も
の
が
多
く
'
そ
こ
に
重
点
が
置
か
れ
過
ぎ
て
し
ま

う
き
ら
い
が
あ
る
｡

こ
う
し
た
授
業
展
開
は
'
作
品
を
読
み
解
く
に
当
り
'
効
果
的

な
も
の
で
は
あ
る
が
'
『
山
月
記
』
の
場
合
t
r臆
病
な
自
尊
心
｣

や

｢尊
大
な
農
恥
心
｣
の
出
所
が
'
李
徴
自
身
の
告
白
に
よ
る
も

の
だ
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
る
と
'
『
山
月
記
』
の
新
た
な
主
題
に

気
付
く
こ
と
が
で
き
る
｡

本
稿
で
は
､
主
人
公
の
置
か
れ
た
動
か
ざ
る

｢
現
状
｣
に
主
眼

を
置
く
の
で
は
な
く
'
そ
の

｢現
状
｣
に
至
る

｢過
程
｣
に
主
眼

を
置
く
読
み
方
を
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
O

三
'
『
山
月
記
』
の
主
題

『
山
月
記
』
は
'
変
化
狩
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
し

か
し
､
本
稿
で
は
外
面
の
変
化
の
物
語
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
'

内
面
の
変
化
の
物
語
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
｡

『
山
月
記
』
は
'
悲
劇
の
物
語
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
'
そ
の

悲
劇
か
ら
始
ま
る
'
人
間
の
内
面
の
変
化
詔
で
も
あ
る
t
と
言
え

る
｡李

徴
の
悲
劇
の
運
命
の
告
白
と
い
う
'
告
白
の
内
容
の
方
に
重

点
を
置
く
と
､
前
段
に
見
る
よ
う
な
主
題
を
導
き
出
す
こ
と
が
で

き
る
｡
が
'
そ
の
告
白
の
さ
れ
方
の
方
に
注
目
す
る
と
､
李
徴
の

内
面
の
変
化
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
作
品
で
あ
る
｡

雷
李
徴
の
変
化

(
こ

～
李
徴
の
告
白
の
順
番
か
ら

～
■

虎
に
な

っ
た
理
由
に

つ
い
て
'
李
徴
の
告
白
を
順

に
追

う
こ
と

に
よ
り
､
李
徴
の
内
面
が
変
化
し
て
い
る
様
子
を
捉
え
る
｡

李
徴
は
始
め
'
｢何
故
こ
ん
な
事
に
な

っ
た
の
だ
ろ
う
｡
分
か
ら

ぬ
｣
と
言
い
'
｢
さ
だ
め
だ
｣
と
言

っ
て
い
る
｡
ま
た
'
詩
に
も
｢偶
々

凶
疾
に
よ
り
て
｣
と
あ
る
｡

し
か
し
'
そ
の
後
'
蓑
惨
に
話
を
す
る
う
ち
に
'
李
徴
に
と

っ

て
'
｢判
ら
な
い
｣
も
の
だ

っ
た
は
ず
の
原
因
に

つ
い
て
､
人
と
の

交
わ
り
を
避
け
た
事
､
｢尊
大
な
蓋
恥
心
｣
や

｢臆
病
な
自
尊
心
｣

が
自
ら
を
傷

つ
け
'
周
囲
を
苦
し
め
る
だ
け
の
病
で
あ

っ
た
事
等

に
言
及
L
t
｢虎
と
成
り
果
て
た
今
､
己
は
よ
う
や
く
そ
れ
に
気
が

付
い
た
L
t
と
告
白
す
る
｡
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李
徴
の
内
面
を
変
化
さ
せ
た
契
機
は
､
虎
に
な
る
と
い
う

｢
運

命
｣
で
あ

っ
た
｡
そ
こ
で
李
徴
は
､
今
ま
で
の
人
生
を
振
り
返
る

時
間
と
'
か
つ
て
の
友
人
衰
惨
と
い
う
話
し
相
手
を
得
る
｡
そ
れ

に
よ
っ
て
'
李
徴
の
内
面
の
変
化
が
生
ま
れ
て
い
く
｡

{
李
徴
の
変
化

(
二
)
～
告
白
の
方
法
か
ら
～
⊥

李
徴
は
'
｢誰

一
人

己
の
気
持
ち
を
分
か
っ
て

くれ
る
者
は
な
い
｡

ち
よ
う
ど
'
人
間
だ

っ
た
頃
､
己
の
傷

つ
き
や
す
い
内
心
を
誰
も

理
解
し
て
く
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
｡
｣
と
告
白
し
て
い
る
｡
結
局
'

人
間
だ

っ
た
頃
も
､
虎
に
な

っ
た
今
で
も
､
李
徴
の

｢気
持
ち
を

分
か
っ
て
く
れ
る
者
は
な
い
｣
の
に
は
変
化
が
な
い
｡

し
か
し
､
人
間
だ

っ
た
頃

｢努
め
て
人
と
の
交
を
避
け
た
｣
李

徴
が
'
今
は
'
｢
こ
の
胸
を
灼
く
悲
し
み
を
誰
か
に
訴
え
た
い
｣
と

空
谷
に
向

っ
て
吠
え
て
い
る
｡
こ
こ
に
二
つ
目
の
李
徴
の
変
化
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
｡

つ
ま
り
感
情
を
表
現
す
る
か
し
な
い
か
t

の
違
い
が
で
て
い
る
｡

雷
李
徴
の
変
化

(
三
)

～
告
白
の
内
容
か
ら

～
■

李
徴
が
姿
を
現
わ
す

か
ど
う
か
､
と
い
う

こ
と

に
つ
い
て
も
'

前
半
と
後
半
で
違
い
が
あ
る
｡

前
半
で
は
､
蓑
惨
の

｢何
故
叢
か
ら
出
て
来
な
い
の
か
｣
と
い

う
問
い
に
対
し
､
｢
ど
う
し
て
'
お
め
お
め
と
故
人
の
前
に
あ
さ
ま

し
い
姿
を
さ
ら
せ
よ
う
か
｣
､
｢
必
ず
君
に
畏
怖
嫌
厭
の
情
を
起
こ

さ
せ
る
に
決
ま

っ
て
い
る
｣
と
答
え
て
い
る
｡

後
半
で
は
'
自
ら
姿
を
見
せ
る
｡
そ
の
理
由
は
､
｢我
が
醜
悪
な

姿
を
示
し
て
､
以
て
再
び
此
処
を
過
ぎ
て
自
分
に
会
お
う
と
の
気

持
ち
を
君
に
起
こ
さ
せ
な
い
た
め
で
あ
る
｣
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡

自
ら
の
姿
を
示
そ
う
と
し
た
李
徴
は
､
｢醜
悪
な
今
の
外
形
｣
を

曝
さ
な
か
っ
た
李
徴
と
は
違
小
､
自
尊
心
や
蓋
恥
心
を
優
先
す
る

こ
と
な
く
'
ま
ず
蓑
惨
の
身
を
案
じ
る
事
を
第

一
と
し
て
い
る
｡

四
'
生
徒
の
捉
え
た
李
徴
の
変
化

以
上
を
踏
ま
え
て
授
業
し
た
後
'
李
徴
が
変
化
し
､
そ
れ
に
よ

っ
て
手
に
入
れ
た
も
の
に
つ
い
て
､
生
徒
達
は
次
の
よ
う
に
捉
え

て
い
る
｡

*
意
地
も
プ
ラ
イ
ド
も
捨
て
て
､
人
に
交
わ
る
勇
気
｡
人
に
自

分
の
心
を
開
く
勇
気
｡

*
自
分
の
こ
と
を
客
観
的
に
見
る
力
｡

*
自
分
以
外
の
人
を
思
う
心
｡

*
人
の
気
持
ち
'
性
格
を
理
解
す
る
こ
と
と
'
自
分
自
身
を
理

解
す
る
こ
と
｡

*
周
囲
の
人
の
こ
と
を
気
に
す
る
気
持
ち
と
､
今
ま
で
し
な
か

っ
た
努
力
を
悔
し
く
感
じ
る
心
'
自
分
の
気
持
ち
を
理
解
し
て

も
ら
お
う
と
す
る
心
｡

*
人
間
で
あ

っ
た
と
き
は
自
尊
心
や
差
恥
心
し
か
な
か
っ
た
け

ど
､
虎
に
な

っ
て
か
ら
感
情
が
豊
か
に
な

っ
た
と
思
う
｡
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*
お
そ
ら
く
初
め
て
で
あ
ろ
う
自
分
の
心
を
出
し
､
ぶ

つ
け
た

こ
と
に
よ

っ
て
'
心
が
磨
か
れ
､
人
の
胆
と
も
よ
べ
る
'
心
の

成
長
を
遂
げ
た
｡

*
始
め
は
自
分
の
運
命
を
悲
し
ん
だ
り
し
て
い
る
だ
け
だ

っ
た

け
ど
'
最
後
に
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
少
し
だ
け
前
向
き
に
な

っ
た
気
が
す
る
｡

*
自
噸
癖
は
最
後
ま
で
あ
ま
り
変
化
し
な
い
｡
た
だ
､
理
由
は

ど
う
あ
れ
､
自
分
の

(と
い
っ
て
も
自
分
が
そ
う
思

っ
て
い
る

だ
け
だ
け
ど
'
)
患
い
部
分
を
積
極
的
に
見
せ
よ
う
と
し
た
｡

ま
と
め
る
と
'
李
徴
の
内
面
が
変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら

れ
た
も
の
は
'
｢自
己
に
向
き
合
う
力
｣
､
｢
人
を
思
い
や
る
力
｣
､

｢自
分
を
表
現
す
る
力
｣
'
｢
人
に
心
を
聞
く
力
J
等
が
挙
げ
ら
れ

る
｡

五
'
ま
と
め

以
上
を
踏
ま
え
て
'
『
山
月
記
』
の
中
に

一
貫
し
て
流
れ
て
い
る

も
の
は
'
大
き
く
捉
え
る
と

｢変
化
｣
で
あ
る
｡
｢
人
間
｣
か
ら

｢虎
｣

へ
の
外
面
の
変
化
や
､
よ
く
指
導
書
等
で
取
り
上
げ
ら
れ
る

｢自

分
｣
か
ら

｢
お
れ
｣
へ
の
呼
称
の
変
化
､
｢
月
｣
の
描
写
の
変
化
が

あ
る
中
で
'
李
徴
の
内
面
も
変
化
し
て
い
く
｡
自
ら
の

｢内
面
｣

を
さ
ら
け
出
す
こ
と
を
し
な
か
っ
た
李
徴
が
そ
れ
を
現
わ
し
､
自

ら
の
内
面
を
把
握
L
t
表
現
す
る
よ
う
に
な
る
｡

悲
劇
の
運
命
'
と
い
う
の
は
'
こ
の
小
説
の
設
定
の

t
つ
で
あ

り
､
そ
こ
か
ら
変
化
の
物
語
が
展
開
さ
れ
て
い
く
｡
作
品
の
中
に

一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
も
の
を
主
題
と
す
る
な
ら
ば
､
『
山
月
記
』

は
'
｢悲
劇
の
運
命
に
苦
悩
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
変
化
の

物
語
｣
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
｡

六
'
今
後
の
課
題

し
か
し
､
『
山
月
記
』
は
､
す
べ
て
に
お
い
て
変
化
し
て
い
る
も

の
で
は
な
い
｡
先
程
の
生
徒
の
李
徴
把
握
に
あ

っ
た
よ
う
に
'
例

え
ば
'
李
徴
の

｢自
噸
癖
｣
で
あ
る
｡

そ
の

｢自
噴
癖
｣
を
伴

っ
て
作
ら
れ
て
い
る

｢詩
｣
と
の
関
わ

り
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
主
題
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
｡
こ
の
詩
は
､
虎
に
な

っ
た
原
因
に
つ

い
て

｢
分
か
ら
ぬ
｣
と
し
て
い
る
時
の
も
の
で
あ
り
'
｢
お
笑
い
草

つ
い
で
に
｣
と
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
､
李
徴
が
人
間
だ

っ

た
頃
の
様
子
が
伺
え
る
部
分
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

ま
た
､
最
後
に
妻
子
の
事
を
言
及
す
る
に
及
び
､
｢
し
か
し
た
ち

ま
ち
ま
た
先
刻
の
自
噺
的
な
調
子
に
戻

っ
て
｣
と
い
う
部
分
が
あ

る
｡
李
徴
は
'
内
面
の
変
化
を
遂
げ
な
が
ら
も
､
青
年
時
代
か
ら

の
自
噺
癖
か
ら
抜
け
出
せ
ず
に
も
い
る
｡
こ
の
二
つ
の

｢自
噴
癖
｣

が
出
て
く
る
場
面
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
､
新
た
に
主
題
を
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
｡
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(
ほ
そ
い

や
す
こ

平
成
十

一
年
度
修
了
生
)


