
藤
原
　
和
好
　
著

文
学
の
授
業
と
人
間
形
成

T
般
に
、
文
学
の
授
業
で
は
'
作
品
を
正
し
-

「
烈
解
」
す
る
こ
と
が
、
T
応
の
到
達
点
に
な
っ
て

い
る
。
い
わ
-
「
主
題
を
と
ら
え
る
」
、
い
わ
-
「
登

場
人
物
の
心
刑
を
読
み
と
る
」
'
い
わ
-
「
場
所
の

展
開
や
梢
戊
を
と
ら
え
る
」
等
々
。

し
か
し
'
私
た
ち
が
'
普
通
'
文
学
作
品
を
読
む

と
き
は
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
作

品
を
読
み
進
め
な
が
ら
、
あ
る
い
は
読
み
終
わ
っ
た

後
も
、
作
品
世
界
の
な
に
も
の
か
と
自
己
と
を
結
び

つ
け
t
か
ら
み
合
わ
せ
て
'
な
ん
ら
か
の
「
働
き
か

け
合
い
」
を
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
文
学
作
品
を

読
む
こ
と
の
お
も
し
ろ
さ
の
大
半
は
'
こ
の
　
「
働

き
か
け
合
い
」
に
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
と
こ
ろ

が
、
文
学
の
　
「
授
業
」
　
と
な
る
と
、
こ
の
肝
心
の

「
働
き
か
け
合
い
」
の
と
こ
ろ
は
'
ほ
と
ん
ど
と
り

あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
文
学
作
品
を
授
業
で
と

り
あ
げ
る
と
つ
ま
ら
な
-
な
る
と
言
わ
れ
る
原
田
の

T
鵬
も
'
案
外
'
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

こ
ん
な
こ
と
を
感
じ
続
け
て
い
た
と
こ
ろ
'
こ
の

間
題
意
識
に
ぴ
っ
た
り
の
好
著
が
出
た
。
本
書
で
あ

る
0
新
著
は
'
「
ま
え
が
き
」
に
当
た
る
部
分
で
'

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

〝
私
は
'
三
前
に
来
て
以
来
一
往
、
7
九
七
丁
年

以
来
)
　
さ
ま
ざ
ま
な
実
践
に
触
れ
ま
し
た
o
そ
し
て

そ
の
間
'
文
学
作
品
に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
子
ど

も
た
ち
の
内
面
に
何
か
の
変
化
が
確
実
に
起
こ
っ
て

い
る
と
い
う
事
実
に
日
を
と
め
て
き
ま
し
た
。
そ
れ

が
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
'
こ
こ
一
〇
咋
間

の
私
の
営
み
で
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
木

は
'
い
わ
ば
そ
の
解
答
の
第
7
次
報
告
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
〃
　
(
」
ペ
ー
ジ
)

著
者
は
'
こ
の
一
〇
年
余
に
わ
た
る
模
索
の
結

果
'
∧
価
値
揖
藤
・
変
革
の
文
学
教
育
∨
と
い
う
m

念
に
た
ど
り
つ
く
。

〝
考
え
て
み
れ
ば
、
文
学
は
我
々
の
日
常
的
な
感

覚
・
思
想
と
鋭
く
対
決
す
る
も
の
を
本
来
持
っ
て
い

る
は
ず
で
'
だ
か
ら
こ
そ
文
学
を
読
む
こ
と
が
'
単

な
る
楽
し
み
以
上
の
も
の
を
人
間
に
も
た
ら
す
は

ず
で
す
の
に
、
私
た
ち
は
'
授
業
に
お
い
て
'
文
学

の
思
想
と
子
ど
も
の
思
想
と
を
丸
ご
と
に
対
決
さ
せ

る
こ
と
を
意
外
に
も
忘
れ
去
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
い

は
、
意
識
的
に
か
無
意
識
的
に
か
避
け
て
い
る
の
で

す
。
教
材
研
究
に
あ
た
っ
て
は
、
作
品
の
精
密
な
分

析
に
と
ど
ま
る
の
で
な
-
、
そ
の
基
本
に
お
い
て
'

作
品
の
思
想
　
(
作
品
が
内
包
し
て
い
る
価
伯
机
)
　
と

生
従
の
思
想
　
(
生
徒
の
価
値
観
一
が
ど
こ
で
鋭
-
ぶ

つ
か
り
合
う
の
か
を
見
す
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り

J
l
/
せ
ん
'
そ
の
蝣
c
r
i
^
n
仙
間
組
が
:
-
7
:
'
-
蝣
<
:
し
て
い
く
j
C
-

り
さ
ま
が
文
学
の
授
業
な
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考

え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
〃
　
二
　
7
九
ペ
ー
ジ
)

北
朝
者
の
提
唱
す
る
こ
の
爪
念
は
、
本
吉
を
貰
-
梶

木
川
念
と
み
て
よ
い
.

し
か
し
'
若
者
は
'
こ
の
∧
何
倍
茄
藤
・
変
革
の

文
学
教
育
∨
の
刑
念
を
抽
象
的
1
般
的
に
展
開
し
て

い
る
の
で
は
な
い
.
教
材
の
一
つ
T
つ
を
通
し
て
'

い
く
つ
も
の
す
ぐ
れ
た
実
践
を
通
し
て
'
実
に
具
体

的
に
述
べ
て
い
る
。
本
書
の
お
も
し
ろ
さ
の
も
う
7

つ
の
刑
由
は
'
こ
の
具
体
性
の
中
に
あ
る
。

木
霊
は
'
第
7
部
の
教
材
論
と
第
二
部
の
授
業
論

と
か
ら
成
っ
て
お
り
'
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
教
材

の
大
部
分
は
、
文
学
読
本
『
は
ぐ
る
ま
』
　
(
部
落
閃
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腰
研
究
所
刊
)
　
所
収
の
文
学
作
品
で
あ
る
。

第
7
部
の
教
材
論
で
は
t
 
r
こ
ぶ
と
り
L
 
F
か
さ

こ
じ
ぞ
う
.
]
　
r
ご
ん
ぎ
つ
ね
i
¥
-
^
-
i
の
は
i
-
j
 
r
故

郷
』
等
々
に
即
し
な
が
ら
'
教
材
分
析
の
視
点
と
方

法
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
従
来
の
教

材
論
・
教
材
解
釈
を
確
実
に
こ
え
て
い
る
と
思
わ
れ

・
る
と
こ
ろ
や
'
定
式
化
r
J
れ
つ
つ
あ
る
教
材
分
析
の

視
点
に
再
検
討
を
迫
る
見
解
も
数
多
-
み
ら
れ
'
読

者
も
思
わ
ず
身
を
乗
り
だ
し
て
し
ま
う
。

第
二
部
の
授
業
論
で
は
'
群
者
の
接
し
た
三

下
の
授
業
や
'
新
著
白
身
に
よ
る
授
業
が
と
り
あ
げ

ら
れ
'
そ
れ
ら
が
か
な
り
く
わ
し
-
記
述
さ
れ
て
い

る
と
と
も
に
'
∧
価
偵
h
.
&
藤
・
変
革
V
と
い
う
若
者

の
主
張
が
具
体
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
新
者
は
'

ま
ず
作
品
の
正
し
い
甜
帥
'
そ
れ
か
ら
「
ど
う
思
う

か
」
へ
、
と
い
う
段
階
論
を
否
定
し
て
、
「
ど
う
思

う
か
」
を
軸
に
'
「
正
し
い
班
解
」
を
も
統
合
し
て

い
く
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

灘
者
は
'
三
前
大
学
に
赴
任
す
る
と
き
'
「
殺
初

の
1
0
年
は
現
場
を
知
る
時
期
、
次
の
T
〇
年
は
閑

托
す
る
時
期
へ
最
後
の
T
〇
年
は
成
果
を
ま
と
め
る

時
期
」
と
い
う
計
画
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の

計
何
に
あ
て
は
め
れ
ば
'
本
吉
は
そ
の
開
拓
期
の
ス

タ
ー
-
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
本
譜
の
実
質

も
、
ま
さ
に
「
m
捕
」
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
。
私
た

ち
読
者
も
ま
た
'
こ
の
開
拓
の
事
実
に
加
わ
ら
ね
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
(
B
六
判
二
四
七
ペ
ー
ジ
'
昭

」
蝣
-
=
-
 
"
叩
一
二
月
一
〇
日
t
 
i
?
*
t
間
血
p
 
F
米
所
山
脈

部
刊
一
'
〇
〇
〇
I
 
l
J
)
　
　
　
　
　
(
大
槻
和
夫
)
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